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Ⅰ
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Ⅱ
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⽜
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ａ
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Ⅵ
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察
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ｂ
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デ
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ｃ
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デ
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⚒
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状
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⚓

評
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Ⅳ
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の
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象
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ｂ
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巻
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号
）

Ⅴ
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当
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提
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⚑
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⚒
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ａ
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性
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説

（
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価
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⚓
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（
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者
の
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⚑

客
観
的
承
諾
要
素

（
ａ
）
弁
識
・
判
断
能
力

（
ｂ
）
切
迫
性

（
ｃ
）
調
査
義
務

（
ｄ
）
法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思

⚒

主
観
的
正
当
化
要
素

（
以
上
第
五
三
巻
第
三
号
）

第
⚓
章

構
成
要
件
阻
却
の
了
解

Ⅰ

構
成
要
件
阻
却
の
了
解
の
分
類

構
成
要
件
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
文
言
又
は
意
味
、
目
的
か
ら
、
法
益
保
持
者
の
意
思
に
反
し
た
、
少
な
く
と
も
法
益
保
持
者
の
意
思
な

し
の
行
為
を
前
提
と
す
る
構
成
要
件
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪
で
は
、
当
人
の
意
思
に
反
す
る
と
こ
ろ
に
、
不
法
を
基
礎
づ
け
る
事
情
が

あ
る
。
了
解
が
あ
れ
ば
、
す
で
に
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
の
で
、
正
当
化
承
諾
の
問
題
は
端
か
ら
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が

構
成
要
件
阻
却
の
了
解
（
T
atbestandsausschließendesEinverständnis）
で
あ
る
（
⚑
）。
こ
れ
を
犯
罪
類
型
で
見
る
と
、
次
の
三
分
類
が

可
能
で
あ
る
（
⚒
）。

①
対
抗
す
る
当
人
の
意
思
を
抑
え
つ
け
る
と
こ
ろ
に
不
法
の
基
礎
づ
け
ら
れ
る
犯
罪
が
あ
る
。
強
制
性
交
等
罪
（
刑
第
一
七
七
条
前

段
）、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
（
刑
一
七
六
条
前
段
）、
逮
捕
監
禁
罪
（
刑
第
二
二
〇
条
）、
強
要
罪
（
刑
第
二
二
三
条
前
段
）、
強
盗
罪
（
刑
第

二
三
六
条
）、
恐
喝
罪
（
刑
第
二
四
九
条
）
は
意
思
形
成
又
は
意
思
活
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
構
成
要
件
は
、
当

人
の
意
思
そ
れ
自
体
が
攻
撃
さ
れ
、
曲
げ
ら
れ
又
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

②
構
成
要
件
要
素
が
、
当
人
の
意
思
に
依
存
す
る
事
実
状
態
の
変
更
に
関
係
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
窃
盗
罪
（
刑
第
二
三
五
条
）
が
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そ
の
例
で
あ
る
。
隣
人
の
同
意
を
得
て
ビ
ー
ル
一
缶
を
そ
の
冷
蔵
庫
か
ら
持
ち
出
す
者
は
ビ
ー
ル
を
⽛
窃
取
⽜
し
て
い
な
い
。
窃
取
と
い

う
構
成
要
件
要
素
は
、
他
人
の
占
有
を
侵
害
し
、
新
た
な
占
有
を
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、⽛
窃
取
⽜
と
い
う
構
成
要
件
要
素
は
占
有

者
の
意
思
に
反
し
て
そ
れ
ま
で
の
占
有
を
消
滅
さ
せ
る
行
為
を
要
求
す
る
。
も
っ
と
も
、
窃
取
を
占
有
の
消
滅
と
定
義
し
、
占
有
消
滅
に

つ
い
て
の
当
人
の
了
解
が
あ
っ
て
も
、
窃
盗
の
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
一
般
の
語
法
か
ら
は
全
く
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
は
別
に
詐
欺
罪
が
あ
る
こ
と
と
そ
ぐ
わ
な
い
。
物
を
騙
し
取
る
こ
と
は
一
般
に
詐
欺
と
し
て
扱
わ
れ
、
窃
盗

と
は
扱
わ
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
、
窃
盗
罪
は
当
人
の
意
思
に
反
す
る
占
有
消
滅
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
⚓
）。

③
構
成
要
件
要
素
が
権
利
状
態
の
侵
害
に
関
係
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
住
居
侵
入
罪
（
刑
第
一
三
〇
条
）
が
そ
の
例
で
あ
る
。
他
人

の
招
待
に
応
じ
て
そ
の
住
ま
い
に
入
る
者
と
か
、
買
い
物
を
す
る
た
め
に
百
貨
店
に
入
る
者
は
、
他
人
の
住
ま
い
や
売
り
場
に
⽛
立
ち
入

る
⽜
が
、⽛
侵
入
⽜
し
て
い
な
い
。
侵
入
と
い
う
構
成
要
件
要
素
は
、
住
居
権
者
の
意
思
に
反
し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
住

居
権
者
が
立
ち
入
り
を
了
解
し
て
お
れ
ば
、⽛
侵
入
⽜
と
い
う
構
成
要
件
要
素
は
充
足
さ
れ
な
い
（
⚔
）。

Ⅱ

了
解
の
前
提
要
件

構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
了
解
と
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
承
諾
は
元
来
異
な
っ
た
有
効
要
件
を
伴
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
構

成
要
件
阻
却
の
了
解
で
は
、
了
解
者
の
錯
誤
は
法
的
に
重
要
で
な
い
と
か
、
了
解
者
は
そ
の
了
解
の
意
思
表
示
を
す
る
必
要
も
な
い
し
、

行
為
者
は
そ
れ
を
知
る
必
要
も
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
こ
の
よ
う
な
図
式
的
相
違
は
維
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

了
解
は
承
諾
と
は
異
な
り
、
各
構
成
要
件
の
機
能
及
び
保
護
法
益
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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⚑

自
然
的
意
思
能
力
と
弁
識
・
判
断
能
力

①
対
抗
す
る
当
人
の
意
思
を
抑
え
つ
け
る
こ
と
に
関
係
す
る
構
成
要
件
要
素
は
、当
人
が
対
抗
意
思
を
も
た
な
い
と
き
充
足
さ
れ
な
い
。

当
人
に
意
思
を
形
成
す
る
普
通
の
能
力
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
意
思
能
力
（
natürlicheW
illensfähigkeit）
が
あ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
行
為
を
自
発
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
四
歳
の
子
ど
も
甲
が
、

そ
の
居
る
部
屋
を
一
八
歳
の
少
年
乙
が
短
時
間
鍵
を
掛
け
る
こ
と
に
何
も
抵
抗
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
甲
は
そ
の
意
思
に
反
し
て
閉

じ
込
め
ら
れ
た
の
で
な
い
か
ら
、
逮
捕
監
禁
罪
は
成
立
し
な
い
（
⚕
）。

②
事
実
状
態
の
変
更
を
対
象
と
す
る
構
成
要
件
要
素
に
お
い
て
も
、
当
人
に
自
然
的
意
思
能
力
が
あ
れ
ば
足
り
る
。
窃
盗
罪
に
お
け
る

占
有
は
事
実
的
支
配
意
思
に
担
わ
れ
た
物
の
支
配
を
要
求
す
る
。
こ
う
い
っ
た
自
然
的
支
配
意
思
を
子
ど
も
や
場
合
に
よ
っ
て
は
精
神
障

礙
者
も
も
ち
う
る
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
占
有
状
態
の
放
棄
に
も
、
し
た
が
っ
て
了
解
の
た
め
に
も
、
自
然
的
意
思
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
足

り
る
。
例
え
ば
、
球
で
遊
ん
で
い
る
六
歳
の
子
ど
も
甲
が
、
大
人
の
乙
に
声
を
掛
け
ら
れ
、
そ
の
球
を
も
ら
え
な
い
か
と
問
わ
れ
る
。
甲

は
、
感
じ
の
良
い
乙
に
好
意
を
示
し
た
い
の
で
乙
に
球
を
あ
げ
る
。
こ
の
場
合
、
乙
は
甲
の
球
を
窃
取
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
も
っ
と

も
、⽛
不
法
領
得
⽜
は
残
る
。
所
有
権
移
転
に
関
し
て
、
甲
に
は
球
の
価
値
、
喪
失
に
関
し
て
必
要
と
さ
れ
る
弁
識
能
力
に
欠
け
る
し
、
有

効
な
贈
与
に
必
要
な
法
律
行
為
能
力
も
有
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
も
の
の
、
窃
取
な
し
の
不
法
領
得
を
処

罰
す
る
横
領
罪
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
（
⚖
）。

③
権
利
状
態
へ
の
侵
害
を
対
象
と
す
る
構
成
要
件
要
素
に
お
い
て
、
了
解
の
有
効
性
が
弁
識
・
判
断
能
力
を
前
提
と
す
る
か
否
か
に
つ

い
て
は
、
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
構
成
要
件
阻
却
の
了
解
と
違
法
性
阻
却
の
承
諾
を
区
別
す
る
見
解
に
よ
る
と
、
了
解
は
構
成
要
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件
要
素
に
不
該
当
と
す
る
と
い
う
形
式
的
理
由
か
ら
、
他
の
犯
罪
類
型
の
了
解
と
同
じ
く
、
自
然
的
意
思
で
十
分
で
あ
り
、
こ
の
意
思
が

適
切
な
状
況
判
断
か
ら
来
て
い
る
か
否
か
は
重
要
で
な
く
、
そ
れ
に
対
応
し
て
、
年
齢
や
精
神
障
礙
の
故
に
権
利
者
に
弁
識
能
力
が
欠
け

て
い
て
も
、
基
本
的
に
了
解
の
有
効
性
の
妨
げ
と
な
ら
な
い
と
説
か
れ
る
（
⚗
）。
し
か
し
、
所
有
権
を
保
護
法
益
と
す
る
物
の
損
壊
罪
で
は
、

承
諾
に
は
弁
識
・
判
断
能
力
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
権
利
状
態
へ
の
侵
害
を
対
象
と
す
る
構
成
要
件
要
素
に
お
い
て
も
弁
識
・

判
断
能
力
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
承
諾
の
場
合
と
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
理
由
は
な
い
（
⚘
）。

⚒

意
思
瑕
疵

①
当
人
意
思
の
抑
え
つ
け
を
対
象
と
す
る
構
成
要
件
要
素
で
は
、
了
解
が
、
行
為
者
の
構
成
要
件
的
行
為
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
る
瑕
疵

に
基
づ
く
と
き
、
了
解
は
常
に
法
的
意
味
を
有
し
な
い
。
強
制
性
交
等
罪
に
つ
い
て
み
る
と
、
甲
男
が
乙
女
に
兇
器
を
突
き
つ
け
て
性
交

を
強
要
す
る
と
き
、
そ
の
了
解
は
無
効
で
あ
る
が
、
甲
男
が
乙
女
を
、
自
分
の
本
当
の
意
図
に
反
し
て
、
高
価
な
贈
り
物
を
約
束
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
性
交
へ
誘
惑
す
る
と
き
、
被
害
者
は
反
対
給
付
に
関
す
る
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
も
の
の
、
構
成
要
件
的
方
法
（
暴
行
、
脅

迫
）
で
強
要
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
強
制
性
交
等
罪
は
成
立
し
な
い
（
⚙
）。
婚
姻
す
る
意
思
も
な
い
の
に
そ
の
約
束
を
し
て
性
交
渉
の

承
諾
を
さ
せ
る
場
合
も
同
じ
こ
と
が
云
え
る
（
10
）。

身
体
の
現
実
の
場
所
的
移
動
の
自
由
を
保
護
法
益
と
す
る
監
禁
罪
に
つ
い
て
み
る
と
、
施
錠
し
て
い
な
い
の
に
、
施
錠
し
て
あ
る
も
の

と
誤
信
さ
せ
、
脱
出
が
不
可
能
で
あ
る
と
誤
信
さ
せ
た
場
合
に
は
、
監
禁
罪
は
成
立
す
る
。
欺
罔
に
起
因
す
る
法
益
関
係
的
錯
誤
に
よ
っ

て
、
被
害
者
は
も
は
や
場
所
的
移
動
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
監
禁
の
目
的
を
欺
罔
し
た
と
き
、
例

え
ば
、
姦
淫
の
目
的
で
女
子
を
家
に
送
る
と
言
っ
て
自
動
車
に
同
乗
さ
せ
連
行
し
た
場
合
に
は
、
被
害
者
は
同
乗
を
、
つ
ま
り
、
そ
の
間
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車
内
で
自
由
を
奪
わ
れ
る
こ
と
を
了
解
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
自
己
の
移
動
の
自
由
を
支
配
し
て
い
る
と
云
え
る
。
被
害
者
は

行
為
者
の
意
図
を
察
知
し
て
下
車
を
要
求
し
た
と
き
か
ら
、
監
禁
行
為
が
始
ま
る
（
11
）。

②
事
実
的
状
態
の
変
更
に
関
係
す
る
構
成
要
件
要
素
で
は
、欺
罔
に
起
因
す
る
意
思
瑕
疵
は
重
要
で
な
い
。
事
実
的
状
態
の
放
棄
で
は
、

実
際
の
意
思
だ
け
が
重
要
で
あ
る
。
窃
盗
罪
に
つ
い
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
九
歳
の
子
ど
も
甲
が
、
そ
の
持
っ
て
い
る
球
と
引
き
換
え
に

ア
イ
ス
を
く
れ
る
と
約
束
し
た
乙
に
そ
の
球
を
渡
し
た
が
、
乙
は
そ
の
球
を
持
っ
た
ま
ま
姿
を
く
ら
ま
し
た
場
合
の
よ
う
に
、
乙
が
欺
罔

に
よ
っ
て
自
分
の
た
め
に
甲
に
そ
の
物
の
占
有
を
放
棄
さ
せ
る
と
き
、⽛
窃
取
⽜
が
な
い
の
で
、
窃
盗
罪
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場

合
を
想
定
し
て
規
定
さ
れ
た
の
が
詐
欺
罪
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
甲
が
一
〇
歳
の
子
ど
も
乙
に
抵
抗
し
た
ら
殴
る
と
脅
し
て
乙
の
球

を
奪
う
と
き
の
よ
う
に
、
事
実
的
状
態
の
変
更
に
抵
抗
す
る
乙
の
意
思
が
強
要
に
よ
っ
て
強
制
さ
れ
る
と
き
、
了
解
は
無
効
で
あ
る
。
甲

に
は
強
盗
罪
又
は
恐
喝
罪
が
成
立
す
る
（
12
）。

③
権
利
状
態
の
侵
害
に
関
す
る
犯
罪
で
あ
る
住
居
侵
入
罪
に
関
し
て
、
例
え
ば
、
住
居
権
者
甲
は
、
新
聞
購
読
勧
誘
員
を
名
乗
る
乙
を

住
ま
い
に
入
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
乙
は
甲
を
襲
い
、
物
を
奪
う
つ
も
り
で
あ
る
と
い
っ
た
場
合
、
甲
は
乙
が
甲
の
住
ま
い
に
入
る
こ
と

を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
は
住
居
に
⽛
侵
入
⽜
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
住
居
権
者
が
現
実
の
意
思
表
示
を
し
て
い
る
と
き
、

そ
の
者
の
⽛
真
意
（
仮
定
的
意
思
）⽜
に
依
拠
し
て
、⽛
侵
入
⽜
を
肯
定
す
る
見
解
（
13
）は
適
切
で
な
い
。
他
人
が
住
居
に
立
ち
入
る
こ
と
を
許

す
者
は
、
欺
罔
さ
れ
て
い
て
も
行
為
者
の
立
ち
入
り
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
強
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
そ

の
了
解
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
住
居
権
者
が
相
手
方
の
行
為
に
関
し
て
抱
く
期
待
は
住
居
侵
入
罪
の
保
護
領
域
に
入
ら
な
い
。
但

し
、
立
ち
退
き
要
求
に
従
わ
な
い
と
き
、
不
退
去
罪
（
刑
第
一
三
〇
条
）
が
成
立
す
る
（
14
）。
住
居
権
者
の
了
解
が
行
為
者
の
欺
罔
に
基
づ
く
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場
合
に
は
、
住
居
権
者
が
そ
の
私
的
領
域
に
関
す
る
認
識
の
あ
る
任
意
の
処
分
が
欠
如
し
て
い
る
と
し
て
、⽛
侵
入
⽜
を
肯
定
す
る
（
15
）な
ら
、

窃
盗
罪
の
⽛
窃
取
⽜
に
つ
い
て
も
、
欺
罔
さ
れ
た
占
有
者
の
⽛
真
意
⽜
を
問
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
物
を
騙
し
取
っ
た
場
合
に
も
、

詐
欺
罪
で
は
な
く
、
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
こ
れ
は
立
法
者
の
意
図
に
反
す
る
と
云
え
よ
う
（
16
）。

欺
罔
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
了
解
が
相
応
の
脅
迫
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
強
制
状
態
に
等
し
い
と
き
、
例
え
ば
、⽛
憲
兵
隊
の
佐
藤
だ
⽜
と

詐
称
し
て
了
解
を
得
て
建
物
内
に
入
る
と
か
（
17
）、
緊
急
避
難
類
似
の
緊
急
状
態
の
と
き
、
例
え
ば
、⽛
殺
さ
れ
る
、
住
居
に
匿
っ
て
く
れ
⽜
と

偽
っ
て
住
居
権
者
の
了
解
を
得
て
住
居
に
入
る
場
合
も
、
了
解
は
無
効
で
あ
る
（
18
）。

⚓

意
思
表
示
の
必
要
性

一
般
的
に
、
構
成
要
件
阻
却
の
了
解
と
違
法
性
阻
却
の
承
諾
を
区
別
す
る
見
解
は
、
構
成
要
件
阻
却
の
了
解
で
は
、
当
人
の
明
示
の
又

は
推
断
的
意
思
表
示
を
不
要
と
す
る
し
、
行
為
者
が
了
解
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
こ
と
も
不
要
と
し
、
当
人
の
内
的
同
意
だ
け
で
十
分
で

あ
る
と
説
く
（
意
思
表
示
不
要
説
）。
そ
う
す
る
と
、
了
解
が
実
際
に
は
あ
る
が
、
行
為
者
が
そ
れ
を
知
ら
な
い
と
き
、
す
で
に
客
観
的
構

成
要
件
が
充
足
さ
れ
ず
、
未
遂
罪
し
か
成
立
し
な
い
。
例
え
ば
、
甲
は
不
要
に
な
っ
た
自
動
車
の
タ
イ
ヤ
の
処
分
に
困
っ
て
、
そ
れ
を
誰

か
が
も
っ
て
い
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
夜
間
、
そ
れ
を
保
管
し
て
い
た
車
庫
を
開
扉
し
た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
タ
イ

ヤ
窃
盗
を
副
業
と
し
て
い
た
乙
が
そ
れ
を
秘
か
に
持
ち
出
し
た
と
い
う
場
合
、
乙
に
は
窃
盗
の
既
遂
罪
は
成
立
し
な
い
。
乙
が
了
解
の
存

在
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
限
り
で
は
重
要
で
な
い
。
し
か
し
、
窃
盗
の
（
不
能
）
未
遂
罪
は
成
立
す
る
（
19
）。
こ
れ
に
対
し
て
、

行
為
者
が
、
了
解
が
無
い
の
に
そ
れ
を
あ
る
と
誤
想
し
た
と
き
、
構
成
要
件
の
実
現
に
関
し
て
故
意
が
無
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
構
成

要
件
的
錯
誤
で
あ
り
、
主
観
的
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
な
い
。
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し
か
し
、
法
的
帰
結
を
伴
う
了
解
は
、
承
諾
と
同
じ
く
、
明
示
の
又
は
推
断
的
意
思
表
示
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
意
思
表
示
必

要
説
）。
例
え
ば
、
物
の
占
有
は
、
人
が
物
を
単
に
占
有
し
た
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る
の
で
な
く
、
当
人
に
物
の
支
配
が
帰

属
さ
れ
う
る
た
め
に
は
、
加
え
て
、
こ
の
意
思
が
少
な
く
と
も
推
断
的
に
で
も
外
に
向
け
て
認
識
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
と

同
様
に
、
占
有
放
棄
の
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
推
断
的
行
為
に
よ
っ
て
、
支
配
の
意
思
が
も
は
や
存
続
し
て
い
な
い
こ
と
が
明
確
に
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
記
タ
イ
ヤ
窃
盗
の
設
例
で
は
、
窃
盗
の
既
遂
罪
が
成
立
す
る
。
車
庫
を
開
扉
し
た
ま
ま
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
持
ち
出
し
て
ほ
し
い
と
い
う
当
人
の
意
思
が
外
に
表
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
20
）。
当
人
意
思
の
抑
え
つ
け

を
要
す
る
構
成
要
件
、
例
え
ば
、
強
制
性
交
等
罪
で
も
、
了
解
は
内
的
同
意
で
は
足
り
ず
、
何
ら
か
の
形
で
外
に
向
か
っ
て
認
識
可
能
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
当
人
の
言
葉
で
表
れ
る
こ
と
は
勿
論
、
当
人
の
反
応
に
表
れ
る
場
合
も
あ
る
（
21
）。

第
⚔
章

推
定
的
承
諾

Ⅰ

概
念
と
基
本
思
想

⚑

理
論
構
成

推
定
的
承
諾
（
M
utm
aßliche
Einw
illigung）
と
い
う
の
は
、
当
人
は
な
る
ほ
ど
実
際
に
そ
の
法
益
侵
害
に
同
意

を
与
え
て
い
な
い
が
、
し
か
し
、
可
能
で
あ
れ
ば
、
同
意
を
与
え
た
と
推
定
さ
れ
る
場
合
の
こ
と
を
云
う
。
行
為
者
が
誤
っ
て
承
諾
が
存

在
す
る
と
考
え
た
場
合
と
は
異
な
る
（
誤
想
承
諾
あ
る
い
は
想
定
承
諾
）。
推
定
的
承
諾
で
は
、
行
為
者
は
承
諾
の
表
示
の
な
い
こ
と
は

知
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
錯
誤
は
な
い
（
⚑
）。
例
え
ば
、
交
通
事
故
で
瀕
死
の
状
態
で
搬
送
さ
れ
て
き
た
意
識
を
失
っ
て
い
る

者
に
行
わ
れ
る
緊
急
手
術
で
は
、
傷
害
罪
の
成
否
が
、
留
守
中
の
隣
人
の
家
の
水
道
管
か
ら
漏
出
し
て
い
る
水
を
止
め
る
た
め
に
、
そ
の

家
に
侵
入
す
る
場
合
に
は
、
住
居
侵
入
罪
や
物
の
損
壊
罪
の
成
否
が
、
長
期
出
張
中
の
夫
宛
に
配
達
さ
れ
た
手
紙
を
そ
の
妻
が
開
封
し
た
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場
合
に
は
、
信
書
開
披
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
者
が
他
人
の
た
め
に
お
こ
な
う
場
合
だ
け
で
な
く
、
自
分
自
身
や

第
三
者
の
た
め
に
行
う
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
長
期
休
暇
旅
行
に
出
か
け
た
隣
人
の
庭
に
あ
る
り
ん
ご
の
木
か
ら
嵐
の
た
め
に
落
下
し

た
り
ん
ご
の
実
を
拾
う
た
め
に
、
そ
の
敷
地
に
入
る
場
合
、
住
居
侵
入
罪
や
窃
盗
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。

（
ａ
）
学
説

こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
一
定
の
条
件
の
下
で
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
が
な

い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
理
論
構
成
に
一
致
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
次
の
諸
説
が
拮
抗
し
て
い
る
。

①
推
定
的
承
諾
を
現
実
の
承
諾
の
法
理
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
見
解
。
例
え
ば
、⽛
被
害
者
が
現
実
に
同
意
を
与
え
た
の
で
は
な
い
が
、

も
し
彼
が
そ
の
際
の
事
情
に
つ
い
て
完
全
な
知
識
を
有
し
た
な
ら
ば
、
彼
自
身
の
主
観
的
立
場
か
ら
し
て
、
そ
の
行
為
に
同
意
を
与
え
た

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
…
…
(同
意
）
の
理
論
を
拡
張
し
て
、
同
様
に
論
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
推
定
的
同
意
は
、
現
実
の

同
意
を
補
充
し
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
の
際
に
お
け
る
本
人
の
実
際
の
気
持
ち
が
標
準
と
な
る
（
⚒
）⽜
と
か
、⽛
推
定
的
承
諾

が
認
め
ら
れ
れ
ば
現
実
の
承
諾
が
あ
っ
た
の
と
同
じ
効
果
が
生
ず
る
。
そ
の
理
由
は
、
現
実
の
承
諾
は
な
い
に
し
て
も
、
個
々
の
承
諾
を

生
み
出
す
基
で
あ
る
被
害
者
の
意
向
に
反
し
な
い
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
結
局
は
現
実
の
承
諾
が
あ
っ
た
場
合
と
同
じ
理
由
に
よ

る
…
…
行
為
者
に
よ
る
そ
の
予
想
（
推
定
）
は
思
慮
深
い
人
の
判
断
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
、
そ
の
代
わ
り
十
分
な
注
意

の
も
と
に
こ
の
推
定
が
な
さ
れ
た
と
き
は
、
後
に
な
っ
て
そ
れ
が
被
害
者
の
真
意
に
反
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て

行
為
が
違
法
と
な
る
こ
と
は
な
い
（
⚓
）⽜
と
論
じ
ら
れ
る
。
本
説
に
対
し
て
は
、
被
害
者
の
意
思
に
反
し
て
い
た
と
き
で
も
場
合
に
よ
っ
て
は

違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
被
害
者
の
法
益
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
承
諾
が
あ

る
場
合
と
同
様
に
扱
う
根
拠
の
説
明
が
十
分
で
な
い
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
（
⚔
）。

②
推
定
的
承
諾
を
現
実
の
承
諾
の
法
理
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
が
、
②
ａ
国
家
・
社
会
倫
理
規
範
や
②
ｂ
社
会
的
相
当
性
に
よ
っ
て
限
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定
す
る
見
解
。
②
ａ
⼦推
定
的
承
諾
（
…
…
）
に
も
と
づ
く
行
為
と
は
、
現
に
被
害
者
自
身
に
よ
る
承
諾
は
な
い
が
、
も
し
、
被
害
者
が
事

情
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
当
然
承
諾
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
意
思
を
推
定
し
て
行
わ
れ
る
行
為
を
い
う
。
…
…
被
害

者
自
身
に
よ
っ
て
侵
害
を
承
諾
さ
れ
う
る
法
益
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
推
定
的
承
諾
の
内
容
を
実
現
す
る
行
為
自
体
が
国

家
・
社
会
的
倫
理
規
範
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
（
⚕
）⽜。
②
ｂ
⼦被
害
者
自
身
に
よ
る
承
諾
は

な
い
が
、
当
該
事
態
に
対
す
る
客
観
的
か
つ
合
理
的
判
断
に
よ
っ
て
、
被
害
者
が
、
そ
の
事
情
を
知
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
当
然
承
諾
し
た

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
意
思
を
推
定
し
て
行
う
行
為
は
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
。
…
…
推
定
的
承
諾
に
よ
る
行
為
が
、
違

法
性
を
阻
却
す
る
た
め
に
は
、
侵
害
法
益
と
の
関
連
に
お
い
て
、
そ
の
目
的
・
手
段
が
社
会
的
に
相
当
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
⚖
）⽜。
本

説
は
、
被
害
者
の
現
実
の
承
諾
の
場
合
と
同
様
に
、
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
は
、
国
家
・
社
会
倫
理
規
範
、
社
会
的
相
当
性
に
よ
る

制
限
に
対
す
る
疑
問
が
提
起
さ
れ
よ
う
。

③
許
さ
れ
た
危
険
の
法
理
か
ら
捉
え
る
見
解
。
例
え
ば
、⽛
推
定
的
承
諾
に
も
と
づ
く
行
為
は
、
法
益
の
主
体
が
自
分
で
決
定
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
の
で
、
一
定
の
か
ぎ
ら
れ
た
場
合
に
行
為
を
す
る
こ
と
が
み
と
め
ら
れ
、
場
合
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意
思
に
反
す
る
間
違
っ

た
判
断
を
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
危
険
を
犯
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
一
種
の
⽝
許
さ
れ
た
危
険
⽞
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
な
も
の

と
さ
れ
る
（
⚗
）⽜。
本
説
に
対
し
て
は
、
行
為
者
が
被
害
者
の
意
思
に
反
す
る
間
違
っ
た
判
断
を
下
す
こ
と
は
、
推
定
的
承
諾
に
と
り
限
界
的
事

例
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
本
質
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
に
疑
問
が
出
さ
れ
る
（
⚘
）。

④
推
定
的
承
諾
を
緊
急
避
難
類
似
の
も
の
と
捉
え
る
見
解
。
例
え
ば
、⽛
被
害
者
自
身
に
よ
る
法
益
の
放
棄
は
な
い
以
上
、
推
定
的
同
意

は
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
し
得
な
い
の
で
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
情
の
存
否
の
判
断
が
必
要
と
な
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
重
大
な

法
益
侵
害
を
含
む
の
に
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
緊
急
避
難
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
要
件
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
意
を
推
定

さ
せ
る
事
情
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
の
中
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
⚙
）⽜。
そ
の
他
、⽛
緊
急
避
難
⽜
を
明
言
し
な
い
が
、⽛⽝
推
定
的
承
諾
⽞
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（
…
…
）
に
よ
る
行
為
と
は
、
客
観
的
判
断
に
よ
っ
て
、
理
性
的
人
間
の
見
地
か
ら
、
被
害
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
予
期
せ
ら
れ
る
場
合
、

例
え
ば
、
水
道
栓
の
破
裂
を
防
止
し
た
り
、
火
災
を
消
し
と
め
る
た
め
に
無
断
で
他
人
の
不
在
の
住
居
に
侵
入
す
る
よ
う
な
行
為
を
い
う
。

…
…
推
定
的
承
諾
と
は
、
行
為
者
の
主
観
的
判
断
に
お
い
て
推
定
し
た
承
諾
で
は
な
く
、
理
性
的
人
間
が
被
害
者
の
立
場
に
あ
っ
た
な
ら

ば
客
観
的
判
断
に
従
っ
て
期
待
せ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
承
諾
と
解
す
べ
き
（
10
）⽜
と
か
、
推
定
的
承
諾
は
、
同
意
だ
け
で
違
法
性
が
阻

却
さ
れ
る
場
合
と
は
明
白
に
区
別
さ
れ
る
。⽛
こ
れ
は
被
害
者
の
実
質
的
利
益
の
た
め
に
行
う
行
為
で
あ
っ
て
、
民
法
の
い
わ
ゆ
る
事
務

管
理
と
同
様
に
、
事
後
的
に
見
れ
ば
、
た
と
え
被
害
者
本
人
の
意
志
に
反
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
構
わ
な
い
。
社
会
の
良
識
か
ら
見
て
、

本
人
が
事
態
を
熟
知
し
た
な
ら
ば
、
同
意
す
る
の
が
当
然
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
客
観
的
事
実
の
あ
る
と
き
は
、
い
わ
ゆ
る
推
定
的
同

意
に
よ
り
そ
の
行
為
は
違
法
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
⽝
推
定
的
同
意
⽞
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
す
よ
り
も
、
む

し
ろ
⽝
客
観
的
仮
定
⽞（
…
…
）
な
ど
と
称
す
る
（
…
…
）
方
が
実
体
を
示
し
て
い
る
⽜
と
論
じ
ら
れ
る
（
11
）。
本
説
に
対
し
て
は
、
被
害
者
の

意
思
と
は
関
係
な
く
、
第
三
者
の
理
性
的
判
断
が
被
害
者
の
個
人
的
判
断
に
優
先
す
る
こ
と
に
な
り
、
被
害
者
の
現
実
の
承
諾
と
は
扱
い

が
異
な
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
（
12
）。

⑤
混
合
説
と
云
わ
れ
る
見
解
。
本
説
は
、
被
害
者
の
同
意
を
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
捉
え
る
が
、
推
定
的
同
意
を
違
法
性
阻
却
事
由

と
捉
え
た
上
で
、推
定
的
同
意
と
い
う
の
は
、⽛
同
意
と
緊
急
避
難
の
両
者
の
要
素
を
含
ん
だ
そ
の
中
間
的
な
独
自
の
法
制
度
⽜で
あ
っ
て
、

同
意
を
得
る
余
裕
が
な
い
場
合
に
、
被
害
者
に
と
っ
て
優
越
的
利
益
と
思
わ
れ
る
も
の
を
救
助
す
る
場
合
や
、
優
越
的
利
益
が
な
く
て
も
、

一
定
の
利
益
衝
突
状
態
に
お
い
て
、
被
害
者
の
仮
定
的
同
意
が
、
被
害
者
と
の
人
的
関
係
や
そ
れ
ま
で
の
事
情
か
ら
推
論
で
き
る
兆
候
か

ら
か
ら
合
理
的
に
推
定
で
き
る
場
合
に
、
正
当
化
さ
れ
る
（
13
）。
本
説
は
、
正
当
化
さ
れ
る
場
合
を
云
っ
て
い
る
だ
け
で
、
正
当
化
の
根
拠
を

示
し
て
い
な
い
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
（
14
）。

こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
、
⑥
推
定
的
承
諾
の
法
理
無
用
論
も
見
ら
れ
る
。⽛
後
に
本
人
が
行
為
者
に
謝
意
を
表
明
し
た
り
、
敢
え
て
咎
め
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だ
て
し
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
す
く
な
く
と
も
自
由
・
名
誉
・
財
産
⽜
に
関
し
て
は
、
真
正
の
⽝
承
諾
⽞・⽝
合
意
⽞
が
あ
っ
た
場
合

と
同
視
し
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
し
、
身
体
に
関
し
て
も
、⽝
優
越
的
利
益
⽞
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
真
正
の
⽝
承
諾
⽞・⽝
同
意
⽞
が
あ
っ

た
場
合
と
同
様
、⽝
違
法
阻
却
⽞⽜
さ
れ
る
。
推
定
が
破
れ
た
場
合
も
、⽛
特
殊
な
違
法
阻
却
事
由
⽜
を
必
要
と
し
な
い
。⽛⽝
優
越
的
利
益
⽞

が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
合
法
化
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。⽝
推
定
的
承
諾
⽞
で
⽝
優
越
的
利
益
⽞
を
考
え
う
る
の
は
、

せ
い
ぜ
い
⽝
緊
急
避
難
⽞
で
あ
ろ
う
。
緊
急
避
難
は
、
優
越
的
利
益
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
被
害
者
本
人
の
意
思
に
反
し
て
も
本
人
の
利

益
の
た
め
に
可
能
で
あ
る
し
（
火
急
の
際
の
信
書
開
被
と
か
、
交
通
事
故
被
害
者
の
た
め
の
手
術
等
）、
あ
る
い
は
、
被
害
者
の
意
思
を
抑

圧
し
て
行
為
者
自
身
の
た
め
に
行
う
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
（
火
急
の
際
の
無
断
宿
泊
と
か
自
動
車
の
無
断
借
用
（
15
））⽜
と
論
じ
ら
れ
る
。

本
説
は
、
結
果
無
価
値
論
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
、⽛
推
定
的
承
諾
⽜
が
破
れ
た
場
合
に
、
緊
急
避
難
の
法
理
に
よ
る
解
決
を
図
る
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
、
問
題
と
な
る
推
定
的
承
諾
の
事
例
全
体
を
網
羅
す
る
解
決
策
と
な
っ
て
い
る
か
が
問
わ
れ
る
。

（
ｂ
）
評
価

以
上
の
諸
説
の
概
観
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
を
孕
ん
で
い
る
の
が
分
か
る
の
で
あ
る
が
、
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
語
圏

刑
法
学
説
（
16
）を
概
観
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
検
討
を
続
け
る
こ
と
と
す
る
。
先
ず
、
推
定
的
承
諾
に
独
自
の
正
当
化
事
由
を
認
め
な
い
見
解
が

あ
る
。
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
正
当
化
緊
急
避
難
の
法
理
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
推
定
的
承
諾
の
下
で
、
当
人
が
問
い
合
わ
せ

ら
れ
た
な
ら
承
諾
を
与
え
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
と
理
解
さ
れ
る
な
ら
、
特
定
の
推
定
を
す
る
手
掛
か
り
が
な
い
と
か
、
時
に
は
、
そ
の

手
掛
か
り
が
あ
る
場
合
で
す
ら
、
困
っ
た
こ
と
に
な
る
。
事
故
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
意
識
の
な
い
者
が
、
か
ね
が
ね
身
体
障
礙
者
と
し

て
生
き
る
く
ら
い
な
ら
死
ん
だ
方
が
ま
し
だ
と
言
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
け
れ
ど
も
、
医
師
が
脚
を
切
断
し
な
い
と
生
命
に
か
か
わ

る
と
判
断
し
て
こ
の
患
者
に
手
術
を
す
る
と
き
、
訴
追
さ
れ
る
危
険
を
冒
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
患
者
が
死
に
直
面
し
て
ど
の
よ
う
な
決

定
を
す
る
か
、
人
は
分
か
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、⽛
推
定
的
⽜
承
諾
が
、
分
別
の
あ
る
人
な
ら
当
人
の
状
況
に
お
か
れ
た
な
ら
与
え
る
と
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い
え
る
承
諾
を
意
味
す
る
な
ら
、
実
際
に
は
財
衡
量
原
則
に
帰
着
し
、
同
一
人
の
利
益
の
衝
突
し
か
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
、
こ
の

原
則
が
役
立
つ
。
よ
り
高
い
価
値
の
財
を
よ
り
低
い
価
値
の
財
を
犠
牲
に
し
て
救
助
す
る
者
は
、
当
人
の
⽛
真
の
福
利
⽜
の
た
め
に
、
し

た
が
っ
て
適
法
に
行
為
し
て
い
る
と
（
17
）。
し
か
し
、
本
説
は
、
推
定
的
承
諾
に
お
い
て
、
利
益
衡
量
は
当
人
の
自
己
決
定
権
、
つ
ま
り
、
主

観
的
価
値
基
準
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て
、
緊
急
避
難
で
は
、
利
益
衡
量
が
客
観
的
価
値
基
準
に
基

づ
く
こ
と
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、⽛
行
為
者
又
は
第
三
者
の
た
め
の
推
定
的
承
諾
⽜
に
よ
る
正
当
化
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い

こ
と
に
な
る
（
18
）。

シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、⽛
権
利
者
へ
の
緊
急
性
に
対
処
す
る
行
為
（
い
わ
ゆ
る
推
定
的
承
諾
）⽜
と
い
う
概
念
の
下
で
、
次
の
要
件

が
具
備
す
れ
ば
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
論
ず
る
。
①
権
利
者
に
属
す
る
財
（
財
客
体
）
が
危
険
に
陥
り
、
権
利
者
の
複
数
財
中
、
他
の
、

客
観
的
に
は
重
要
性
の
劣
る
財
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
救
助
で
き
な
い
。
②
権
利
者
は
自
ら
決
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い

る
。
③
意
思
が
救
助
に
、
し
た
が
っ
て
、
侵
害
に
反
し
な
い
（
少
な
く
と
も
認
識
で
き
な
い
）。
④
行
為
者
は
客
観
的
救
助
目
的
と
当
該
財

の
救
助
意
思
を
も
っ
て
行
為
す
る
。
こ
う
い
っ
た
要
件
の
具
備
さ
れ
た
緊
急
事
態
で
は
、
権
利
者
の
自
律
性
は
危
険
に
曝
さ
れ
た
財
を
維

持
す
る
利
益
よ
り
後
退
す
る
。
例
え
ば
、
散
歩
中
の
者
が
、
他
人
の
家
の
隙
間
か
ら
水
が
外
に
流
れ
出
て
い
る
の
を
目
撃
し
、
呼
び
鈴
を

鳴
ら
し
、
叫
ぶ
も
返
事
が
な
い
の
で
、
窓
を
叩
き
割
り
、
中
に
入
り
、
給
水
元
栓
を
締
め
る
と
い
っ
た
場
合
、
物
の
損
壊
罪
も
住
居
侵
入

罪
も
成
立
し
な
い
。
行
為
者
は
よ
り
大
き
な
損
害
の
生
ず
る
こ
と
を
妨
げ
よ
う
と
し
、
実
際
そ
う
し
た
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
所
有

者
の
客
観
的
利
益
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。⽛
行
為
者
が
こ
こ
で
意
欲
し
た
こ
と
、
し
た
こ
と
を
、
誰
も
が
意
欲
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⽜。
権
利
者
が
救
助
に
関
心
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
そ
れ

は
正
当
化
に
と
っ
て
重
要
で
な
い
。
さ
ら
に
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
他
説
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
に
論
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ず
る
。
具
体
的
事
案
に
お
い
て
、
権
利
者
が
ど
の
よ
う
な
決
定
を
す
る
か
に
関
す
る
推
定
は
全
く
問
題
と
な
ら
な
い
。
仮
定
的
意
思
は
重

要
で
な
い
。
権
利
者
の
実
際
の
対
抗
意
思
が
認
識
で
き
な
い
と
き
、
行
為
者
は
客
観
的
規
準
に
従
っ
た
処
置
を
す
れ
ば
よ
い
。
決
定
的
な

こ
と
は
、
一
般
的
に
見
て
、
当
人
な
ら
皆
、
そ
の
財
の
救
助
の
た
め
に
こ
の
よ
う
に
侵
害
さ
れ
る
な
ら
、
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
19
）。
本

説
に
対
す
る
基
本
的
疑
問
点
は
、
法
益
保
持
者
が
そ
の
場
に
い
る
と
き
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
現
実
の
意
思
が
そ
の
財
へ
の
侵
害
を
正
当
化
で

き
る
の
に
、
法
益
保
持
者
が
不
在
の
と
き
、
法
益
保
持
者
が
何
を
意
欲
し
て
い
る
か
の
推
定
を
お
よ
そ
問
題
と
す
べ
き
で
な
い
と
す
る
理

由
が
不
明
な
点
に
あ
る
（
20
）。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、⽛
被
害
者
の
た
め
の
且
つ
推
定
的
承
諾
の
あ
る
行
為
⽜
と
い
う
概
念
の
下
で
、（
形
式
的
に
）
被
害
を
受
け
た
者
の

実
質
的
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
る
所
為
は
、
客
観
的
判
断
に
よ
り
そ
の
承
諾
が
予
期
で
き
た
場
合
、
適
法
だ
と
説
く
。
例
え
ば
、
破
損
し

た
水
道
管
を
修
理
す
る
た
め
に
、
隣
人
の
家
の
扉
を
こ
じ
開
け
て
入
る
の
は
適
法
で
あ
る
。
こ
の
正
当
化
事
由
は
（
超
法
規
的
）
緊
急
避

難
に
属
す
る
（
正
当
な
目
的
の
た
め
の
正
当
な
手
段
の
適
用
）。
主
た
る
正
当
化
の
根
拠
は
被
害
者
（
つ
ま
り
承
諾
）
に
よ
る
利
益
の
一
般

的
放
棄
に
で
は
な
く
、
そ
の
利
益
に
な
る
積
極
的
行
為
に
あ
る
。
制
約
と
い
う
観
点
か
ら
推
定
的
承
諾
を
要
す
る
の
は
第
三
者
に
よ
る
過

度
に
熱
心
な
配
慮
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
承
諾
の
観
点
が
実
質
的
法
考
察
と
結
合
し
て
い
る
（
実
質
的
に
当
人
の
た
め

に
行
わ
れ
る
の
な
ら
、
形
式
的
権
利
侵
害
は
な
い
）。
実
定
法
上
こ
の
二
つ
の
観
点
を
結
合
し
た
規
定
が
事
務
管
理
で
あ
る
（
ド
イ
ツ
民
法

第
六
七
七
条
以
下
）。
そ
れ
故
、
刑
法
に
お
い
て
も
事
務
管
理
の
直
接
適
用
が
薦
め
ら
れ
る
場
合
が
よ
く
あ
る
と
（
21
）。
し
か
し
、
本
説
も
批
判

を
免
れ
得
な
い
。
当
人
の
利
益
が
擁
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
過
度
に
熱
心
な
配
慮
と
は
い
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
自
己
決
定
を

無
視
す
る
十
分
な
根
拠
と
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
イ
エ
ホ
ヴ
ァ
の
証
人
に
そ
の
頑
な
拒
否
に
抗
し
て
輸
血
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
が
、

当
人
の
意
識
が
無
い
と
き
、
直
ち
に
患
者
の
⽛
本
当
の
⽜
利
益
を
援
用
し
て
本
人
の
意
思
を
無
視
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
受
け
容

北研 53 (3・45) 207

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑹



れ
難
い
後
見
に
帰
着
す
る
。
し
か
も
、
正
当
化
緊
急
避
難
の
厳
格
な
要
件
を
充
た
す
か
否
か
と
い
う
こ
と
す
ら
も
調
べ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
正
当
化
緊
急
避
難
を
潜
脱
し
て
い
る
こ
と
も
意
味
し
よ
う
（
22
）。
や
は
り
本
説
は
、
事
を
逆
さ
ま
に
見
て
い
る
。
当
人
の
仮
定
的
意
思
は

緊
急
避
難
の
正
当
化
を
限
定
す
る
の
に
資
す
る
の
で
な
く
、
利
益
衡
量
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
仮
定
的
意
思
を
確
定
す
る
補
助
手
段
と

解
す
る
べ
き
で
あ
る
（
23
）。
さ
ら
に
、
利
益
状
況
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
当
に
も
、
当
人
が
行
為
者
や
第
三
者
と
の
連
帯
か

ら
侵
害
を
許
し
た
だ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
が
は
じ
め
か
ら
除
外
さ
れ
て
し
ま
う
（
24
）。

こ
れ
ら
の
見
解
に
対
し
、
正
当
化
事
由
と
し
て
の
現
実
の
承
諾
の
基
本
思
想
を
基
礎
と
し
て
、
当
人
の
意
思
を
重
視
し
て
、
当
人
が
事

態
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
承
諾
を
与
え
た
と
推
定
で
き
る
情
況
を
実
際
に
与
え
ら
れ
た
承
諾
と
ほ
ぼ
同
一
視
す
る
見
解
が
あ
る
。
既
に
、

メ
ツ
ガ
ー
は
、
推
定
的
承
諾
を
承
諾
に
引
き
付
け
て
、
当
人
が
事
態
を
完
全
に
認
識
し
て
い
た
な
ら
、
自
分
自
身
の
立
場
か
ら
行
為
を
承

諾
し
た
と
云
え
る
客
観
的
な
、
裁
判
官
の
蓋
然
性
判
断
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
被
害
者
が
、
こ
の
事
態
に
お
い
て
思
慮
分
別
に
従
っ
て

行
動
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
な
く
、
十
中
八
九
、
そ
の
ま
っ
た
く
個
人
の
意
思
傾
向
か
ら
ど
の
よ
う
な
行
動
を
採
っ

た
か
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
推
定
的
承
諾
は
現
実
の
承
諾
を
完
全
に
補
充
す
る
も
の
で
あ
る
。
推
定
的
承
諾
の
根
拠
は
、
専
ら

表
見
的
被
害
者
の
行
為
時
の
意
思
傾
向
に
あ
る
。
擬
制
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
事
案
の
全
事
情
か
ら
生
ず
る
当
人
の
意
思
傾

向
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
と
（
25
）。
レ
ン
ク
ナ
ー
は
通
説
を
概
括
し
て
、
推
定
的
承
諾
が
独
自
の
正
当
化
事
由
で
あ
る
と
論
ず
る
。
①
構
成
要

件
阻
却
の
了
解
や
正
当
化
の
承
諾
が
適
時
に
得
ら
れ
な
い
が
、
全
体
の
事
情
を
評
価
す
る
と
、
当
人
が
問
わ
れ
う
る
な
ら
、
同
意
を
表
明

す
る
だ
ろ
う
と
い
え
る
と
き
、
さ
ら
に
、
②
当
人
の
了
解
、
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
例
外
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
の
、

当
人
が
問
い
合
わ
せ
を
重
要
視
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
直
ち
に
出
立
で
き
る
場
合
に
、
推
定
的
承
諾
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
推
定
的

承
諾
は
緊
急
避
難
又
は
優
越
的
利
益
原
則
の
特
例
で
な
く
、
独
自
の
正
当
化
事
由
で
あ
る
。
専
ら
当
人
の
仮
定
的
意
思
が
重
要
な
の
で
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あ
っ
て
、
客
観
的
利
益
衡
量
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
承
諾
と
同
様
に
、
推
定
的
承
諾
は
利
益
欠
缺
の
原
則
に
基
づ
い
て
い

る
が
、
構
造
上
、
承
諾
と
は
異
な
り
、
許
さ
れ
た
危
険
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
推
定
的
承
諾
は
承
諾
の
代
用

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
①
意
思
表
示
の
点
は
別
と
し
て
、
承
諾
の
そ
の
他
の
要
件
が
充
た
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
②
当
人
の
決
定
を

得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
適
時
に
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
当
人
が
問
わ
れ
た
な
ら
確
実
に
放
棄
し
た
と
い
う
二
点
が
導
か
れ
る
（
26
）。
イ
エ

シ
ェ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
推
定
的
承
諾
と
い
う
の
は
、
法
益
保
持
者
に
よ
る
承
諾
の
可
能
性
に
関
連
す
る
独
自
の
正
当
化
事
由
で
あ
る
。
法

益
保
持
者
な
い
し
そ
の
法
定
代
理
人
に
連
絡
が
取
れ
な
い
と
か
、
緊
急
に
治
療
を
要
す
る
病
人
が
意
識
を
失
っ
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、

事
態
に
応
じ
て
有
効
に
与
え
ら
れ
る
う
る
承
諾
が
存
在
せ
ず
、
し
か
も
そ
れ
が
適
時
に
入
手
で
き
な
い
が
、
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を

客
観
的
に
評
価
す
る
と
事
前
の
観
点
か
ら
確
実
に
承
諾
が
予
期
で
き
た
場
合
に
、
推
定
的
承
諾
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
視
で
き
る
の

が
、
承
諾
を
得
ら
れ
う
る
の
だ
が
、
法
益
保
持
者
が
問
わ
れ
た
な
ら
確
実
に
放
棄
し
た
と
云
え
る
場
合
で
あ
る
。
推
定
的
承
諾
の
正
当
化

の
力
は
三
個
の
観
点
の
結
合
に
基
づ
く
。
①
被
害
者
の
意
向
に
お
け
る
利
益
衡
量
、
②
被
害
者
が
状
況
を
認
識
し
て
い
た
な
ら
、
予
期
さ

れ
う
る
意
思
決
定
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
に
関
す
る
客
観
的
推
定
、
③
許
さ
れ
た
危
険
の
思
想
か
ら
生
ず
る
誠
実
な
調
査
義
務
（
27
）。

こ
の
よ
う
に
、
学
説
は
二
つ
の
流
れ
に
大
別
で
き
る
の
だ
が
、
後
者
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
推
定
的
承
諾
の
基
礎
に
は

承
諾
の
思
想
が
あ
る
。
他
人
が
決
定
で
き
な
い
緊
急
事
態
に
あ
っ
て
そ
の
決
定
権
能
の
行
使
を
補
助
す
る
と
き
、
他
人
の
自
己
決
定
権
を

無
視
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
不
法
も
阻
却
さ
れ
る
。
当
人
自
身
は
決
定
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
他
人
が
当
人
に
代
わ
り
そ
の
意
思
に
従
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
推
定
的
承
諾
は
所
為
の
時
点
に
存
在
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
後
で
許
さ
れ
る
と
の
期
待
は
重
要
で
な
い
。
当
人
の
⽛
利
益
⽜
は
、
当
人
自
身
ど
の
よ
う
に
決
定
し
た
か
を
推
定
す
る
際
の

反
証
可
能
な
徴
表
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
28
）。

北研 53 (3・47) 209

被害者の自己答責的自己危殆化、承諾及び推定的承諾 ⑹



推
定
的
承
諾
は
現
実
の
承
諾
が
得
ら
れ
な
い
と
き
に
だ
け
考
慮
さ
れ
る
正
当
化
事
由
で
あ
る
か
ら
、
前
者
は
後
者
の
補
充
的
性
格
を
有

し
て
い
る
。
例
え
ば
、
搬
送
さ
れ
て
き
た
意
識
を
失
っ
て
い
る
患
者
を
手
術
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
で
も
、
意
識
の
回
復
を
ま
だ
待
て
る

時
間
的
余
裕
が
あ
る
場
合
、
推
定
的
承
諾
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
29
）。
軽
微
な
又
は
一
時
的
侵
害
に
過
ぎ
な
い
と
き
、
所
有
者
に
問

い
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
も
、
推
定
的
承
諾
に
よ
る
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
、
こ
う
い
っ
た
⽛
利
益
欠
缺
⽜
の
場
合
、
承
諾
を
求
め
る

必
要
が
無
い
か
ら
で
あ
る
と
い
う
見
解
（
30
）も
あ
る
が
、
妥
当
で
な
い
。
些
細
な
侵
害
で
あ
っ
て
も
権
利
者
の
意
思
表
示
に
反
す
る
な
ら
許
さ

れ
な
い
こ
と
が
、
推
定
的
承
諾
の
法
理
を
用
い
て
許
さ
れ
る
と
す
る
の
は
理
解
し
難
い
こ
と
で
あ
る
（
31
）。

⚒

緊
急
避
難
と
の
関
係

推
定
的
承
諾
は
緊
急
避
難
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、
推
定
的
承
諾
で
は
、
正
当
化
緊
急
避
難
と
は
異
な
り
、

客
観
的
利
益
衡
量
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
法
益
保
持
者
の
仮
定
的
意
思
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
が
当
人
の
⽛
真
の
福
利
⽜

（
客
観
的
利
益
）
に
沿
う
か
で
は
な
く
、
当
人
は
、
無
分
別
で
あ
っ
て
も
、
何
を
意
欲
し
た
と
推
定
で
き
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
（
32
）。
水
道

管
破
裂
の
た
め
に
他
人
の
家
に
侵
入
し
、
水
道
を
止
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
れ
は
確
か
に
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
り
、
家
主
の
客
観
的

利
益
に
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
、
家
主
は
ど
ん
な
場
合
で
も
他
人
が
自
分
に
家
に
入
る
の
を
望
ん
で
い
な
い
こ
と
が
、
他
の
出
来
事
か

ら
人
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
、
行
為
者
は
推
定
的
承
諾
を
援
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
推
定
的
承
諾
が
な
い
場
合
、
そ
れ
が
緊
急
避
難

の
適
用
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
法
益
の
侵
害
さ
れ
る
者
の
仮
定
的
意
思
が
多
く
の
場
合
客
観
的
利
益
衡
量
の
結

果
と
合
致
す
る
限
り
で
、
推
定
的
承
諾
は
正
当
化
緊
急
避
難
に
近
い
。
例
え
ば
、
水
道
管
破
裂
の
設
例
で
、
家
主
の
考
え
が
全
く
不
明
な

と
き
、
家
主
は
客
観
的
に
も
っ
と
も
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
水
道
管
を
塞
ぐ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
よ
い
。
但

し
、
客
観
的
に
優
越
す
る
利
益
は
仮
定
的
意
思
の
徴
表
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
（
33
）。
推
定
的
承
諾
と
緊
急
避
難
が
同
時
に
存
在
す
る
場
合
も

あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
不
在
中
の
上
階
に
住
ん
で
い
る
者
甲
の
住
ま
い
の
水
道
管
が
破
裂
し
、
そ
の
階
下
に
住
ん
で
い
る
乙
が
そ
の
住
ま

北研 53 (3・48) 210

論 説



い
の
天
井
に
水
が
滴
り
落
ち
る
の
に
気
づ
き
、
甲
の
住
ま
い
の
扉
を
こ
じ
開
け
、
破
裂
し
た
水
道
管
の
応
急
処
置
を
す
る
と
い
っ
た
場
合

で
あ
る
（
34
）。

⚓

事
務
管
理
と
の
関
係

被
害
者
の
推
定
的
承
諾
は
事
務
管
理
（
民
法
第
六
九
七
条
以
下
）
と
も
似
て
い
る
。
法
益
保
持
者
が
で
き

る
状
態
に
あ
る
な
ら
自
ら
処
理
す
る
案
件
を
、
行
為
者
が
行
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
法
の
正
当
な
事
務
管
理
を
刑
法
に
転
用

し
て
、
当
該
規
定
の
要
件
を
充
足
す
れ
ば
、
刑
法
上
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
の
考
え
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
事
務
管
理
の
諸
規
定

を
刑
法
に
類
推
適
用
す
る
べ
き
で
な
い
。
事
務
管
理
は
内
部
の
損
害
賠
償
義
務
や
費
用
償
還
請
求
権
を
定
め
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
人
の

法
益
へ
の
侵
害
が
刑
法
上
正
当
化
さ
れ
る
要
件
を
定
め
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
で
は
、
行
為
の
正
当
化
を
専
ら
推
定
的
意
思
で

根
拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
（
35
）。
バ
オ
マ
ン
は
、⽛
推
定
さ
れ
う
る
承
諾

─

事
務
管
理
⽜
と
い
う
標
題
の
下
で
、
推
定
的
承
諾
を
民
法
の

事
務
管
理
と
捉
え
、
事
務
管
理
の
場
合
の
利
益
状
況
は
、
民
法
第
六
八
三
条
（
36
）が
有
効
な
規
準
を
提
供
す
る
ほ
ど
、
大
幅
に
一
致
す
る
と
論

ず
る
。
推
定
的
承
諾
は
、
現
実
の
承
諾
を
待
つ
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
だ
け
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
後
者
に
対
し
て
補
充
的
性
格
を

有
す
る
と
（
37
）。
ヤ
コ
プ
ス
も
、⽛
被
害
者
の
た
め
の
且
つ
推
定
的
承
諾
の
あ
る
行
為
⽜
と
い
う
概
念
の
下
で
、
民
法
の
事
務
管
理
に
従
っ
て
、

緊
急
避
難
と
承
諾
の
観
点
を
組
み
合
わ
せ
て
、
事
務
管
理
（
民
法
第
六
七
七
条
以
下
）
と
同
じ
く
、（
積
極
的
結
果
の
保
障
）
と
し
て
の
利

益
と
（
過
度
に
熱
心
な
配
慮
か
ら
の
保
護
と
し
て
の
）
推
定
的
意
思
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
と
論
ず
る
（
38
）。
し
か
し
、
本
説
に
対
し
て
は
、

法
益
保
持
者
の
意
思
に
合
致
す
る
行
為
を
、
そ
の
意
思
が
客
観
的
第
三
者
の
判
断
か
ら
す
る
と
本
人
の
真
の
利
益
に
資
さ
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、
処
罰
す
べ
き
と
す
る
こ
と
は
理
解
し
難
い
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
当
人
が
そ
の
法
益
の
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
満
足
し
て

い
る
又
は
そ
れ
ど
こ
ろ
か
喜
ん
で
い
る
と
き
、
そ
の
行
為
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
分
別
の
な
い
承
諾
が
無
効
で
な
い
の
と

同
じ
く
、
推
定
的
承
諾
が
客
観
的
尺
度
か
ら
す
る
と
利
益
に
反
す
る
よ
う
に
見
え
よ
う
と
も
、
推
定
的
承
諾
の
正
当
化
効
果
を
奪
う
べ
き
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で
な
い
。
法
益
保
持
者
の
客
観
的
利
益
に
反
す
る
行
為
が
そ
の
推
定
的
承
諾
に
合
致
す
る
こ
と
は
稀
に
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
推
定
的

承
諾
を
事
実
に
即
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
推
定
的
承
諾
と
は
別
個
の
⽛
真
の
利
益
⽜
と
の
組
み
合
わ
せ

で
解
決
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
（
39
）。

⚔

許
さ
れ
た
危
険
（
社
会
的
相
当
性
）
と
の
関
係

許
さ
れ
た
危
険
と
い
う
の
は
独
自
の
正
当
化
理
由
で
な
く
、
実
質
的
に
行
為
の

構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
る
た
め
の
指
導
原
理
で
あ
る
。
抽
象
的
経
験
的
に
危
険
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
規
範
的
に
見
て
是
認
さ
れ
る

な
ら
、
つ
ま
り
、
許
さ
れ
た
危
険
な
い
し
社
会
的
相
当
性
の
範
囲
内
に
あ
る
な
ら
、
行
為
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
そ
の
主
要
な

機
能
領
域
は
過
失
犯
の
構
成
要
件
で
あ
る
。
し
か
し
、
例
外
的
に
、
正
当
化
事
由
も
こ
の
基
本
思
想
か
ら
そ
の
内
容
に
影
響
を
受
け
る
の

で
あ
る
。
そ
の
一
例
が
推
定
的
承
諾
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
推
定
的
承
諾
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
所
為
を
行
う
と
き
、
そ
の
法
益
侵
害

が
法
益
保
持
者
の
利
益
に
沿
わ
な
い
、
そ
れ
故
そ
の
者
の
意
思
に
沿
わ
な
い
と
い
う
危
険
を
冒
す
こ
と
に
な
る
。
法
益
保
持
者
の
意
思
に

関
す
る
推
定
の
為
さ
れ
る
状
況
に
、
不
確
実
さ
と
誤
評
価
が
常
に
伴
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
推
定
的
承
諾
に
⽛
つ
き
も
の
の
危

険
⽜
を
冒
す
十
分
の
理
由
が
あ
る
と
き
、
所
為
後
に
、
当
人
の
意
思
に
関
す
る
推
定
が
間
違
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
所
為
推
定

的
承
諾
の
要
件
が
具
備
し
て
い
れ
ば
、
所
為
は
正
当
化
さ
れ
る
（
40
）。

Ⅱ

適
用
領
域

推
定
的
承
諾
の
適
用
領
域
は
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
承
諾
権
利
者
の
内
的
財
衝
突
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
推
定
的

承
諾
が
侵
害
者
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
（
41
）。
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⚑

内
的
財
衝
突
に
起
因
す
る
推
定
的
承
諾

内
的
財
衝
突
が
あ
る
が
、
法
益
保
持
者
は
財
の
維
持
に
関
す
る
決
定
を
自
ら
下
す
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
（
決
定
緊
急
事
態
）、
外
部
か
ら
そ
の
意
向
に
沿
っ
た
侵
害
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
き
、
推
定
的
承
諾
が

考
慮
さ
れ
る
。
権
利
者
が
法
益
侵
害
を
承
諾
す
る
と
仮
定
し
て
も
よ
い
実
質
的
根
拠
は
、
法
益
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
依
然
と

し
て
当
人
の
利
益
が
具
体
的
に
可
能
な
限
り
最
善
の
形
で
維
持
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
権
利
者
は
、
実
際

に
問
い
合
わ
せ
が
来
た
な
ら
、
法
益
侵
害
に
同
意
を
与
え
る
だ
ろ
う
と
仮
定
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
旅
行
中
の
隣
人
の
邸
宅

で
水
道
管
が
破
裂
し
た
と
き
、
扉
を
こ
じ
開
け
て
入
り
元
栓
を
閉
め
る
こ
と
が
建
物
や
家
具
の
損
害
を
避
け
る
た
め
に
必
要
と
な
る
場
合

で
あ
る
（
42
）。

同
一
人
の
法
益
の
価
値
関
係
は
専
ら
そ
の
者
自
身
の
評
価
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
常
軌
を
逸
し
た
、
一
般
的
分
別
か
ら
異
な
る
理
由
か
ら

で
あ
れ
、
法
益
保
持
者
に
価
値
の
低
い
も
の
が
特
に
気
が
か
り
な
と
き
、
そ
の
こ
と
が
行
為
者
に
認
識
可
能
な
と
き
、
行
為
者
は
、
そ
の

客
観
的
低
価
値
の
も
の
を
、
他
の
客
観
的
に
よ
り
価
値
の
高
い
、
し
か
し
、
法
益
保
持
者
に
よ
っ
て
そ
れ
ほ
ど
評
価
さ
れ
な
い
財
の
た
め

に
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
な
い
（
43
）。
例
え
ば
、
イ
エ
ホ
ヴ
ァ
の
証
人
の
よ
う
に
輸
血
を
例
外
な
く
拒
否
す
る
宗
教
団
体
に
所
属
す
る
者
が
意
識

不
明
状
態
で
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
場
合
、
た
と
え
生
命
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
こ
の
患
者
に
輸
血
を
せ
ず
に
は
行
い
得
な
い

手
術
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
推
定
的
意
思
が
客
観
的
利
益
に
優
先
す
る
（
44
）。
権
利
者
の
仮
定
的
意
思
は
で
き
る
限
り
正
確
に
探

索
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
承
諾
権
利
者
の
特
別
の
愛
好
心
が
客
観
的
に
事
前
に
知
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
推
定
で
き
な
い
と
き
、
一
般
的
な

価
値
関
係
が
決
め
手
と
な
る
（
45
）。

法
益
保
持
者
が
実
際
に
留
保
し
て
い
る
と
き
、
例
え
ば
、
隣
人
に
、
家
で
何
が
起
こ
ろ
う
と
、
事
前
に
問
い
合
わ
せ
し
て
く
れ
た
場
合
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に
だ
け
家
に
入
っ
て
よ
い
と
言
わ
れ
て
い
た
と
か
、
全
事
情
を
客
観
的
に
評
価
す
る
と
、
留
保
が
あ
る
と
事
前
に
推
定
で
き
る
と
き
、
推

定
的
承
諾
は
問
題
外
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
益
保
持
者
に
実
際
に
問
い
合
わ
せ
す
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
ら
、
行
為
者
は
そ
の
承
諾
を

得
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
十
分
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
推
定
的
承
諾
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
承
諾
権
利
者
が
そ
の
同
意
を
こ
の

明
確
な
問
い
合
わ
せ
に
認
識
で
き
る
よ
う
な
形
で
は
留
保
し
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
付
加
的
条
件
が
必
要
と
な
る
（
46
）。

⚒

行
為
者
又
は
第
三
者
の
た
め
の
推
定
的
承
諾

当
人
が
行
為
者
又
は
第
三
者
の
た
め
に
自
分
の
法
益
を
放
棄
す
る
と
推
定
で
き
る

場
合
も
あ
る
（
47
）。
当
人
が
当
該
財
の
維
持
に
あ
ま
り
関
心
が
な
い
と
か
、
行
為
者
と
密
接
な
人
的
関
係
が
あ
る
と
い
っ
た
場
合
が
想
定
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
休
暇
旅
行
中
の
隣
人
の
庭
に
あ
る
り
ん
ご
の
木
か
ら
そ
の
実
が
落
ち
て
い
た
が
、
そ
の
ま
ま
で
は
隣
人
が
戻
る
前
に
腐
敗

し
て
し
ま
う
り
ん
ご
を
拾
う
場
合
（
48
）と
か
、
お
手
伝
い
さ
ん
が
家
の
主
人
の
着
古
し
た
背
広
を
物
乞
い
に
贈
る
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ

の
場
合
も
、
具
体
的
状
況
の
全
体
事
情
を
客
観
的
に
考
察
し
た
事
前
の
判
断
か
ら
、
承
諾
権
利
者
の
同
意
が
確
実
に
得
ら
れ
る
場
合
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
（
49
）。

こ
の
類
型
の
場
合
も
、
法
益
保
持
者
が
留
保
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
被
害
者
が
、
必
要
な
ら
い
つ
で
も
持
っ
て
行
っ
て
も

い
い
け
れ
ど
、
常
に
事
前
に
問
い
合
わ
せ
を
し
な
い
と
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
こ
の
種
の
場
合
、
権
利
者
の
承
諾
を
得

ら
れ
る
と
期
待
で
き
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
行
為
者
に
は
事
前
の
問
い
合
わ
せ
な
し
に
法
益
保
持
者
の
法
益
を
侵
害
す
る

権
限
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
（
50
）。

推
定
的
承
諾
を
緊
急
避
難
の
一
事
例
と
捉
え
た
り
、
少
な
く
と
も
当
人
の
利
益
の
客
観
的
衡
量
か
ら
捉
え
た
り
す
る
な
ら
、
上
記
の
設
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例
は
正
当
化
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
承
諾
が
⽛
推
定
的
に
⽜
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
全
く
意
味
を
有
し

な
い
、
権
利
者
の
緊
急
の
利
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
、
推
定
的
承
諾
を
も
っ
て
承
諾
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
ず
る
（
51
）。

ヤ
コ
プ
ス
は
、⽛
他
人
の
利
益
を
代
償
無
く
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
許
す
な
ら
、
利
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
に
過
ぎ

ず
、
一
般
的
規
制
と
し
て
甘
受
さ
れ
る
に
は
危
な
す
ぎ
る
。
…
…
軽
微
な
不
法
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で

も
や
は
り
不
法
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
⽜
と
論
ず
る
（
52
）。
し
か
し
、
こ
の
見
解
の
基
礎
に
は
、
他
人
に
些
細
な
好
意
を
示
し
た
い
こ
と
が
あ

り
う
る
と
い
う
推
定
は
決
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
。
刑
事
政
策
的
に
も
、
他

人
の
友
情
、
助
力
を
惜
し
ま
な
い
気
持
ち
を
正
当
に
も
信
頼
し
て
行
っ
た
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
り
、
実
行
し
難
い
（
53
）。

Ⅲ

前
提
要
件

法
益
保
持
者
の
承
諾
は
自
己
決
定
権
の
行
使
で
あ
る
の
に
対
し
て
、推
定
的
承
諾
は
法
益
保
持
者
の
自
己
決
定
権
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
に
よ
る
正
当
化
に
は
よ
り
厳
格
な
要
件
が
要
求
さ
れ
る
。

⚑

客
観
的
承
諾
要
素

（
ａ
）
弁
識
・
判
断
能
力

承
諾
と
同
じ
く
、
推
定
的
承
諾
は
処
分
可
能
な
法
益
に
の
み
関
係
し
う
る
。
法
益
保
持
者
に
は
一
般
的
に

決
定
の
射
程
距
離
に
つ
い
て
の
十
分
な
弁
識
・
判
断
能
力
が
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
医
的
侵
襲
の
場
合
、
事
態
か
ら
必

要
と
さ
れ
る
医
師
の
説
明
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
患
者
は
侵
襲
に
同
意
す
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
に
の
み
、
そ
の
推
定

的
承
諾
か
ら
出
立
し
て
よ
い
。
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（
ｂ
）
切
迫
性

推
定
的
承
諾
は
、
法
益
放
棄
に
関
す
る
当
人
自
身
の
時
宜
を
得
た
決
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
る

（
推
定
的
承
諾
の
補
充
性
）。
当
人
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
危
険
を
招
く
こ
と
な
く
、
そ
の
決
定
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
の
決
定
を

待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
当
人
の
決
定
を
得
ら
れ
な
い
状
況
に
は
一
過
性
の
も
の
も
多
い
の
で
、
性
急
に
も
推
定
的
承
諾
に
逃
げ
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
、法
益
保
持
者
の
自
己
決
定
権
を
巧
み
に
か
わ
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
基
本
原
則
は
殊
に
医
的
侵
襲
の
場
合
に
意
味
を
も
つ
。

例
え
ば
、
事
故
で
搬
送
さ
れ
て
き
た
意
識
を
失
っ
て
い
る
患
者
の
生
命
を
救
う
た
め
に
遅
滞
無
く
下
腿
の
切
断
手
術
を
す
る
必
要
が
あ
る

が
、
も
う
片
方
の
足
の
偏
平
足
も
矯
正
手
術
を
す
る
方
が
良
い
と
診
断
し
た
医
師
は
、
直
ち
に
下
腿
の
切
断
手
術
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

る
が
、
し
か
し
、
偏
平
足
の
手
術
に
つ
い
て
は
、
患
者
の
意
識
回
復
を
待
っ
て
そ
の
意
思
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
54
）。

法
益
保
持
者
が
法
益
客
体
の
維
持
に
関
心
が
な
い
（
利
益
欠
缺
）
と
か
、
所
為
の
前
に
許
し
を
請
わ
れ
る
こ
と
に
関
心
が
な
い
と
い
っ

た
場
合
、
切
迫
性
が
な
い
と
き
で
も
、
例
外
的
に
、
推
定
的
承
諾
に
基
づ
く
正
当
化
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
発

行
年
度
別
の
硬
貨
を
収
集
し
て
い
る
小
売
店
の
会
計
係
り
が
勝
手
に
売
上
金
の
中
か
ら
特
定
の
硬
貨
を
自
分
の
手
持
ち
の
硬
貨
と
両
替
し

た
と
い
う
場
合
、
会
計
係
に
は
窃
盗
罪
又
は
業
務
上
横
領
罪
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
（
55
）。
た
し
か
に
、
法
益
毀
損
が
軽

微
で
あ
り
、
行
為
者
と
法
益
保
持
者
の
人
的
関
係
か
ら
事
前
の
照
会
が
不
必
要
な
場
合
が
あ
り
う
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
推
定
的
承
諾

の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
る
問
題
で
は
な
く
、
社
会
的
相
当
性
の
問
題
で
あ
る
（
56
）。

（
ｃ
）
調
査
義
務

法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
が
そ
の
真
の
意
思
に
矛
盾
す
る
危
険
は
避
け
難
い
の
で
、
行
為
者
は
推
定
的
意
思
の

確
認
に
あ
た
り
細
心
の
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
は
、
漠
然
と
し
た
そ
し
て
根
拠
の
薄
弱
な
推
測
で
満
足
し
て
は
な
ら
ず
、

推
定
的
意
思
の
推
論
が
間
違
い
な
い
こ
と
の
蓋
然
性
を
確
か
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
は
、
推
定
的
意
思
内
容
に
拘
束
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さ
れ
る
前
に
、調
査
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
（
57
）。
推
定
的
意
思
の
き
ち
ん
と
し
た
調
査
は⽛
危
険
減
少
⽜と
も
呼
ぶ
れ
う
る
客
観
的
要
件
で
あ
る
（
58
）。

一
般
に
、
正
当
化
事
由
の
領
域
で
は
、
所
為
に
伴
う
不
利
益
を
ぎ
り
ぎ
り
最
小
限
に
ま
で
縮
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
正
当

防
衛
で
は
⽛
必
要
性
⽜
の
要
件
が
、
正
当
化
緊
急
避
難
で
は
⽛
補
充
性
⽜
の
要
件
が
要
求
さ
れ
る
。
推
定
的
承
諾
で
は
、
行
為
者
は
、
所

為
が
当
人
の
現
実
の
意
思
に
合
致
し
な
い
と
い
う
危
険
を
最
小
限
に
す
る
た
め
に
、
状
況
に
応
じ
て
評
価
で
き
る
要
素
を
自
分
で
で
き
る

限
り
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
誤
っ
た
評
価
を
す
る
危
険
が
残
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
許
さ
れ
た
危
険
の
思

想
に
基
づ
い
て
所
為
の
正
当
化
が
受
け
容
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
59
）。
但
し
、
法
益
保
持
者
が
所
為
の
前
に
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
て
お
り
、

こ
れ
が
法
益
保
持
者
の
推
定
的
な
今
の
意
思
に
合
致
し
な
い
と
考
え
る
べ
き
理
由
が
な
い
と
き
、
付
加
的
な
意
思
探
索
を
す
る
必
要
は
な

い
の
が
普
通
で
あ
る
。
調
査
さ
れ
る
べ
き
は
、
場
合
に
よ
っ
て
、
承
諾
の
⽛
推
定
的
撤
回
⽜
が
考
え
ら
れ
る
か
否
か
だ
け
が
調
査
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
承
諾
で
は
な
く
、
推
定
的
承
諾
の
問
題
で
あ
る
。
今
は
意
思
形
成
能
力
の
な
い
又
は
意
思
表
示
能
力
の
な
い
法

益
保
持
者
に
よ
っ
て
か
つ
て
表
明
さ
れ
た
承
諾
は
、
表
明
さ
れ
た
意
思
が
存
続
し
て
い
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、
推
定
的
撤
回

が
な
い
こ
と
の
強
力
な
徴
表
で
あ
る
（
60
）。

（
ｄ
）
法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思

推
定
的
承
諾
の
場
合
、
所
為
が
正
当
化
さ
れ
る
の
は
、
所
為
が
推
定
的
承
諾
に
合
致
し
、
こ
れ

が
法
益
保
持
者
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
て
い
た
な
ら
、
有
効
な
承
諾
の
性
質
を
有
す
る
場
合
で
あ
る
。
推
定
的
意
思
を
調
査
す
る
た
め
の
緒

は
先
ず
、
当
該
案
件
の
主
題
に
つ
い
て
法
益
保
持
者
が
以
前
に
口
頭
や
文
書
で
表
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
法
益
保
持
者
が
今

回
と
似
た
よ
う
な
状
況
で
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
て
い
た
と
か
、
所
為
を
容
認
し
て
い
た
、
あ
る
い
は
逆
に
所
為
を
拒
絶
し
て
い
た
場
合
、

そ
の
間
に
気
持
ち
の
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
強
力
な
徴
表
が
無
い
限
り
、
法
益
保
持
者
は
今
の
状
況
に
お
い
て
同
じ
態
度
表
明
を
し

た
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
出
立
し
て
よ
い
（
61
）。
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推
定
的
意
思
内
容
は
、
十
分
に
情
報
を
得
た
法
益
保
持
者
が
錯
誤
や
強
制
に
影
響
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
表
示
し
た
と
考
え
ら
れ
る
承
諾

か
ら
導
か
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
法
益
関
係
的
錯
誤
だ
け
で
な
く
、そ
の
他
の
錯
誤
か
ら
影
響
さ
れ
ず
に
表
示
さ
れ
る
承
諾
が
規
準
と
な
る（
参

照
、
第
⚒
章
Ｖ
⚖
（
62
））。

⚒

主
観
的
正
当
化
要
素

そ
の
他
の
正
当
化
事
由
と
同
じ
く
、
推
定
的
承
諾
に
お
い
て
も
主
観
的
正
当
化
要
素
が
必
要
で
あ
る
（
63
）。
行
為
者
に
は
切
迫
性
が
あ
る
こ

と
の
表
象
と
、
所
為
が
法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
識
は
調
査
義
務
の

結
果
と
し
て
生
ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
調
査
義
務
の
履
行
の
結
果
、
被
害
者
の
意
思
に
関
す
る
推
定
が
そ
の
意
思
と
一
致
し

た
と
き
、
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
。
調
査
義
務
を
履
行
し
た
が
、
被
害
者
の
意
思
に
関
す
る
推
定
が
事
後
的
に
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
場
合
も
、
許
さ
れ
た
危
険
の
思
想
に
基
づ
き
、
行
為
は
正
当
化
さ
れ
る
（
64
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
調
査
義
務
を
尽
く
し
た
が
、
行
為
者
が
、

法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
を
有
し
て
い
な
い
ま
ま
行
為
を
し
、
そ
れ
が
実
際
に
は
被
害
者
の
意
思
と
一

致
し
て
い
る
と
き
、
行
為
者
は
未
遂
で
し
か
処
罰
さ
れ
な
い
（
65
）。
調
査
義
務
が
果
た
さ
れ
ず
、
所
為
が
法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
と
合
致

し
な
い
場
合
、
既
遂
罪
が
成
立
す
る
（
66
）。

行
為
者
が
調
査
義
務
を
果
た
さ
ず
、
軽
率
に
も
そ
の
行
為
の
正
し
さ
を
信
頼
し
、
そ
の
所
為
が
偶
然
に
も
法
益
保
持
者
の
真
の
意
思
と

合
致
し
た
場
合
、
行
為
は
被
害
者
の
真
の
意
思
に
合
致
し
て
い
る
の
で
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
こ
の
限
り
で
調
査
義
務
は
意
味
を
も
た

な
い
と
い
う
見
解
が
見
ら
れ
る
（
67
）。
し
か
し
、
法
益
保
持
者
は
、
他
人
が
法
益
保
持
者
の
法
益
を
弄
び
、
偶
然
に
幸
運
を
つ
か
む
な
ど
と
い

う
こ
と
を
意
欲
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
は
結
局
法
益
保
持
者
の
推
定
的
意
思
に
合
致
し
な
い
と
云
え
る
の
で
、
既
遂
罪
が
成
立
す
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る
と
解
さ
れ
る
（
68
）。

禁
止
の
錯
誤
は
、
行
為
者
が
、
調
査
義
務
が
履
行
す
る
こ
と
な
く
、
行
為
を
し
た
が
、
そ
れ
が
被
害
者
の
意
思
に
反
し
て
い
た
と
い
う

場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
医
師
が
、
患
者
の
承
諾
の
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
が
、
医
学
的
観
点
か
ら
は
侵
襲
が
患
者
に
意
味
が
あ

り
、
必
要
で
あ
る
の
で
、
法
的
に
許
さ
れ
る
と
思
っ
た
場
合
で
あ
る
（
69
）。
違
法
性
阻
却
事
由
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
の

は
次
の
場
合
で
あ
る
。
①
客
観
的
に
は
義
務
に
適
っ
て
い
な
い
調
査
に
基
づ
い
て
、
実
際
に
存
在
し
た
な
ら
被
害
者
の
承
諾
に
関
す
る
仮

定
的
蓋
然
性
判
断
を
正
当
化
す
る
事
情
を
誤
認
し
た
場
合
、
例
え
ば
、
他
人
の
自
動
車
に
損
害
を
与
え
た
が
、
ぞ
ん
ざ
い
な
調
査
の
た
め

損
傷
箇
所
を
見
落
と
し
、
事
故
現
場
か
ら
去
る
場
合
で
あ
る
（
70
）。
②
他
人
の
推
定
的
意
思
に
は
全
く
関
係
の
無
い
事
実
（
そ
れ
故
、
義
務
に

適
っ
た
調
査
に
よ
っ
て
は
相
殺
で
き
な
い
事
実
）
だ
が
、
そ
れ
が
存
在
す
る
と
き
に
推
定
的
承
諾
の
想
定
を
正
当
化
し
た
だ
ろ
う
事
情
を

誤
認
し
た
場
合
、
例
え
ば
、
教
師
が
無
作
法
な
言
動
を
し
た
と
誤
っ
て
思
っ
た
他
人
の
子
を
折
檻
す
る
が
、
実
際
に
そ
の
子
が
無
作
法
な

言
動
を
し
た
な
ら
、
教
師
は
そ
の
子
の
両
親
か
ら
当
該
行
為
の
承
諾
を
得
ら
れ
た
と
想
定
で
き
た
場
合
で
あ
る
（
71
）。

（
つ
づ
く
）

第
⚓
章

注

（
⚑
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
I1
a.

（
⚒
）
V
gl.K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
35
ff.;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4),§
11
Rn
543.

（
⚓
）
Frister,(Fn.I-3),15.K
ap
Rn
2.

（
⚔
）
内
田
文
昭
⽝
刑
法
各
論
⽞［
第
二
版
］
一
九
八
四
・
一
七
一
頁
、
最
判
昭
和
五
八
・
四
・
八
刑
集
三
七
・
三
・
二
一
五
⽛
刑
法
一
三
〇
条
前
段
に
い
う
⽝
侵

入
シ
⽞
と
は
、
他
人
の
看
守
す
る
建
造
物
等
に
管
理
権
者
の
意
思
に
反
し
て
立
ち
入
る
こ
と
を
い
う
⽜。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
実
上
の
住
居
の
平
穏
説
を
主
張
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す
る
の
が
、
團
藤
重
光
⽝
刑
法
綱
要
各
論
⽞［
改
訂
版
］
一
九
七
五
・
四
八
八
頁
。

（
⚕
）
Lenckner/Sternberg-Lieben,(Fn.II-49),V
orbem
.§§
32
ff.Rn
32;K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
41.

（
⚖
）
Lenckner/Sternberg-Lieben,(Fn.II-49),V
orbem
.§§
32
ff.Rn
32;K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
42,48;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-

4),§
11
Rn
546.

（
⚗
）
G
ropp,(Fn.II-17),§
5
Rn
118;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4),§
11
Rn
546.

（
⚘
）
V
gl.K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
46.

（
⚙
）
V
gl.R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
106;井
田
（
Ⅱ
-192
）
三
二
五
頁
注
二
九
。

（
10
）
V
gl.R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
106;林
（
Ⅱ
-181
）
三
九
頁
。

な
お
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
及
び
準
強
制
性
交
等
罪
（
刑
第
一
七
八
条
）
は
、
心
神
喪
失
又
は
抗
拒
不
能
を
要
求
し
て
い
る
。
抗
拒
不
能
に
あ
た
る
と
し
て

準
強
姦
罪
（
旧
一
七
八
条
）
の
成
立
を
認
め
た
判
例
に
、
法
益
関
係
的
欺
罔
が
あ
っ
た
場
合
：
大
判
大
正
一
五
・
六
・
二
五
刑
集
五
・
二
八
五
〔
患
者
で
あ

る
少
女
が
医
師
を
信
頼
し
て
い
る
の
を
利
用
し
、そ
の
面
部
を
覆
い
、必
要
な
施
術
の
よ
う
に
誤
信
さ
せ
て
姦
淫
し
た
と
い
う
事
案
〕、東
京
高
判
昭
和
三
三
・

一
〇
・
三
一
判
タ
八
五
・
七
五
〔
婦
人
患
者
が
医
師
で
あ
る
被
告
人
を
信
頼
し
、
正
当
な
医
療
行
為
が
な
さ
れ
る
も
の
と
信
じ
き
っ
て
、
陰
部
を
露
出
し
た

ま
ま
遮
断
幕
の
設
備
の
な
い
処
置
台
の
上
に
仰
臥
し
、
羞
恥
心
か
ら
施
療
中
瞑
目
し
て
い
た
の
に
乗
じ
て
、
こ
れ
を
姦
淫
し
た
と
い
う
事
案
〕。
法
益
関
係
的

錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
：
広
島
高
判
昭
和
三
三
・
一
二
・
二
四
高
刑
集
一
一
・
一
〇
・
七
〇
一
〔
被
害
者
が
睡
気
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
犯
人
を
自
己
の
夫
と

誤
認
し
て
い
る
の
に
乗
じ
て
姦
淫
し
た
と
い
う
事
案
〕。
法
益
関
係
的
欺
罔
・
錯
誤
が
な
か
っ
た
場
合
：
名
古
屋
高
判
昭
和
五
五
・
七
・
二
八
判
時
一
〇
〇
七
・

一
四
〇
〔
梅
毒
の
治
療
と
偽
っ
て
性
交
し
た
と
い
う
事
案
〕、
東
京
地
判
昭
和
六
二
・
四
・
一
五
〔
性
病
の
治
療
と
売
春
の
容
疑
を
晴
ら
す
た
め
と
偽
っ
て
性

交
し
た
と
い
う
事
案
〕。
準
強
盗
罪
（
刑
第
二
三
八
条
）
に
は
強
盗
罪
と
同
じ
法
定
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
欺
罔
の
内
容
・
方
法
は
強
姦
罪
の
暴
行
・

脅
迫
と
同
じ
程
度
の
心
理
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
準
強
姦
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
次
の
判
例
は
そ
の
趣
旨
を
説
く
。
東
京
地
判
昭
和
五
八
・

三
・
一
刑
月
一
五
・
三
・
二
五
五
〔
子
宮
が
曲
が
っ
て
い
て
生
理
不
順
に
な
り
や
す
く
、
将
来
子
供
が
で
き
て
も
流
産
し
や
す
い
の
で
、
霊
感
療
法
で
治
療

す
る
と
偽
っ
て
性
交
し
た
と
い
う
事
案
〕（
正
常
な
判
断
能
力
を
有
す
る
成
人
女
性
が
相
手
方
と
性
行
為
を
持
つ
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
こ
れ
に
応
じ
、
暴

行
・
脅
迫
と
同
程
度
に
相
手
方
の
自
由
意
思
を
無
視
し
た
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
特
段
の
事
情
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
準
強
姦
罪
は
成
立
し
な

い
）、
岡
山
地
判
昭
和
四
三
・
五
・
六
下
刑
集
一
〇
・
五
・
五
六
一
（
欺
罔
に
よ
る
準
強
姦
が
成
立
す
る
の
は
、
欺
罔
の
内
容
、
方
法
が
女
子
を
し
て
高
度
に

困
惑
、
驚
愕
、
狼
狽
の
念
を
起
こ
さ
せ
、
自
由
な
意
思
の
下
に
行
動
す
る
精
神
的
余
裕
を
喪
失
さ
せ
、
行
為
者
の
姦
淫
行
為
を
拒
否
す
る
こ
と
が
不
能
若
し

く
は
著
し
に
く
困
難
で
あ
る
と
客
観
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
）。
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（
11
）
V
gl.A
.E
ser,J.E
isele,Schönke/SchröderStrafgesetzbuch
K
om
m
entar,28.A
ufl.,2010,§
239
Rn
6;R
engier,(Fn.II-207),§
22
Rn
7
ff.

最
決
昭
和
三
三
・
三
・
一
九
刑
集
一
二
・
四
・
六
三
六
は
、〔
被
告
人
が
被
害
者
を
母
の
も
と
に
連
れ
て
行
く
と
騙
し
て
タ
ク
シ
ー
に
乗
せ
、
自
分
も
同
乗

し
て
そ
の
方
向
へ
走
行
さ
せ
た
が
、
途
中
で
違
っ
た
方
向
の
道
に
入
っ
た
の
を
気
付
い
た
被
害
者
が
下
車
要
求
を
し
た
と
こ
ろ
、
措
置
に
迷
っ
た
運
転
手
が

減
速
し
た
と
こ
ろ
で
車
外
に
逃
げ
出
し
た
と
い
う
事
案
。
一
審
は
被
害
者
を
乗
車
さ
せ
た
時
点
か
ら
脱
出
し
た
時
点
ま
で
監
禁
罪
が
成
立
す
る
と
し
、
原
審

も
そ
れ
を
是
認
し
た
と
い
う
事
案
〕
で
、⽛⽝
監
禁
⽞
と
は
、
人
を
一
定
の
区
域
場
所
か
ら
脱
出
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
そ
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
を
い
い
、

そ
の
方
法
は
必
ず
し
も
所
論
の
よ
う
に
暴
行
又
は
脅
迫
に
よ
る
場
合
の
み
に
限
ら
ず
、
偽
計
に
よ
っ
て
被
害
者
の
錯
誤
を
利
用
す
る
場
合
を
も
含
む
⽜
と
説

示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
最
判
昭
和
三
八
・
四
・
一
八
刑
集
一
七
・
三
・
二
四
八
は
、〔
家
ま
で
乗
せ
て
や
る
と
被
害
者
を
騙
し
て
、
原
動
機
付
自
転
車

の
荷
台
に
乗
せ
て
疾
走
し
、
被
害
者
の
自
宅
を
過
ぎ
た
と
こ
ろ
で
、
騙
さ
れ
た
と
気
づ
い
た
被
害
者
が
降
ろ
し
て
く
れ
と
言
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の

ま
ま
約
一
キ
ロ
走
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
家
の
前
ま
で
来
て
、
被
害
者
が
降
ろ
し
て
く
れ
と
言
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
走
り
続
け
た
と
こ
ろ
だ
け
監

禁
を
認
め
た
原
判
決
を
是
認
し
た
。
同
旨
、
名
古
屋
高
判
昭
和
三
五
・
一
一
・
二
一
下
刑
集
二
・
一
一
＝
一
二
・
一
三
三
八
。
し
か
し
、
こ
れ
と
趣
旨
を
異

に
す
る
下
級
審
判
決
が
見
ら
れ
る
。
広
島
高
判
昭
和
五
一
・
九
・
二
一
刑
事
裁
判
月
報
八
・
九
＝
一
〇
・
三
八
〇
⽛
被
告
人
ら
が
甲
あ
る
い
は
乙
を
自
動
車

に
乗
せ
て
犯
行
現
場
に
連
行
し
た
際
、
被
告
人
ら
は
自
動
車
を
疾
走
さ
せ
た
ほ
か
に
は
同
女
ら
が
自
動
車
か
ら
脱
出
す
る
の
を
困
難
な
ら
し
め
る
方
法
を
講

じ
て
お
ら
ず
、
ま
た
同
女
ら
は
被
告
人
ら
の
意
図
に
全
く
気
付
か
ず
、
途
中
被
告
人
ら
に
対
し
降
車
せ
し
め
る
よ
う
求
め
た
こ
と
も
な
い
こ
と
は
所
論
の
と

お
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
お
よ
そ
監
禁
罪
に
い
わ
ゆ
る
監
禁
と
は
人
を
し
て
一
定
の
区
域
外
に
出
る
こ
と
を
不
可
能
ま
た
は
い
ち
じ
る
し
く
困
難
な
ら
し
め

る
こ
と
を
い
い
、
被
拘
禁
者
が
行
動
の
自
由
を
拘
束
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
、
自
己
が
監
禁
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
る
必
要
は
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
被
告
人
ら
は
同
女
ら
を
強
姦
す
る
目
的
で
偽
計
を
用
い
て
自
動
車
に
乗
車
さ
せ
て
疾
走
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
動
車
を
疾
走
さ
せ

る
こ
と
は
、
同
女
ら
を
し
て
容
易
に
自
動
車
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
し
て
そ
の
自
由
を
拘
束
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
外
形
的
に
も

社
会
的
に
も
監
禁
行
為
と
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
監
禁
の
実
行
行
為
と
い
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
⽜。

（
12
）
K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
51.

（
13
）
K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
54;H
.-J.R
udolphi,U
.Stein,System
atischer
K
om
m
entar
zum
Strafgesetzbuch,2013,§
123
Rn
18b;

BayO
bLG
N
JW
1972,2275.

（
14
）
H
einrich,(Fn.I-4),§
16
Rn
447;Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
I2
a;K
rey/E
sser,(Fn.I-24),§
17
Rn
661;K
ühl,(Fn.I-4),§
9
Rn
25;

Lenckner/Sternberg-Lieben,(Fn.II-49),§
123
Rn
22;R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
106;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4)§
11
Rn
546;J.

W
essels,M
.H
ettinger,StrafrechtBT
1,36.A
ufl.,2012,§
13
Rn
588.
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わ
が
国
の
判
例
は
、
行
為
者
が
犯
罪
目
的
を
隠
し
て
い
た
場
合
、
住
居
侵
入
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
。
最
判
昭
和
二
三
・
五
・
二
〇
刑
集
二
・
五
・
四
八

九
⽛
し
か
し
刑
法
住
居
侵
入
罪
の
⽝
故
な
く
⽞
と
は
正
当
の
事
由
な
く
し
て
の
意
で
あ
る
か
ら
、
強
盗
殺
人
の
目
的
を
以
っ
て
他
人
の
店
舗
内
に
侵
入
し
た

の
は
、
す
な
わ
ち
、
故
な
く
こ
れ
に
侵
入
し
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
住
居
権
者
の
承
諾
あ
る
場
合
は
違
法
を
阻
却
す
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
被
害
者
に
お
い
て
顧
客
を
装
い
来
店
し
た
犯
人
の
申
出
を
信
じ
店
内
に
入
る
こ
と
を
許
容
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
強
盗
殺
人
の
目
的
を
以
っ
て
店
内
に

入
る
こ
と
の
承
諾
を
与
え
た
と
は
言
い
得
な
い
⽜。
最
大
判
昭
和
二
四
・
七
・
二
二
刑
集
三
・
八
・
一
三
六
三
⽛
強
盗
の
意
図
を
隠
し
て
⽝
今
晩
は
⽞
と
挨
拶

し
、
家
人
が
⽝
お
は
い
り
⽞
と
答
え
た
の
に
応
じ
て
住
居
に
入
っ
た
場
合
に
は
、
外
見
上
家
人
の
承
諾
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
真
実
に
お
い
て
は
そ

の
承
諾
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
⽜。
同
旨
、
大
塚
（
Ⅱ
-43
）
四
二
〇
頁
、
大
谷
（
Ⅱ
-44
）
二
五
五
頁
。

な
お
、
威
圧
に
基
づ
く
了
解
が
無
効
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
最
大
判
昭
和
二
五
・
一
〇
・
一
一
刑
集
四
・
一
〇
・
二
〇
一
二
〔
被
告

人
Ｘ
ら
は
、
多
衆
と
と
も
に
神
奈
川
県
川
崎
市
役
所
に
対
す
る
食
糧
要
求
の
示
威
運
動
に
参
加
し
て
い
た
が
、
さ
ら
に
川
崎
市
長
の
市
長
公
舎
に
多
量
の
隠

匿
物
資
が
あ
る
と
の
疑
い
を
持
ち
、
二
〇
数
名
の
者
を
統
率
し
て
貨
物
自
動
車
に
乗
り
込
み
、
赤
旗
一
流
を
押
し
立
て
て
市
長
公
舎
に
乗
り
つ
け
、
市
長
夫

人
に
対
し
、⽛
川
崎
市
労
働
者
市
民
大
会
の
決
議
に
よ
り
隠
匿
物
資
摘
発
の
為
め
貴
宅
を
見
せ
て
貰
い
度
い
⽜
と
の
趣
旨
を
申
し
向
け
て
市
長
夫
人
に
承
諾
さ

せ
た
上
、
公
舎
内
部
の
各
部
屋
に
入
り
検
索
し
た
と
い
う
事
案
〕⽛
川
崎
市
長
夫
人
Ａ
が
被
告
人
Ｘ
等
に
対
し
て
家
宅
捜
索
の
承
諾
を
与
え
た
の
は
、
赤
旗
を

擁
し
た
多
数
の
威
力
を
背
景
と
す
る
同
人
等
の
言
動
に
威
圧
さ
れ
た
た
め
で
あ
っ
て
、そ
の
真
意
か
ら
出
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
Ｘ
も
知
っ
て
い
た
こ
と
は
、

…
…
十
分
に
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
従
っ
て
原
判
決
が
Ｘ
の
所
為
に
刑
法
一
三
〇
条
を
適
用
し
た
の
は
正
当
で
あ
⽜
る
。

（
15
）
K
.A
m
elung,H
.Schall,Zum
Einsatz
von
Polizeispitzeln:H
ausfriedensbruch
und
N
otstandrechtfertigung,W
ohnungsgrundrechtund

D
urchsuchungsbefugnis-O
LG
M
ünchen,D
V
Bl1973,221,JuS
1975,545
ff.,565;O
LG
M
ünchen
N
JW
72,2275.

（
16
）
W
essels/H
ettinger,(Fn.III-14),§
13
Rn
588.参
照
、
林
（
Ⅱ
-181
）
四
三
頁
。

（
17
）
東
京
高
判
昭
和
三
八
・
二
・
一
四
高
刑
集
一
六
・
一
・
三
六
。
参
照
、
山
中
（
Ⅱ
-181
）
三
四
五
頁
以
下
、
林
（
Ⅱ
-181
）
四
三
頁
。

（
18
）
参
照
、
林
（
Ⅱ
-181
）
四
三
頁
。

（
19
）
V
gl.K
rey/E
sser,(Fn.I-24),§
17
Rn
659;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4),§
9
Rn
369.

（
20
）
K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12
Rn
58;R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
77.

参
照
、
BGH
St4,199（
警
察
は
掏
り
を
罠
に
掛
け
る
た
め
、
私
服
警
察
官
に
上
に
財
布
を
置
い
た
買
い
物
籠
を
市
の
人
ご
み
の
中
に
送
り
込
ん
だ
場
合
、

掏
り
を
働
い
た
犯
人
は
窃
盗
未
遂
で
し
か
処
罰
さ
れ
な
い
。
占
有
者
の
了
解
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
占
有
侵
害
を
否
定
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
）。
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BayO
bLG
N
JW
1979,729［
泥
棒
罠
事
件
］
は
、〔
看
護
助
手
で
あ
る
被
告
人
は
、
病
室
に
お
い
て
あ
っ
た
一
一
〇
マ
ル
ク
入
り
の
鞄
を
盗
ん
だ
。
警
察

は
、
事
件
の
解
明
の
た
め
に
紙
幣
を
準
備
し
、
そ
れ
を
別
の
病
室
で
財
布
に
入
れ
さ
せ
、
そ
れ
は
ナ
イ
ト
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
か
れ
た
化
粧
袋
に
入
れ
ら
れ

た
。
そ
れ
か
ら
、
病
棟
看
護
師
が
被
告
人
に
ナ
イ
ト
テ
ー
ブ
ル
の
埃
を
払
う
よ
う
に
依
頼
し
た
。
被
告
人
は
こ
の
機
会
を
利
用
し
て
そ
の
財
布
か
ら
五
〇
マ

ル
ク
紙
幣
一
枚
を
抜
き
取
り
、
着
用
し
て
い
た
上
っ
張
り
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
し
ま
っ
た
〕
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
窃
盗
既
遂
で
な
く
、
窃
盗
未
遂
の
成
立
を

認
め
た
。
被
告
人
に
物
の
支
配
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
は
権
利
者
の
認
識
と
意
欲
が
あ
る
状
況
下
で
物
の
支
配
を
得
た
。

し
か
し
、
被
告
人
は
、
窃
取
に
了
解
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
金
を
奪
う
決
断
を
し
た
の
だ
か
ら
、
窃
盗
の
未
遂
罪
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本

事
案
に
つ
い
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
窃
盗
未
遂
の
成
立
は
妥
当
だ
が
、
所
有
者
の
考
え
だ
け
で
窃
盗
の
構
成
要
件
の
充
足
を
阻
却
し
う
る
こ
と
の
例
証
と

は
な
ら
な
い
こ
と
、
本
事
案
で
は
、
警
察
の
策
略
が
明
ら
か
に
外
に
向
か
っ
て
認
識
可
能
だ
っ
た
と
論
ず
る
。
R
oxin,(Fn.I-1),§
13
Rn
76.

（
21
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
13Rn
77;a.A
.K
indhäuser,(Fn.I-22),§
12Rn
59（
当
人
意
思
を
抑
え
つ
け
る
こ
と
を
対
象
と
す
る
構
成
要
件
要
素
で
は
、
他
の

類
型
と
異
な
り
、
行
為
者
が
意
思
形
成
又
は
意
思
活
動
の
自
由
を
消
滅
さ
せ
た
否
か
が
問
題
と
な
る
の
で
、
当
人
の
意
思
表
明
は
不
要
で
あ
る
）。

第
⚔
章

注

（
⚑
）
H
interhofer,(Fn.II-1),3;Steininger,(Fn.I-2),11.K
ap
Rn
97.

（
⚒
）
佐
伯
（
Ⅱ
-38
）
二
二
〇
頁
以
下
。

（
⚓
）
中
野
次
雄
⽝
刑
法
総
論
概
要
⽞［
第
三
版
］
一
九
九
二
・
一
八
四
頁
以
下
。
平
野
（
Ⅱ
-17
）
二
五
五
頁
以
下
。
宮
内
裕
⽛
違
法
性
の
阻
却
⽜（⽝
刑
事
法
講

座

第
一
巻
⽞
所
収
・
一
九
五
二
）
二
二
六
頁
以
下
。
な
お
、
内
藤
（
Ⅱ
-46
）
六
一
九
頁
⽛
推
定
的
同
意
を
認
め
る
た
め
に
は
、
被
害
者
の
個
人
的
な
意
思

方
向
に
つ
い
て
の
仮
定
的
蓋
然
性
判
断
が
為
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
思
を
で
き
る
だ
け
実
際
の
意

思
に
接
近
さ
せ
、
ま
た
、
そ
の
仮
定
的
蓋
然
性
判
断
を
出
来
る
だ
け
精
確
な
も
の
と
す
る
た
め
の
補
助
的
手
段
と
し
て
、
優
越
的
原
理
（
…
…
）
を
援
用
し
、

推
定
的
同
意
に
よ
る
行
為
に
よ
っ
て
保
全
す
る
法
益
の
量
・
性
質
、
法
益
侵
害
行
為
の
必
要
性
の
程
度
な
ど
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
ろ
う
⽜。

（
⚔
）
斉
藤
（
Ⅱ
-194
）
一
二
〇
頁
。
同
⽛⽝
推
定
的
な
承
諾
⽞
の
法
理
を
め
ぐ
っ
て
⽜
警
研
四
九
・
一
一
（
一
九
七
八
）・
一
五
頁
以
下
。

（
⚕
）
大
塚
（
Ⅱ
-43
）
四
二
二
頁
。
参
照
、
川
端
（
Ⅱ
-45
）
三
三
〇
頁
。

（
⚖
）
福
田
（
Ⅱ
-42
）
一
八
三
頁
以
下
。
大
谷
（
Ⅱ
-44
）
二
五
八
頁
。

（
⚗
）
斉
藤
（
Ⅱ
-194
）
一
二
二
頁
。
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（
⚘
）
内
藤
（
Ⅱ
-46
）
六
一
八
頁
。
須
之
内
克
彦
⽛
被
害
者
の
承
諾
⽜（
阿
部
純
二
他
編
⽝
刑
法
基
本
講
座
第
三
巻

違
法
論
／
責
任
論
⽞
一
九
九
四
）
一
四
七

頁
以
下
、
一
五
四
頁
。

（
⚙
）
前
田
（
Ⅱ
-39
）
三
五
一
頁
。

（
10
）
木
村
（
Ⅱ
-41
）
二
八
七
頁
。

（
11
）
植
松
正
⽝
刑
法
概
論
Ⅰ
総
論
⽞［
第
八
版
］
一
九
七
四
・
一
八
七
頁
。
参
照
、
香
川
達
夫
⽝
刑
法
講
義
（
総
論
）⽞［
第
三
版
］
一
九
九
五
・
二
〇
一
頁
。

（
12
）
斉
藤
（
Ⅱ
-194
）
一
二
一
頁
。

（
13
）
山
中
（
Ⅰ
-55
）
六
一
八
頁
。

（
14
）
浅
田
（
Ⅰ
-55
）
二
一
二
頁
。

（
15
）
内
田
文
昭
（
Ⅱ
-136
）
四
一
八
頁
以
下
。
そ
の
他
、
浅
田
（
Ⅰ
-55
）
二
一
二
頁
。

（
16
）
参
照
、
須
之
内
克
彦
⽛
推
定
的
同
意
に
つ
い
て
⽜（
鈴
木
茂
嗣
編
⽝
現
代
の
刑
事
法
学
（
上
）⽞
一
九
七
七
）
二
二
頁
以
下
。

（
17
）
P.Bockelm
ann,StrafrechtA
T
,1973,105.

（
18
）
K
indhäuser,(Fn.I-22),§
19
Rn
2
u.10.

（
19
）
E
.Schm
idhäuser,StrafrechtA
T
(Lehrbuch),2.A
ufl.,1975,9.K
ap
Rn
49
f.

（
20
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
6.

（
21
）
W
elzel,(Fn.I-7),92
f.

（
22
）
Stratenw
erth/K
uhlen,(Fn.II-166),§
9
Rn
35.

（
23
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
6.

（
24
）
Stratenw
erth/K
uhlen,(Fn.II-166),§
9
Rn
35.

（
25
）
E
.M
ezger,Strafrecht,3.A
ufl.,1949,219
f.

（
26
）
Lenckner,(Fn.II-76),V
orbem
§§
32
ff.Rn
54.

（
27
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
V
II1,2.

（
28
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
4;Stratenw
erth/K
uhlen,(Fn.II-166),§
9
Rn
36;T
riffterer,(Fn.II-128),11.K
ap
Rn
173.

（
29
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
10.

（
30
）
H
irsch,(Fn.II-15),V
or
§
32
Rn
30;Lenckner,(Fn.II-76),V
orbem
§§
32
ff.Rn
54;K
.T
iedem
ann,D
ie
m
utm
aßliche
Einw
illigung,
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insbesondere
beiU
nterschlagung
am
tlicher
Gelder,JuS
1970,108.

（
31
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
11.

（
32
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18Rn
5;BGH
St35,249⽛
客
観
的
規
準
、特
に
、あ
る
処
置
を
一
般
に
分
別
が
あ
り
普
通
だ
と
い
う
判
断
は
独
自
の
意
味
を
も
た
ず
、

個
人
の
仮
定
的
意
思
を
究
明
す
る
上
で
役
立
つ
に
す
ぎ
な
い
⽜。

（
33
）
R
oxin,(Fn.II-1),§
18
Rn
5;vgl.W
.M
itsch,D
ie
m
utm
aßliche
Einw
illigung,ZJS
2012,38,39.

（
34
）
Lew
isch,(Fn.I-9),59.

（
35
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
V
II2;M
itsch,(Fn.IV
-33),39.

（
36
）
東
季
彦
訳
⽝
全
訳
独
逸
民
法
⽞［
第
三
版
］
一
九
三
五
。
第
六
八
三
条
⽛
事
務
管
理
ノ
引
受
カ
本
人
ノ
利
益
及
ヒ
本
人
ノ
真
ノ
意
思
若
ク
ハ
推
知
シ
得
ヘ
キ

意
思
ニ
適
ス
ル
ト
キ
ハ
費
用
償
還
ニ
ツ
キ
受
任
者
ト
同
一
ノ
請
求
権
ヲ
有
ス
。
第
六
七
九
条
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
管
理
者
ハ
事
務
管
理
ノ
引
受
カ
本
人
ノ
意
思

ニ
反
ス
ル
ト
キ
ト
雖
モ
前
段
ノ
請
求
権
を
有
ス
⽜。

（
37
）
J.Baum
ann,StrafrechtA
T
,5.A
ufl.,1968,§
21
II5
a.

（
38
）
Jakobs,(Fn.II-76),15.A
bschn
Rn
17.

（
39
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
7.

（
40
）
V
gl.G
ropp,(Fn.II-49),§
5
Rn
372;Lackner/K
ühl,(Fn.I-10),V
or
§
32
Rn
20;M
itsch,(Fn.IV
-33),39;U
.
M
urm
ann,Grundkurs

Strafrecht,3.A
ufl.,2015,§
25Rn
143;R
oxin,(Fn.I-1),§
18Rn
1;Stratenw
erth,(Fn.II-12),§
10Rn
31.須
之
内
（
Ⅳ
-⚘
）
一
五
六
頁
。
な
お
、
行

為
者
の
⽛
判
断
の
誤
り
⽜
の
リ
ス
ク
を
誰
に
負
わ
せ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
井
田
（
Ⅱ
-192
）
三
二
七
頁
は
、⽛
事
後
的
に
は
そ
れ
〔
推
定
的
同
意
─
筆
者
〕

が
本
人
の
真
意
に
沿
わ
な
い
一
定
の
可
能
性
（
不
確
実
さ
）
が
払
拭
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
行
為
の
時
点
の
判
断
と
し
て
同
意
を
推
定
す
る
こ
と

が
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
（
い
い
か
え
れ
ば
、
真
意
に
合
致
し
な
い
こ
と
の
リ
ス
ク
を
被
害
者
Ａ
の
側
に
負
わ
せ
る
こ
と
が
不
当
で
な
い
考
え
ら
れ
る
）
事

情
の
下
で
は
、
行
為
規
範
に
よ
る
禁
止
が
解
除
さ
れ
、
行
為
不
法
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
⽜
と
す
る
。
参
照
、
佐
久
間
（
Ⅱ
-42
）

二
〇
〇
頁
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
山
口
（
Ⅱ
-44
）
一
六
九
頁
は
、⽛⽝
判
断
の
誤
り
⽞
の
リ
ス
ク
は
、
現
実
の
同
意
に
基
づ
か
ず
に
行
為
す
る
、
行
為
者
側

が
負
担
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
…
…
推
定
的
同
意
は
、
現
実
の
法
益
主
体
の
同
意
は
な
い
が
、
そ
の
事
態
を
法
益
主
体
が
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
同

意
を
与
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
事
後
的
に
認
め
ら
れ
る
場
合
（
…
…
）
に
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
法
益
主
体
の
意
思
の
推
定
は
⽝
事
前
的
な

立
場
⽞
か
ら
で
は
な
く
、⽝
事
後
的
な
立
場
⽞
か
ら
法
益
主
体
の
意
思
を
確
認
し
つ
つ
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
い
か
に
事
前
的
な
立
場
か
ら
は
、
法

益
主
体
の
同
意
が
認
め
ら
れ
て
も
、
事
後
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
情
か
ら
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
意
は
な
く
違
法
性
の
阻
却
は
否
定
さ
れ
る
⽜
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と
論
ず
る
。
参
照
、
佐
伯
仁
志
⽛
被
害
者
の
同
意
と
そ
の
周
辺
（
⚒
）⽜
法
教
二
九
六
号
（
二
〇
〇
五
）・
八
四
頁
以
下
、
八
八
頁
以
下
。

（
41
）
中
野
次
雄
⽛
推
定
的
承
諾
⽜（⽝
総
合
判
例
研
究
叢
書

刑
法
（
⚑
）⽞
所
収
・
一
九
五
六
）
七
一
頁
以
下
、
一
一
五
頁
以
下
は
、
①
行
為
者
と
被
害
者
と
の

間
に
一
定
の
親
近
関
係
が
あ
る
と
き
は
、
推
定
的
承
諾
の
認
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
、
②
承
諾
権
者
と
関
係
あ
る
者
の
承
諾
が
一
応
あ
る
こ
と
は
し

ば
し
ば
本
来
の
承
諾
権
者
の
推
定
的
承
諾
を
根
拠
づ
け
る
、
③
従
来
同
種
行
為
に
つ
き
承
諾
が
与
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
も
推
定
的
承
諾
の
一
つ
の
根

拠
と
な
る
、
④
行
為
が
法
益
主
体
の
利
益
の
た
め
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
し
ば
し
ば
推
定
的
承
諾
を
肯
認
す
る
理
由
と
な
る
、
及
び
、
⑤
承
諾
権
者
の

行
動
も
ま
た
承
諾
を
推
認
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
推
定
的
承
諾
を
五
類
型
化
す
る
。
ほ
ぼ
同
旨
、
西
原
（
Ⅱ
-46
）
二
七
七
頁
以
下
。
こ
れ
ら
の
類
型

の
う
ち
④
が
本
文
一
に
、
そ
の
他
が
本
文
二
に
相
当
し
よ
う
。
参
照
、
須
之
内
（
Ⅳ
-16
）
二
三
二
頁
。

（
42
）
Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
240;vgl.Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
V
II1
a.

（
43
）
Baum
ann/W
eber/M
itsch,(Fn.II-21),§
17
Rn
121.例
え
ば
、
甲
は
雑
種
犬
一
匹
と
純
血
種
の
犬
一
匹
を
飼
っ
て
い
る
。
甲
は
乙
に
雑
種
犬
の
方
が

好
き
だ
と
言
っ
て
い
た
。
あ
る
日
、
乙
は
甲
の
犬
二
匹
が
か
み
殺
さ
ん
ば
か
り
喧
嘩
し
て
い
る
の
を
目
撃
し
て
、
ど
ち
ら
か
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
り
、

純
血
種
の
犬
を
殺
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

（
44
）
D
onatsch/T
ag,(Fn.II-12),§
22
3;P.N
oll,S.T
rechsel,Schw
eizerisches
StrafrechtA
T
I,6.A
ufl.,2004,144;K
.Seelm
ann,Strafrecht

A
T
,4.A
ufl.,2009,65.

（
45
）
Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
241;R
.M
aurach,H
.Zipf,StrafrechtA
T
1,1983,§
28
Rn
7.

な
お
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
及
び
そ
れ
に
続
い
て
イ
エ
ー
ガ
ー
が
、
内
的
財
衝
突
に
起
因
す
る
推
定
的
承
諾
の
場
合
、
推
定
的
承
諾
の
認
定
に
当
た
っ
て
の
⽛
大

雑
把
な
準
則
⽜
を
、
事
物
被
拘
束
決
定
、
人
物
被
拘
束
決
定
及
び
生
存
決
定
に
分
け
て
論
ず
る
。
①
事
物
被
拘
束
決
定
、
つ
ま
り
、
専
ら
又
は
主
と
し
て
法

益
保
持
者
の
事
物
利
益
に
係
る
行
為
の
場
合
、
行
為
が
明
白
に
よ
り
高
位
の
利
益
の
た
め
に
行
わ
れ
、
行
為
者
に
対
抗
利
益
が
不
明
な
か
ぎ
り
、
推
定
的
承

諾
を
援
用
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
不
在
中
の
乙
の
地
所
に
入
り
、
乙
所
有
の
幌
付
き
自
動
車
の
屋
根
を
閉
じ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
し
て
既
に
降
り
始
め
て
い
る
雨
か
ら
高
価
な
革
張
り
の
座
席
を
保
護
す
る
た
め
だ
っ
た
と
い
う
場
合
、
住
居
侵
入
は
推
定
的
承
諾
に
基
づ
き
正
当
化
さ

れ
る
。
②
人
物
被
拘
束
決
定
、
つ
ま
り
、
当
の
人
物
に
特
別
の
形
で
係
る
行
為
の
場
合
は
逆
に
、
特
別
の
事
情
か
ら
法
益
保
持
者
の
仮
定
的
意
思
が
は
っ
き

り
し
な
い
か
ぎ
り
、
基
本
的
に
推
定
的
意
思
か
ら
出
立
し
て
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
医
師
は
、
患
者
か
ら
そ
の
配
偶
者
に
は
何
も
隠
し
事
は
無
い
と
の
説

明
を
聞
い
て
い
た
場
合
で
す
ら
、
患
者
と
の
関
係
で
あ
る
守
秘
義
務
を
配
偶
者
に
対
し
て
も
破
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
配
偶
者
が
病
気
に
つ
い

て
問
い
合
わ
せ
を
し
た
と
き
、
医
師
が
い
つ
で
も
説
明
で
き
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
妥
当
す
る
。
③
生
存
決
定
、
つ
ま
り
、
生
と
死
に
関
す
る
決
定
の
場
合
、

明
白
な
承
諾
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
基
本
的
に
生
命
救
助
処
置
を
考
慮
し
た
推
定
的
承
諾
か
ら
出
立
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
れ
以
上
は
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待
て
な
い
昏
睡
状
態
に
あ
る
患
者
の
生
命
を
救
う
た
め
の
手
術
の
場
合
で
あ
る
。
患
者
が
手
術
を
拒
否
す
る
宗
派
に
所
属
す
る
者
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
と
か
、
前
に
身
体
障
礙
者
と
し
て
生
き
て
い
く
よ
り
は
死
に
た
い
と
言
っ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
人
が
死
に
直
面
し
て
ど
う
決
定
す
る

か
は
誰
も
知
り
え
な
い
。
現
実
に
生
命
に
か
か
わ
る
こ
と
に
な
る
と
、
前
の
考
え
を
修
正
し
て
、
生
き
続
け
た
く
な
る
者
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、
も
は
や

治
療
で
き
な
い
患
者
で
あ
っ
て
も
、
即
座
に
推
定
的
承
諾
に
依
拠
し
て
生
命
維
持
処
置
を
性
急
に
終
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
Ch.Jäger,StrafrechtA
T
,

6.A
ufl.,2013,§
14
Rn
146;R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
19
ff.参
照
、
須
之
内
（
Ⅳ
-16
）
二
三
三
頁
以
下
。

参
照
、
BGH
St40,257［
治
療
中
止
事
件
］〔
医
師
と
女
性
患
者
（
七
〇
歳
）
の
息
子
が
心
臓
停
止
に
起
因
す
る
脳
損
傷
を
蒙
り
非
可
逆
的
意
識
喪
失
に

陥
っ
た
患
者
へ
の
人
工
栄
養
補
給
を
止
め
よ
う
と
し
た
事
案
〕⽛
本
件
で
は
死
の
現
象
が
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
か
っ
た
。
…
…
患
者
は
…
…
非
可
逆
的
脳
障

害
の
た
め
も
は
や
自
己
決
定
能
力
が
な
か
っ
た
の
で
、
推
定
的
承
諾
だ
け
が
考
慮
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
認
定
さ
れ
た
こ
と
に
基
づ
く
と
推
定
的
承

諾
は
問
題
外
で
あ
る
。
…
…
決
定
的
時
点
の
八
年
又
は
一
〇
年
前
に
患
者
が
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
放
送
を
見
た
直
後
の
印
象
と
し
て
、⽝
あ
ん
な
ふ
う
に
終
わ

り
た
く
な
い
⽞
と
言
っ
た
こ
と
は
、
治
療
を
中
止
す
る
推
定
的
承
諾
の
十
分
な
根
拠
と
な
ら
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
患
者
の
生
存
に
は
き
わ
め
て
単
純
な
機
能

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
…
…
し
た
が
っ
て
、
そ
の
命
は
周
囲
の
者
に
は
無
意
味
と
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
情
だ
け
で
は
、
そ
の
他
の

点
で
生
活
能
力
の
あ
る
患
者
に
よ
る
間
も
無
く
確
実
な
死
に
到
る
治
療
中
止
へ
の
推
定
的
承
諾
が
あ
る
と
は
云
え
な
い
。
…
…
推
定
的
了
解
が
あ
る
と
い
え

る
た
め
の
要
件
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
決
定
的
な
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
注
意
深
く
衡
量
し
た
上
で
得
ら
れ
る
所
為
時
点
の
患
者
の
推
定
的
意

思
で
あ
る
。
そ
の
際
、
患
者
が
以
前
口
頭
ま
た
は
文
書
で
言
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
宗
教
的
信
念
、
そ
の
他
の
個
人
的
価
値
観
念
、
そ
の
年
齢
に
起
因
す

る
平
均
余
命
あ
る
い
は
痛
み
の
感
覚
と
同
じ
く
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い（
vgl.BGH
St35,246,249）。
客
観
的
規
準
、特
に
、あ
る
処
置
が
、一
般
に⽝
分

別
が
あ
る
⽞
又
は
⽝
正
常
で
あ
る
⽞
と
か
、
分
別
の
あ
る
患
者
の
利
益
に
通
常
沿
っ
て
い
る
と
か
の
判
断
は
独
自
の
意
味
を
有
し
な
い
。
そ
れ
は
個
人
の
仮

定
的
意
思
を
探
索
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
で
し
か
あ
り
え
な
い
⽜。
同
旨
、
R
oxin,
(Fn.I-1),§
18
Rn
25;反
対
、
R
.
M
erkel,T
ödlicher

Behandlungsabbruch
und
m
utm
aßliche
Einw
illigung
beiPatienten
im
apallischen
Syndrom
,ZStW
107
(1995),545,573⽛
自
分
の
症
例
で

治
療
中
止
と
い
う
（
予
想
さ
れ
る
）
問
い
に
対
す
る
失
外
套
患
者
の
前
も
っ
て
の
考
え
を
得
る
手
掛
か
り
が
な
い
と
き
⽜
も
治
療
は
中
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。

（
46
）
Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
238.

（
47
）
こ
の
類
型
に
つ
い
て
推
定
的
承
諾
に
よ
る
正
当
化
を
否
定
す
る
見
解
と
し
て
、
吉
田
宣
之
⽝
違
法
性
の
本
質
と
行
為
無
価
値
⽞
一
九
九
二
・
二
七
七
頁
。

（
48
）
ツ
イ
ッ
プ
は
こ
の
種
の
事
例
を
社
会
的
相
当
性
と
い
う
観
点
か
ら
解
決
す
る
。⽛
こ
の
種
の
隣
人
相
互
間
の
付
き
合
い
の
あ
る
こ
と
は
普
通
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
と
、
社
会
的
相
当
性
と
い
う
観
点
を
持
ち
出
し
て
よ
い
。
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
で
他
の
不
自
然
な
構
成
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。⽝
被
害
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者
⽞
の
推
定
で
き
る
了
解
と
い
う
の
は
こ
の
場
合
行
為
の
社
会
的
相
当
性
の
前
提
要
件
そ
の
も
の
で
あ
る
。
関
係
者
の
間
に
承
認
さ
れ
た
慣
行
が
存
在
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
適
用
領
域
は
狭
い
範
囲
に
止
ま
る
⽜。
Zipf,(Fn.I-11),55.

（
49
）
Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
243;vglJescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
V
1
b.

（
50
）
Lew
isch,(Fn.II-2),N
achbem
zu
§
3
Rn
237.

（
51
）
Schm
idhäuser,(Fn.IV
-19),6.K
ap
Rn
92.

（
52
）
Jakobs,(Fn.II-76),16.A
bschn
Rn
18.ヤ
コ
プ
ス
は
、
激
し
い
雨
の
中
不
意
に
や
っ
て
き
た
友
人
が
不
在
の
家
主
を
そ
の
鍵
の
掛
け
ら
れ
て
い
な
い
車

庫
で
待
つ
と
い
う
設
例
で
、
家
主
に
は
そ
の
車
庫
を
提
供
す
る
⽛
非
公
式
の
（
非
法
律
的
）
義
務
⽜
が
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
正
当
化
す
る
。
Jakobs,(Fn.II-

76),15.A
bschn
Rn
17.し
か
し
、
こ
れ
は
技
巧
に
走
り
す
ぎ
て
い
る
と
批
判
さ
れ
る
。
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
17.

（
53
）
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
17.

（
54
）
M
aurach/Zipf,(Fn.IV
-43),§
28
II12;M
itsch,(Fn.IV
-33),41;C.R
oxin,Ü
ber
die
m
utm
aßliche
Einw
illigung,in:W
elzel-FS,1974,447,

461.

（
55
）
H
einrich,(Fn.I-4),Rn
478;K
ühl,(Fn.I-4),§
9
Rn
46;M
itsch,(Fn.IV
-33),41;T
iedem
ann,(Fn.IV
-30),109.

（
56
）
R
önnau,(Fn.II-14),V
or
§
32
Rn
222;R
oxin,(Fn.IV
-51),461.

（
57
）
G
ropp,(Fn.II-49),§
5Rn
367;Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34V
II3;M
itsch,(Fn.IV
-33),41;反
対
、
R
önnau,(Fn.II-14),V
or§
32Rn
94;

R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
29.

（
58
）
T
h.Lenckner,D
ie
Rechtfertigungsgründe
und
dasErfordernispflichtgem
äßerPrüfung,in:H
.M
ayer-FS,1966,165,180;ders.,(Fn.II-

76),V
orbem
§§
32
ff.Rn
56;M
itsch,(Fn.IV
-33),42.

（
59
）
Lenckner,(Fn.II-49),V
orbem
§§
32ff.Rn
58;vgl.Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34V
II3.参
照
、
大
谷
（
Ⅱ
-44
）
二
五
八
頁
以
下
⽛
被
害
者
の

真
意
に
合
致
す
る
も
の
と
合
理
的
に
推
定
し
、
そ
の
推
定
的
意
思
の
内
容
を
実
現
す
る
行
為
で
あ
る
限
り
、
事
後
に
被
害
者
が
こ
れ
を
是
認
し
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
社
会
的
相
当
行
為
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
⽜。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
口
（
Ⅱ
-44
）
一
六
九
頁
は
、
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
、⽛
法
益
主
体

の
意
思
の
推
定
は
⽝
事
前
的
な
立
場
⽞
か
ら
で
は
な
く
、⽝
事
後
的
な
立
場
⽞
か
ら
法
益
主
体
の
意
思
を
確
認
し
つ
つ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
い

か
に
事
前
的
な
立
場
か
ら
は
、
法
益
主
体
の
同
意
が
認
め
ら
れ
て
も
、
事
後
的
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
情
か
ら
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
同
意
は
な

く
違
法
性
の
阻
却
は
否
定
さ
れ
る
⽜
と
論
ず
る
。

（
60
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),42.
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（
61
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),42;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4),§
11
Rn
573.

（
62
）
V
gl.M
itsch,(Fn.IV
-23),42.

（
63
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),43;R
oxin,(Fn.I-1),§
14
Rn
96.

（
64
）
Lenchner,(Fn.II-49),V
orbem
§§
32
ff.Rn
58;W
essels/Beulke/Satzger,(Fn.I-4),§
11
Rn
577.な
お
、
こ
の
場
合
を
違
法
性
阻
却
事
由
を
基

礎
づ
け
る
事
実
の
錯
誤
と
捉
え
る
見
解
が
あ
る
。
例
え
ば
、
帝
王
切
開
出
産
後
に
不
妊
手
術
（
卵
管
結
紮
）
を
行
っ
た
手
術
医
師
が
不
妊
手
術
に
つ
き
推
定

的
承
諾
が
あ
る
も
の
と
誤
認
し
た
場
合
で
あ
る
。
K
ühl,(Fn.I-4),§
9
Rn
47.

（
65
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),43;R
oxin,(Fn.I-1),§
14
Rn
104.

（
66
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),43;R
oxin,W
elzel-FS
455.

（
67
）
Jescheck/W
eigend,(Fn.I-20),§
34
V
II3;K
ühl,(Fn.),§
9
Rn
47;Lenckner,(Fn.II-49),V
orbem
§§
32
Rn
58.

（
68
）
M
itsch,(Fn.IV
-23),43.

（
69
）
V
gl.BGH
St45,219,224f.な
お
、
BGH
St35,246〔
医
師
ら
は
患
者
の
た
め
に
、
し
か
し
、
そ
の
承
諾
な
く
帝
王
切
開
分
娩
に
続
い
て
行
っ
た
不
妊
手

術
は
推
定
的
承
諾
に
よ
り
正
当
化
で
き
る
と
さ
れ
た
事
案
〕
は
禁
止
の
錯
誤
と
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
批
判
さ
れ
る
。
第
一
に
、
患
者
の
生
命
に
危
険

が
あ
る
と
の
医
師
ら
の
想
定
は
次
の
出
産
時
に
生
ず
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
患
者
は
先
ず
不
妊
を
望
む
か
否
か
を
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
医
師
ら
の
視
点
か
ら
は
⽛
新
た
な
妊
娠
が
母
子
の
生
命
を
危
う
く
す
る
⽜
か
ら
、
医
師
ら
が
⽛
直
ち
に
処
置
を
す
る
⽜
こ
と
が
必
要
と
考
え
た
と
い
う

事
情
は
、
質
問
を
す
る
必
要
性
を
な
ん
ら
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
生
命
を
危
う
く
す
る
危
険
を
冒
す
か
否
か
を
決
定
す
る
の
は
患
者
の
事
柄
で
あ
る
し
、

新
た
な
妊
娠
を
避
け
る
た
め
に
卵
管
結
紮
以
外
の
方
法
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
R
oxin,(Fn.I-1),§
18
Rn
12
u.30;vgl.K
ühl,(Fn.I-4),§
9
Rn
47.

（
70
）
Lenchner,(Fn.II-49),V
orbem
§§
32
ff.Rn
60.

（
71
）
Lenckner,(Fn.II-49),V
orbem
§§
32
ff.Rn
60.
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Eigenverantwortliche Selbstgefährdung, Einwilligung
und mutmaßliche Einwilligung (6)

Toshio YOSHIDA

Kapitel 1 Autonomieprinzip und eigenverantwortliche Selbstge-
fährdung

Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Anwendungsbereiche
a) Sportverletzungen
b) Übernahme vermögensrechtlicher Risken
Ⅲ. Objektive Zurechnung bei eigenverantwortlichem Eingreifen
Dritter
a) Rettungshandlungen
aa) Rettungshandlungen durch freiwillige Helfer
bb) Rettungshandlungen durch Pflichtübernahme
b) Verfolgungen
Ⅳ. Schranken der Eigenverantwortlichkeit
Ⅴ. Voraussetzungen der Eigenverantwortlichkeit
Ⅵ. Eigenverantwortlichkeit und einverständliche Fremdgefährdung

(Bd. 52, Nr. 2)

Kapitel 2 Autonomieprinzip und Einwilligung des Verletzten
Ⅰ. Allgemeines
Ⅱ. Ausländisches Recht
a) Deutschland
b) Österreich
c) Die Schweiz
Ⅲ. Zum Wirkungsgrund der Einwilligung
1. Grundmodelle
a) Kollisionsmodell
b) Integratinsmodell
c) Basismodell
2. Theorienstreit in Japan
3. Würdigung
Ⅳ. Gegenstand und Reichweite der Einwilligung
a) Gegenstand
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b) Reichweite (Bd. 52, Nr. 3)
Ⅴ. Voraussetzungen und Grenzen der rechtfertigenden Einwilligung
1. Einwilligung durch den Rechtsgutsträger
2. Dispositionsbefugnis des Einwilligenden
a) Deutschland
aa) Theorienstreit
bb) Rechtsprechung (Bd. 52, Nr. 4)
b) Österreich
c) Die Schweiz
d) Japan
aa) Theorienstreit
bb) Rechtsprechung
e) Würdigung
3. Form und Zeitpunkt der Einwilligung
4. Einwilligungsfähigkeit
5. Einwilligung durch dritte Personen (Bd. 53, Nr. 1)
6. Einwilligung frei von Willensmängeln
a) Drohung
b) Täuschung
aa) Theorienstreit im deutschsprachigen Raum
bb) Theorienstreit in Japan
cc) Würdigung
c) Irrtum
7. Kentnis der Einwilligung (Bd. 53, Nr. 2)

Kapitel 3 Einverständnis
I. Drei Gruppierungen von einverständnisrelevanten Tatbestand-
merkmalen

II. Vorausetzungen
1. Einsichtsfähigkeit
2. Willensmängel
3. Erklärungsbedürftigkeit

Kapitel 4 Mutmaßliche Einwilligung
I. Begriff und Grundgedanke der mutmaßlichen Einwilligung
1. Rechtfertigung eigener Art
a) Meinungsstreit
b) Würdigung
2. Verhältnis zum rechtferigenden Notstand
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3. Verhältnis zu der Geschäftsführung ohne Auftrag
4. Verhältnis zum erlaubten Rsiko
II. Anwendungsbereich
1. Interne Güter- und Interessenkollisionen
2. Preisgabe eigener Interessen zugunsten des Täters oder eines
Dritten

III. Voraussetzungen
1. Objektive Einwilligungsmerkmale
a) Einwilligungsreife
b) Dringlichkeit
c) Pflichgemäße Prüfung
2. Subjektives Rechtfertigungsmerkmal (Bd. 53, Nr. 3)

(Die Fortsetzung folgt.)
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