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「
違
法
性
の
意
識
」
は
故
意
の
要
素
で
あ
る
の
か
否
か
、
換
言
す
る
と
、
法

律
(
禁
止
)
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
す
る
の
か
ど
う
か
は
従
来
激
し
く
論
争
さ

れ
て
き
た
古
く
て
新
し
い
問
題
で
あ
る
。

「
違
法
性
の
意
識
」
と
は
、
自
分
の
し
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
が
法
上
許
さ

れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
違
法
の
認
識
で

あ
る
。
「
法
律
の
錯
誤
」
な
い
し
「
禁
止
の
錯
誤
」
と
は
、
法
的
に
許
さ
れ
な
い

行
為
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
行
為
者
が
何
ら
か
の
理
由
で
許
さ
れ
て
い
る
と
勘

違
い
す
る
こ
と
、
即
ち
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
(
事
実
と
認
識
の
不
一
致
)
を

意
味
す
る
。
従
っ
て
、
法
律
の
錯
誤
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
然
違
法
性
の
意
識

を
欠
く
と
い
う
関
係
に
な
る
。

冨
円
。
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我
現
行
刑
法
典
は
、
そ
の
三
八
条
三
項
に
お
い
て
「
法
律
を
知
ら
ざ
る
を
以

て
、
罪
を
犯
す
意
な
し
と
為
す
乙
と
を
得
ず
。
但
し
情
状
に
因
り
其
刑
を
減
軽

す
る
乙
と
を
得
」
と
規
定
し
て
い
る
。

判
例
は
、
乙
の
規
定
を
法
律
の
錯
誤
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
と
解
し
、
大
審

院
以
来
、
故
意
に
違
法
性
の
意
識
は
不
要
と
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
メ
チ
ル
ア

ル
コ
ー
ル
と
有
毒
飲
食
物
等
取
締
令
一
条
二
項
が
禁
止
し
て
い
る
メ
タ
ノ
ー
ル

と
が
同
一
物
で
あ
る
乙
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
被
告
人
に
対
し
、
最

高
裁
は
「
そ
れ
は
単
な
る
法
律
の
亦
知
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
構
成

に
必
要
な
事
実
の
認
識
に
何
等
扶
く
る
と
乙
ろ
が
な
い
か
ら
、
犯
意
が
あ
っ
た

も
の
と
認
む
る
に
妨
げ
な
む
と
判
示
し
、
ま
た
、
原
判
決
は
被
告
人
が
進
駐

軍
物
資
の
運
搬
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
乙
と
を
知
っ
て
い
た
と
の
証
明
も

な
し
に
有
罪
に
し
た
、
と
の
上
告
に
対
し
て
「
所
謂
自
然
犯
た
る
と
行
政
犯
た

る
と
を
間
わ
ず
、
犯
意
の
成
立
に
違
法
の
認
識
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
は
当
裁

判
所
の
判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
し
て
棄
却
し
て
い
る
。

一
流
衣
料
品
問
屋
の
常
務
取
締
役
の
言
葉
を
信
用
し
、
統
制
品
を
統
制
外
の

品
物
と
思
っ
て
取
引
し
た
事
例
で
は
「
犯
意
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
は
犯
罪
構
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成
要
素
で
あ
る
事
実
を
認
識
す
れ
ば
足
り
そ
の
行
為
の
違
法
を
認
識
す
る
乙
と

を
要
せ
ず
、
従
っ
て
法
律
の
不
知
乃
至
い
わ
ゆ
る
法
律
の
錯
誤
は
犯
意
を
困
却

し
な
む
と
明
言
し
、
物
価
統
制
令
に
よ
る
統
制
価
格
を
超
え
て
精
米
を
売
渡

し
た
事
案
で
、
進
駐
軍
の
許
可
が
あ
っ
て
違
法
で
な
い
と
信
じ
た
と
の
被
告
人

の
抗
弁
に
つ
い
て
も
「
そ
の
行
為
の
違
法
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
」
と

繰
り
返
し
、
「
更
ら
に
そ
の
違
法
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と
に
つ
き
過
失
の
有
無

を
問
う
を
要
し
な
い
」
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
判
例
が
一
貫
し
て
違
法
性
の
意
識
不
要
説
を
採
る
理
由
と
し
て

は
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
「
認
識
し
な
が
ら
犯
行
を
敢
え
て
し
た
以
上
は
、

そ
の
聞
に
如
何
な
る
心
理
上
の
経
過
あ
る
を
問
わ
ず
、
そ
の
認
識
あ
る
だ
け
で

通
常
抑
制
感
情
文
は
反
対
動
機
を
起
す
期
待
可
能
性
あ
る
が
故
に
法
律
的
責
任

を
認
め
て
、
そ
の
犯
人
を
非
難
し
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
罪
と
な
る
べ
き
事
実

の
認
識
以
外
の
心
理
状
態
は
犯
意
の
成
立
以
外
に
お
け
る
情
状
た
る
に
過
ぎ
な

い
:
:
:
罪
と
な
る
べ
き
事
実
と
は
、
刑
罰
法
令
各
本
条
の
前
半
に
規
定
さ
れ
て

い
る
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
事

実
は
、
単
な
る
赤
裸
々
な
自
然
的
事
実
で
は
な
く
、
当
該
法
条
立
法
の
際
禁
止

せ
ん
と
し
た
実
質
的
に
ま
み
れ
、
こ
れ
に
化
体
し
た
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
、

犯
意
あ
り
と
す
る
に
は
、
か
か
る
違
法
化
し
た
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
認
識
す

る
を
似
て
足
り
る
の
で
あ
る
」
。
あ
る
い
は
、
「
犯
意
は
犯
罪
を
構
成
す
べ
き
自

然
的
若
は
法
律
的
事
実
の
認
識
に
し
て
、
斯
る
認
識
に
し
て
存
在
せ
ん
か
責
任

能
力
を
有
す
る
通
常
人
は
所
謂
違
法
の
認
識
文
は
意
識
を
も
有
す
べ
き
を
普
通

と
す
べ
く
、
又
は
少
な
く
と
も
之
を
期
待
し
得
べ
く
、
然
る
に
も
拘
ら
ず
尚
且

犯
意
の
成
立
に
は
更
に
必
ず
違
法
の
認
識
又
は
意
識
を
要
す
る
も
の
と
せ
ば
、

或
は
責
任
能
力
を
有
し
乍
ら
道
義
心
遵
法
心
等
に
乏
し
き
か
若
は
悪
習
堕
落
等

に
因
り
之
を
失
ひ
た
る
か
又
は
特
殊
の
思
想
信
念
に
基
く
等
の
理
由
に
因
り
犯

罪
事
実
に
対
す
る
違
法
の
認
識
文
は
意
識
を
欠
く
が
如
き
者
の
処
罰
を
逸
す
る

の
虞
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
或
は
国
家
社
会
的
秩
序
感
の
特
に
鋭
敏
に
し
て
之
が

為
犯
罪
事
実
に
対
す
る
違
法
の
認
識
文
は
意
識
の
異
常
に
深
刻
明
確
な
る
が
如

き
者
を
却
っ
て
強
き
犯
意
あ
る
も
の
と
し
て
重
く
処
罰
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
の
不

当
な
る
結
果
を
生
じ
、
従
て
健
全
な
る
通
常
人
の
道
義
的
責
任
を
重
ん
ず
べ
き

刑
罰
法
規
の
目
的
に
背
反
す
る
〕
と
言
う
に
あ
る
。

乙
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
対
し
て
は
、
学
説
の
批
判
が
強
い
。
例
え
ば
西

原
教
授
は
「
し
か
し
、
行
為
者
に
と
り
違
法
性
の
意
識
を
も
っ
可
能
性
が
な
か

っ
た
た
め
に
違
法
性
の
意
識
を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
古
い
道
義
的
責

任
論
に
立
脚
す
る
場
合
で
も
、
そ
乙
に
道
義
的
非
難
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
主
観
主
義
刑
法
理
論
に
よ
り
、
社
会
的
責
任
論
に
立
脚
す
る
場
合

で
も
、
そ
乙
に
、
犯
人
の
反
社
会
的
性
格
の
徴
表
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
規
範
的
責
任
論
は
、
行
為
者
の
置

か
れ
た
立
場
に
一
般
人
を
立
た
せ
て
、
そ
の
一
般
人
の
な
し
え
た
こ
と
は
行
為

者
に
も
義
務
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
、
そ
こ
に
責
任
非
難
の
根
拠
を
認
め
る

責
任
論
で
あ
る
か
ら
、
当
該
状
況
に
置
か
れ
た
一
般
人
に
も
違
法
性
の
意
識
の

可
能
性
が
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
故
意
の
責
任
を
否
定
す
る
結
論
と
な

る
。
不
必
要
説
の
問
題
点
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
〕
と
さ
れ
る
。

特
に
行
政
犯
な
い
し
法
定
犯
の
場
合
に
不
都
合
が
生
ず
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自

然
犯
は
そ
の
「
本
質
と
し
て
構
成
要
件
の
充
足
に
関
す
る
認
識
自
体
が
違
法
性

の
認
識
を
も
包
含
す
る
」
の
に
対
し
、
「
法
定
犯
に
於
て
は
右
と
異
な
り
構
成
要

件
の
充
足
に
対
す
る
認
識
は
当
然
に
違
法
性
の
認
識
を
包
含
す
る
も
の
と
は
認

め
ら
れ
ぬ
U

か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
行
政
犯
に
お
い
て
は
、
健
全
な
成
人
で

も
、
規
定
の
存
在
を
知
ら
ず
に
、
行
為
が
許
容
さ
れ
な
い
乙
と
を
認
識
し
な
い

ば
あ
い
が
、
し
ば
し
ば
み
と
め
ら
れ
&
〕
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
法
律
に
違
反

し
た
者
だ
け
が
特
に
法
律
に
無
関
心
な
の
で
は
な
く
て
、
他
の
一
般
人
に
し
て

も
知
ら
な
い
人
が
結
構
多
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
福
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
違

法
性
の
意
識
を
欠
い
た
乙
と
が
無
理
か
ら
ぬ
ば
あ
い
(
法
律
の
錯
誤
が
さ
け
え

ら
れ
な
か
っ
た
ば
あ
い
)
刑
事
責
任
を
否
定
す
る
こ
と
は
:
:
:
、
法
に
無
関
心

な
者
(
現
に
法
律
に
反
す
る
行
為
を
し
た
者
だ
け
|
筆
者
注
)
に
不
当
な
利
益

を
与
え
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
し
、
刑
事
政
策
的
に
不
合
理
で
も
な
く
、
責
任
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主
義
の
要
請
に
合
致
す
る
も
の
と
い
え
よ
・

3
。

そ
乙
で
、
故
意
(
犯
意
)
に
は
犯
罪
事
実
の
認
識
の
他
に
、
現
実
の
違
法
性

の
意
識
を
要
す
る
と
す
る
厳
格
故
意
説
が
出
て
来
た
。
「
乙
の
学
説
に
よ
れ
ば
、

故
意
は
過
失
と
く
ら
べ
て
非
常
に
重
い
責
任
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
は
、
故
意
の
場
合
に
は
自
分
の
行
為
は
悪
い
乙
と
だ
と
知
り
つ
つ
あ
え
て
そ

の
行
為
に
出
る
と
乙
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
は
故
意
と
過

失
の
分
水
嶺
で
あ
り
、
そ
れ
は
故
意
の
不
可
欠
か
つ
本
質
的
な
要
素
を
な
す
、

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

道
義
的
責
任
論
の
見
地
か
=
り
す
れ
ば
、
「
道
義
的
責
任
の
本
質
は
道
義
的
す
蕩

か
ら
の
非
難
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
為
者
が
主
観
的
に
道
義
的
軌
範
の
意
識
に
従

っ
て
行
動
す
べ
く
、
文
行
動
し
得
た
筈
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
犠
務
に
反
す
る
行

為
に
出
た
乙
と
を
非
難
す
る
意
味
の
消
極
的
な
価
値
判
断
で
あ
ヲ
白
か
ら
、
「
犯
罪
構

成
事
実
の
認
識
が
あ
っ
て
も
、
錯
誤
に
よ
っ
て
行
為
の
評
価
を
誤
り
、
行
為
が
違
法

で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
違
法
性
を
意
識
し
な
い
で
行
為
し
た
場
吾
に
は
叫
、
行
為
者

は
行
為
を
思
い
止
ま
る
べ
く
義
務
を
課
す
道
義
を
彼
の
主
観
に
於
て
持
た
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
彼
に
対
し
て
道
義
に
従
わ
な
か
っ
た
と
非
難
を
加
え
る
と
と
は
で
き
な

い
。
違
法
性
に
関
す
る
錯
誤
は
、
故
意
の
道
義
的
責
任
を
阻
却
す
る
の
で
あ
る
l
。
司

ま
た
、
行
為
者
の
社
会
的
危
険
性
を
処
罰
の
根
拠
と
考
え
る
社
会
的
責
任
論

の
立
場
か
ら
ん
吋
も
、
違
法
の
認
識
な
く
し
て
行
為
す
る
場
合
、
そ
乙
に
「
反

社
会
的
の
意
思
」
た
る
犯
意
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
法
定
犯
・
行
政
犯

に
あ
っ
て
は
、
行
為
そ
れ
自
体
は
元
来
反
社
会
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
一

定
の
政
策
的
・
行
政
的
目
的
の
見
地
か
ら
法
的
に
禁
止
せ
ら
れ
る
乙
と
に
よ
っ

て
反
社
会
的
な
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
法
的
に
禁
止
せ
ら
れ
、
違

法
と
せ
ら
れ
る
乙
と
を
知
っ
て
行
為
に
出
る
乙
と
に
よ
っ
て
反
社
会
的
性
格
の

表
現
が
あ
る
と
解
せ
ら
れ
以
る
か
ら
、
法
定
犯
・
行
政
犯
に
つ
い
て
の
み
故
意

に
違
法
の
認
識
を
必
要
と
す
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
自
然
犯
・
刑
事

犯
の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
法
律
の
錯
誤
に
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
む

し
ろ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
質
的
に
反
社
会
的
性
格
が
否
定
せ
ら
れ
る
も
の
と
解

k
i
-
-
-故
意
が
阻
却
せ
ら
れ
る
と
解
す
る
方
が
妥
当
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

と
の
木
村
博
士
の
批
判
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
厳
格
故
意
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
「
ま
ず
第

一
に
、
行
政
取
締
法
規
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
法
定
犯
に
つ
い
て
故
意
の
成
立
に

違
法
性
の
意
識
が
い
る
と
い
う
と
と
に
な
る
と
、
法
定
犯
の
場
合
法
規
を
知
ら

な
か
っ
た
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
と
う
て
い
取
締
目

的
を
達
す
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
第
二
に
、
乙
の
学
説
に
よ
る
と
、
違
法
性
の

錯
誤
の
場
合
、
つ
ね
に
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
過
失
の
成

立
を
認
め
る
の
は
、
す
で
に
犯
罪
事
実
の
認
識
も
認
容
も
あ
る
乙
と
か
ら
い
っ

て
、
概
念
の
混
乱
を
招
く
乙
と
と
な
る
:
;
:
。
第
三
花
、
乙
の
学
説
は
、
規
範

に
対
す
る
意
識
的
攻
撃
的
態
度
を
重
い
故
意
責
任
の
根
拠
と
す
る
が
、
そ
れ
で

は
常
習
犯
人
の
よ
う
に
規
範
意
識
の
鈍
麻
し
た
者
と
か
、
激
情
犯
人
、
確
信
犯

人
の
よ
う
な
場
合
に
責
任
を
非
常
に
軽
く
す
る
か
そ
れ
と
も
責
任
を
追
及
で
き

な
い
乙
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
。

乙
う
し
た
閉
塞
的
問
題
状
況
の
中
で
新
た
に
登
場
し
、
厳
格
故
意
説
に
取
っ

て
替
わ
り
、
今
日
通
説
的
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
る
の
が
制
限
故
意
説
と
呼
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
以
下
乙
の
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
違
法

性
の
意
識
が
故
意
の
要
素
で
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
考
察
す
る
乙
と
に
し
た
い
。

(47) 

注
山
参
照
、
福
田
平
、
注
釈
刑
法
聞
の
E
、
三
六
九
頁
。
川
端
博
、
判
例
刑
法
研

究
問
責
任
、
二
ニ
七
頁
以
下
。

間
最
判
昭
二
三
年
七
月
一
四
日
刑
集
二
巻
八
号
八
九
一
頁
。

間
最
判
昭
二
四
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
四
巻
一
二
号
二
四
六
五
頁
。

凶
最
判
昭
二
五
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
四
巻
一
二
号
二
六
二
九
頁
。

間
最
判
昭
二
六
年
一
一
月
一
五
日
刑
集
五
巻
一
二
号
二
三
五
六
、
二
三
五
八
頁
。

附
注
間
判
決
に
対
す
る
斎
藤
裁
判
官
の
補
足
意
見
。

間
大
判
昭
一
六
年
一
二
月
一

O
目
、
新
判
例
体
系
(
刑
法
2
)

(
原
文
片
仮
名
)
。

二
五
六
ノ
五
一
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剛
西
原
春
夫
、
刑
法
の
争
点
(
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
)
〔
以
後
、
西
原
と
略
す
〕
、
八
O
頁。

剛
坂
本
英
雄
、
刑
事
判
例
研
究
「
違
法
の
認
識
」
、
法
律
論
叢
一
九
巻
三
・
四
号
、

一
七
七
頁
。

脚
荘
子
邦
雄
、
刑
法
総
論
(
現
代
法
律
学
全
集
お
)
〔
以
後
、
荘
子
と
略
す
〕
、

五
五
七
頁
。

凶
福
田
、
注
釈
刑
法

ωの
E
、
三
七
O
頁。

間
西
原
、
八

O
頁
。
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
も
「
責
任
の
核
心
は
、
不
法
の
意
識
に
、

法
的
当
為
の
禁
止
に
対
す
る
反
抗
に
、
存
す
る
」
と
す
る
。

ω口
町

α
ロ

宮

|

∞口
F
忌
色
申
♂
∞
可
民
間
市
白
由
H
N
σ
E
Y
H由
〉
己
ロ
・
(
】
由
斗
∞

y
m
-
N
N斗

間
小
野
清
一
郎
、
新
訂
刑
法
講
義
総
論
、
一
三
七
|
八
頁
。

叫
小
野
、
前
掲
、
一
六
二
頁
。

回
参
照
、
団
藤
重
光
、
刑
法
綱
要
総
論
(
改
訂
版
)
〔
以
後
、
団
藤
と
略
す
〕
、
二

六
頁
@
佐
伯
千
偲
、
三
訂
刑
法
講
義
(
総
論
)
〔
以
後
、
佐
伯
と
略
す
〕
、
二
二

九
頁
。

側
牧
野
英
一
、
刑
法
総
論
、
三
二
四
頁
。

間
木
村
亀
二
、
刑
法
総
論
〔
増
補
版
〕
(
法
律
学
全
集

ω)
〔
以
後
、
木
村
と
略

す
〕
、
三
二
ニ
頁
@
参
照
、
牧
野
、
前
掲
、
三
二
五
頁
。

仰
木
村
、
三
一
五
頁
。

聞
西
原
、
八
一
頁
。
「
法
生
活
の
実
際
の
必
要
」
が
厳
格
故
意
説
の
貫
徹
を
許
さ

な
い
と
指
摘
す
る
の
は
J
山
田
司
自
民

S
E
a
-
∞可由同可申
n
F
H
H
〉
口
m円
叩

B
E
D
2

↓巾己・

-
4
〉
ロ
ロ
・

(
-
S叶)・

ω・
ミ
∞

コ

団
藤
博
士
に
よ
れ
ば
「
違
法
性
の
意
識
は
故
意
の
要
件
で
は
な
い
が
、
違
法

凋

性
の
意
識
の
可
能
性
は
故
意
の
要
件
を
な
す
」
。
乙
う
解
す
れ
ば
、
行
為
者
が
現

実
に
違
法
性
の
意
識
を
持
つ
乙
と
な
く
行
為
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
故
意
責

任
を
問
う
乙
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
行
政
上
の
取
締
目
的
に
支
障
を
来
た
す

と
い
う
厳
格
故
意
説
に
対
す
る
批
判
を
免
れ
る
乙
と
が
で
き
る
。
更
に
「
刑
法

の
規
制
対
象
が
単
純
で
あ
っ
た
時
期
な
ら
ば
と
も
か
く
、
複
雑
化
し
た
社
会
の

も
と
で
は
、
一
般
人
が
合
法
と
違
法
の
限
界
を
見
分
け
る
ζ
と
は
自
然
犯
に
属

す
る
罪
に
つ
い
て
す
ら
決
し
て
容
易
で
は
な
く
、
行
為
の
違
法
性
の
意
識
を
欠

い
た
と
と
が
無
理
も
な
い
と
認
め
ら
れ
る
だ
け
の
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合

も
、
す
く
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
か
よ
う
な
場
合
に
ま
で
故
意
犯
の
罪
責
を
認

め
る
の
は
酷
で
あ
り
、
処
罰
さ
れ
た
者
は
、
む
し
ろ
処
罰
さ
れ
た
乙
と
を
自
己

の
非
違
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
災
難
に
す
ぎ
な
い
と
感
ず
る
で
あ
ろ
う
し
、
責

任
原
理
に
も
反
す
会
と
の
、
違
法
性
の
意
識
不
要
説
に
向
け
ら
れ
た
批
判
を

も
回
避
で
き
る
と
い
う
長
所
を
持
つ
の
で
あ
る
。

行
為
の
時
、
違
法
性
の
意
識
が
な
く
、
従
っ
て
行
為
を
抑
制
す
る
要
因
を
欠

く
に
も
拘
ら
ず
、
な
ぜ
行
為
者
を
道
義
的
に
非
難
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ
る
の

か
?
団
藤
博
士
に
よ
れ
ば
、
乙
れ
は
道
義
的
責
任
論
で
は
説
明
の
つ
か
な
い

乙
と
で
あ
る
。
「
道
義
的
責
任
論
の
立
場
を
と
り
な
が
ら
、
当
の
-
行
為
だ
け
で
な

く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
人
格
に
責
任
の
基
礎
を
み
と
め
匂
」
人
格
責
任
論
に
進
む

以
外
に
道
は
な
い
。
人
格
責
任
論
の
立
場
か
ら
は
、
違
法
性
の
意
識
が
純
麻
・

減
弱
し
た
常
習
犯
人
で
あ
っ
て
も
「
違
法
性
の
意
識
が
純
麻
す
る
に
い
た
っ
た

乙
と
じ
た
い
に
、
人
格
形
成
に
つ
い
て
の
非
難
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
当
の
行
為
に

お
け
る
違
法
性
の
意
識
よ
り
も
、
乙
乙
で
は
、
む
し
ろ
行
為
の
背
後
に
お
け
る
人
格
形

成
に
要
点
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
規
範
を
意
識
し
て
と
れ
に

違
反
し
よ
う
と
い
う
意
思
で
は
な
く
、
人
格
態
度
の
直
接
的
な
反
規
範
性
が
、
故
意
責

任
の
本
質
を
な
す
。
け
だ
し
、
規
範
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
た
内
容
の
事
実
つ
ま
り
犯
罪

事
実
を
表
象
し
て
い
る
以
上
、
行
為
者
は
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
(
「
人
を
殺
し
て
よ

い
か
」
な
ど
)
陀
直
面
す
る
。
乙
れ
に
正
し
い
答
を
与
え
て
(
「
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な

い
」
と
お
も
っ
て
)
し
か
も
乙
れ
に
違
反
す
る
ば
あ
い
と
、
誤
っ
た
答
を
与
え
て
(
「
人

を
殺
し
て
も
よ
い
」
と
お
も
っ
て
)
そ
の
結
果
違
反
す
る
ば
あ
い
と
の
聞
に
は
本
質
的

な
差
異
は
な
い
。
犯
罪
事
実
を
表
象
・
認
容
し
て
、
し
か
も
あ
え
て
行
為
に
出
る
以

関

上
、
そ
乙
に
は
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
を
み
と
め
る
乙
と
が
で
き
る
」
。

乙
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
平
場
教
授
の
「
違
法
性
の
過
失
に
の
み
何
故
に

人
格
形
成
責
任
を
認
め
る
の
か
(
事
実
の
過
失
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
不

注
意
な
人
格
を
形
成
し
た
乙
と
に
つ
き
責
任
を
認
め
て
よ
い
の
で
な
い
か
)
、

ま
た
法
の
過
失
と
人
格
形
成
責
任
を
加
え
た
も
の
が
何
故
に
故
意
と
い
う
責
任

(48) 
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に
な
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
J

と
い
う
批
判
が
あ
る
。

こ
れ
に
つ
き
、
福
田
教
授
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
答
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
即

ち
、
事
実
認
識
の
問
題
は
「
責
任
論
に
お
い
て
、
行
為
の
と
き
に
表
現
さ
れ
た

行
為
者
の
心
理
的
態
度
と
し
て
把
握
さ
れ
、
乙
乙
か
ら
当
該
違
法
行
為
を
行
為

者
に
結
び
つ
け
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
の
行
為
者
の
人
格
態
度
に
対
す
る
責
任

非
難
の
端
緒
的
契
機
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、

人
格
の
深
み
に
入
ら
ず
、
行
為
の
時
に
行
為
者
が
事
実
を
認
識
し
て
い
た
か
ど

う
か
と
い
う
心
理
的
態
度
の
差
異
が
、
行
為
者
の
反
規
範
的
人
格
態
度
が
直
接

的
で
あ
る
か
間
接
的
で
あ
る
か
を
分
け
る
も
の
と
し
て
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
に
対

し
、
違
法
性
の
意
識
の
問
題
は
、
行
為
者
の
人
格
態
度
に
対
す
る
責
任
判
断
の
中
核

的
問
題
と
し
て
、
行
為
者
の
人
格
の
深
み
と
の
関
連
に
お
い
て
、
反
対
動
機
の

形
成
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
関
し
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、

従
っ
て
、
乙
の
ば
あ
い
、
行
為
の
剃
那
に
行
為
者
が
違
法
性
を
認
識
し
て
い
た

か
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
心
理
的
態
度
の
差
異
に
質
的
差
異
を
み
と
め
る
理
由

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ふ
。
要
す
る
に
、
「
故
意
と
過
失
と
の
区
別
は
、
事
実

側

性
の
表
象
の
有
無
に
よ
っ
て
の
み
生
じ
る
」
の
で
あ
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
の

倒

有
無
は
故
意
の
内
部
に
お
け
る
差
異
に
す
ぎ
ず
、
異
っ
た
定
型
と
し
て
分
化
さ

せ
る
ほ
ど
の
重
要
な
意
義
は
も
た
な
い
。
そ
れ
は
量
的
な
差
異
、
即
ち
量
刑
面

で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
違
法

性
の
意
識
の
可
能
性
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
困
難
で
あ
る
た
め
に
違
法
性
の
意

識
を
欠
く
と
き
は
、
故
意
の
成
立
は
妨
げ
な
い
が
、
非
難
可
能
性
が
減
少
す
る
。

第
三
八
条
第
三
項
但
書
に
『
情
状
に
因
り
其
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
を
得
』
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
ば
あ
い
に
適
用
が
あ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ

る
」
し
、
極
端
な
場
合
と
し
て
「
そ
の
事
情
の
も
と
で
は
行
為
を
違
法
で
な

い
と
信
じ
る
の
が
ま
っ
た
く
無
理
も
な
い
と
い
う
ば
あ
い
で
あ
れ
ば
、
非
難
可

能
性
は
な
く
な
る
べ
き
で
あ
り
、
責
任
は
阻
却
さ
れ
か
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
制
限
故
意
説
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
長
所
を
持
つ
の
で
あ
る
が
、
一

つ
根
本
的
な
欠
陥
を
包
蔵
す
る
。
即
ち
、
上
記
平
場
教
授
の
批
判
に
お
い
て
も

示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
な
ぜ
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
評
価
の
不

注
意
に
よ
る
誤
り
(
所
謂
法
の
過
失
な
い
し
違
法
性
の
過
失
)
に
対
し
て
故
意

責
任
を
問
う
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
多
く
の
学
者
が
指
摘
し

て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
胸
、
例
え
ば
木
村
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
も
と
『
可
能
性
の
認
識
』
を

限
界
と
す
る
故
意
の
概
念
の
中
に
「
認
識
の
可
能
性
』

(
F
5
5
2
2ロ
1

ヌ
oロロ
S
)

と
い
う
過
失
的
要
素
を
加
味
し
、
故
意
と
過
失
と
い
う
本
質
的
に
相
排
斥
し
合

う
矛
盾
概
念
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
論
理
的
矛
盾
が
あ
ふ
。

団
藤
博
士
は
「
故
意
に
お
い
て
行
為
者
の
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
が

み
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
過
失
に
お
い
て
み
ら
れ
る
の
は
、
単
に
間
接
的
な
反

規
範
的
人
格
態
度
で
あ
る
。
過
失
に
お
い
て
は
、
注
意
義
務
を
課
す
る
規
範
に

反
す
る
点
で
反
規
範
性
が
み
ら
れ
る
が
、
本
来
の
規
範
(
「
人
を
殺
し
て
は
な
ら

な
い
」
な
ど
)
に
対
す
る
関
係
で
は
、
か
よ
う
な
注
意
義
務
違
反
を
通
じ
て
間

接
に
違
反
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
、
過
失
責
任
は
故
意
責
任
よ
り

も
軽
い
責
任
形
式
で
あ
&
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
違
法
性
の
過
失

を
振
返
っ
て
見
る
に
、
行
為
者
は
犯
罪
事
実
を
あ
る
が
ま
ま
に
正
!
y
¥
認
識
し
、

本
来
の
規
範
を
意
識
に
昇
ら
せ
る
。
し
か
し
行
為
者
は
、
乙
の
場
合
は
特
に
許

さ
れ
て
お
り
、
本
来
の
規
範
に
従
う
必
要
の
な
い
場
合
で
あ
る
、
と
誤
っ
た
判

断
を
下
す
の
で
あ
る
。
彼
は
自
己
の
従
う
べ
き
規
範
の
取
捨
選
択
に
お
い
て
誤

ち
を
犯
し
は
し
た
も
の
の
、
本
来
の
規
範
に
対
し
て
直
接
に
反
抗
・
敵
対
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
本
来
の
規
範
は
彼
に
何
物
を
も
命
令
文
は
禁
止

し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
当
該
行
為
を
許
す
別
の
規
範
に
柔
順
に
従
っ

た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
反
規
範
的
ど
こ
ろ
か
合
規
範
的
人
格
態
度
し
か

み
と
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

他
の
規
範
は
と
も
か
く
、
彼
が
従
う
べ
き
本
来
の
規
範
と
の
関
係
で
は
、
彼

の
人
格
態
度
は
反
規
範
的
で
あ
る
、
と
の
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
行
為
者
の
心
理
な
い
し
主
観
の
如
何
を
問
う
こ
と
な
く
、
行
為
が
正
し
い

と
さ
れ
る
規
範
に
反
し
て
さ
え
い
れ
ば
、
一
律
に
重
い
故
意
責
任
で
あ
る
と
す

る
の
で
は
、
乙
の
説
も
「
違
法
性
の
意
識
不
要
説
」
が
受
け
た
「
責
任
原
理
に
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反
す
る
」
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
。
人
格
責
任
論
は
、
道
義
的
責
任
論
に
結
果

責
任
を
加
味
し
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
大
塚
教
授

の
「
違
法
性
を
意
識
し
て
あ
え
て
行
為
し
た
ば
あ
い
と
、
そ
の
意
識
の
可
能
性

は
あ
っ
た
が
、
現
実
に
は
意
識
を
欠
い
て
行
為
し
た
は
あ
い
と
で
は
、
や
は
わ

人
格
態
度
に
お
い
て
異
な
っ
た
評
価
を
'
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ

'h
と
の
指
摘
は

正
当
で
あ
る
。

違
法
性
の
過
失
は
、
犯
罪
事
実
の
表
象
に
よ
っ
て
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
に

直
面
す
る
が
、
規
範
を
正
面
か
ら
打
ち
破
っ
て
進
む
の
で
は
な
く
、
注
意
義
務

を
課
す
る
規
範
に
反
す
る
と
い
う
形
で
先
の
規
範
を
回
避
し
て
し
ま
う
場
合
で

あ
る
。
注
意
義
務
違
反
を
媒
介
と
し
た
、
換
言
す
る
と
、
間
接
的
な
規
範
違
反

で
あ
る
か
ら
、
団
藤
博
士
の
見
解
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
乙
れ
は
過

失
責
任
を
問
う
べ
き
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
説
得
力
を
生
み
出
す

博
士
の
レ
ト
リ
ッ
ク
に
言
及
す
る
な
ら
、
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
に
直
面
す
る

か
否
か
が
、
故
意
・
過
失
を
分
け
る
反
規
範
性
の
直
接
的
か
間
接
的
か
に
そ
の

ま
ま
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
両
者
は
そ
の
よ
う
に
等
置

さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
行
為
者
が
直
面
す
る
の
は
規
範
に
つ
い
て
の
問
題

(
「
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
規
範
が
こ
の
場
合
に
妥
当
す
る
の
だ
ろ
う
か

そ
れ
と
も
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
?
)
で
あ
っ
て
、
規
範
そ
の
も
の
(
「
殺
し
て
は

な
ら
な
い
」
)
で
は
な
い
。
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
が
認
め
ら
れ
る
と
言

わ
れ
る
時
に
は
、
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
に
直
面
し
た
こ
と
が
、
い
つ
の
間
に

か
「
規
範
」
に
直
面
し
な
が
ら
な
お
且
つ
行
為
に
出
た
と
い
う
ふ
う
に
摩
り
替

え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

人
格
責
任
論
は
「
行
為
者
の
意
識
作
用
で
は
な
く
、
無
意
識
的
な
人
格
態
品

即
ち
「
人
格
の
深
み
」
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
、
換
言
す
る
と
、
規
範
に
つ

い
て
の
問
題
に
直
面
し
た
時
に
、
正
し
い
規
範
を
退
け
、
自
分
に
都
合
の
良
い

規
範
を
採
用
し
た
点
に
、
行
為
者
の
反
社
会
的
・
反
規
範
的
人
格
が
認
め
ら
れ
、

そ
こ
に
非
難
の
根
拠
を
見
出
す
も
の
で
あ
る
、
と
の
反
論
も
考
え
ら
れ
る
。
そ

う
解
す
る
か
ら
こ
そ
、
人
格
責
任
論
に
と
っ
て
は
、
行
為
者
が
現
実
に
違
法
性

の
意
識
を
も
っ
て
行
為
し
た
か
否
か
は
故
意
と
過
失
を
分
け
る
重
要
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
に
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
常
習
犯
人
の
規
範
意
識
が
如
何
に
純
麻
し

て
い
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
確
信
犯
人
が
如
何
に
自
分
の
行
為
は
正
し
い
と
信

じ
て
い
よ
う
と
も
、
乙
れ
は
意
識
の
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
の
背
後
に
潜
む
主
体

性
あ
る
人
格
と
い
う
も
の
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
法
に
無
関
心
な

あ
る
い
は
敵
対
的
な
人
格
を
形
成
し
た
責
任
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
強

い
非
難
を
加
え
る
の
に
何
の
支
障
と
も
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ

う
解
す
る
と
故
意
と
過
失
の
区
別
が
で
き
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
博
士
に
よ

る
と
、
「
過
失
責
任
の
中
核
を
な
す
の
は
、
:
・
不
注
意
と
い
う
要
素
で
あ
る
。

不
注
意
と
い
う
の
は
、
行
為
者
の
意
識
作
用
で
は
な
く
、
無
意
識
的
な
人
格

態
度
で
あ
る
。
過
失
に
お
い
て
は
!
:
・
意
識
的
過
失
に
お
い
て
さ
え
も
i
意

識
で
は
な
く
意
識
下
の
人
格
態
度
が
要
点

Z
Uか
ら
で
あ
る
。
「
嘩
八

を
故
意
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
犯
罪
事
実
の
表
象
・
認
容
の
欠
知
で
あ
る
」

0

犯
罪
事
実
「
を
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
し
た
が
た
だ
認
容
を
欠
く
ば
あ

い
J

を
認
識
の
あ
る
過
失
(
意
識
的
過
失
)
と
い
う
が
、
博
士
に
よ
れ
ば
、

犯
罪
事
実
を
表
象
す
れ
ば
行
為
者
は
規
範
に
つ
い
て
の
問
題
に
直
面
し
、
そ

れ
で
も
な
お
行
為
に
出
る
時
は
直
接
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
を
認
め
る
と

と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
意
識
的
過
失
は
故
意
犯
で
あ
る
と
結
論
せ
ざ

る
を
得
な
い
乙
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
当
然
、
意
識
的
過
失
に
は
認
容
が
な
い
と
反
駁
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

「
認
容
の
有
無
に
よ
っ
て
行
為
者
の
積
極
的
な
反
規
範
的
人
格
態
度
の
有
無
が

わ
か
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
認
容
の
有
無
が
両
者
を
区
別
す
る
乙
と

に
な
る
の
で
あ
ん
」
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、

認
容
は
行
為
の
際
の
意
欲
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
敢
え
て
行
為
の
背
後
に
あ
る

人
格
に
ま
で
遡
る
必
要
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
人
格
責
任
論
を
貫
徹
す
れ
ば
、

認
容
は
故
意
の
要
件
で
は
な
い
。
故
意
の
成
立
に
必
要
な
の
は
「
認
容
の
可
能

性
」
な
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
行
為
者
が
現
実
に
結
果
の
発
生
を
認
容
し
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
彼
が
認
容
の
上
行
為
し
た
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
意
識
的
過
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失
で
は
な
く
故
意
の
責
任
を
問
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に

正
し
く
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
結
果
発
生
の
蓋
然
性
が
意
識
に

昇
り
、
規
範
の
問
題
に
直
面
す
る
。
蓋
然
性
の
程
度
を
誤
認
し
た
か
ら
規
範
の

問
題
に
直
面
し
な
か
っ
た
と
弁
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
意
識
的

過
失
は
、
犯
罪
事
実
の
表
象
に
は
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
従
っ
て
「
結
果
発

側

生
の
可
能
性
を
表
象
し
て
い
て
」
、
た
だ
認
容
だ
け
を
欠
く
場
合
と
定
義
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
発
生
の
可
能
性
を
表
象
す
れ
ば
1

可
能
性
の
程
度
は

問
わ
な
い
|
博
士
の
所
謂
本
来
の
規
範
(
「
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
な
ど
)
に
直

面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
注
意
義
務
(
「
殺
さ
な
い
よ
う

に
注
意
せ
よ
」
な
ど
)
が
続
い
て
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
最
初
に
本
来
の
規

範
と
の
対
決
が
な
け
れ
ば
、
行
為
者
に
課
せ
ら
れ
る
注
意
義
務
は
、
単
に
「
注

意
せ
よ
」
と
の
無
内
容
な
規
範
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
意
識
的
過
失
の
場
合
は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
表
象
し

た
も
の
の
、
そ
の
可
能
性
が
無
視
で
き
る
程
小
さ
い
と
誤
認
し
た
も
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
は
事
実
の
錯
誤
で
あ
り
、
故
意
は
成
立
し
な
い
、
と
言
わ
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
反
論
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
故
意
と
過
失
の
限
界
を
事
実
の
錯
誤
に
よ
っ
て
分
け
る
乙
と
に
な
り
、

「
行
為
者
の
規
範
に
反
す
る
人
格
態
度
が
直
接
的
か
間
接
的
か
」
「
認
容
が
あ
る

か
な
い
か
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
の
よ
う
に
し
て
、
故
意
責
任
の
非
難
の
根
拠
を
、
規
範
の
問
題
に
直
面

し
て
い
な
が
ら
、
規
範
に
従
っ
て
反
対
動
機
を
形
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し

ろ
自
己
に
都
合
の
良
い
規
範
を
考
え
出
す
乙
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
規
範
の

適
用
を
免
れ
よ
う
と
し
た
行
為
者
の
人
格
態
度
に
求
め
る
人
格
責
任
論
は
、

違
法
性
の
意
識
の
問
題
に
お
い
て
、
そ
の
可
能
性
で
足
る
と
の
立
場
を
採

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
故
意
に
お
い
て
も
認
容
の
可
能
性
で
足
る
と
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
る
の
で
あ
る
が
、
故
意
の
意
欲
的
要
素
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
な

ら
ば
そ
の
知
的
要
素
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。

責
任
の
有
無
の
判
断
は
具
体
的
・
個
別
的
で
あ
っ
て
「
行
為
者
人
格
の
深
み

に
ま
で
結
び
つ
け
て
」
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
「
定
型
的
な
行
為

働

者
人
格
一
般
が
予
想
さ
れ
て
い
る
」
有
責
行
為
類
型
(
構
成
要
件
)
に
お
け

る
判
断
と
異
な
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
故
意
の
有
無
と
い
う
責
任
判
断
に

お
い
て
、
行
為
者
に
は
現
実
の
違
法
性
の
意
識
を
要
し
な
い
と
す
る
の
は
矛

盾
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
、
行
為
者
で
は
な
く

一
般
人
を
責
任
判
断
の
基
準
に
引
き
ず
り
込
む
か
ら
で
あ
か
o

行
為
者
に
真

に
違
法
性
の
意
識
が
欠
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
時
の
彼
の
人
格

か
ら
し
て
そ
う
な
る
べ
く
し
て
そ
う
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
乙
に
彼
の
法
に

対
す
る
無
関
心
な
人
格
態
度
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
犯
罪
行
為
は

行
為
者
の
人
格
の
現
実
化
で
あ
る
〕
。
彼
は
違
法
性
の
意
識
な
く
し
て
行
為
し
た

と
い
う
経
験
的
現
実
を
前
に
し
て
、
い
く
ら
「
行
為
者
は
意
識
す
る
こ
と
も
で

き
た
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
実
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
所
詮
非

難
す
る
た
め
の
方
便
に
す
ぎ
な
い
。
行
為
者
本
人
を
基
準
と
す
る
限
り
、
「
可
能

性
に
基
づ
く
非
難
」
が
「
非
難
に
基
づ
く
可
能
性
」
へ
と
逆
転
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
す

る
基
準
と
し
て
は
、
一
般
人
な
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
と
社
会
の
多
数
人
の
経
験

に
問
う
他
は
な
い
。
結
局
、
行
為
者
本
人
の
心
理
的
態
度
の
如
何
は
問
わ
ず
、

一
般
人
の
可
能
性
で
処
理
し
て
い
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
人
格
責
任
論
は
責
任
主
義

が
要
求
す
る
主
観
的
責
任
を
乙
こ
で
断
念
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
的
責
町

へ
と
限
り
な
く
接
近
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
制
限
故
意
説
が
、
取
締
目
的
を
達

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
を
免
れ
る
乙
と
が
で
き
る
の
も
、
こ
の
よ

う
な
根
本
的
な
所
で
の
犠
牲
の
上
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
注
意
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
だ
ろ
・
ョ
。

二
通
り
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
一
般
人
を
標
準
に
し
て
違
法
性

の
意
識
の
可
能
性
を
判
断
し
て
も
、
そ
れ
は
、
一
般
人
な
ら
誰
で
も
払
う
で
あ

ろ
う
注
意
す
ら
被
告
人
は
払
わ
な
か
っ
た
と
い
う
非
難
な
の
で
あ
る
か
ら
、
決

し
て
一
般
人
の
責
任
を
被
告
人
に
負
わ
そ
う
と
す
る
も
の
で
な
J

く
、
あ
く
ま
で

被
告
人
自
身
の
責
任
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
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し
、
乙
の
反
論
は
、
被
告
人
が
少
な
く
と
も
一
般
人
と
同
程
度
の
能
力
な
い
し

規
範
意
識
を
有
し
て
い
る
場
合
に
の
み
正
当
で
あ
る
。
彼
が
限
定
責
任
能
力
者

以
上
で
あ
っ
て
一
般
人
以
下
の
場
合
、
即
ち
一
般
人
と
被
告
人
が
一
致
し
な
い

場
合
は
、
一
般
人
の
可
能
を
理
由
と
し
て
、
被
告
人
に
不
可
能
を
強
い
る
乙
と

に
な
る
。
第
二
は
、
よ
り
重
要
な
反
論
で
、
被
告
人
が
一
般
人
の
水
準
に
達
し

な
い
場
合
は
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
彼
の
人
格
が
一
つ
の
問
題
と
し
て
立
ち
現

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
人
に
要
求
さ
れ
る
程
度
の
規
範
意
識
す
ら
持
ち
合

わ
せ
て
い
な
か
っ
た
彼
の
人
格
形
成
の
不
十
分
さ
が
非
難
の
根
拠
に
な
&
、
と

す
る
も
の
で
あ
る
。
「
け
だ
し
、
行
為
責
任
も
人
格
の
現
実
的
な
も
の
か
ら
潜
在

的
な
も
の
に
わ
た
っ
て
、
行
為
に
お
け
る
そ
の
人
格
態
度
を
理
解
し
責
任
判
断

を
加
え
る
も
位
〕
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
一
般
人
と
い
う
客
観
的
基
準
を

用
い
よ
う
と
も
、
個
別
・
具
体
的
な
行
為
者
本
人
の
主
観
的
責
任
を
問
う
の
で

あ
る
か
ら
、
責
任
主
義
に
些
一
か
も
反
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

団
藤
博
士
は
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
人
格
は
「
素
質
・
環
境
に
よ
る
重
大
な

制
約
を
受
け
な
が
ら
・
:
あ
る
程
度
ま
で
は
、
自
分
じ
し
ん
の
主
体
的
な
努
力
に

よ
っ
て
形
成
し
て
行
く
も
の
で
あ
&
〕
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
た
と
え
そ
れ

を
認
め
る
と
し
て
も
「
人
格
形
成
の
過
程
は
複
雑
で
あ
り
、
そ
乙
か
ら
、
有
責

な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近
(
〕
、
「
過
去

の
生
活
歴
全
体
を
も
れ
な
く
調
査
す
る
こ
と
な
ど
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
&
〕
。

結
局
、
違
法
性
の
意
識
の
有
無
と
い
う
立
証
し
難
い
部
分
の
挙
証
責
任
を
検
察

官
に
負
わ
せ
る
か
(
厳
格
故
意
説
)
、
人
格
の
主
体
性
と
い
う
抽
象
的
に
は
争
い

難
い
事
実
か
ら
個
々
の
事
例
に
推
定
を
及
ぼ
し
、
被
告
人
に
負
わ
せ
る
か
(
制

限
故
意
説
)
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
。
確
か
に
、
制
限
故
意
説
は
違
法
性
の
意
識

を
故
意
の
成
立
要
件
と
し
な
い
か
ら
、
当
事
者
が
そ
れ
に
つ
い
て
挙
証
責
任
を

負
う
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
有
責
の
判
断
が
人
格
の
持
つ
主
体
性
、

換
言
す
る
と
程
度
の
差
を
問
わ
な
川
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
、
と
い
う
証
明

側

を
要
し
な
い
事
実
に
基
づ
い
て
導
き
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
事
実

上
の
推
定
を
破
九
乙
と
す
ら
難
し
い
か
ら
、
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」
を
故

意
の
成
立
要
件
と
す
る
乙
と
は
、
検
察
官
に
と
っ
て
は
実
際
上
そ
の
要
件
は
無

き
に
等
し
く
、
逆
に
被
告
人
に
と
っ
て
は
、
そ
の
可
能
性
が
無
か
っ
た
乙
と
の

挙
証
責
任
を
負
わ
さ
れ
た
に
等
し
い
。
そ
し
て
、
乙
の
挙
証
も
不
可
能
に
近
い

か
句
人
格
責
任
論
に
基
づ
く
制
限
故
意
説
は
、
「
違
法
性
の
意
識
不
要
説
」
と

「
厳
格
故
意
説
」
の
中
間
的
立
場
と
い
う
よ
り
は
、
実
際
の
運
用
面
で
前
者
に

等
し
く
、
し
か
も
故
意
の
中
に
過
失
を
導
き
入
れ
る
と
い
う
点
で
前
者
よ
り
悪

団
藤
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
事
情
の
も
と
で
は
行
為
を
違
法
で
な
い
と
信
じ

る
の
が
ま
っ
た
く
無
理
も
な
い
と
い
う
ぱ
あ
い
で
あ
れ
ば
、
非
難
可
能
性
は
な

く
な
る
べ
き
で
あ
り
、
責
任
は
阻
却
さ
れ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
責
任
を
阻
却
す
れ
ば
、
人
格
責
任
論
を
裏
切
る

乙
と
に
な
ろ
う
。
行
為
の
時
行
為
者
に
違
法
性
の
意
識
が
な
く
、
し
か
も
そ
れ

が
如
何
に
無
理
か
ら
ぬ
乙
と
で
あ
っ
て
も
、
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」
は
そ

の
よ
う
に
当
の
行
為
に
お
け
る
事
情
に
局
限
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
行
為
責
任
と
全
く
同
じ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
単
な
る
行
為
責
任
論
は
、

行
為
環
境
以
上
に
根
強
く
人
聞
を
支
配
し
て
い
る
と
乙
ろ
の
人
格
環
境
そ
の

も
と
で
成
育
し
て
来
た
環
境
に
対
し
て
眼
を
閉
じ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味

ω
 

で
責
任
論
か
ら
社
会
性
を
締
め
出
す
も
の
で
あ
る
」
。
な
る
程
、
行
為
時
だ
け
の

行
為
者
に
目
を
向
け
れ
ば
、
何
ら
か
の
相
当
な
理
由
が
あ
っ
て
非
難
可
能
性
が

な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
人
格
責
任
論
は
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
潜
在

的
な
人
格
体
系
の
責
任
を
も
問
う
も
の
で
あ
る
。
違
法
性
を
意
識
す
る
可
能
性

が
全
く
な
い
行
為
環
境
に
自
ら
選
択
し
て
入
っ
た
者
、
あ
る
い
は
自
己
の
人
格

形
成
を
通
じ
て
規
範
意
識
を
鈍
麻
さ
せ
て
行
為
時
に
違
法
性
を
意
識
す
る
可
能

性
を
消
失
さ
せ
て
し
ま
っ
た
者
は
人
格
形
成
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
行
為
を
見
る
時
は
、
行
為
者
が
過
去
の
全
人

格
形
成
過
程
に
お
い
て
違
法
性
を
意
識
す
る
べ
く
そ
の
主
体
性
を
発
揮
す
る
余

地
を
全
く
有
し
な
か
っ
た
と
い
う
よ
う
な
乙
と
は
考
え
ら
れ
な
い
乙
と
で
あ
り
、

人
格
責
任
論
は
当
然
「
法
の
不
知
は
害
す
」
「
法
律
の
不
知
は
何
人
を
企
容
赦
せ
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ず
」
と
の
格
言
通
り
、
違
法
性
の
意
識
不
要
説
に
至
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し

て
、
博
士
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
違
法
性
の
意
識
の
問
題
は
、
期
待
可
能
性
の

理
論
と
共
通
の
基
礎
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
乙
乙
で
も
人
格
責
任
論
は
そ

の
理
論
を
否
定
し
な
け
れ
ば
、
首
尾
一
貫
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
の
理
論
は
、
行
為
時
に
お
け
る
「
具
体
的
な
事
包
に
着
目
し
、

そ
こ
か
ら
責
任
阻
却
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
格
責
任
論

か
ら
す
れ
ば
、
当
の
行
為
を
現
出
せ
し
め
た
人
格
の
歴
史
と
い
う
も
の
に
対
す

る
視
点
が
全
く
欠
落
し
て
お
り
、
不
十
分
の
誹
り
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

あ
る
。

注
側
団
藤
、
二
九
四
頁
(
傍
点
筆
者
)
。

仰
藤
木
英
雄
、
刑
法
講
義
総
論
〔
以
後
、
藤
木
と
略
す
〕
、
二
一
三
1

四
頁
。

問
団
藤
、
二
三
八
頁
。

間
団
藤
、
二
九
二
!
三
頁
。

側
平
場
安
治
、
刑
事
法
講
座
第
二
巻
、
三
六
O
頁
。

間
福
田
平
、
違
法
性
の
錯
誤
〔
以
後
、
福
田
と
略
す
〕
、
二
O
五
頁
。

閣
不
破
武
夫
H
井
上
正
治
、
刑
法
総
論
、
一
四
三
頁
o

m
但
し
、
福
田
教
授
は
、
違
法
性
の
認
識
は
そ
の
可
能
性
で
足
る
と
は
さ
れ
る

が
、
後
述
の
責
任
説
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
乙
と
に
注
意
。

関
団
藤
、
二
九
四
頁
。

閣
参
照
、
八
木
幹
「
法
律
錯
誤
論
」
七
三
頁
以
下
。

倒
木
村
、
三
一
O
頁
。

間
団
藤
、
三
一
O
|
一
頁
。

倒
大
塚
仁
、
刑
法
概
説
総
論
(
増
補
)
〔
以
後
、
大
塚
、
概
説
と
略
す
〕
、

二
頁
。

問
団
藤
、
三
一
一
頁
。

倒
注
聞
に
同
じ
。

倒
団
藤
、
三
一
五
頁
。

倒
団
藤
、
三
一
六
頁
。

九

問
団
藤
、
三
一
七
頁
。

側
団
藤
、
二
七
五
頁
。

側
団
藤
、
八
七
頁
。

側
違
法
性
の
意
識
の
問
題
は
「
期
待
可
能
性
の
理
論
と
共
通
の
基
礎
に
立
つ
も

の
で
」
「
問
題
は
共
通
で
あ
る
」
団
藤
、
二
九
四
頁
。
一
般
人
か
行
為
者
本
人
か

の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
期
待
可
能
性
に
つ
い
て
ー
そ
の
標
準
か

ら
の
考
察
」
秋
田
大
学
教
育
学
部
研
究
紀
要
第
二
八
集
、
七
三
|
八
三
頁
を
参

照
さ
れ
た
い
。
規
範
的
責
任
論
が
責
任
を
社
会
倫
理
的
非
難
と
把
握
し
た
と
こ

ろ
に
、
期
待
可
能
性
な
い
し
一
般
人
標
準
(
通
説
、
な
お
参
照
せ
よ
注
側
)
が

導
き
出
さ
れ
る
契
機
が
存
す
る
。
「
規
範
主
義
の
台
頭
は
、
当
然
事
実
的
存
在
の

自
然
主
義
的
枠
づ
け
を
ほ
り
く
ず
し
て
行
く
危
険
が
存
在
す
る
」
。
中
山
研
一
、

刑
法
総
論
の
基
本
問
題
、
二
一
六
頁
。

削
団
藤
、
二
四
O
頁
。

幽
「
『
客
観
的
』
責
任
は
、
被
告
人
の
現
実
の
心
理
を
無
視
し
、
彼
を
『
一
般
人
(
吋

g

目
。
ロ
白
押

v
z
g
E戸
)
』
の
標
準
に
基
づ
い
て
責
任
あ
れ
壬
子
る
も
の
で
あ
る
」

onvg』

己
申
}
ぜ

F

O巾
口
。

E
』
℃
ユ
ロ
己
主

2
0『
の
ロ

5
5包
「
同
君
】

S
(
Nロ門田司乱)。

附
ホ
ー
ル
も
、
被
告
人
の
大
部
分
は
一
般
人
の
範
ち
ゅ
う
に
入
る
だ
ろ
う
か
ら
、

客
観
的
標
準
が
大
て
い
の
場
合
、
被
告
人
の
責
任
に
つ
き
正
当
な
結
論
を
導
き

出
す
乙
と
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
問
題
視
す
る
の
は
、
被
告
人
が
一

般
人
よ
り
も
能
力
が
低
い
「
境
界
的
」
事
例
が
あ
り
得
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
o

の
P
E
E
-
-
巳

]

白

血

1
叶

ω
法
規
範
は
「
聖
人
君
子
と
し
て
の
人
格
態
度
を
期
待
す
る
も
の
で
は
な
く
、

最
大
限
度
に
お
い
て
、
平
均
人
な
い
し
通
常
人
と
し
て
の
人
格
態
度
を
要
求
す

る
に
と
ど
ま
る
」
。
団
藤
、
二
四
五
頁
。

陶
団
藤
、
二
四
一
頁
。

川
棚
田
藤
、
二
四
O
頁
。

間
八
木
園
之
、
新
法
学
教
室
第
二
巻
、
二
五
頁
。
同
旨
、
佐
伯
、
二
三

0
1
一頁。

側
西
原
春
夫
、
刑
法
総
論
〔
以
後
、
西
原
、
総
論
と
略
す
〕
、
三
九
九
頁
。

酬
も
ち
ろ
ん
、
量
刑
で
は
考
慮
さ
れ
る
(
参
照
、
団
藤
、
二
九
四
頁
)
が
、
乙

こ
で
は
、
よ
り
重
要
な
故
意
責
任
の
成
否
に
つ
い
て
で
あ
る
。

側
恐
ら
く
、
「
公
知
の
事
実
」
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
通
常
の
知
識
経
験
を

有
す
る
一
般
人
」
(
高
田
卓
爾
、
刑
事
訴
訟
法
〔
改
訂
版
〕
、
一
九
一
頁
)
で
あ
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れ
ば
、
人
聞
の
行
動
は
、
素
質
・
環
境
に
完
全
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え

な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
人
格
の
主
体
性
が
公
知
の
事
実
l
少
な
く

と
も
事
実

t
推
定
さ
れ
た
事
実
|
で
な
い
と
す
れ
ば
(
従
っ
て
、
検
察
官
の
証

明
が
必
要
と
な
れ
ば
)
、
そ
乙
で
既
に
人
格
責
任
論
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い

る
乙
と
に
な
る
。

倒
参
照
、
団
藤
、
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
(
七
訂
版
文
二
三
九
頁
。

間
行
為
の
時
に
違
法
性
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
乙
と
な
ら
と
も
か
く
、

長
き
に
わ
た
る
全
生
活
歴
の
中
で
、
違
法
性
を
意
識
す
る
よ
う
な
人
格
に
形
成

す
る
乙
と
の
不
可
能
を
証
明
す
る
乙
と
は
至
難
で
あ
ろ
う
。
「
人
格
形
成
責
任

を
論
ず
る
こ
と
は
、
通
常
責
任
を
重
い
方
向
に
認
定
す
る
傾
向
と
な
る
。
た
と

え
ば
、
個
別
行
為
責
任
の
観
点
か
ら
は
行
為
当
時
期
待
可
能
性
を
欠
く
が
故
に

責
任
な
し
と
さ
れ
る
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
て
も
、
過
去
に
お
け
る
人
格
形
成
の

全
過
程
を
遡
れ
ば
、
通
常
、
そ
の
よ
う
な
環
境
に
陥
っ
た
こ
と
に
対
し
行
為
者

人
格
の
全
体
的
現
実
化
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
に
ぶ
つ
か
る
か
ら
、
責
任

が
肯
定
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
」
o

西
原
、
総
論
、
三
九
九
頁
。

問
団
藤
、
二
九
四
頁
。
藤
木
博
士
に
よ
れ
ば
、
「
違
法
性
を
意
識
し
な
か
っ
た
こ

と
に
つ
き
過
失
が
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
故
意

が
否
定
さ
れ
る
」
。
藤
木
、
二
一
三
頁
。

倒
団
藤
、
二
四
一
頁
。

問
団
藤
、
二
九
九
頁
。

ヨ

次
に
、
制
限
故
意
説
の
、
故
意
と
過
失
を
混
同
す
る
と
い
う
欠
点
を
「
理
論

体
系
上
の
矛
盾
な
く
合
理
的
に
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
旨
自
負
す
九
一
責
任

説
と
呼
ば
れ
る
見
解
を
見
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
責
任
説
と
は
、
「
故
意
と
違

法
の
認
識
又
は
そ
の
認
識
の
可
能
性
を
区
別
し
、
故
意
は
構
成
要
件
該
当
の
外

部
的
事
実
を
認
識
(
予
見
)
す
る
乙
と
を
意
味
し
、
そ
れ
自
体
構
成
要
件
の
主

観
的
違
法
要
素
と
し
て
構
成
要
件
の
要
素
で
あ
り
、
従
っ
て
、
故
意
の
存
在
す

る
こ
と
は
犯
罪
の
成
立
要
件
の
一
た
る
構
成
要
件
該
当
性
の
要
件
を
具
備
す
る

乙
と
を
意
味
し
、
犯
罪
の
成
立
要
件
の
他
の
一
た
る
責
任
と
区
別
す
べ
き
も
の

と
解
し
、
こ
れ
に
反
し
て
、
違
法
の
認
識
文
は
そ
の
認
識
の
可
能
性
は
、
そ
れ

が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
法
な
行
為
の
決
意
が
可
能
で
あ
る
に
か
か
わ
ら

ず
、
義
務
に
違
反
し
て
、
適
法
行
為
の
決
意
に
出
ず
違
法
行
為
の
決
意
に
出
た

が
故
に
責
任
非
難
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
の
要
素
で
あ
る
と
解

す
る
説
を
い
う
。
従
っ
て
、
故
意
と
違
法
の
認
識
又
は
そ
の
認
識
の
可
能
性
と

の
関
係
は
、
犯
罪
概
念
の
体
系
に
お
い
て
は
、
前
者
が
構
成
要
件
該
当
性
の
問

題
で
あ
り
後
者
が
責
任
の
問
題
で
あ
る
か
ら
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
を
要
す
ヲ
h

口。

福
田
教
授
も
「
責
任
説
は
、
故
意
の
内
容
を
、
事
実
の
認
識
・
認
容
に
か
ぎ

り
、
こ
れ
を
事
実
的
故
意
と
名
付
け
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
、
乙
の
故

意
と
は
区
別
さ
れ
た
別
個
の
責
任
要
素
で
あ
る
と
し
、
こ
こ
か
ら
、
い
わ
ゆ
る

法
律
の
錯
誤
(
違
法
性
の
錯
誤
)
は
、
故
意
の
成
立
と
は
無
関
係
で
、
た
だ
そ

の
錯
誤
が
さ
け
え
ら
れ
な
か
っ
た
ば
あ
い
に
は
責
任
を
阻
却
す
る
が
、
さ
け
え

側

ら
れ
た
ば
あ
い
に
は
責
任
が
軽
減
さ
れ
う
る
だ
け
で
あ
る
と
主
張
す
る
」
も
の

だ
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

教
授
に
よ
れ
ば
、
「
責
任
説
と
制
限
故
意
説
と
は
、
そ
の
実
際
的
結
論
に
お
い

て
は
一
致
し
て
い
る
」
に
も
拘
ら
ず
、
後
者
は
故
意
に
過
失
の
要
素
を
混
入
す

る
と
非
難
さ
れ
る
乙
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
な
お
理
論
的
に
不
徹
底
な

の
で
あ
弘
。
「
責
任
説
の
理
論
構
成
か
ら
は
、
事
実
を
認
識
し
て
い
れ
ば
違
法
性

を
意
識
し
て
い
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
さ
え
あ
れ
ば
故
意
犯
と
し
て
の
処
罰
を

免
れ
な
い
と
主
張
し
て
も
、
こ
こ
で
は
、
故
意
(
事
実
の
認
識
H
事
実
的
故
意
)

と
違
法
性
の
意
識
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
故
意
に
過
失
の
要
素

を
混
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
、
右
の
非
難
は
、
責
任
説
に
対

す
る
非
難
と
し
て
は
、
ま
っ
た
く
的
は
ず
れ
の
も
の
と
い
え
よ

-h。

し
か
し
、
的
は
ず
れ
で
は
な
い
。
責
任
説
は
今
日
支
持
者
を
漸
次
ふ
や
し
つ

つ
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
の
も
つ
説
得
力
の
基
盤
は
、
言
葉
の
巧
妙
な
使
い
分

け
と
い
う
脆
弱
な
も
の
で
し
か
な
い
。
即
ち
、
責
任
説
は
「
故
意
」
と
い
う
一

つ
の
言
葉
に
、
あ
る
時
に
は
A
と
い
う
意
味
を
も
た
せ
、
ま
た
あ
る
時
に
は

B

と
い
う
意
味
を
、
と
い
う
よ
う
に
摩
り
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い

る
見
解
で
あ
る
。
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福
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
先
ず
「
故
意
と
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
の
認

識
(
事
実
的
故
意
寸

E
g自
己
N

)

で
あ
」
っ
た
。
而
る
に
、
違
法
性
の
意
識

の
欠
如
が
「
さ
け
え
ら
れ
る
錯
誤
に
も
と
ず
く
ば
あ
い
は
、
故
意
犯
と
し
て
の

処
罰
を
妨
げ
な
い
」
の
で
あ
ふ
。
故
意
犯
と
言
う
場
合
の
故
意
は
、
明
ら
か
に
、

犯
罪
事
実
の
認
識
・
認
容
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
違

法
性
を
意
識
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
ま
で
を
も
含
む
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
故
意
犯
が
成
立
す
る
た
め
の
一
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
違
法

の
意
識
の
可
能
性
は
故
意
の
要
件
で
な
い
と
す
る
こ
と
と
、
そ
の
司
能
性
が
あ

る
場
合
は
故
意
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
と
す
る
こ
と
と
は
、
相
矛
盾
し
両
立
し

な
い
の
で
あ
る
。
責
任
説
の
採
る
べ
き
道
は
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
故

意
の
要
件
で
あ
る
と
し
て
制
限
故
意
説
に
戻
る
か
、
そ
の
可
能
性
が
な
く
て
も

故
意
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
と
し
て
違
法
性
の
意
識
不
要
説
に
進
む
か
、
二
つ

に
一
つ
で
あ
る
。

乙
乙
で
当
然
次
の
よ
う
な
反
論
が
予
想
さ
れ
る
。
即
ち
、
故
意
犯
を
「
故
意
」

と
「
犯
」
の
二
つ
に
分
解
し
て
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
、
故
意
の
成
立

要
件
で
な
く
、
犯
つ
ま
り
犯
罪
の
成
立
要
件
な
の
で
あ
る
と
。
現
に
、
西
原
教

授
は
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
と
い
う
の
が
、
故
意
の
み
を
特
徴

c

つ
け
る
要

素
で
は
な
く
、
実
は
故
意
に
も
過
失
に
も
共
通
な
要
素
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
・
:
故
意
か
ら
も
過
失
か
ら
も
抜
き
出
し
て
、
両
者
に
共
通
な
要

素
と
し
て
体
系
づ
け
た
方
が
適
切
で
あ
ろ

'M」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
上
記
反
論
は
、
通
常
の
犯
罪
論
体
系
を
採
る
限
り
無
理
で
あ
ろ
う
。
福

田
教
授
は
、
犯
罪
の
成
立
要
件
と
の
標
題
の
下
に
「
犯
罪
と
は
、
構
成
要
件
に

該
当
し
、
違
法
、
有
責
な
行
態
で
あ
る
と
定
義
し
う
ふ
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
犯
罪
の
成
立
要
件
と
は
、
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
、
有
責
性
の

三
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
は
犯
罪
成
立
要
件
の
中
に
は

入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は

v

「
責
任
」
の
成
立
要
件
、
だ

と
す
る
の
が
責
任
説
の
そ
も
そ
も
の
出
発
点
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
教
授

に
は
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
な
け
れ
ば
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
そ
れ
は
犯
罪
成
立
要
件
で
あ
る
と
言
え
る
」
と
反
論

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
的
故
意
が
な
け
れ
ば
違
法
性
の
意
識
が
行
為
者

に
生
ず
る
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る

の
で
あ
り
、
に
も
拘
ら
ず
両
者
を
二
つ
に
分
離
し
て
理
論
構
成
す
る
責
任
説
は

不
当
で
あ
る
と
の
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
の
非
難
に
対
し
て
、
教
授
は
「
前
提
条
件

2
2
2印

印

Z
N
g
m
)
と
構
成
要
素
(
∞

g
z
z
g
F
}
)
と
は
厳
密
に
区
別
さ
れ
な

削
附

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
理
由
で
そ
れ
を
退
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
理
屈
で
行
け
ば
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
犯
罪
成
立
要
件
の
一
つ
で

あ
る
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
責
任
(
有
責
性
)
は
犯
罪
の
構

成
要
素
で
あ
る
が
、
そ
の
責
任
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
前
提
条
件
の
一
つ
と

し
て
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
以
上
の
よ
う
な
責
任
説
批
判
に
対
し
て
、
教
授
が
「
形
式
的
」
と
非
難

さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
非
難
は
責
任
説
自
ら
も
甘
受
せ
ね
ば
な
ら
な
い
乙
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
即
ち
、
如
何
に
責
任
説
が
事
実
的
故
意
と
違
法
性
の
意
識
の

責
任
論
に
お
け
る
相
違
を
力
説
し
よ
う
と
も
、
責
任
の
領
域
に
は
教
授
が
言
わ

倒

れ
る
よ
う
に
評
価
そ
の
も
の
と
評
価
の
対
象
、
あ
る
い
は
大
塚
教
授
が
言
わ
れ

る
よ
う
に
相
互
に
異
質
な
評
価
対
象
も
含
ま
れ
得
勾
の
で
あ
る
か
ら
、
要
は
、
各

要
素
を
ど
の
よ
う
に
犯
罪
論
体
系
の
中
で
位
置
づ
け
た
ら
う
ま
く
説
明
で
き
る

か
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
。
現
に
、
責
任
説
は
制
限
故
意
説
と
実
際
的
結
論

に
お
い
て
差
は
な
く
、
そ
乙
に
至
る
理
論
構
成
が
異
な
る
の
み
で
あ
る
。
従
っ

て
、
究
極
の
と
こ
ろ
で
は
、
責
任
説
は
制
限
故
意
説
が
受
け
る
故
意
と
過
失
の

混
同
と
い
う
非
難
を
、
従
本
の
犯
罪
論
体
系
に
一
部
修
正
を
施
す
と
い
う
「
極

め
て
形
式
的
な
」
手
段
を
用
い
て
回
避
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

結
論
を
先
に
述
べ
て
し
ま
っ
た
が
、
も
う
少
し
責
任
説
擁
護
の
た
め
の
努
力

だ
け
は
続
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
先
に
、
責
任
説
が
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能

性
が
あ
れ
ば
、
故
意
犯
と
し
て
罰
し
て
妨
げ
な
い
」
と
言
う
場
合
、
違
法
性
の

意
識
の
可
能
性
が
無
言
の
う
ち
に
「
故
意
」
の
中
に
含
ま
せ
ら
れ
て
い
る
と
批

判
し
た
。
故
意
犯
の
成
立
に
は
、
違
法
性
の
意
識
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
可
能
性
す
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ら
必
要
で
な
い
と
す
る
「
違
法
性
の
意
識
不
要
説
」
を
採
っ
て
こ
そ
、
初
め
て

真
正
に
「
違
法
性
の
意
識
又
は
そ
の
可
能
性
は
、
故
意
の
要
素
で
な
い
」
と
主

張
で
き
る
、
と
す
る
の
が
私
の
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
違
法
性
の
意
識
の

可
能
性
が
あ
る
、
換
言
す
る
と
錯
誤
が
避
け
得
ら
れ
た
場
合
は
、
故
意
責
任
を

負
う
」
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
責
任
説
に
忠
実
な
表
現
に
変
え
れ
ば
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
や
は
り
、
単
な
る
言
葉
の
使
い
分
け
と
の
批
判
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
責
任
説
の
言
う
「
責
任
」
は
、
犯
罪
の
一
成
立
要
件
と
し
て

の
そ
れ
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
、
更
に
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
を

も
具
備
し
た
責
任
即
ち
犯
罪
、
な
い
し
は
そ
れ
に
対
し
て
科
せ
ら
れ
る
刑
出
向
、

を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
故
意
犯
の
成
立
要
件
の
一
つ
で
あ
る
故
意
責
任
は
肯

定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
た
と
え
違
法
性
の
意
識
が
あ

っ
た
と
し
て
も
な
お
「
適
法
行
為
に
出
ず
る
乙
と
が
期
待
し
え
な
い
ば
あ
い
」

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
責
任
の
有
無
を
判
断
す
る
に
当
た
っ

て
重
要
な
の
は
「
違
法
性
の
意
識
」
で
は
な
く
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」

で
あ
る
と
力
説
す
る
責
任
説
論
者
が
、
不
思
議
に
も
、
期
待
可
能
性
に
言
及
す

る
段
に
な
る
と
、
急
に
「
違
法
性
の
意
識
」
を
姐
上
に
の
ぼ
す
点
を
見
逃
し
て

は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例
え
ば
福
田
教
授
は
「
違
法
性
を
意
識
し
て
い
て
お

と
さ
れ
、
同
じ
く
団
藤
博
士
は
「
違
法
性
の
意
識
が
あ
っ
て
も
、
な
お
か
っ
、

そ
の
行
為
を
す
る
の
が
無
理
も
な
い
と
い
う
ば
あ
い
に
J

期
待
可
能
性
の
理
論

に
よ
る
責
任
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
決
し
て
単
な
る

偶
然
で
は
な
い
。
乙
乙
で
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
を
論
じ
て
は
、
期
待
可
能

性
の
理
論
を
維
持
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
福
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
違
法

性
の
意
識
の
問
題
は
、
行
為
者
人
格
の
深
み
と
の
関
連
で
反
対
動
機
形
成
の
可

能
性
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
期
待
可
能
性
は
行
為
の
際
の
「
具
体

的
事
情
の
も
と
で
、
そ
の
行
為
を
す
る
ご
と
が
ま
っ
た
く
無
理
も
な
J

か
っ
た

か
ど
う
か
、
換
言
す
る
と
反
対
動
機
形
成
の
可
能
性
が
あ
っ
た
か
を
問
題
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
責
任
判
断
に
お
い
て
、
前
者
は
「
過
去
に
お
け
る
人
格
形
成

の
過
程
」
ま
で
を
も
考
慮
の
対
象
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
行
為
者
が
ま
さ
に
お

か
れ
て
い
る
現
在
の
行
為
環
境
を
対
象
と
す
る
。
両
者
は
、
重
な
り
合
う
部
分
を
も

つ
に
せ
よ
、
判
断
の
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
領
域
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。
今
、

仮
に
、
違
法
性
の
意
識
な
く
行
為
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
格
形
成
の
面
か
ら
見
て

意
識
の
可
能
性
は
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
行
為
者
が
い
る
と
す
る
。
そ
の
点
に
関
し

て
だ
け
言
え
ば
確
か
に
彼
に
対
し
て
非
難
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
考
察
の
対
象

を
行
為
時
現
在
に
移
し
て
み
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
己
の
行
動
を
違
法
だ
と
は
思
っ
て

い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
反
対
動
機
な
い
し
道
義
的
抑
止
力
は
生
じ
よ
う
が
な
い
の
で

あ
る
。
違
法
性
の
意
識
が
現
実
に
あ
っ
た
場
合
は
、
責
任
説
論
者
が
一
一
一
口
う
よ
う

に
、
な
お
期
待
可
能
性
の
有
無
を
論
じ
る
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
可
能

性
し
か
な
か
っ
た
場
合
は
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
い
こ
と
は
自
明
で

あ
っ
て
、
そ
の
点
で
非
難
で
き
な
い
こ
と
に
な
っ
て
無
罪
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

結
局
、
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
格
責
任
論
と
期
待
可
能
性
の
理
論
と
は
、

相
互
に
排
斥
し
合
う
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

更
に
注
意
す
べ
き
は
、
団
藤
博
士
が
一
方
で
「
規
範
主
義
を
徹
底
す
る
あ
ま

間

り
、
責
任
の
事
実
的
基
礎
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
お
き
な
が
ら
、

他
方
で
行
為
者
の
意
識
と
い
う
心
理
的
事
実
を
軽
視
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
即
ち

博
士
は
客
観
的
責
任
要
素
を
認
め
る
理
由
と
し
て
「
客
観
的
事
情
が
、
か
な
ら

ず
し
も
、
行
為
者
の
意
識
を
通
じ
て
で
な
く
、
無
意
識
的
に
あ
る
い
は
生
物
学
的

聞

に
行
為
者
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

う
な
る
と
、
期
待
可
能
性
の
錯
誤
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
錯
誤

が
不
可
避
で
あ
っ
た
か
否
か
等
と
問
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

行
為
者
に
錯
誤
が
な
く
て
も
客
観
的
事
情
が
無
意
識
的
に
意
思
形
成
に
作
用
し

て
期
待
不
可
能
に
陥
ら
せ
る
乙
と
が
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
し
、
客
観
的
事
情

か
ら
判
断
し
て
錯
誤
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
認
識
面
の
無
過
失

を
証
明
し
た
に
止
ま
り
、
意
思
形
成
面
の
無
過
失
を
証
明
し
た
乙
と
に
は
な
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
。
博
士
に
よ
れ
ば
、
客
観
的
事
情
が
行
為
者
の
意
識
を
経
由

せ
ず
、
そ
れ
を
飛
び
越
し
て
人
格
の
深
み
に
作
用
す
る
乙
と
が
あ
り
得
る
の
で
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あ
る
。
行
為
者
が
、
期
待
可
能
性
を
問
却
す
る
事
情
有
り
と
全
く
無
過
失
に
信

じ
て
い
た
と
し
て
も
、
我
々
は
な
お
か
っ
、
彼
に
適
法
行
為
の
決
意
を
促
す
客

観
的
事
情
の
無
意
識
的
・
跳
躍
的
影
響
力
に
一
緩
の
望
み
を
つ
な
い
で
よ
い
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
錯
誤
が
不
可
避
だ
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
故
意
を
阻
却
し

無
罪
に
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
思
い
も
寄
ら
ぬ
乙
と
で
あ
る
。

以
上
、
責
任
説
が
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
」
で
足
る
と
す
る
限
り
で
は

制
限
故
意
説
と
同
じ
批
判
を
受
け
、
共
倒
れ
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
述

べ
て
来
た
。
従
っ
て
、
先
に
触
れ
て
お
い
た
よ
う
に
、
責
任
説
の
進
む
べ
き
道

は
「
違
法
性
の
意
識
不
要
説
」
し
か
残
っ
て
い
な
い
乙
と
に
な
る
。
し
か
し
、

両
者
は
事
実
的
故
意
を
犯
罪
論
体
系
の
ど
こ
に
置
く
か
で
大
き
く
異
っ
て
い
る
。

責
任
説
批
判
の
最
後
の
問
題
と
し
て
、
責
任
説
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
人
的
違

法
観
を
論
じ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
的
違
法
観

(FEos-四
百
月

2
Z
S
E
F目
的

5
5
と
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ

ル
の
「
不
法
は
、
行
為
者
か
ら
内
容
的
に
き
り
は
な
さ
れ
た
結
果
惹
起
(
法
益

侵
害
)
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
は
、
二
定
の
行
為
者
の
し
わ
ざ
(
者
2
5

と
し
て
の
み
違
法
な
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
い
か
な
る
目
標
設
定
を
目
的
活
動

的
に
そ
の
客
観
的
行
為
に
あ
た
え
た
か
、
行
為
者
が
い
か
な
る
気
持
か
ら
そ
の

行
為
を
な
し
た
か
、
そ
の
ば
あ
い
、
い
か
な
る
義
務
が
行
為
者
に
存
し
て
い
た

か
、
乙
れ
ら
す
べ
て
が
、
生
ず
る
か
も
知
れ
な
い
法
益
侵
害
と
と
も
に
、
一
行
為

の
不
法
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
違
法
性
と
は
、
つ
ね
に
、
二
定
の
行
為
者
に

関
係
づ
け
ら
れ
た
行
為
の
非
認
で
あ
る
。
不
法
は
、
行
為
者
関
係
的
な
『
人
的
』

行
為
不
法
で
あ
あ
と
の
主
張
で
あ
る
。

こ
の
主
張
の
根
本
的
誤
り
は
、
違
法
行
為
と
犯
罪
と
を
同
一
視
し
た
点
に
あ

る
。
従
っ
て
、
彼
の
言
う
「
不
法
」
を
「
犯
罪
」
と
読
み
替
え
た
時
に
は
、
全

く
正
当
な
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
近
代
刑

法
の
一
大
原
則
た
る
「
責
任
主
義
」
を
説
い
て
い
る
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る。
こ
の
よ
う
な
混
同
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
責
任
要
素
た
る
故
意
・
過
失
が
違
法

性
の
要
素
(
主
観
的
違
法
要
素
)
で
も
あ
る
と
い
う
結
論
が
出
て
来
る
の
は
当

然
で
あ
ろ

'M。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
、
他
の
責
任
要
素
、
即
ち
責
任
能
力
、

違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
、
期
待
可
能
性
も
又
違
法
要
素
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
る
。
福
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
故
意
犯
の
刑
が
重
く
過
失
犯
の
刑
が
軽
い

の
は
「
た
だ
責
任
に
お
い
て
差
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
す
で
に
違
法

性
に
お
い
て
差
異
が
あ
ふ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
殺
人
と
過
失
致
死
と
で

は
生
命
と
い
う
同
一
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
の
に
、
刑
の
重
さ
に
大
き
な
聞

き
が
あ
る
の
は
法
益
侵
害
の
態
様
(
社
会
的
相
当
性
か
ら
の
逸
脱
の
程
度
)
が

類
型
的
に
異
な
る
か
ら
で
あ
る
1
0
し
か
し
、
責
任
能
力
者
に
よ
る
殺
人
と
責

任
無
能
力
者
に
よ
る
殺
人
と
で
は
、
故
意
犯
と
過
失
犯
以
上
に
大
き
な
刑
の
差

が
あ
る
。
即
ち
、
全
く
同
一
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
の
に
、
前
者
は
故
意
犯

の
刑
で
後
者
は
無
罪
で
あ
る
。
乙
の
差
異
を
責
任
の
ち
が
い
だ
け
で
説
明
し
て

よ
い
は
ず
は
な
い
川
o

人
的
違
法
観
は
、
単
に
故
意
・
過
失
の
み
を
論
じ
て
、
そ

れ
を
法
益
侵
害
と
共
に
違
法
性
の
要
素
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
主
張

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
福
田
教
授
は
故
意
・
過
失
だ
け
が
「
主
観
的
要
素
」

で
あ
る
と
で
も
考
え
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
客
観
的
な
行
為
と
主
観
的

な
故
意
・
過
失
と
を
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
で
評
価
の
対
象
と
し
て
の
「
人
」
の

把
握
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
で
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

福
田
教
授
は
、
故
意
・
過
失
だ
け
で
な
く
、
法
益
侵
害
の
態
様
(
行
為
の
種

類
・
方
法
)
も
考
慮
す
べ
き
対
象
と
し
て
挙
げ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
c

例
え
ば
、
同
じ
「
他
人
ノ
財
物
」
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
窃
取
(
二

三
五
条
)
と
強
取
(
二
三
六
条
)
と
で
は
、
違
法
性
即
ち
社
会
的
相
当
性
か
ら

の
逸
脱
の
程
度
が
類
型
的
に
異
な
る
か
ら
、
現
行
刑
法
典
は
刑
に
軽
重
を
つ
け

て
別
個
に
規
定
し
て
い
る
と
説
明
す
る
如
き
で
あ
る
。
教
授
は
、
こ
の
侵
害
の

態
様
を
「
違
法
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
J

と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
構
成
要
件
該
当
性
判
断
に
お
い
て
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
違
法
行
為
の
類
型
的
な
差
異
は
、
既
に
構
成
要
件
で
明
確
に
区
別
さ
れ
る

か
ら
で
あ
か
o

ま
た
、
同
じ
窃
盗
で
も
空
巣
ね
ら
い
と
万
引
き
(
行
為
の
種
類
)
、
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同
じ
殺
人
で
も
刺
殺
と
毒
殺
(
行
為
の
方
法
)
な
ど
は
量
刑
事
情
と
し
て
、
責

任
判
断
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

更
に
、
責
任
能
力
な
ど
は
理
論
上
違
法
要
素
た
り
得
な
い
と
の
反
論
が
あ
る

だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
「
違
法
性
と
は
、
行
為
者
人
格
と
の
結
び
つ
き
を
一
応
捨

象
し
た
、
行
態
に
対
す
る
法
的
無
価
値
判
断
で
あ
り
、
責
任
と
は
、
こ
う
し
た

違
法
な
行
態
を
な
し
た
こ
と
に
つ
い
て
行
為
者
人
格
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
非

側

難
で
あ
っ
て
、
両
者
は
理
論
的
に
区
分
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

0

し
か
し
、
行
為
者
人
格
と
切
り
離
さ
れ
た
責
任
能
力
を
考
え
る
乙
と
は
強
ち
不

可
能
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ま
り
一
般
人
の
責
任
能
力
で
あ
り
、
敢
え
て
名
付

け
れ
ば
客
観
的
責
任
能
力
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
社
会
の
一
般
人
で
あ
れ
ば
こ
の

程
度
の
是
非
弁
別
能
力
は
有
す
る
で
あ
ろ
う
と
定
型
的
に
把
握
さ
れ
た
責
任
能
力
で

あ
る
か
ら
、
構
成
要
件
要
素
た
り
得
る
。
そ
し
て
、
行
為
者
の
具
体
的
能
力
は

責
任
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
。
乙
れ
は
過
失
犯
の
不
注
意
の
有
無
の
判
断
と
全
く

同
一
で
あ
っ
て
、
一
般
通
常
人
が
行
為
者
の
お
か
れ
た
と
同
じ
具
体
的
事
情
の
も
と
で

結
果
を
予
見
、
及
び
結
果
を
回
避
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
山
吻
合
は
、
行
為
者

の
客
観
的
注
意
違
反
(
構
成
要
件
的
過
失
)
が
肯
定
さ
れ
、
彼
の
具
体
的
な
能
力
(
主

観
的
注
意
違
反
)
は
責
任
で
考
慮
さ
れ
る
。
「
客
観
的
に
要
請
さ
れ
る
一
定
の
注

意
:
・
を
遵
守
し
て
も
結
果
の
発
生
が
さ
け
え
ら
れ
な
か
っ
た
ば
あ
い
、
そ
の
行
態
は

間

違
法
と
は
い
え
な
い
」
と
同
様
、
一
般
人
で
も
是
非
の
弁
別
は
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ

る
行
態
な
ら
、
そ
れ
は
違
法
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
違
法
性
の
意
識
の
客
観
的

側

可
能
性
、
客
観
的
期
待
可
能
性
も
、
す
べ
て
連
れ
立
っ
て
構
成
要
件
の
中
に
入
っ
て

乙
ょ
う
。
福
田
教
授
に
そ
れ
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ

は
行
為
を
主
観
H

客
観
の
全
体
構
造
に
お
い
て
把
握
す
る
と
唱
え
る
人
的
違
法

観
の
当
然
、
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

教
授
は
構
成
要
件
を
有
責
類
型
で
も
あ
れ
Q

と
理
解
す
る
乙
と
に
反
対
し
て
、

「
違
法
性
の
判
断
に
お
い
て
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
消
極
的
方
法
で
、
違
法
性
を
確
定
す
る
乙
と
が
で
き
る
が
、
責
任
に
お
い

て
は
、
こ
れ
と
同
様
の
消
極
的
方
法
に
よ
っ
て
は
責
任
を
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

積
極
的
に
責
任
の
有
無
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
そ
の
理
由
を
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
も
賛
成
し
難
い
。
上
記
の
よ
う
に
、
人
的
違
法
観
を
貫
く
な
ら
ば
、

行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
時
、
責
任
も
推
定
さ
れ
る
筈
だ
か
ら
で
あ

る
。
更
に
、
故
意
・
過
失
を
構
成
要
件
要
素
と
考
え
る
こ
と
は
現
行
刑
法
典
の
規
定
の

間

仕
方
と
調
和
す
る
と
誇
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
責
任
に
関
す
る
規
定
(
三
八
四
一

条
)
は
違
法
阻
却
事
由
(
三
五
1

七
条
)
と
同
じ
く
「
之
ヲ
罰
セ
ズ
」
と
消
極
的
に

阻
却
事
由
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
で
推
定
さ
れ
た
責

任
が
、
責
任
の
と
こ
ろ
で
責
任
問
却
事
由
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
消
極

的
万
法
で
確
定
さ
れ
る
と
考
え
る
方
が
よ
り
条
文
に
は
忠
実
で
あ
ろ
う
。

ま
た
教
授
は
「
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
、
責
任
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
者
は

前
者
を
前
提
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
論
理
的
に
結
合
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
性
は
違
法
性
に
、
違
法
性
は
責
任
に
論
理
的
に
先

行
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
な
き
違
法
は
考
え
ら
れ
る
が
、

違
法
な
き
責
任
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
乙
で
、
構
成
要
件
を
責
任
の
類
型
で

嗣

あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
」
と
さ
れ
る
。
理
由
(
違
法

行
為
)
も
な
し
に
非
難
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
教
授
は
、

責
任
判
断
に
お
い
て
事
実
的
故
意
は
責
任
非
難
の
端
緒
的
契
機
に
な
る
と
さ

れ
た
。
そ
う
い
う
機
能
を
も
っ
故
意
が
同
時
に
構
成
要
件
要
素
で
も
あ
り
、

而
も
前
述
の
よ
う
に
人
的
違
法
観
を
徹
底
し
、
非
難
の
端
緒
と
な
る
要
素
が

構
成
要
件
に
お
い
て
す
べ
て
揃
っ
た
時
、
何
か
例
外
的
事
情
(
責
任
阻
却
事

由
)
が
な
い
限
り
は
、
先
ず
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
は
可
能
と
考
え
て
差

支
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
故
意
・
過
失
を
責
任
か
ら
切
離
し
て
構
成
要
件
だ

け
の
問
題
と
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
人
的
違
法
観
を
捨
て
て
故
意
・
過

失
は
責
任
だ
け
の
問
題
と
さ
れ
る
な
ら
と
も
か
く
、
故
意
を
責
任
要
素
と
し

た
ま
ま
同
時
に
構
成
要
件
に
入
れ
ら
れ
た
教
授
が
構
成
要
件
の
有
責
類
型
性
を

否
定
さ
れ
る
の
は
不
可
解
で
あ
る
。
ま
た
、
違
法
な
き
責
任
は
考
え
ら
れ

な
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
社
会
倫
理
的
に
正
し
い
行
動
を
し

た
子
供
を
、
特
殊
な
個
人
倫
理
を
も
っ
親
が
叱
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
違
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法
行
為
が
な
い
に
も
拘
ら
ず
非
難
だ
け
が
あ
る
。
他
に
、
構
成
要
件
該
当
性

闘

な
き
違
法
行
為
も
無
数
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法

性
、
責
任
は
こ
の
順
番
で
論
理
的
に
結
合
し
て
い
る
と
見
る
の
は
正
し
く
な

い
。
訴
訟
実
務
で
証
明
の
容
易
な
も
の
(
犯
罪
の
客
観
面
)
か
ら
困
難
な
も
の

(
犯
罪
の
主
観
面
)
へ
、
思
考
経
済
で
原
則
か
ら
例
外
へ
、
と
な
っ
て
い
る
だ

け
の
こ
と
で
論
理
的
に
そ
れ
程
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

結
局
、
責
任
説
は
人
格
責
任
論
、
目
的
的
行
為
論
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
長

所
を
取
っ
て
来
て
構
成
さ
れ
た
理
論
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
た
そ
の
説
の

最
大
の
欠
点
と
も
な
っ
て
い
る
。
折
衷
説
と
は
、
得
て
し
て
そ
う
い
う
も
の
で

あ
る
。

注
側
藤
木
、
二
一
五
頁
。

間
木
村
、
三
一
八
|
九
頁
。

側
福
田
、
論
争
刑
法
(
中
義
勝
編
)
〔
以
後
、
福
田
、
論
争
と
略
す
〕
、
一

O
三
頁
。

側
参
照
、
福
田
、
論
争
、
一

O
三
l
問
頁
。

側
福
田
、
論
争
、
一

O
八
頁
。

刷
福
田
、
一
八
一
頁
(
傍
点
筆
者
)

0

聞
西
原
、
八
一
頁
。

側
福
田
、
新
版
刑
法
総
論
〔
以
後
、
福
田
、
総
論
と
略
す
〕
、
四
五
六
頁
。
木

村
博
士
も
同
じ
。
木
村
、
一
二
八
頁
。
西
原
教
授
の
場
合
も
、
構
成
要
件
該
当

性
が
行
為
に
変
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
西
原
、
総
論
、
六
五
1
六
頁
。

刷
福
田
、
一
九
一
!
二
頁
。
大
塚
教
授
も
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
と
同
じ
く
、
両
者

の
高
度
の
親
近
性
を
認
め
、
「
統
一
的
な
故
意
概
念
に
包
含
さ
せ
て
理
解
す
る
乙

と
に
は
、
何
ら
論
理
的
な
不
合
理
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
な
い
」
と
さ
れ
る
。

論
争
刑
法
、
九

O

一頁。

側
福
田
、
論
争
、
一

O
五
頁
。

州
聞
大
塚
、
論
争
刑
法
、
九
一
頁
。

間
佐
伯
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
責
任
と
い
う
言
葉
は
、
非
難
や
そ
の
「
非

難
を
理
由

J

つ
け
る
行
為
者
の
側
の
主
観
的
事
情
を
さ
す
乙
と
も
あ
る
」
し
、
「
義

務
違
反
の
結
果
と
し
て
忍
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
制
裁
や
負
担
」
を
さ
す
乙

と
も
あ
る
。
佐
伯
、
二
二
五
頁
。

側
福
田
、
二

O
四
頁
。
論
争
、
一
一

O
頁
。
但
し
、
総
論
、
一
六

O
頁
で
は
「
司

能
性
が
あ
っ
て
も
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

側
団
藤
、
二
九
四
頁
注
(
一
四
)
o

二
九
九
頁
。

間
福
田
、
総
論
、
一
六

O
頁。

間
「
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
の
法
秩
序
に
対
す

る
無
関
心
な
態
度
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
道
義
的
抑
止
力
を
押
し
切
っ

て
行
動
し
た
場
合
に
準
じ
て
さ
し
っ
か
え
な
い
」
o

荻
原
玉
味
、
現
代
刑
法
講
庫

第
二
巻
、
三
四
二
頁
。

問
団
藤
、
二
四
五
頁
υ

問
団
藤
、
二
四
八
九
頁
注
(
一
一
)

0

同
ハ
ン
ス
・
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
「
目
的
的
行
為
論
序
説
(
福
田
、
大
塚
訳
)
」
、
円

二
三
頁
。

問
更
に
「
構
成
要
件
は
違
法
の
認
識
根
拠
(
存
在
根
拠
)
で
あ
る
」
(
福
岡
、
論

争
、
一

O
九
頁
)
と
の
メ
ツ
ガ
l
の
誤
っ
た
主
張
に
基
づ
い
て
、
故
意
・
過
失

は
構
成
要
件
要
素
と
も
さ
れ
る
ο

行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
れ
で
行
為
の
違
法
性
が
認
識
さ
れ
る
わ
け
で
も
存
在
す
る
わ
け
で
も
な

い
。
構
成
要
件
は
違
法
の
推
定
恨
拠
に
す
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
煙
を
見
れ
ば
火

の
存
在
を
推
定
は
す
る
が
、
火
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

両
者
は
区
別
を
要
す
る
。

間
福
岡
、
総
論
、
七
一
頁
注
(
二
。

問
責
任
能
力
は
違
法
判
断
に
不
可
欠
と
す
る
が
主
観
的
違
法
論
で
あ
る
。

側
福
田
、
総
論
、
七
一
頁
。

間
「
構
成
要
件
該
当
性
は
、
類
型
的
・
抽
象
的
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
違
法

性
の
判
断
は
具
体
的
・
非
類
型
的
で
あ
る
」
o

福
田
、
総
論
、
一

O
二
頁
。

側
福
田
、
総
論
、
一

O
三
頁
。

刷
参
照
、
福
岡
、
総
論
、
九
六
頁
、
一
四
七
頁
。
大
塚
、
概
説
、
一
六
四
頁
。

倒
福
田
、
総
論
、
九
四
頁
。

醐
「
た
と
え
ば
、
適
法
行
為
の
期
待
司
能
性
な
ど
の
よ
う
に
、
本
質
的
に
責
任
の

要
素
で
あ
る
も
の
が
、
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
ば
あ
い
も
あ
り
つ
る
」

0

大
塚
、
概
説
、
一

O
問
頁
。
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側
福
田
、
総
論
、
五
九
頁
。

間
参
照
、
福
田
、
総
論
、
七
一
頁
注
(
一
)
。
福
田
、
一
六
九
頁
。
西
原
教
授
が

責
任
説
を
支
持
さ
れ
る
の
も
、
専
ら
こ
の
理
由
の
よ
う
で
あ
る
。
西
原
、
八
一
、

八
九
頁
。

働
福
田
、
総
論
、
五
八
頁
。

間
参
照
、
佐
伯
一
一
一
頁
。
福
田
、
総
論
、

四
五
頁
。

回

以
上
、
人
格
責
任
論
に
基
づ
く
制
限
故
意
説
も
、
更
に
人
的
違
法
観
を
取
り

入
れ
た
責
任
説
も
、
ま
だ
我
々
を
納
得
さ
せ
る
に
は
程
遠
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理

論
を
推
し
進
め
る
な
ら
ば
、
判
例
と
同
じ
「
違
法
性
の
意
識
不
要
説
」
に
至
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
乙
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
乙
で
、
不
要
説
に
向
け
ら
れ

て
い
る
批
判
を
ど
う
乗
り
越
え
る
か
が
本
稿
の
最
後
の
課
題
で
あ
り
、
結
論
で

あ
る
。先

ず
、
違
法
性
と
い
う
場
合
の
「
法
」
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
滝
川
博
士
は
「
吾
人
日
常
行
為
の
標
準
を
な
す
も
の
は
日

常
生
活
の
条
理
に
し
て
法
律
に
あ
ら
さ
る
こ
と
換
言
す
れ
ば
吾
人
は
通
常
漠
然

た
る
社
会
の
条
理
に
よ
り
斯
々
の
行
為
は
之
を
な
す
べ
し
又
斯
々
の
行
為
は
之

を
な
す
べ
か
ら
さ
る
こ
と
を
知
る
べ
く
必
し
も
法
律
家
に
あ
ら
ざ
る
一
般
人
は

法
律
が
そ
の
行
為
を
禁
ず
る
や
否
や
又
之
に
対
し
刑
罰
を
科
す
る
や
否
ゃ
に
よ

り
之
を
決
す
る
も
の
に
あ
ら
ざ
る
こ
と
を
知
る
を
得
ベ
臼
と
さ
れ
、
法
を
も

っ
て
「
日
常
生
活
の
条
理
」
と
解
さ
れ
る
。
他
の
学
者
が
「
文
化
規
範
」
「
義

務
」
「
公
序
良
俗
」
「
全
体
と
し
て
の
法
秩
序
」
「
社
会
倫
理
」
と
称
す
る
の
も
、

ほ
ぼ
同
意
義
か
と
思
わ
れ
る
。
要
は
、
法
と
い
っ
て
も
国
会
で
制
定
さ
れ
る
法

律
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
す
れ
ば
、
行
為
者
の
主
観
に
お
け
る
違
法
性
の
判
断
と
は
、
責
任
能
力

で
い
う
是
非
善
悪
の
弁
別
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
責
任
能
力
の
判
断
で

は
、
通
常
、
人
倫
上
の
洞
察
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
う
る
一
般
的
な
能
力
が
あ

側

る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
吟
味
す
れ
ば
足
り
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
乙
と

を
既
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
の
が
荘
子
教
授
で
あ
っ
て
、
教
授
に
よ
れ
ば
、
責

任
能
力
者
で
あ
れ
ば
「
違
法
を
認
識
し
う
る
能
力
を
そ
な
え
る
。
こ
と
さ
ら
に
、

故
意
責
任
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
違
法
の
認
識
の
可
能
性
を
論
ず
る
ま
で

も
な
い
J
。
従
っ
て
、
た
と
え
行
為
者
が
違
法
を
認
識
し
な
か
っ
た
乙
と
に
つ
き

相
当
の
理
由
が
あ
っ
た
(
無
過
失
)
と
し
て
も
、
三
八
条
三
項
但
書
に
よ
り
刑

が
減
軽
さ
れ
得
る
だ
け
で
、
責
任
阻
却
は
で
き
な
い

M
o

こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
違
法
性
を
意
識
せ
ず
に
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
な

し
に
行
為
し
た
者
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
責
任
論
に
基
づ
こ
う
と
も
非
難
は

で
き
な
い
筈
で
あ
る
と
の
不
要
説
批
判
の
も
っ
と
も
ら
し
さ
は
、
実
は
責
任
無

能
力
者
に
対
す
る
非
難
不
可
能
性
に
け
は
づ
い
て
い
る
乙
と
が
判
明
す
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
責
任
無
能
力
者
に
は
是
非
弁
別
能
力
が
欠
け
て
い
る
か
ら
自
己

の
行
為
が
違
法
で
あ
る
乙
と
を
意
識
す
る
可
能
性
が
な
い
の
で
あ
り
、
仮
に
そ

の
無
能
力
者
に
意
識
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
で
も
、
責
任
能
力
の
類
型
化
(
未

成
年
者
)
に
よ
り
、
あ
る
い
は
是
非
弁
別
「
に
し
た
が
っ
て
意
思
決
定
を
す
る

こ
と
の
で
き
る
能
力
訓
の
欠
如
(
痔
唖
者
・
心
神
喪
失
ぎ
に
よ
り
、
非
難
が

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
行
為
者
の
責
任
能
力
が
一
旦
認
め

ら
れ
れ
ば
、
そ
の
上
更
に
違
法
性
の
意
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
の
有
無
を
問
う

の
は
不
当
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
「
な
る
程
責
任
能
力
の
存
在
に
よ
っ
て
違
法
性
の
意
識
の

可
能
性
は
確
保
さ
れ
た
。
し
か
し
、
責
任
能
力
者
た
る
被
告
人
が
真
実
、
そ
の

意
識
な
く
し
て
行
為
す
る
場
合
も
な
い
と
は
言
え
な
い
(
例
え
ば
法
定
犯
)
。
そ

の
場
合
に
も
非
難
す
る
と
す
れ
ば
、
違
法
性
の
意
識
の
存
在
を
擬
制
す
る
乙
と

に
な
る
」
と
厳
格
故
意
説
か
ら
批
判
が
出
さ
れ
よ
う
。
可
能
性
さ
え
あ
れ
ば
人

格
形
成
の
面
で
非
難
で
き
る
の
だ
と
す
る
人
格
責
任
論
を
採
ら
な
い
場
合
、
こ

れ
に
ど
う
答
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
違
法
性
の
意
識
な
く
し
て
行
為
す
る
場
合

と
は
、
責
任
能
力
が
な
い
場
合
と
同
義
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
従
っ
て
、

そ
の
場
合
は
被
告
人
を
非
難
せ
ず
無
罪
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
擬
制
な
ど
と

は
無
縁
で
あ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
法
定
犯
で
は
被
告
人
に
責
任
能
力
が
あ
っ
て
、

(60) 
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な
お
且
つ
現
実
に
違
法
性
の
意
識
を
欠
く
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑

問
が
出
る
か
も
知
れ
な
い
。
乙
の
疑
問
は
、
換
言
す
る
と
、
法
律
上
、
責
任
能

力
有
り
と
さ
れ
る
者
で
あ
っ
て
も
、
な
お
実
質
的
に
観
察
す
る
時
は
、
責
任
能

力
を
欠
い
て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
考
慮
に
よ
っ
て
は
、
荘
子
教
授
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、

無
罪
と
は
さ
れ
得
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
特
殊
を
包
摂
し
得
る
よ
う
に
規
定
を
一
般

化
・
抽
象
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
法
律
の
宿
命
で
あ
る
。
例
え
ば
、
実
質
的
に
十

四
歳
以
上
の
「
是
非
を
弁
別
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
意
思
決
定
す
る
能
力
」
を
持

っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
少
年
が
形
式
的
に
十
三
歳
な
ら
ば
、
有
罪
と
は
で

き
な
い
し
、
そ
の
逆
の
場
合
は
無
罪
と
は
で
き
な
い
の
日
あ
る
。
し
か
し
、
法

律
は
形
式
的
処
理
に
終
始
し
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
三
八
条
三
項
但
書

で
実
質
的
考
慮
に
よ
り
責
任
能
力
者
に
対
し
て
さ
え
も
「
減
軽
ス
ル
コ
ト
」
を

認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
現
行
刑
法
は
今
の
ま
ま
で
十
分
と
言
う
べ
き
で

あ
加
。
故
意
な
い
し
責
任
の
阻
却
ま
で
も
認
め
る
学
説
は
解
釈
の
域
を
踏
み
越

え
た
立
法
論
で
あ
っ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
も
の
で
あ
か
o

更
に
、
犯
罪
を
自
然
犯
と
法
定
犯
に
区
別
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
「
明
確

側

に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
し
「
全
然
成
法
上
の
根
拠
を
持
た
な
い
」
と
批

判
が
強
い
。
明
確
に
区
別
で
き
な
い
と
い
う
以
上
に
、
そ
の
よ
う
な
区
別
は
理

論
上
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
犯
罪
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
・
有
責
な
行

為
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
犯
罪
行
為
は
す
べ
て
違
法
な
の
で
あ
っ

て
、
違
法
で
な
い
犯
罪
な
ど
存
在
し
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
行
為
が
違
法
か
そ
う
で
な
い
か
を
識
別
す
る
能
力
と
し
て
の
責
任
能

力
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
者
が
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
を
正
し
く
認
識

し
て
い
な
が
ら
、
違
法
性
を
意
識
し
な
か
っ
た
あ
る
い
は
で
き
な
か
っ
た
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
違
法
行
為
と
は
、
既
に
日
常
生
活
の
条
理
に

基
づ
い
て
否
定
的
価
値
判
断
を
下
し
得
る
行
為
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
定
犯
が

犯
罪
で
あ
る
以
上
、
法
律
規
定
を
知
ら
な
け
れ
ば
違
法
か
否
か
判
断
で
き
な
い

行
為
を
内
容
と
す
る
犯
罪
と
定
義
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
実
際

そ
の
よ
う
な
行
為
が
犯
罪
と
さ
れ
る
も
の
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
と
主
張
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
上
述
の
犯
罪
の
定
義
を
根
本
的
に
改
め
た
独
自
の
定
義
を
提
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
厳
格
故
意
説
は
、
責
任
判
断
に
お

い
て
、
同
一
内
容
の
も
の
を
形
を
変
え
て
二
度
要
求
し
て
い
る
点
で
不
当
で
あ

り
、
違
法
性
の
意
識
(
責
任
能
力
)
が
故
意
の
成
立
要
件
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
点
で
正
当
で
あ
る
。

三
八
条
三
項
に
い
う
「
法
律
」
は
文
字
通
り
成
文
の
刑
罰
法
規
と
解
す
る
の
が
自

然
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
違
法
性
の
錯
誤
と
は
無
関
係
な
規
定

と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
同
条
項
の
趣
旨
は
、
刑

罰
法
規
(
条
文
)
の
存
在
・
内
容
を
知
ら
な
く
て
も
、
そ
の
行
為
を
し
て
よ
い

か
ど
う
か
(
違
法
か
否
か
)
は
一
般
常
識
で
判
断
の
つ
く
こ
と
だ
か
ら
、
条
文

の
不
知
は
違
法
性
の
錯
誤
と
は
結
び
付
か
ず
、
故
意
の
成
立
に
影
響
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
、
条
文
の
不
知
と
故
意
の
関
係
が
違
法
性
の
錯
誤
と
い
う
概
念
を

媒
介
と
す
る
乙
と
で
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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川
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違
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」
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学
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文
片
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子
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円
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定
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こ
れ
ら
の
認
定
は
、
す
べ
て
実
質
的
考
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に
よ
る
と
言
っ
て
過
一
言
で
は
な
い
だ

ろ・つ。

例
改
正
刑
法
草
案
二
一
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法
律
の
錯
誤
)
二
項
は
、
同
一
六
条
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)

一
項
と
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現
を
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に
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た
だ
け
で
内
容
は
同
じ
だ
か
ら
、
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必
要
な
規
定
で
あ

る
と
批
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で
き
る
。
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人
も
法
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ず
」
か
ら
来
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の
で
あ
る
。
彼
は
、
こ
の
格
言
の
正
当
根
拠
と
し
て
、
更
に
、
「
法
の
不
知
」
抗

弁
の
濫
用
の
さ
れ
易
さ
、
つ
ま
り
犯
罪
を
行
な
お
う
と
す
る
者
を
勇
気
づ
け
る

事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
。
『
・
〉
円
ロ

G
E
E
-
r
o司
君
ア
。
ュ

B
5巳
F
E司

目
印

Z
戸

宮

町

出

口

】
ω

C

(

】
也
斗
印
)
.

側
植
松
正
、
再
訂
刑
法
概
論
I
総
論
、
二
四
九
頁
。

側
通
説
な
ら
、
構
成
要
件
は
違
法
類
型
だ
か
ら
と
い
う
乙
と
で
説
明
が
つ
く
の
だ

が
、
私
は
メ
ツ
ガ
ー
に
反
対
の
立
場
な
の
で
、
こ
乙
で
い
う
「
構
成
要
件
」
と
は

消
極
的
構
成
要
件
要
素
を
も
含
ん
だ
そ
れ
で
あ
る
乙
と
を
お
断
わ
り
し
て
お
く
。

従
っ
て
、
違
法
阻
却
事
由
の
錯
誤
は
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
故
意
を
随
却
す
る
と

解
す
る
。
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