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あ
る
。

S
a
v
i
g
n
y

は、

（一）

以
上
で
分
析
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
判
例
•
学
説
に
お
い
て
は
様
々
な
議
論
が
展
開
さ
れ
、
解
釈
方
法
論
と
の
関

係
で
も
様
々
な
論
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は
こ
の
解
釈
方
法
論
と
の
対
応
関
係
を
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
議
論
も
参
照
し
な

解
釈
方
法
論
の
意
義

固
知
の
よ
う
に
解
釈
方
法
論
に
関
す
る
議
論
は
、
歴
史
学
派
の
主
唱
者
と
し
て
知
ら
れ
る

F.
C. v
o
n
 S
a
v
i
g
n
y

に
由
来
す
る
も
の
で

一
八
四

0
年
に
解
釈
の
四
つ
の
「
要
素
」
と
し
て
①
文
法
的

(
g
a
r
a
m
m
a
ti s
c
h
)
、
②
論
理
的

(
l
o
g
i
s
c
h
)
、

③
歴
史
的

(
h
i
s
t
o
r
i
s
c
h
)
、
④
体
系
的

(
s
y
s
t
e
m
a
tis c
h
)

解
釈
要
素
を
提
示
し
た
。
そ
し
て

S
a
v
i
g
n
y

は
こ
の
四
つ
の
解
釈
要
素
は

状
況
に
よ
り
、
使
い
分
け
ら
れ
た
り
、
そ
の
間
に
優
先
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
解
釈
要
素
は
、
解
釈
の
対
象
と
な

が
ら
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

四
解
釈
方
法
論
と
の
関
係

刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則

（下）
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七
四

生
口

、1 (
1
0
―二八）



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

に
見
て
共
犯
の
一
種
と
し
て
の

接
」
犯
罪

こ
れ
に
関
し
て
ド
イ
ツ
帝
国
裁
判
所
の

い
判
決

(
R
G
S
t
2
,
 
4
4
3
,
 

接
盗
ん

き
た
宝
石
が

合
に
の
み
解
釈
の
補
助
手
段
と
し
て
適
合
し
た
も
の
と
な
る
と
し
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
R
u
t
h
e
r
s

は
、
現

在
で
は
①
文
言

(
W
o
r
t
l
a
u
t
)
、
②
体
系

(
S
y
s
t
e
m
a
t
i
k
)
、
③
制
定
史

(
E
n
t
s
t
e
h
u
n
g
s
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
)

及
び
④
目
的

(
Z
w
e
c
k
)

的
解
釈
方
法
、
③
歴
史
的
連
関
、

E
n
g
i
s
c
h
は、

ド
イ
ツ
刑
法
一

五
九
条
の
馘
物
罪

(
H
e
h
l
e
r
e
i
)

に
よ
る
解
釈
に
分
類
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
す
る
。
例
え
ば
E
n
g
i
s
c
h

は
、
①
文
法
的
解
釈
方
法
、
②
論
理
的
・
体
系

(
2
)
 

と
く
に
制
定
史
に
よ
る
解
釈
方
法
及
び
④
目
的
論
的
解
釈
方
法
の
四
種
類
に
分
類
し
て
い
る
。

(
3
)
 

(<lurch ¥
 mi
t
t
e
l
s
)

俎
げ
ら
れ
た
物
」

れ
に
あ
た
る
こ
と
は
問
題
な
い
が
、
窃
盗
犯
が
窃
取
し
た
金
銭
で

の
解
釈
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
解
釈
方
法
の
適
用
を
例
ホ
し
て
い
る
。
こ
の
違
法
行
為
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
物
に
つ
い
て
、
窃
盗
犯
か
ら
直

(
4
)
 

っ
た
宝
石
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
物
で
あ
る
と
さ
れ
後
者
の
事
例
の
よ
う
場
合
は
含
ま
れ
な
い
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て

B
e
l
i
n
g
は、

こ
の
事
前
行
為

(
V
o
r
t
a
t
)

「
に
よ
っ
て

し
た
。

E
n
g
i
s
c
h
は
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
も
「
文
法
的
解
釈
」
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
一

(mittels)
」
と
は
、
そ
の
取
得
と
事
前
行
為
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
物
も
含
ま
れ
る
と
解
釈

「
事
後
促
進
罪
」

(
a
u
x
i
l
i
u
m
p
o
s
t
 d
e
l
i
c
t
i
u
m
)
 

立
の
犯
罪
類
型
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
体
系
的
地
位

(
s
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
S
t
e
l
l
u
n
g
)

が
問
題
と
な
っ
て
い

(6)

（

7
)
 

る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
関
し
て

M
e
z
g
e
r
は、

M
a
u
r
a
c
h

の
よ
う
に
元
々
は
事
後
従
犯
的
な
性
質
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
た
り
、

あ
る
い
は
一
八
七

0
年
の
帝
国
刑
法
典
の
二
五
九
条
の
元
に
な
っ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
二
三
七
条
に
お
い
て
は
「
盗
ま
れ
、
横
領
さ
れ
、

又
は
他
の
重
罪
或
い
は
軽
罪
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
」
物
と
さ
れ
て
お
り
、
よ
り
帝
国
裁
判
所
の
限
定
的
解
釈
に
適
合
的
な
も
の
で
あ
っ

る
法
テ
キ
ス
ト
が
「
健
全
な
状
態
」

(
g
e
s
u
n
d
e
r
 Z
u
s
t
a
n
d
)
 

ま
、
「

ー

1"̀

五
九
条
の
明
ら
か

に
お
け
る
「
違
法
行
為
に
よ
っ
て

七
五

五
九
条
は
、
歴
史
的

か
ら
発
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
現
行
法
で
は
独

(
1
0
三
九
）

に
よ
れ
ば
」

そ
れ
は

に
あ
る
場
合
、
す
な
わ
ち
規
制
の
対
象
・
目
的
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
場



大
塚
教
授
の
よ
う
に
そ
れ
と
目
的
論
的
解
釈
を
結
び
つ
け
る
も
の
（
①
十
④
）

と
、
西
田
教
授
の
よ
う
に
立
法
趣
旨
を
も
そ
の
際
考
慮
す

（二）
前
述
の
よ
う

(
1
0
四
0
)

た
こ
と
を
理
由
に
代
替
賊
物
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
見
解
を
批
判
し
、
む
し
ろ
文
言
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
か
ら
み
て
も
肯
定
説
の
方
が
妥

(
8
)
 

当
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
問
題
は
、
同
じ
解
釈
方
法
を
し
ば
し
ば
対
立
す
る
学
説
の
双
方
が
用
い
る
場
合
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

一
八
七

0
年
刑
法
典
で
明
示
的
に
規
定
さ
れ
た
「
自
已
の
利
益
の
た
め
に

(
s
e
i
n
e
s
 V
o
r
t
e
i
l
s
 w
e
g
e
n
)
」
と
い
う
文
言
か
ら
誡
物
に
代
替
物
を
含
め
る
べ
き
だ
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
、
こ
こ
で
は
「
文
言
」
お
よ

び
そ
の
「
体
系
的
な
地
位
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
「
成
立
史
」
も
一
義
的
な
解
決
に
導
か
な
い
と

E
n
g
i
s
c
h
は
い
う
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
場
合
に
は
「
目
的
論
的
」
解
釈
の
優
位
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
二
五
九
条
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
各

学
説
に
つ
い
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
が
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
処
罰
根
拠
や
、
法
と
道
徳
の
関
係
な
ど
も
考
慮
し
た
目
的
論
的
な
考
察

(
9
)
 

が
必
要
に
な
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
も
こ
れ
ら
の
新
し
い
分
類
方
法
に
従
い
、
①
文
言
解
釈
、
②
体
系
的
解
釈
、
③
歴
史
的
解
釈

(10) 

お
よ
び
④
目
的
論
的
解
釈
と
い
う
名
称
を
以
下
で
は
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
こ
の
③
に
関
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
的
解
釈
と

(11) 

客
観
的
解
釈
の
対
立
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
客
観
的
解
釈
が
有
力
で
あ
る
が
、
最
近
で
は
主
観
的
解
釈
を
再
び
支
持
す
る
学
説

(12) 

や
、
そ
れ
を
修
正
し
た
主
観
的
解
釈
の
語
用
論
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
な
ど
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
事
件
と
解
釈
方
法
論

べ
き
と
す
る
も
の

（認）

大
審
院
の
判
例
は
類
推
の
論
理
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
に
は
目
的
論
的
解
釈
方
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
こ
れ
は
拡
張
解
釈
で
あ
る
と
主
張
す
る
学
説
は
、
基
本
的
に
文
言
解
釈
方
法
（
上
述
の
①
）
を
用
い
る
も
の
で
あ
る
が
、

（
①
＋
③
又
は
④
）
も
あ
る
。
斉
藤
誡
二
教
授
は
、
同
じ
く
文
言
解
釈
を
基
本
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
類
推
て
あ
る
と
し
、

上
の
例
に
お
い
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
に
は
な
か
っ
た
が
、

関
法
第
五
七
巻
六
号

七
六



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

使
い
分
け
し
て
」
い
る
こ
と

七
七

立
法
者
意
思
に
よ
っ
て
そ
れ
を
補
強
す
る
見
解
（
①
十
③
）
を
採
り
、
松
宮
教
授
は
結
論
と
し
て
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ

ら
く
文
言
だ
け
か
ら
は
可
能
と
し
つ
つ
も
立
法
者
意
思
説
に
よ
り
適
用
を
否
定
さ
れ
る
見
解
を
採
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
優
位
）
。
さ
ら
に
文
言
の
基
準
に
つ
い
て
も
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
判
断
基
準
が
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
例
え
ば
内
藤
教
授
が
「
言
葉
の
客
観
的
な
意
味
の
限
界
」
を
基
準
に
さ
れ
る
の
に
対
し
、
松
宮
教
授
は
「
そ
の
当
該
社
会
に
お
い

て
通
用
し
て
い
る
意
味
の
限
界
」
を
基
準
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
齊
藤
誠
二
教
授
は
、
そ
の

に
つ
い
て
）
。
辞
書
的
意
味
基
準
は
、
標
準
的
な
辞
書
な
ど
に
採
用
さ
れ
て
い
る
語
義
を
基
準
と
す
る

(14) 

も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
界
は
比
較
的
明
確
に
は
な
る
が
、
文
脈
が
無
視
さ
れ
る
虞
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
そ
の
当
該

社
会
に
お
い
て
通
用
し
て
い
る
意
味
の
限
界
」
と
い
う
基
準
は
、

捕
獲
事
件
と
解
釈
方
法
論

捕
獲
事
件
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
裁
判
例
の
立
場
も
変
遷
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
特
に
福
岡
高
裁
昭
和
四

①
)
が
「
捕
獲
」
、
「
狩
猟
」
及
び
「
銃
猟
」
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
分
析
し
、
「
各
禁
止
目
的
に
従
い

明
確
に
な
ろ
う
。

れ
て
い
る

（
特
に
「
汽
」
の

（
「
目
的
論
的
解
釈
」
と
「
体
系
的
解
釈
」
）

と
捕
獲
の
日
常
的
意
味
（
「
文
言
解
釈
」
）
を
あ
わ
せ
て
考
え
、

「
捕
獲
」
と
は
狩
猟
禁
止
「
鳥
獣
を
現
実
に
捕
捉
す
る
か
、
少
な
く
と
も
同
鳥
獣
を
容
易
に
捕
捉
し
う
る
状
態
に
お
い
て
、
同
鳥
獣
が
右

状
態
に
お
い
た
者
の
実
質
的
支
配
内
に
帰
属
す
る
に
至
っ
た
」
こ
と
を
い
う
と
解
し
、
「
目
的
論
的
解
釈
」
を
「
文
言
解
釈
」
が
限
界
づ

け
る
べ
き
だ
し
た
の
に
対
し
、
同
じ
福
岡
高
裁
の
昭
和
四
八
年
判
決
（
三
③
）

は
、
と
り
わ
け
行
政
刑
罰
法
規
の
解
釈
に
お
い
て
は
「
必

(
1
0
四
一
）

応
合
理
的
に

年
判
決
（

一
定
の
社
会
的
文
脈
を
考
慮
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
限
界
は
不

の
辞
書
的
意
味
を
基
準
と
さ （③ 



⑨
熱
い
コ
ー
ヒ
ー
が
武
器
に
あ
た
る
か

d
r
u
c
k
u
n
g
)
 
に
あ
た
る
か

が
暴
力
に
あ
た
る
か

(
G
e
w
a
l
t
)
」
に
あ
た
る
か

『
捕
獲
』

こ
と
が
暴
力
に
あ
た
る
か

を
含
む
」
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
目
的
論
的
解
釈
（
法
益
保
護
）

「
手
紙
」

「
事
故

(
U
n
g
l
t
i
c
k
s
f
a
l
l
)
」
に
あ
た
る
か

(Brief) 

の
配
達
の
差
し
止
め

(
U
n
t
e
r
 ,
 

(24) 

（
肯
定
）
、

(
1
0
四一一）

ず
し
も
中
性
的
な
辞
書
的
用
語
例
の
み
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
」
合
目
的
的
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
明
ら
か
に
「
目
的
的
論

的
解
釈
」
を
優
位
に
お
く
方
法
論
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
学
説
の
反
応
は
、
前
述
の
よ
う
に
議
論
は
文
言
解
釈
の
限
界
に
集

中
し
て
お
り
、
体
系
的
解
釈
に
言
及
す
る
論
者
は
少
な
い
。
例
外
と
し
て
肯
定
説
の
立
場
か
ら
で
あ
る
が
、
体
系
的
解
釈
に
言
及
す
る
も

(15) 

の
と
し
て
山
中
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
山
中
教
授
は
、
①
こ
こ
で
は
捕
獲
一
般
で
は
な
く
、
特
定
の
方
法
に
よ
る
捕
獲
が
禁
止
さ
れ
て

い
る
の
で
、
危
険
な
方
法
に
よ
る
捕
獲
の
み
を
処
罰
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
②
狩
猟
鳥
獣
の
捕
獲
に
は
「
殺
傷

や
立
法
趣
旨
か
ら
と
い
う
よ
り
も
「
む
し
ろ
他
の
規
定
と
の
関
連

(16) 

と
い
う
語
義
の
範
囲
に
は
捕
獲
行
為
も
含
む
と
い
う
解
釈
は
十
分
可
能
」
だ
と
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
類
推
禁
止
の
限
界
問
題
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
事
例
と
の
関
係
に
お
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ッ
刑

(17) 

（
否
定
）
、
②
麻
酔
使
用
が
「
暴
力

（
肯
定
）
、
④

法
で
問
題
と
な
っ
た
事
例
か
ら
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
と
、
①
電
気
は
他
人
の
物
に
あ
た
る
か

(18) 

（
肯
定
）
、
③
被
害
者
に
弾
丸
を
装
填
し
た
ピ
ス
ト
ル
を
向
け
る
こ
と
が
暴
力
に
あ
た
る
か

(20) 

（
肯
定
）
‘
⑤
路
面
電
車
の
路
線
上
で
座
り
込
み
デ
モ
を
す
る
こ
と

(22) 

（
肯
定
）
、

ゼ
ネ
ス
ト
を
企
画
す
る

(
i
n
s
z
e
n
i
e
r
e
n
)

(21) 

（
肯
定
）
、
⑥
這
っ
て
侵
入
す
る
こ
と

(
E
i
n
k
r
i
e
c
h
e
n
)

が
「
忍
び
込
む

(
E
i
n
s
t
e
i
g
e
n
)
」
に
あ
た
る
か

⑦
郵
便
為
替

(
P
o
s
t
a
n
w
e
i
s
u
n
g
)
、
支
払
い
票
、
小
包
票
を
届
け
な
い
こ
と
が

(23) 

（
肯
定
）
、
⑧
塩
酸
を
被
害
者
の
顔
に
か
け
る
こ
と
が
「
武
器

(
W
a
f
f
e
)
」

（
肯
定
）
‘
⑩
答
責
性
の
あ
る
者
に
よ
る
自
殺
が

四
ド
イ
ツ
に
お
け
る
限
界
事
例

に
お
い
て

関

法

第

五

七

巻

六

号

の
使
用
に
あ
た
る
か

七
八



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

ゆ
え
こ
の
解
釈
者
は
、
包
括
的
で
事
態
に
即
応
し
た

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
ド
イ
ツ
の
学
説
も
十
分
に
説
得
的
な
区
別
基
準
を
提
供
で
き
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
の
問
題

(
3
1
)
a
 

の
困
難
性
は
、

J
a
k
o
b
s
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
法
律
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
範
囲
は
、
法
律
適
用
者
が
そ

れ
ら
を
い
か
に
理
解
す
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
が
同
時
に
そ
れ
は
、
「
そ
の
適
用
者
が
当
該
規
制
目
的
に
つ
い
て
持
っ
て
い
る
先

行
想
定

(
V
o
r
a
n
n
e
h
m
e
n
)

に
依
存
し
て
い
る
」
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
例
え
ば
解
釈
者
が
X

と
い
う
領
域
の
規
制
を

期
待
し
、
法
律
が

y
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
挙
げ
て
い
れ
ば
、
そ
の
解
釈
者
は
、
…
…

y
に
対
す
る
表
示
は
X

に
対
す
る

t
e
r
m
i
n
u
s

t
e
c
h
n
i
c
u
s
 
(:l;l
盆
子
砧
叩
な
技
術
用
語
）

と
理
解
す
る
見
解
に
至
り
う
る
。
大
抵
の
場
合
、
そ
の
解
釈
者
は
当
該
法
律
が
規
制
対
象
を
あ
ま

り
に
も
狭
く
限
界
づ
け
て
い
る
と
か
、
誤
っ
た
種
類

(
S
p
e
z
i
e
s
)

を
規
定
し
て
い
る
と
す
ら
考
え
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
れ

全
く
適
さ
な
い
規
制

(
y
)

名
称
に
代
わ
る
部
分
名
称
）

し
か
も
た
ら
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
解
釈
者
は
そ
の
部
分
的
な
規
制
を

p
a
r
s
p
r
o
 t
o
t
o
 
(
全
体
の

と
理
解
し
、
全
く
適
さ
な
い
規
制
を
失
敗
し
た
も
の
と
看
倣
し
な
が
ら
、
他
の
事
例
に
対
し
て
模
範
と
な
り

五

区

別

基

準

な
ど
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

(26)

（

2
6
)
a
 

（
否
定
、
肯
定
）
‘
⑪
故
意
て
惹
き
起
こ
し
た
も
の
が
「
交
通
事
故
」
に
あ
た
る
か

(28) 

（
肯
定
）
‘
⑬
過
失
で
立
ち
去
る
こ
と
が
「
免
責
的
」
に
あ
た
る
か

(30) 

（
肯
定
）
、
⑮

「
事
故
現
場
か
ら
の
立
ち
去
り

(sich
entf e
r
n
e
n
)
」
に
あ
た
る
か

(29) 

（
肯
定
）
‘
⑭
成
果
の
な
い
売
却
へ
の
努
力

(
B
e
m
u
h
u
n
g
e
n
u
m
 Ab
s
a
t
z
)
 

そ
の
場
所
に
間
も
な
く
や
っ
て
来
よ
う
と
す
る
者

(
H
i
n
z
u
k
o
m
m
e
n
d
e
r
)

は
、
行
為
者
に
既
に
出
会
っ
た

(
s
a
c
h
g
e
r
e
c
h
t
)

規
制
(

X

)

を
期
待
し
て
い
る
が
、
法
律
は
…
…
部
分
的
又
は

は

七
九

「
売
却

(
A
b
s
e
t
z
e
n
)
」
に
あ
た
る
か

(31) 

(betroffen) 

(
1
0
四
三
）

と
い
え
る
か
、

（
肯
定
）
、
⑫
自
ら
の
行
為
な
し
に
離
れ
る
こ
と
は
、



(
1
0
四
四
）

有
効
な
規
制
の
試
み
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
そ
の
解
釈
者
は
一
般
化
禁
止
に
反
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
解
釈
者
は
当
該
法
律

を
拡
大
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
…
…
。
し
か
し
、
こ
の
解
釈
者
が
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
制
限
的
な
又
は
適
さ
な
い
表
示

れ
た
車
両
）

(
x
)
 

(
y
)
を
全
体

に
対
す
る
法
学
的

t
e
r
m
i
n
u
s
t
e
c
h
n
i
c
u
s
と
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
…
…
そ
の
法
律
は
包
括
的
又
は
適
し
た

規
制
自
体
に
あ
た
る
。
」
こ
の
こ
と
を

J
a
k
o
b
s
は
、
有
名
な
森
林
窃
盗
事
件

(
B
G
H
S
t
.

10, 3
7
5
)

を
例
と
し
て
、
「
引
か
せ
た
荷
車
」

、
、
、
、
、
、
、
、

(ein b
e
s
p
a
n
n
t
e
s
 F
u
h
r
w
e
r
k
)

を
動
物
に
引
か
せ
た
荷
車
と
理
解
し
、
そ
れ
を
表
示
さ
れ
て
い
な
い
一
般
的
な
概
念
（
例
え
ば
牽
引
さ

に
代
理
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い
法
律
の
拡
張
に
あ
た
る
が
、
引
か
せ
た
荷
車
が
牽
引
さ
れ
た
車
両
に
と
っ
て

の
法
学
的

t
e
r
m
i
n
u
s
t
e
c
h
n
i
c
u
s
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
「
い

つ
解
釈
者
が
あ
る
特
別
の
法
学
的
ま
た
は
刑
法
学
的
に
の
み
用
い
ら
れ
た
り
、
あ
る
一
定
の
規
範
の
み
妥
当
す
る
こ
と
す
ら
あ
り
う
る
専

門
用
語
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
困
難
な
問
題
は
、
従
来
「
類
推
禁
止
」

様
々
な
解
決
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
ど
れ
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
と

J
a
k
o
b
s
は
い
う
。
ま
ず
名
称
と
し
て
類
推
禁
止
と
い
う
表
現
は

(32) 

不
当
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
類
推
な
し
に
解
釈
は
や
っ
て
い
け
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で

J
a
k
o
b
s
は
、
類
推
禁
止
に
代
え
て

命）

「
一
般
化
禁
止
」

(
G
e
n
e
r
a
l
i
s
i
e
r
u
n
g
s
v
e
r
b
o
t
)

と
い
う
名
称
を
提
案
し
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
は
類
推
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

基
準
と
な
る
の
は
規
制
の
一
般
化
水
準
（
レ
ベ
ル
）

又
は
適
す
る
も
の

関

法

第

五

七

巻

六

号

の
問
題
と
呼
ば
れ
、

で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
前
述
の
こ
の
水
準
を
規
定
す
る
困
難
性
を
克
服
す
る
た
め

に
、
問
題
の
解
決
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
形
成
の
必
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
ま
ず
認
識
さ
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
解
釈
の
必
然
的
な
限
界
は

(34) 

存
在
せ
ず
、
そ
れ
は
む
し
ろ
実
践
さ
れ
た
解
釈
文
化

(
I
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
o
n
s
k
u
l
t
u
r
)

に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
解

釈
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
シ
ス
テ
ム
が
形
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
際
、
解
釈
の
結
論
が
シ
ス
テ
ム
に
適
合
し

、
、
、
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
理
由
づ
け
も
シ
ス
テ
ム
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
の
理
由

八
〇



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

A
r
z
t
と
か

A
m
t
s
t
r
a
g
e
r
な
ど
の
男
性
形
で
規
定
さ
れ
た
職
業
表
示
に
、

八

几又
一
舟

(35) 

づ
け
は
シ
ス
テ
ム
に
と
っ
て
の
損
害
な
し
に
一
般
化
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
理
由
の
一
般
化
可
能
性

は
、
も
ち
ろ
ん
類
推
的
解
釈
問
題
に
つ
い
て
の
み
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J
a
k
o
b
s

が
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
ド
イ
ツ
語
の

A
r
z
t
i
n
と
か

A
m
t
s
t
r
a
g
e
r
i
n
な
ど
の
女
性
の
行
為
者

(
T
a
t
e
r
i
n
n
e
n
 !
)
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
も
し
こ
の
場
合
に
性
別
に
よ
っ
て
適
用
に
差
を
設
け
る
こ
と
は
恣
意
的
で
あ
る
か
ら
、
認
め
ら

れ
る
が
、
性
犯
罪
の
よ
う
に
性
別
が
一
定
の
役
割
を
果
た
す
場
合
に
は
別
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
ヘ
の
拘
束
に
よ
っ
て
恣
意
を

排
除
し
、
法
律
に
よ
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
表
示
に
一
般
化
可
能
な
規
則
に
従
っ
て
意
味
を
付
与
す
る
努
力
の
真
摯
性
が

(36) 

解
釈
文
化
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
解
決
に
お
い
て
は
、
従
来
の

そ
れ
に
拘
束
は
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
解
釈
さ
れ
る
べ
き
規
範
は
、
新
し
い
文
脈
に
お
い
て
は
古
い
犯
罪
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
表
示
に
新
し
い

意
味
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
解
釈
者
は
、
彼
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
従
来
と
は
異
な
る
解
釈
の
理
由
を
一
般
化
可
能
な

よ
う
に
、
す
な
わ
ち
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
対
応
し
た
状
況
に
対
し
て
反
復
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
拘
束

さ
れ
る
。
こ
の
拘
束
に
よ
っ
て
実
際
上
は
、
あ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
表
示
の
解
釈
者
が
こ
れ
ま
で
の
理
解
を
完
全
に
超
え
た
意
味
を
与
え
た

り
、
或
い
は
全
く
逆
の
意
味
を
与
え
た
り
す
る
こ
と
は
排
斥
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
「
逃
亡

(37) 

(
S
i
c
h
'
n
i
c
h
t
 ,ア
1
e
l
d
e
n
)
」
を
含
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
こ
れ
ま
で
特
殊
な
意
味
に
用
い
ら
れ
て
き
た
表
示
に
一
般

的
な
意
味
を
持
っ
た
表
示
の
内
容
を
与
え
る
こ
と
も
排
斥
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
事
例
に
お
い
て
も
恣
意
性
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

規
則
と
し
て
の
恣
意
性
は
シ
ス
テ
ム
を
破
壊
す
る
。
確
か
に
解
釈
者
は
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
あ
る
規
制
の
内
容
を
創
設
す
る
が
、
そ
の
際
、

解
釈
者
が
使
用
す
る
規
則
と
、
解
釈
者
が
自
ら
奪
う
自
由
は
す
べ
て
の
規
制
の
解
釈
へ
反
作
用
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
に
拘
束
さ
れ
る
。

(38) 

シ
ス
テ
ム
は
継
続
性
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
よ
り
、
結
論
と
し
て
J
a
k
o
b
s

は
、
①
概
念
展
開
の
継
続
性
、
②

な
い
こ
と

(
1
0
四
五
）

(
F
l
u
c
h
t
)
」
と
い
う
表
示
に
「
自
ら
名
乗
り
出

（
通
常
行
な
わ
れ
て
き
た
）
用
法
が
出
発
点
と
な
る
が
、



さ
れ
る
べ
ぎ
事
例
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
旧
一
―
―
―
一
三
条
C

の

「
事
故
」

④
 と

も
要
件
に
な
る
。
森
林
窃
盗
事
例
に
お
い
て
は
ト
ラ
ッ
ク
で
あ
っ
て
も
動
物
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
た
車
両
と
同
じ
重
量
ま
た
は
そ

(39) 

れ
以
上
の
重
鼠
を
運
搬
可
能
で
あ
ろ
う
。

て
は
同
ラ
ン
ク
又
は
そ
れ
以
上
の
規
制
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

「
生
殖
能
力

問
題
処
理
へ
の
適
合
性

次
に
「
拡
張
し
な
い
と
評
価
の
恣
意
性
が
生
じ
る
」
場
合
で
あ
る
と
い
う
こ

さ
ら
に
新
し
い
動
力
（
自
動
車
）

に
よ
る
も
の
が
動
物
を
牽
引
力
と
し
て
い
る
荷
車
と
今
日
に
お
い

当
該
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
「
引
か
せ
た
荷
車
」
を
機
能
的
に
等
価
な
「
自
動
車
に
よ
っ
て
牽
引
さ

れ
た
車
両
」
等
に
拡
張
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
事
案
解
決
に
と
っ
て
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
J
a
k
o
b
s

は
、
こ
れ
ら
の
基
準
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
べ
き
拡
張
の
事
例
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
旧
ニ
ニ
四
条
の

（如）

(
N
 eu
g
u
n
g
s
f
a
h
i
g
k
e
1
t
)

に

（
女
性
の
）
「
受
胎
能
力

(
E
m
p
f
a
n
g
n
i
s
f
a
h
i
g
k
e
i
t
)
」
を
包
括
す
る
こ
と

(U ng
h
i
c
k
s
f
a
l
l
)
 

(
B
G
H
 S
t
 2
1
,
 
1
9
4
)

を
、
否
定

(41) 

に
答
責
性
の
あ
る
人
の
自
殺
を
含
め
る
場
合
を

③
同
ラ
ン
ク
の
規
制
必
要
性

②
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
の
恣
意
性

の
例
で
あ
る
。

こ
と
や
這
っ
て
侵
入
す
る
こ
と

適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
の
恣
意
性
、
③
同
ラ
ン
ク
の
規
制
必
要
性
及
び
④
問
題
処
理
へ
の
適
合
性
と
い
う
基
準
を
提

案
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
を
森
林
窃
盗
事
例
に
適
用
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

車
両
）

に
妥
当
さ
せ
る
と
い
う
刑
法
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
る
解
釈
に
対
応
し
て
い
る
。
他
に
は
化
学
物
質
を
「
武
器
」
と
解
釈
す
る

(
E
i
n
k
r
i
e
c
h
e
n
)

を
「
忍
び
込
む

(
E
i
n
s
t
e
i
g
e
n
)
」
と
解
釈
す
る
こ
と
な
ど
が
こ
の
よ
う
な
解
釈

概
念
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
、
あ
る
対
象
の
表
示

（
「
引
か
せ
た
荷
車
」
）
を
機
能
的
等
価
な
も
の
（
自
動
車
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
た

①
概
念
展
開
の
継
続
性

関

法

第

五

七

巻

六

号

ま
ず
「
意
味
の
変
化
が
通
常
の
継
続
性
の
範
囲
内
に
あ
る
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
共
通
の
上
位

八

二

0
四
六
）



し
か
し
こ
の

J
a
k
o
b
s
説
に
も
、
間
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

関
連
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
述
の
四
基
準
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
シ
ス
テ
ム

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
い
う
シ
ス
テ
ム
と
は
、
単
に
条
文
相
互
間
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
法
体
系

全
体
や
刑
法
の
規
制
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
規
制
レ
ベ
ル
の
水
準
な
ど
を
も
含
む
包
括
的
な
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、
①
未

遂
を
処
罰
す
る
範
囲
を
明
示
し
た
未
遂
処
罰
規
定
（
刑
法
四
四
条
）
、
②
故
意
犯
を
原
則
と
し
過
失
犯
処
罰
に
つ
い
て
は
特
別
の
規
定
が

必
要
だ
と
す
る
過
失
処
罰
規
定
（
刑
法
一
予
一
八
条
―

m〈
)
、
③
そ
れ
ら
を
含
め
た
総
則
規
定
全
般
（
例
え
ば
共
犯
の
処
罰
に
関
す
る
規
定
）

を
、
刑
罰
法
規
全
体
に
つ
い
て
、
特
別
規
定
の
な
い
限
り
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
規
定
（
刑
法
八
条
）

準
は
、
基
本
的
に
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

F
r
i
s
t
e
r
ら
の
批
判
に
つ
い
て
も
結
局
文
脈
が
基
準
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
語
義
に
限
界
が
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
れ
は

J
a
k
o
b
s

の
基
準

と
同
様
の
判
断
を
行
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
逆
に
生
じ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
こ
の

J
a
k
o
b
s

の
基

レ
ベ
ル

刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

こ
の

J
a
k
o
b
s
説
に
対
し
て
、
こ
の
基
準
、
特
に
「
継
続
的
な
概
念
形
成
」
に
よ
れ
ば
、
な
ぜ
電
気
を
「
物
」
と
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、

(42) 

家
の
壁

(
H
a
u
s
w
a
n
d
)

を
「
危
険
な
道
具
」
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
が
不
明
だ
と
す
る

R
o
x
i
n
に
よ
る
批
判
が
あ
る
。
ま
た

(43) 

F
r
i
s
t
e
r
も
J
a
k
o
b
s
が
前
提
と
し
て
い
る
語
の
限
界
の
相
対
性
と
い
う
主
張
は
誇
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
同
じ
く
文
脈
性
を
重
視
し
た

(44) 

う
え
で
語
義
の
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
だ
と
す
る

V
e
l
t
e
n¥
 Me
t
e
n
s

の
見
解
を
引
い
て

J
a
k
o
b
s
を
批
判
し
て
い
る
。
し
か
し

（
水
準
）

R
o
x
i
n
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
電
気
」
と

挙
げ
て
い
る
。

「
物
」
（
有
体
物
）

J¥ 

(
1
0
四
七
）

の
規
定
な
ど
が
現
行
法
の
シ
ス
テ

（
休
系
）
を
破
壊
し
な
い
よ
う
な
解
釈
で

に
つ
い
て
は
、
法
シ
ス
テ
ム
は
基
本
的
に
物
に
対
す
る
規
制
の

と
物
以
外
の
利
益
に
つ
い
て
の
規
制
の
レ
ベ
ル
を
区
別
し
て
お
り
、
②
③
④
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
は
な
い
し
、

い
く
つ
か
の
補
充
が
必
要
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
体
系
的
解
釈
と
の



(
1
0
四
八
）

ム
を
示
す
重
要
な
規
定
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
に
従
来
の
解
釈
方
法
論
に
お
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
主
観
的
解
釈
／
客
観
的
解
釈
論

と
の
関
係
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
考
察
ず
る
。

主
観
的
解
釈
と
客
観
的
解
釈

最
近
、
日
本
に
お
い
て
も
主
観
的
解
釈
又
は
歴
史
的
解
釈
を
重
視
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
松
宮
教
授
は
、

「
『
動
力
の
相
違
』

ガ
ゾ
リ
ン

は
、
汽
車
と
電
車
が
書
き
分
け
ら
れ
た
規
定
か
ら
見
て
、
立
法
者
が
重
視
し

カ
ー
事
件
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
の
中
で

た
と
見
ざ
る
を
え
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
基
準
と
し
て
は
こ
の
よ
う
な
立
法
者
の
意
思
に
よ
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
立
法

過
程
に
お
い
て
そ
れ
が
明
示
さ
れ
て
い
た
り
、
議
論
の
過
程
か
ら
そ
れ
が
推
認
さ
れ
る
場
合
に
は
、
よ
り
明
確
な
基
準
を
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
が
規
範
的
に
み
て
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
上
述
の

よ
う
な
意
味
で
の
体
系
的
解
釈
の
関
係
が
問
題
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
点
に
限
定
し
て
、

J
a
k
o
b
s

の
見
解
を
検
討
す
る
。
ま
ず
用

語
法
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
歴
史
的
解
釈
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
主
観
的
解
釈
は
通
常
歴
史
的
解
釈
と
同
義
に
解
さ
れ
る
場
合
が
多
い

が、

J
a
k
o
b
s

は
両
者
を
区
別
し
主
観
的
解
釈
を
「
立
法
者
の
意
思
」
を
基
準
と
す
る
解
釈
、
歴
史
的
解
釈
を
「
歴
史
的
な
法
律
の
意
思
」
、

と
定
義
し
、
現
在
の
「
法
律
の
意
思
」
を
基
準
と
す
る
客
観
的
解
釈
と
対
比
さ
せ
て
い
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
は
す
べ
て
前
述
の
ヘ

ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
シ
ュ
な
「
先
行
想
定
」
を
形
成
す
る
要
素
で
あ
り
、
「
規
制
目
的
に
つ
い
て
の
主
観
的
、
歴
史
的
及
び
客
観
的
先
行
想
定

と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン

刑
法
一
七
条
の
禁
止
の
規
定
を
、
故
意
説
の
先
行
想
定
の
下
で
解
釈
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
結
論
は
価
値
論
的

(
a
x
i
o
l
o
g
i
s
c
h
)

に
最
早
正

(47) 

当
化
で
き
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

J
a
k
o
b
s

が
そ
の
な
か
で
現
在
の

六
(
K
o
n
n
e
x
i
t
a
t
)

が
な
け
れ
ば
、
解
釈
は
せ
い
ぜ
い
偶
然
の
産
物
に
し
か
過
ぎ
な
く
な
る
」
と
し
、
例
え
ば
ド
イ
ツ

関

法

第

五

七

巻

六

号
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四



（一）

刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

に
影
響
を
う
け
た
こ
と
が
大
き
い
が
、
そ
の
理
論
が
正
当
化
力

(
L
e
g
i
t
i
o
m
a
t
i
o
n
s
k
r
a
f
t
)

を
失

(50) 

え
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
こ
の
規
定
の
意
味
も
変
遷
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
解
釈
方
法
論
と
し
て
の
客
観
的
解
釈
が
妥
当
性
、
そ
の
内
部
に
お
け
る
体
系
的
解
釈
の
優
位
性
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
そ
の
判
断
に
お
い
て
は

J
a
k
o
b
s

の
挙
げ
る
四
つ
の
要
件
が
参
考
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
以
下
で
は
、
冒
頭
に

挙
げ
た
日
本
の
判
例
に
お
け
る
二
つ
の
事
例
に
こ
れ
ら
の
原
則
の
適
用
を
試
み
る
。

ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
事
例

こ
の
事
例
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
森
林
窃
盗
事
例
と
対
比
し
う
る
事
例
で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に

J
a
k
o
b
s

は
①
概
念
展
開
の
継
続
性
、

②
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
の
恣
意
性
、
③
同
ラ
ン
ク
の
規
制
必
要
性
、
④
問
題
処
理
へ
の
適
合
性
と
い
う
基
準
を
提

七

結

命
叩-h-n 

(
o
n
t
o
l
o
g
i
e
r
e
n
d
e
r
 S
c
h
u
l
d
b
e
g
r
i
f
f
)
 

な
人
の
意
図
を
探
究
す
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
「
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
は
常
に
解
釈
す
る
時
点
で
の
状
況
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
現
在
の
状
況
を
基
準
と
せ
ざ
る
を
え
」
ず
、
「
客
観
的
目
的
論
的
解
釈
が
解
釈
の
構
造
に
合
致
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

(49) 
る。

J
a
k
o
b
s

も
前
述
の
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
条
を
例
に
あ
げ
て
、
こ
の
規
定
が
制
定
さ
れ
た
の
は
当
時
有
力
だ
っ
た
存
在
論
的
責
任
論

い
て
発
話
者
の
意
図
を
理
解
す
る
と
は
、

八
五

(48) 

シ
ス
テ
ム
を
基
準
と
す
る
客
観
的
解
釈
を
優
先
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
こ
の
見
解
は
語
用
論
的
解
釈
を
強
調
す
る
松
生

教
授
の
見
解
と

J
a
k
o
b
s

の
見
解
は
親
和
的
で
あ
る
と
思
え
る
。
す
な
わ
ち
松
生
教
授
は
「
解
釈
の
構
造
か
ら
い
っ
て
も
、
法
解
釈
に
お

一
定
の
状
況
に
置
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
起
草
し
た
具
体
的

(
1
0
四
九
）



な
お
こ
の
基
準
か
ら
は
な
ぜ
「
バ
ス
」
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、

「
バ
ス
」
は
、
鉄
道
車
両
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
「
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
」

の
概
念
形
成
の
継
続
性
が
欠
け
、
ま
た
バ
ス
な
ど
の
自
動
車
に
つ
い
て
は
道
路
交
通
法
に
お
い
て
別
途
そ
れ
を
対
象
に
し
た
詳
細
な
規
定

解
決
に
と
っ
て
適
合
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
問
題
処
理
へ
の
適
合
性

ク
の
規
制
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

③
同
ラ
ン
ク
の
規
制
必
要
性

②
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
の
恣
意
性

示
し
て
い
る
。
こ
の
基
準
を
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
事
例
に
適
用
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

ま
ず
「
汽
車
」
「
電
車
」
と
い
う
概
念
展
開
の
継
続
性
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
立
法
時
点
に
お
い
て
鉄

道
動
力
車
両
と
し
て
は
汽
車
及
び
電
車
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
後
「
ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
」
な
ど
別
方
式
の
動
力
車
が
開
発
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
立
法
当
時
は
「
汽
車
」
及
び
「
電
車
」
と
い
う
呼
称
は
、
そ
の
動
力
の
種
類
の
違
い
に
着

目
し
た
も
の
で
は
な
く
、
鉄
道
動
力
車
両
一
般
を
意
味
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
後
、

に
用
い
ら
れ
て
い
る
ジ
ー
ゼ
ル
車
な
ど
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
「
汽
車
」
「
電
車
」

成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
概
念
展
開
の
継
続
性
と
い
う
こ
と
は
肯
定
さ
れ
よ
う
。

(
1
0
五
0
)

ガ
ソ
リ
ン
カ
ー
や
現
在
で
も
一
般
的

の
中
に
そ
れ
ら
を
包
摂
す
る
用
語
法
が

①
で
み
た
よ
う
に
「
汽
車
」
「
電
車
」
と
い
う
概
念
は
鉄
道
動
力
車
一
般
を

指
ホ
す
る
も
の
で
あ
り
、
往
来
危
険
罪
の
規
定
の
趣
旨
は
鉄
道
・
軌
道
交
通
の
安
全
確
保
に
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
新
し
い
動
力
の

鉄
道
車
両
に
こ
れ
を
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
の
恣
意
性
は
大
き
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
新
し
い
動
力
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
鉄
道
動
力
車
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
同
ラ
ン

こ
の
問
題
を
処
理
す
る
た
め
に
「
汽
車
」
又
は
「
電
車
」
の
文
言
を
拡
張
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
事
案

①
概
念
展
開
の
継
続
性

関

法

第

五

七

巻

六

号

の
よ
う
に
鉄
道
動
力
車
の
新
し
い
種
類
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
①

八
六



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則
（
下
）

□

捕

獲

事

例

八
七

が
存
在
し
て
お
り
、
②
適
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
評
価
矛
盾
も
生
じ
ず
、
ま
た
こ
の
こ
と
は
③
の
同
ラ
ン
ク
の
規
制
必
要
性
お
よ

び
④
問
題
処
理
へ
の
適
合
性
に
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
バ
ス
」
に
ま
で
「
汽
車
」
又
は
「
電
車
」
概
念
を
拡

張
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
な
お
鉄
軌
道
交
通
と
自
動
車
交
通
が
区
別
さ
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
最
近
自
動
車
の
無
軌
道
性
を
強

調
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
結
論
的
に
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
見
解
は
、
む
し
ろ
自
動
車
運
転
過
失
致
死
傷
罪
の
新
設
に
際
し
て

自
動
車
運
転
の
危
険
性
の
高
さ
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
被
害
車
両
が
鉄
軌
道
車
両
で
あ
る
場
合
に
は
、
軌
道
性

が
被
害
の
大
き
さ
の
要
因
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
自
動
車
で
あ
れ
ば
衝
突
を
回
避
す
る
た
め
に
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
て
対
向

車
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
同
一
軌
道
上
に
別
車
両
が
あ
る
場
合
に
は
鉄
道
車
両
は
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
で
ぎ
ず
、
衝
突
回
避
措

置
と
し
て
は
急
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
上
述
の
限
界
事
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
「
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
」

は
、
軌
道
上
を
走
る
も
の
で
は
な
い
が
、
架
線
の
な
い
と
こ
ろ
は
走
れ
ず
、
鉄
道
営
業
法
上
も
軌
道
車
扱
い
な
の
で
、
通
説
と
異
な
り
、

「
電
車
」
に
含
め
て
よ
い
と
解
す
る
。
特
に
現
在
日
本
で
営
業
し
て
い
る
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
は
専
用
ト
ン
ネ
ル
内
を
走
行
す
る
も
の
な
の
で
、

そ
の
往
来
を
危
殆
化
ず
る
行
為
は
、
通
常
の
自
動
車
の
運
行
妨
害
と
は
異
な
り
、
往
来
危
険
罪
の
適
用
が
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ガ
イ
ド
ウ
エ
イ
バ
ス
や
D
M
V
は
、
ま
さ
に
軌
道
上
と
道
路
上
の
両
者
を
走
行
可
能
な
車
両
な
の
で
、
軌
道
上
を
走
行
中
は

「
汽
車
」
又
は
「
電
車
」
に
、
道
路
上
を
走
行
中
は
自
動
車
と
扱
っ
て
な
ん
ら
間
題
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
捕
獲
規
定
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
で
問
題
と
さ
れ
た
事
案
を
一
般
化
す
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
た
の
は
既
遂
を
表
示
す
る
用
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
そ
れ
を
未
遂
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
各
捕
獲
規
定
の
規
制
目
的
に
つ
い
て

(
1
0
五
一
）



巨
坦
踪
ば
ギ
痢

~(o如
<< 

(I 
Of.RI 

I) 

超
話
ヤ
終
溢
萎
茶
口
器
や
埒
心
茶
’
菩
差
0
号

'I'旦
栄
疫
誨
届
旦

0::,\J
廷
苔
択
〇
繋
｛
赳
茶
二
噸
心

::,'I'Q'~
国
こ
圭
迅

Q
ぶ

K
1
ト
'
¥
Q
 

迎
翠
凶
終
(
¥
¥J::, 

心
基

豆
終

0
や

埒
心

全
公

I
'
J
j
Q
釦

0
旦

冊
や

誤
恙

怜
か

い
J
竺

，
入

K
1
卜
<
恵
準
諒
迂
亡

'I'
炉

Q
P
玲

_s;;;,."
溢

や
＃

兵

::, 
.
.
.
¥
.
)
淀
怜
‘
’
ぐ
鰐
母
心
臼
リ
芦
国
翌
,
_
)
¥J 1苓

坦
牌
茶
ご
話
直
瓢
Q
~
叫
鱈
玉
旦
将
:
:
,

\J
咲
翠
翠
写
酌
翠
姦
器

~I'
芸
蓑
嘉
麟

Q
詞

巳
Q
令

蓉
砂
t:

(
¥
以
リ
凶
安
電
▽
宝
岩
や
菜
心
‘
、
〈
枷
製
』
料
忍

l-0
0

終
将

宝
婆

0
巨

匿
竺

晏
攣

噂
亭

虞
（

苦
喜

1+1
く
紐
十

啜
）

1
 1匹
十

ギ
ニ

坦
恙

緑
l11¥m+l1]

曲
）
と
ぷ
太
氏
「
鯰
無
」
以
兵
:
:
,
¥J
消
せ

D
¥J::, 

沃
Q
P
"

>Jぶ
旦
い
:
:
,
¥J
如
姦
霙
肇
苺
揺
ふ
廿
ふ
如
出
年
、
全

旦
⇒

心
写

豆
瞑

悛
Q
誤
賤
蓉
茶
胴
弼
菜
廿

A臼

（一）
;
 

J
 Q
 S
a
v
i
g
n
y
 
Q
誤
泣
旦

0::,
¥-.I
竺

Ruthers,
Rechtstheorie, 3. 

A
u
孔，

2007,
S. 

4
0
2
 ff 

(Rn. 6
9
8
 ff). 

~
,
%
\
産
゜

(
N
)
 

Engisch, E
i
n
f
o
h
r
u
n
g
 in 

das juristische D
e
n
k
e
n
,
 8. 

Aufl., 
1989, 71 ff; 

10. 
Aufl., 

2005, S. 
8
5
 ff. 

（の）
;J Q

薬
製

Q
4
斗
坦
出
旦

0
::, 
¥-.I

竺
Altenhain,

D
a
s
 AuschluBdelikt, 2002, S. 

1
2
2
 ff., 

2
1
9
 ff. 

如
拇

淫
o

I
兵
ギ
ば
母
Q
~

坦
沼

玉
祝

や
迂

I
 <-¥J

〇
母

Qt[-E
回
茎
坦
呈
＜
益
咲

mittels
,.¥J 

::, 
,
 
疇

罪
退

ば
ギ

「
和

兵
旦

い
_:::,¥-)1'¥-'Q*°

定
后

写
忌

ご
怠

旦
弓

ぐ
ド

益
翌

［
…

…
］

ゃ
菜
以
刈
:
:
,

,
0
 ;

 J
刈
如
裔
釘
藍
,
.
_
.
)
¥-.I 

::, 
心

全
萎

安
全

ふ
認
i
製,._.)

¥-.I 
::, 

心
套

」
凶

和
菜

¥-.I
::, 

心
(
V
o
r
n
b
a
u
m
/
W
e
l
p

(Hrsg.), 
D
a
s
 

Strafgesetzbuch, Bd. 
1
 :
 18
7
0
 bis 

1953, S. 
58)

定
匡

沼
玉

旦
弓

0
¥-.I

「
等
-
<
茶
終
目
,{p,<

竺
等

-
<
0
宰

測
旦

徊
士

ふ
菜

心
翠

坦
知

ヒ
唸

旦

サ
0
¥-.I 

(durch)
益
専
［
…
…
］
や
菜
¥
套
」
旦
長
椛
獣
杓
菜
心

(
A
a. 

0
,
 Bd. 3

 :
 19
7
3
 bis 

1992, S. 
103) 

0
 

('tj<) 
~
~
 靖
餐
蓉

(Ersatzhehlerei)
凶

芸
迎

菜
心

室
製

や
母

心
°

(l.()) 
B
e
 ling, 

V
D
B
,
 IV, 

1907, S. 
69. 

(<.0) 
Engisch, a. 

a. 
0
.
 8

 Aufl., 
S. 

73, 
10 Aufl., 

S. 
87. 

(t---) 
M
a
u
r
a
c
h
,
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 Strafrecht B

T
 5. 
Aufl. 

1969, S. 
3
6
5
 f. 

(co) 
M
e
z
g
e
r
,
 Z
u
r
 E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
 der so g

e
n
a
n
n
t
e
n
 Ersatzhehlerei, Z

S
t
W
 5
9
 (1940), 549, 

5
7
0
 ff. 

(
m
)
 

Engisch, a. 
a. 

0
.
 8

 Aufl., 
S. 

77, 
10 Aufl., 

S. 
96. 

(~
) 

K
r
a
m
e
r
,
 Juristische M

e
t
h
o
d
e
n
l
e
h
r
e
,
 2. 

A
u
孔，

2005,
s. 

5
1
 ff. 

竺
◎

1]11噂
宝
•

以
坦
起
堂
基

(-?<l]IIII苺
萎
）

r
◎

均
咲

忌
淀

瞬
◎



刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則

（下）

八
九

歴
史
的
解
釈
要
素
、
④
目
的
論
的
解
釈
に
分
類
し
て
い
る
。

(11)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
最
近
の
客
観
説
の
動
向
に
つ
い
て
は
増
田
豊
「
ネ
オ
・
客
観
的
解
釈
論
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ア
グ
ノ
ー
ゼ
」
法
律
論
叢

八
六
年
）
五
八
巻
三
号
、
一
―
七
ー
一
四
七
頁
を
参
照
。

(12)

増
田
豊
「
主
観
的
・
歴
史
的
解
釈
論
の
語
用
論
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
法
律
論
叢
(
-
九
八
六
年
）
五
八
巻
六
号
、
一
ー
三
九
頁
、
同
「
主
観

的
・
歴
史
的
解
釈
論
の
た
め
の
プ
レ
ド
ワ
イ
エ
」
法
哲
学
年
報
一
九
八
六
年
一
―
ニ
ー
一
三
一
頁
、
同
「
刑
罰
法
規
の
主
観
的
・
目
的
論
的
解
釈

ー
ク
ラ
イ
の
所
説
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
法
律
論
叢
(
-
九
八
八
年
）
六

0
巻
四
•
五
号
、
一
六
七
ー
一
九
四
頁
な
ど
を
参
照
。

(13)

類
推
推
論
の
論
理
的
性
格
に
つ
い
て
は
青
井
秀
夫
・
法
理
学
概
説
（
二

0
0
七
年
）
五
三
四
頁
以
下
参
照
。

(14)

「
比
較
的
」
と
し
た
の
は
、
辞
書
間
に
お
い
て
も
定
義
が
異
な
る
語
も
あ
る
し
、
そ
の
場
合
に
ど
の
辞
書
を
基
準
と
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も

問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(15)

山
中
敬
一
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
講
義
刑
法
総
論
（
二

0
0
五
年
）
六
三
頁
。

(
1
6
)川
踏
博
•
山
中
敬
一
・
日
高
義
博
「
罪
刑
法
定
主
義
の
問
題
状
況
」
現
代
刑
事
法
三
一
号
（
二
0
0

一
年
）
一
六
頁
（
山
中
発
言
）
。

(17)

判
例
と
し
て

R
G
S
t
2
9
,
 1
1
1
 :
 3
2
,
 
1
6
5
.
 

が
あ
る
。
以
下
の
判
例
に
つ
い
て
は
J
a
k
o
b
s
,

A
T
 
2
 
Aufl. 1
9
9
1
,
 4
 ¥
 3
4
 F
n
 5
2

参
照
。

(18)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
1
,
 
1
4
6

が
あ
る
。

(19)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
3
,
 
1
2
6

が
あ
る
。

(20)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
8
,
 

102
が
あ
る
。

(21)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
3
,
 
4
7

が
あ
る
。

(22)

ド
イ
ツ
刑
法
旧
二
四
三
条
一
項
二
号
（
侵
入
窃
盗
）
、
判
例
と
し
て

B
G
H
St 1
4
,
 
1
9
8

が
あ
る
。

(23)

ド
イ
ツ
刑
法
旧
三
五
四
条
（
郵
便
局
員
の
手
紙
の
無
断
開
封
等
）
、
判
例
と
し
て

R
G
St 1
,
 
1
1
4
;
 
7
2
,
 
1
9
3
;
 
7
7
,
 3
2
6

が
あ
る
。

(24)

ド
イ
ツ
刑
法
旧
一
一
五

0
条
一
項
一
号
（
武
器
使
用
強
盗
）
、
判
例
と
し
て

B
G
H
St 1
,
1

が
あ
る
。
日
本
で
も
凶
器
準
備
集
合
罪
の
解
釈
に
お

い
て
「
凶
器
」
の
意
義
が
争
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
二

0
八
条
の
三
（
旧
二

0
八
条
の
二
）
の
凶
器
と
は
、
そ
の
性
質
上
、
又
は
使
用

方
法
に
よ
っ
て
は
、
人
を
殺
傷
し
う
る
器
具
を
指
す
と
さ
れ
、
前
者
の
具
体
例
と
し
て
は
、
拳
銃
が
、
後
者
の
具
休
例
と
し
て
は
斧
や
包
丁
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。
判
例
で
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
角
棒
が
あ
る
（
最
判
昭
和
四
五
年
―
二
月
三
日
刑
集
二
四
巻
一

三
号
一
七

0
七
頁
）
。
一
方
、
ダ
ン
プ
カ
ー
は
、
人
を
殺
傷
す
る
意
図
で
準
備
さ
れ
た
場
合
で
も
、
人
を
殺
傷
す
る
器
具
と
し
て
の
外
観
が
な
く
、

(
1
0
五
三
）

（
一
九



社
会
通
念
上
直
ち
に
他
人
に
危
険
感
を
抱
か
せ
得
な
い
場
合
に
は
、
凶
器
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た

巻
二
号
一
八
七
頁
）
。

(25)

判
例
と
し
て

R
G
G

A

 
6
2
 (
1
9
1
6
)
,
 3
2
1
.
 

類
似
の
事
例
に
関
し
て

H
e
i
n
r
i
c
h
,
D
i
e
 g
e
f
a
h
r
l
i
c
h
e
 K
o
r
p
e
r
v
e
r
l
e
t
z
u
n
g
,
 1
9
9
3
,
 
S. 1
3
2
 ff. 

(26)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
,
 
1
5
0

が
あ
る
。

(27)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
4
,
 3
8
2

が
あ
る
。

(28)

判
例
と
し
て

B
a
y
O
b
L
G
 N
J
W
 19
8
2
,
 
1
0
5
9

が
あ
る
。

(29)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
8
,
 
1
3
0

が
あ
る
。

(30)

判
例
と
し
て

B
G
H
S
t
2
7
,
 4
5

が
あ
る
。

(31)

ド
イ
ツ
刑
法
二
五
二
条
（
強
盗
的
窃
盗
）
判
例
と
し
て
。
こ
の
事
例
で
は
、
侵
入
窃
盗
の
行
為
者
が
、
家
人
が
帰
宅
の
た
め
に
家
に
近
づ
い
て

き
た
こ
と
に
気
づ
き
、
ド
ア
の
影
に
隠
れ
て
そ
の
家
人
が
行
為
者
に
気
が
付
く
直
前
に
殴
り
つ
け
て
気
絶
さ
せ
た
と
い
う
事
例
で
、
被
害
者
が
行

為
者
に
気
が
付
い
て
い
な
い
の
に
同
条
の
文
言
に
あ
る
「
出
会
っ
た
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
文
言
は
「
気
が
付
く
」

(
B
e
m
e
r
 ke
n
)

で
は
な
く
、
「
出
会
う
」

(Betreffen)

と
な
っ
て
い
る
の
で
、
学
説
上
は
、
そ
こ
か
ら
文
言
を
超
え
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て

判
例
を
支
持
す
る
学
説

(
L
a
c
k
n
e
r¥
 Ku
h
l
,
 S
t
G
B
 2
6
.
 
Aufl・ 
§
2
5
2
 R
n
.
 4
 
m
.
 w
.
 
N. 等
）
と
判
例
を
批
判
す
る
学
説

(
R
旦
芦
A

T
I
 
4
.
 

Aufl. 2
0
0
6
,
 §

5

 
R
n
.
 3
4
 m
i
t
 F
n
.
 5
4
 ;
 
L
a
s
k
,
 D
a
s
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 d
e
s
 r
a
u
b
e
r
i
s
c
h
e
n
 D
i
e
b
s
t
a
h
l
s
,
 1
9
9
9
,
 
S. 
1
2
3
 f.
 
t

寺
）
に
八
刀
か

h
て
い
る
。

L
a
s
k
は
、
①
こ
の

b
e
t
r
e
f
f
e
n
は
w
a
h
r
n
e
h
m
e
n
,
b
e
m
e
r
k
e
n
と
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
概
念
で
あ
り
、
②
純
粋
に
客
観
的
に
規
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
③
そ
の
概
念
の
主
観
化
に
は
反
対
す
べ
き
で
、
④
被
害
者
の
の
観
点
か
ら
規
定
さ
れ
る
べ
き
で
、
⑤
被
害
者
は
、
行
為

者
が
誰
か

(in
p
e
r
s
o
n
a
)

を
認
識
し
、
し
か
も
少
な
く
と
も
行
為
嫌
疑
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
⑥
事
実
的
な
「
人
に
関
連
し
た
認

知

(
p
e
r
s
o
n
b
e
z
o
g
e
n
e

W
 
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
)
」
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
⑦
判
例
の
よ
う
な
解
釈
は
、
単
な
る
拡
張
解
釈
で
は
な
く
、
許
さ
れ
な
い

類
推
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る

(A.
a. 
0.)
。

(
3
1
)
a
Jミ
K
o
茎
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
3
4
.
 

砂
）

J
a
k
o
b
s
,
 ~
 掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
3
3
 F
n
.
 6
0
.
 

品
）

J
a
k
o
b
s
,
 i

掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
3
3
.
 

(34) 
J
a
k
o
b
s
,
 前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
3
7
.
 

関
法
第
五
七
巻
六
号

（
最
判
昭
和
四
七
年
―
―
一
月
一
四
日
刑
集
二
六

九
〇

(
1
0
五
四
）



(50) 

(45) 

(40) 

(41) 

(42) 

(43) 

(44) 

(35) 
刑
法
に
お
け
る
類
推
禁
止
の
原
則

（下）

r
e
c
h
t
,
 
A
R
S
P
 7
6
 (
1
9
9
0
)
,
 5
1
6
-
5
4
3
.
 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
甲
斐
克
則
「
行
政
刑
法
に
お
け
る
過
失
犯
処
罰
と
明
文
の
要
否
口
法
益
保
護
と
行
為
主
義
・
罪
刑
法
定
主
義
・
責
任
主

義
の
衝
突
か
ら
調
和
へ
」
同
・
責
任
原
理
と
過
失
犯
論
(
―

1
0
0
五
年
）
所
収
を
参
照
。

(
4
5
)
a

松
宮
孝
明
・
刑
法
総
論
講
義
（
第
三
版
・
ニ

0
0
四
年
）
―
-
八
頁
。

(46) 
J
a
苓
宏
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
19. 

(47) 
J
a
k
o
b
s
,
 
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
20. 

(48) 
J
a
k
o
翌
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
2
1
. 

(
4
9
)松
生
光
正
「
構
成
要
件
の
解
釈
」
伊
藤
寧
•
松
生
光
正
•
川
口
浩
一

二
―
頁
。

J
a
k
o
茎
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
2
1
.
 

•
葛
原
力
三
・
刑
法
教
科
書
総
論

九
（上）

こ
こ
で

J
a
k
o
b
s

は

N
も
P
e
[
i
旦
R
e
c
h
t
s
n
o
r
m
u
n
d
 r
i
c
h
t
e
r
l
i
c
h
e
 E
n
t
s
c
h
e
i
d
u
n
g
s
f
r
e
i
h
e
i
t
,
 J
Z
 1
9
7
0
,
 2
4
1
 ff., 
2
4
5

を
引
用
し
て
い
る
。
同

所
で

N
i
p
p
e
l
i
u
s

は
「
法
の
静
か
な
変
遷
」

(stiller
W
a
n
d
 el)

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

J
a
k
o
笈
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
3
8
.
 

そ
れ
を
肯
定
す
る
判
例
と
し
て
B
G
H
S
t
.
5, 
1
2
5
 ff., 
1
2
7
f
f
 ,
 

こ
の
例
と
し
て
ド
イ
ツ
刑
法
二
四

0
条
に
お
け
る
暴
力

(36) 

(37)

否
定
す
る
判
例
と
し
て
B
G
H
S
t
.
7, 
1
1
2
 ff., 
1
1
7
.
 

(

3

8

)

(

G

e

w

a

l

t

)

の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
関
す
る
最
新
の
文
献
と
し
て

L
e
s
c
h
,

G
e
w
a
l
t
 a
l
s T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
s
m
e
r
k
m
a
l
 d
e
s
§
2
4
0
 S
t
G
B
,
 F
S
 fo
r
 J
 ak
o
b
s
,
 2
0
0
7
,
 S. 
3
2
7
 ff. 
~
$
昭
勺

(39) 
J
a
k
o
b
s

の
教
科
書
の
記
述
（
前
掲
書
（
注
1
7
)
4
¥
4
1

の
(
b
)

の
部
分
）
は
、
車
両
自
体
の
重
要
に
関
す
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
こ
こ
で
の

本
文
の
記
述
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
語
は
ド
イ
ツ
語
で
は
男
性
側
の
生
殖
能
力
の
み
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
山
中
•
前
掲
（
注

1
6
)―
二
頁
を
参
照
。

こ
れ
を
肯
定
す
る
判
例

(
B
G
H
S
t
 2
3
,
 
1
2
6
)

が
あ
る
。

R
oさ
i
n
前
掲
書
（
注
3
1
)
§
5
R
n
.
 3
9
 (
S
. 
156)・ 

Frister, S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 A
T
,
 2. 
A
u
f
l
.
 2
0
0
7
,
 4
 ¥
 27
 ff. 

V
e
l
t
e
n
 ¥
A
1
e
r
[
 ens, 
Z
u
r
 K
r
i
t
i
k
 
d
e
s
 
g
r
e
n
z
e
n
l
o
s
e
n
 
G
e
s
e
t
z
e
s
v
e
r
s
t
e
h
e
n
s
:
 
G
r
u
n
d
 u
n
d
 U
m
f
a
n
g
 d
e
r
 W
o
r
t
s
i
n
n
h
i
l
d
u
n
g
 
i
m
 S
t
r
a
f
'
 

（
補
訂
版
・

一
九
九
七
年
）

(
1
0
五
五
）



(51)

今
井
猛
嘉
「
飲
酒
運
転
対
策
と
し
て
の
罰
則
の
整
備
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
三

0
号
(
―

1
0
0
七
年
）
―
-
五
頁
以
下
参
照
。

（
翌
こ
の
問
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
北
川
佳
世
子
「
海
洋
生
物
資
源
の
保
護
と
罪
刑
法
定
主
義
？
水
産
動
植
物
の
『
採
捕
』
に
つ
い
て
」

大
学
校
五

0
周
年
記
念
論
文
集
（
二

0
0
二
年
）
一
三
頁
以
下
を
参
照
。

関
法
第
五
七
巻
六
号

九

(
1
0
五
六
）

海
上
保
安


