
　

タイトル 強制状態における行為(二)

著者 神元, 隆賢; KANMOTO, Takayoshi

引用 北海学園大学法学研究, 48(2): 303-320

発行日 2012-09-30



・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

論

説
・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為

㈡

神

元

隆

賢

学
説
の
状
況

以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
緊
急
避
難
な
い
し
期
待
可
能
性
不
存
在
の
要
件
を
満
た
せ
ば
、
違
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二

違
法
阻
却
説

三

責
任
阻
却
説
（
以
上
、
本
号
）

四

私
見

強
要
緊
急
避
難
の
諸
問
題

お
わ
り
に

目

次

は
じ
め
に

判
例
の
動
向
（
以
上
、
第
四
八
巻
第
一
号
）

学
説
の
状
況

一

非
行
為
説



法
性
な
い
し
責
任
が
阻
却
さ
れ
不
可
罰
と
な
り
う
る
と
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
際
に
不
可
罰
と
し
た
事
案
は
な
い
。
一
方
、

学
説
上
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
は
不
可
罰
と
な
り
う
る
と
の
立
場
が
支
配
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
不
可
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、

被
強
要
者
の
身
体
の
動
静
に
意
思
に
よ
る
支
配
可
能
性
な
い
し
有
意
性
が
な
い
か
ら
「
行
為
で
は
な
い
」
と
す
る
非
行
為
説
、
被
強
要
者

の
行
為
は
緊
急
避
難
に
該
当
し
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
違
法
阻
却
説
、
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
を
欠
く
か
ら
責
任
が
阻
却
さ
れ

る
と
す
る
責
任
阻
却
説
な
ど
が
対
立
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
説
は
、
と
く
に
、
被
害
者
が
被
強
要
者
に
対
し
て
反
撃
に
出
た
場
合
の
処
理
、
そ
し
て
被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し

た
背
後
の
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆
犯
や
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
。

一

非
行
為
説

非
行
為
説
は
、
反
射
運
動
、
絶
対
強
制
下
の
挙
動
の
よ
う
な
非
行
為
は
行
為
な
い
し
構
成
要
件
か
ら
排
除
さ
れ
る
と
の
前
提
に
立
ち
、

ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
文
書
を
偽
造
す
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
た
場
合
な
ど
は
、
そ
も
そ
も
行
為
性
が
否
定
さ
れ
処
罰
さ
れ
な
い
と

主
張

29
）

す
る
。

戦
前
の
学
説
で
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
被
強
要
者
の
身
体
の
動
静
は
す
べ
て
、
行
為
性
が
否
定
さ
れ
不
可
罰
と
な
る
と
の
主
張
が
見

ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
行
為
ハ
任
意
な
る
挙
動
タ
ル
ヲ
要
ス
。
任
意
ニ
非
サ
ル
挙
動
ハ
之
ヲ
目
シ
テ
行
為
ト
謂
フ
ヲ
得
ス
、
従
テ
機
械
的
、

生
理
的
又
ハ
心
理
的
ノ
強
制
ニ
因
ル
挙
動
ハ
行
為
ニ
ア
ラ
ス
。
例
ヘ
ハ
…
…
他
人
ノ
暴
力
強
制
若
ク
ハ
威
迫
ニ
基
ツ
ク
挙
動
ノ
如
キ
是

30
）

ナ
リ
」
な
ど
の
主
張
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
戦
後
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張
を
引
用
し
て
非
行
為
説
を
主
張
す
る
論
者
も
現
れ
た
。
メ
ツ

ガ
ー
は
、「
物
理
的
強
制
（vis absoluta

）」、
す
な
わ
ち
、
被
強
要
者
が
手
を
強
制
的
に
署
名
す
る
よ
う
に
誘
導
さ
れ
た
場
合
や
、
思
い

が
け
ず
他
者
に
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
ガ
ラ
ス
に
突
き
飛
ば
さ
れ
た
場
合
な
ど
は
、
被
強
要
者
の
身
体
の
動
静
に
行
為
性
が
な
い
た
め
、

論 説
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そ
の
動
静
に
よ
る
刑
法
的
帰
責
は
す
べ
て
強
制
者
に
向
け
ら
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、「
心
理
的
強
制
（vis com

pulsiva

）」、
す
な

わ
ち
、
被
強
要
者
が
従
順
に
な
る
ま
で
長
期
間
殴
ら
れ
続
け
て
特
定
の
犯
罪
行
為
を
促
さ
れ
、
犯
罪
行
為
に
出
た
場
合
な
ど
は
、
被
強
要

者
の
身
体
の
動
静
に
行
為
性
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
刑
法
的
な
検
討
の
機
会
が
与
え
ら
れ
、
ド
イ
ツ
刑
法
旧
第
五
二
条
に

よ
り
犯
罪
成
立
が
阻
却
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
強
制
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
が
成
立
す
る
の
か
が
決
定
さ
れ
る
と

31
）

し
た
。
青
柳
博
士
は
、

こ
の
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張
を
引
用
し
、
強
制
が
身
体
に
直
接
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
と
主
張
し
た
の
で

32
）

あ
る
。

以
上
の
非
行
為
説
を
前
提
と
す
る
と
、
被
害
者
が
被
強
要
者
に
対
し
て
反
撃
に
出
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。
本
説
に

よ
れ
ば
強
要
者
は
間
接
正
犯
と
な
る
か
ら
、
被
強
要
者
の
身
体
の
動
静
は
非
行
為
で
、
被
強
要
者
は
強
要
者
の
道
具
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
反
撃
は
、
道
具
自
体
へ
の
反
撃
と
同
様
に
解
さ
れ
る
。
Ａ
が
無
関
係
の
Ｂ
の
犬
を
け
し
か

け
て
Ｘ
を
襲
わ
せ
、
Ｘ
が
反
撃
し
て
Ｂ
の
犬
を
殺
害
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
犬
の
所
有
者
が
誰
で
あ
っ
て
も
、
Ａ
の
道
具
と
し

て
使
用
さ
れ
て
い
る
以
上
は
「
不
正
な
侵
害
」
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
行
為
は
Ｂ
の
犬
に
対
す
る
正
当
防
衛
に
該
当
す
る
と
解
し
て

33
）

い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
反
撃
は
、
正
当
防
衛
と
し
て
第
三
六
条
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
と

な
ろ
う
。

次
に
、
被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
な
る
か
。
非
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
強
要
者
が
被
強
要
者

に
強
要
し
て
犯
罪
行
為
を
な
さ
し
め
た
場
合
に
は
、
被
強
要
者
が
行
為
性
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
強
要
者
は
間
接
正
犯
、
被
強
要
者
は
不
可

罰
と
な
り
、
被
強
要
者
の
違
法
性
な
い
し
責
任
阻
却
を
論
じ
る
余
地
は
な
い
こ
と
に

34
）

な
る
。

も
っ
と
も
、
非
行
為
説
に
は
、
行
為
性
を
否
定
す
べ
き
身
体
の
動
静
の
範
囲
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
点
で
疑
問
が
あ
る
。
メ
ツ
ガ
ー

は
、「
物
理
的
強
制
」の
事
例
を
被
強
要
者
の
身
体
に
物
理
的
に
接
触
し
て
そ
の
身
体
の
動
静
を
強
制
す
る
も
の
に
限
定
し
、
そ
れ
以
外
は

「
心
理
的
強
制
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
旧
第
五
二
条
に
規
定
さ
れ
る
「
強
制
状
態
」
の
問
題
と
な
る
と
し
た
。
一
方
、
わ
が
国
で
戦
前
に
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見
ら
れ
た
非
行
為
説
は
、
身
体
の
動
静
が
「
物
理
的
強
制
」
と
「
心
理
的
強
制
」
の
い
ず
れ
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
性
は
否
定

さ
れ
る
と
解
し
て
い
た
。
他
方
、
青
柳
博
士
は
、
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張
を
引
用
す
る
も
の
の
、
強
制
が
身
体
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
れ
ば
行

為
性
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
の
み
で
、
必
ず
し
も
物
理
的
接
触
を
要
求
し
て
い
な
い
。
メ
ツ
ガ
ー
の
い
う
「
物
理
的
強
制
」
は
、
被
強
要

者
及
び
客
体
に
向
け
て
物
理
力
を
行
使
し
、
当
該
物
理
力
を
も
っ
て
被
強
要
者
の
行
為
性
を
失
わ
せ
、
被
強
要
者
の
身
体
を
介
し
て
客
体

に
物
理
力
を
及
ぼ
し
た
場
合
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
確
か
に
非
行
為
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
妥
当

性
が
あ
る
。
し
か
し
、
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
強
制
が
被
強
要
者
の
身
体
に
向
け
ら
れ
た
も
の
の
客
体
に
は
向
け
ら
れ
て
い
な
い

場
合
、
具
体
的
に
は
、
被
強
要
者
を
暴
行
し
、
被
強
要
者
自
身
の
身
体
の
動
静
に
よ
り
被
害
者
等
の
客
体
を
攻
撃
さ
せ
た
場
合
な
ど
は
、

お
そ
ら
く
は
「
心
理
的
強
制
」
に
分
類
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
、
青
柳
博
士
の
主
張
は
、「
物
理
的
強
制
」
の
範
囲
を
、
メ
ツ
ガ
ー
の
主
張

か
ら
大
幅
に
拡
大
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

35
）

れ
る
。

さ
ら
に
、
非
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
被
強
要
者
の
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
か
否
か
は
強
要
の
程
度
や
内
容
に
左
右
さ
れ
る
が
、
強
要
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
強
制
が
物
理
的
接
触
を
伴
わ
ず
、
あ
る
い
は
物
理
力
が
身
体
ま
た
は
客
体
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
被
強
要
者

が
「
や
む
を
得
な
い
」
状
況
に
追
い
込
ま
れ
犯
罪
行
為
に
出
た
、
メ
ツ
ガ
ー
の
い
う
「
心
理
的
強
制
」
に
当
た
る
事
例
を
ど
の
よ
う
に
処

理
す
べ
き
か
は
、
青
柳
博
士
の
見
解
に
よ
っ
て
も
不
明
で
あ
る
。
上
掲
の
判
例
と
く
に
過
剰
避
難
を
認
め
た
④
東
京
地
判
平
成
八
年
六
月

二
六
日
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
の
事
案
は
、
実
際
に
は
「
心
理
的
強
制
」
に
当
た
る
も
の
が
そ
の
多
く
を
占
め

て
い
る
。
被
強
要
者
が
強
要
者
に
腕
を
つ
か
ま
れ
た
う
え
で
、
強
要
者
に
腕
を
引
か
れ
て
被
害
者
の
首
を
絞
め
る
な
ど
の「
物
理
的
強
制
」

に
つ
い
て
は
、
行
為
の
選
択
が
不
能
で
あ
る
か
ら
行
為
性
の
喪
失
を
認
め
う
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
父
親
が
「
Ａ
を
殺
さ
な
け
れ
ば
お

前
の
娘
を
殺
す
」
と
脅
迫
さ
れ
、
強
要
者
の
命
ず
る
ま
ま
に
Ａ
を
殺
害
し
た
場
合
に
は
、
父
親
は
娘
の
生
命
を
犠
牲
に
し
て
Ａ
の
生
命
を

救
う
選
択
も
可
能
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
殺
害
に
つ
い
て
意
思
に
よ
る
支
配
可
能
性
が
完
全
に
失
わ
れ
た
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
あ

36
）

ろ
う
。
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「
心
理
的
強
制
」
に
つ
い
て
行
為
性
を
否
定
す
る
に
は
、「
物
理
的
強
制
」
と
同
程
度
に
、
意
思
に
よ
る
支
配
可
能
性
が
失
わ
れ
た
と
解
し

う
る
事
情
が
必
要
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
性
を
失
わ
な
い
「
心
理
的
強
制
」
の
場
合
に
は
、
被
強
要
者
の
行
為
に
つ
い
て
刑
法
的
な
検
討
の
機
会

が
与
え
ら
れ
る
一
方
、
強
要
者
の
罪
責
は
教
唆
犯
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
被
強
要
者
の
行
為
に
つ
い
て
違
法
阻
却
を
認

め
う
る
な
ら
ば
、
被
強
要
者
の
規
範
的
障
害
が
発
生
し
て
い
な
い
と
解
し
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
を
認
め
る
余
地
も
あ

37
）

ろ
う
。
あ

る
い
は
被
強
要
者
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
強
要
者
に
つ
い
て
は
、
教
唆
犯
な
い
し
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と

も
で
き
よ
う
。

以
上
か
ら
、
非
行
為
説
は
「
物
理
的
強
制
」
に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
も
の
の
、
被
強
要
者
の
行
為
性
の
有
無
の
み
で
強
制
状
態
に
お
け

る
行
為
を
処
理
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。「
心
理
的
強
制
」に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
行
為
性
を
す
べ
て
否
定
す
る
の
で
は

な
く
、
さ
ら
に
緊
急
避
難
の
成
否
、
期
待
可
能
性
の
存
否
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考

38
）

え
る
。

二

違
法
阻
却
説

一
）
一
般
的
違
法
阻
却
説

違
法
阻
却
説
の
論
者
の
多
く
は
、
例
え
ば
「
や
ら
な
け
れ
ば
お
前
を
殺
す
」
と
脅
迫
さ
れ
て
第
三
者
を
殺
傷
し
た
場
合
に
は
、
形
式
的

に
は
、
強
要
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
現
在
の
危
難
に
対
し
、
被
強
要
者
が
自
己
の
生
命
を
保
全
法
益
と
す
る
避
難
行
為
に
出
た
も
の
と

解
し
う
る
か
ら
、
緊
急
避
難
の
要
件
、
す
な
わ
ち
、
現
在
の
危
難
、
法
益
権
衡
性
、
補
充
性
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
緊

急
避
難
の
成
立
を
認
め
、
第
三
七
条
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
近
年
、
違
法
阻
却
説
の
内
部

に
お
い
て
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
可
罰
的
違
法
阻
却
と
解
す
べ
き
と
す
る
主
張
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
対
し
緊
急
避
難
を
正
当
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化
事
由
と
解
す
る
従
来
の
違
法
阻
却
説
を
、
便
宜
上
、
こ
こ
で
は
一
般
的
違
法
阻
却
説
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

わ
が
国
で
は
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
一
般
的
違
法
阻
却
説
が
有
力
で
あ
り
、
従
っ
て
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
を
緊
急

避
難
に
該
当
し
う
る
と
す
る
論
者
の
多
く
は
本
説
の
立
場
を

39
）

採
る
。
こ
れ
に
対
し
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
責
任
阻
却
説
あ
る

い
は
二
分
説
を
採
っ
た
う
え
で
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
肯
定
す
る
論
者
は
、
第
三
七
条
に
よ
り
違
法
性

で
は
な
く
責
任
の
阻
却
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
。

一
般
的
違
法
阻
却
説
を
前
提
と
す
る
と
、
被
害
者
が
被
強
要
者
に
対
し
て
反
撃
に
出
た
場
合
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
。
本
説

に
よ
れ
ば
、
被
強
要
者
の
強
要
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
法
益
を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
被
害
者
に
つ
き
、
被
強
要
者
の
適
法
行
為
に
対
す

る
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
る
。

通
説
は
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
避
難
行
為
者
に
対
す
る
被
害
者
の
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
緊
急

避
難
の
法
的
性
質
に
つ
き
責
任
阻
却
説
な
い
し
二
分
説
を
採
っ
た
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
甲
が
自
己
の
身
体
の
危
難
を
避
け
る
た
め
乙
の
身

体
に
害
を
加
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
乙
は
正
当
防
衛
と
し
て
甲
を
殺
し
て
も
よ
い
と
い
う
不
都
合
な
結
論
に
な
る
か
ら
、
緊
急
避
難
を
一

般
的
違
法
阻
却
事
由
と
解
す
る
以
上
は
、
被
害
者
は
避
難
行
為
者
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
な
し
え
ず
、
た
だ
緊
急
避
難
の
み
が
許
容
さ
れ

る
と

40
）

す
る
。
こ
れ
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
Ｘ
が
Ａ
か
ら
「
銀
行
強
盗
を
し
な
け
れ
ば
お
前
の
娘
を
殺
す
」
等
と
脅
迫
さ
れ
、
Ｘ
が
銀
行

強
盗
に
入
っ
た
場
合
に
つ
い
て
も
、
銀
行
側
は
Ａ
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
に
よ
る
対
抗
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、
Ｘ
に
対
し
て
は
緊
急
避

難
に
よ
る
対
抗
の
み
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な

41
）

ろ
う
。
も
っ
と
も
、
被
害
者
が
正
当
防
衛
と
誤
信
し
て
被
強
要
者
に
対
抗
し
、
緊
急
避
難
の

法
益
権
衡
性
や
補
充
性
を
欠
い
て
い
た
場
合
に
は
、
過
剰
避
難
の
成
立
を
認
め
れ
ば
良
い
と
す
る
主
張
も

42
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
強
制
状

態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
立
に
否
定
的
な
論
者
は
、「
銀
行
側
は
、
こ
の
強
盗
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
も
現
行
犯
逮
捕

も
で
き
な
い
こ
と
に
な
り
、
頭
の
よ
い
犯
罪
者
は
自
ら
手
を
下
さ
ず
に
強
要
行
為
を
通
じ
て
大
金
を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
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で
は
、
か
え
っ
て
強
要
行
為
を
助
長
す
る
こ
と
に
な
り
、
強
要
の
被
害
者
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
な
ど
と
批
判

43
）

す
る
。

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
か
。
現
在
の
通
説
で
あ
る
制
限
従
属
性
説
は
、
共
犯
が
成
立
す

る
に
は
、
正
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
及
び
違
法
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
従
っ
て
、
一
般
的
違
法
阻
却
説
に
よ
り
、

被
強
要
者
に
つ
い
て
緊
急
避
難
に
よ
る
正
当
化
を
認
め
た
な
ら
ば
、
背
後
の
強
要
者
に
つ
い
て
は
、
適
法
な
者
へ
の
関
与
で
あ
る
か
ら
、

制
限
従
属
性
説
に
よ
り
教
唆
犯
の
罪
責
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

44
）

な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
確
か
に
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆

犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、「
Ａ
が
Ｂ
を
支
配
・
利
用
し
、
Ｂ
は
幼
年
者
で
あ
る
と
か
精
神
障
害
者
で
あ
っ
て
Ａ
の
意
の

ま
ま
に
な
る
と
か
、
Ｂ
は
Ａ
の
絶
対
的
強
制
下
に
あ
っ
て
道
具
と
し
て
支
配
・
利
用
さ
れ
て
い
る
」
と
の
関
係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
間
接

正
犯
の
成
立
を
認
め
う
る
と
す
る
主
張
が

45
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
・
通
説
は
、
利
用
さ
れ
て
適
法
行
為
に
出
た
者
の
道
具
性
を
比
較
的

広
く
認
め
て

46
）

い
る
。
被
強
要
者
が
幼
年
者
や
精
神
障
害
者
で
あ
っ
た
り
絶
対
的
強
制
下
に
あ
る
と
ま
で
言
え
な
く
と
も
、
被
強
要
者
の
避

難
行
為
が
適
法
と
言
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
強
要
者
は
構
成
要
件
的
結
果
の
惹
起
を
支
配
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
、
強
要
者
に
つ
い
て
間

接
正
犯
の
成
立
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ

47
）

れ
る
。

以
上
の
一
般
的
違
法
阻
却
説
に
対
し
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
む
し
ろ
可
罰
的
違
法
阻
却
と
解
す
べ
き
と
す
る
学
説
は
、
内
部
に
お

い
て
、
緊
急
避
難
に
つ
い
て
可
罰
的
違
法
阻
却
に
加
え
て
一
般
的
違
法
阻
却
の
余
地
を
も
認
め
る
か
を
巡
っ
て
対
立
が
あ
る
。

二
）
違
法
阻
却
内
部
の
二
分
説

違
法
阻
却
内
部
の
二
分
説
は
、緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
は
一
般
的
違
法
阻
却
と
可
罰
的
違
法
阻
却
の
二
つ
の
性
質
を
持
つ
と
す
る
。

す
な
わ
ち
本
説
は
、
民
法
と
刑
法
の
そ
れ
ぞ
れ
の
緊
急
避
難
の
成
立
範
囲
の
重
な
り
合
う
場
合
は
正
当
化
さ
れ
る
一
般
的
違
法
阻
却
と
解

す
べ
き
で
、
こ
れ
に
対
し
刑
法
の
緊
急
避
難
の
み
が
成
立
す
る
場
合
は
可
罰
的
違
法
阻
却
と
解
す
べ
き
と
す
る
の
で
あ
る
。
民
法
第
七
二
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〇
条
第
一
項
は
、「
他
人
の
不
法
行
為
に
対
し
、
自
己
又
は
第
三
者
の
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る
利
益
を
防
衛
す
る
た
め
、
や
む
を
得

ず
加
害
行
為
を
し
た
者
は
」、
他
人
に
対
す
る
反
撃
の
み
な
ら
ず
無
関
係
の
者
の
権
利
を
侵
害
し
た
場
合
で
あ
っ

48
）

て
も
、
民
法
上
の
正
当
防

衛
と
し
て
「
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
規
定
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
但
書
は
、
損
害
を
転
嫁
さ
れ
た
「
被
害
者
か
ら
不
法
行
為

を
し
た
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
の
請
求
を
妨
げ
な
い
」と
規
定
す
る
。
さ
ら
に
同
条
第
二
項
は
、「
他
人
の
物
か
ら
生
じ
た
急
迫
の
危
難
を

避
け
る
た
め
そ
の
物
を
損
傷
し
た
場
合
」
す
な
わ
ち
対
物
防
衛
の
場
合
に
つ
い
て
、
民
法
上
の
緊
急
避
難
と
し
て
「
損
害
賠
償
の
責
任
を

負
わ
な
い
」
と
す
る
第
一
項
を
準
用
す
る
。
し
か
し
、
危
難
の
原
因
と
な
っ
た
「
他
人
の
物
」
以
外
の
物
や
第
三
者
に
損
害
を
与
え
た
場

合
は
、
刑
法
上
は
第
三
七
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
す
限
り
は
緊
急
避
難
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
も
の
の
、
民
法
上
は
緊
急
避
難

と
な
ら
ず
損
害
賠
償
の
責
任
を
生
じ
る
こ
と
と

49
）

な
る
。
従
っ
て
、
危
難
が
他
人
の
不
法
行
為
に
由
来
す
る
場
合
に
は
、
他
人
に
対
す
る
反

撃
で
あ
れ
ば
民
法
上
及
び
刑
法
上
は
正
当
防
衛
と
な
り
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
、
無
関
係
の
者
へ
の
転
嫁
で
あ
れ
ば
民
法
上
及
び
刑

法
上
は
緊
急
避
難
と
な
り
や
は
り
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
対
物
防
衛
の
場
合
に
は
、
民
法
上
及
び
刑
法
上
は
緊
急
避
難
と
な
り

一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。
し
か
し
、
危
難
が
物
に
由
来
し
、
第
三
者
に
損
害
を
転
嫁
し
た
場
合
に
は
、
民
法
上
は
緊
急
避
難
と
な

ら
な
い
が
刑
法
上
は
緊
急
避
難
と
な
る
か
ら
、
刑
法
上
は
可
罰
的
違
法
阻
却
と
解
す
べ
き
と
す
る
。
そ
し
て
危
難
が
他
人
の
適
法
行
為
に

由
来
す
る
場
合
に
も
、
や
は
り
民
法
上
は
緊
急
避
難
と
な
ら
な
い
が
刑
法
上
は
緊
急
避
難
と
な
る
か
ら
、
刑
法
上
は
可
罰
的
違
法
阻
却
と

解
す
べ
き
と

50
）

す
る
。

本
説
に
よ
れ
ば
、
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
緊
急
避
難
、
す
な
わ
ち
、
物
に
由
来
し
第
三
者
に
損
害
を
転
嫁
す
る
緊
急
避
難
、
及

び
他
人
の
適
法
行
為
に
由
来
す
る
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
は
正
当
防
衛
を
も
っ
て
対
抗
し
う
る
こ
と
に

51
）

な
る
。
も
っ
と
も
、
強

制
状
態
に
お
け
る
行
為
は
、危
難
が
他
人
す
な
わ
ち
強
要
者
の
不
法
行
為
に
由
来
し
そ
れ
が
無
関
係
の
被
害
者
へ
転
嫁
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

被
強
要
者
に
つ
い
て
は
民
法
上
の
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
成
立
す
る
刑
法
上
の
緊
急
避
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難
は
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
正
当
化
事
由
で
あ
り
、
従
っ
て
被
強
要
者
に
対
す
る
被
害
者
の
正
当
防
衛
は
許
容
さ
れ
ず
、
緊
急
避

難
の
み
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
強
要
緊
急
避
難
に
限
っ
て
い
え
ば
、
違
法
阻
却
内
部
の
二
分
説
の
結
論
は
、
従

来
の
一
般
的
違
法
阻
却
説
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
か
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
被
強
要
者
に
つ
い
て
民
法
上
の
正
当
防

衛
が
成
立
し
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
強
要
者
は
適
法
行
為
者
に
関
与
し
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
制
限
従
属
性
説
を

前
提
と
す
れ
ば
、
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
罪
責
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
被
強
要
者
が
適

法
で
あ
る
が
故
に
規
範
的
障
害
を
生
じ
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
但
書
は
、
不
法
行
為
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
に
よ
り
損
害
を
被
っ
た
第
三
者
に
よ
る
不
法
行
為
者
へ
の
損
害
賠

償
を
認
め
る
が
、
こ
れ
は
、
無
責
の
中
間
者
を
い
わ
ば
道
具
に
使
っ
て
の
不
法
行
為
と
解
さ
れ
る
が
故
で

52
）

あ
る
。
従
っ
て
、
刑
法
上
も
、

被
強
要
者
を
道
具
と
み
な
し
て
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
。

三
）
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説

可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
は
す
べ
て
可
罰
的
違
法
阻
却
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
本
説
は
、
危
難

が
物
と
他
人
の
不
法
行
為
の
い
ず
れ
に
由
来
し
よ
う
と
も
、
損
害
を
転
嫁
さ
れ
た
被
害
者
か
ら
す
れ
ば
一
方
的
に
法
益
を
侵
害
さ
れ
る
点

で
変
わ
り
は
な
く
、
い
ず
れ
も
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
う
え
で
、
刑
法
第
三
七
条
第
一
項
の
要
件
を
満
た
し
緊
急
性
・
補

充
性
を
肯
定
し
う
る
刑
法
上
の
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
場
合
に
は
、
社
会
侵
害
性
が
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
常
に
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却

さ
れ
る
と
主
張
す
る
の
で

53
）

あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
強
要
緊
急
避
難
に
よ
る
行
為
は
す
べ
て
、
刑
法
上
は
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

が
、
一
般
的
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
な
い
か
ら
、
被
強
要
者
に
対
す
る
被
害
者
の
正
当
防
衛
は
常
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な

54
）

ろ
う
。
も
っ
と

北研48(2・ )75 311

強制状態における行為 ㈡



も
、
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
に
立
っ
て
も
、
保
全
法
益
が
著
し
く
大
き
い
緊
急
避
難
行
為
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
の
相
当
性
要
件
が
充

足
さ
れ
ず
、
結
局
、
後
述
す
る
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
同
様
、
正
当
防
衛
は
否
定
さ
れ
る
と
の
指
摘
も

55
）

あ
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
危
難
が
他
人
の
不
法
行
為
に
由
来
し
そ
れ
を
避
難
行
為
者
が
無
関
係
の
者
へ
転
嫁
す
る
強
要
緊
急
避
難
の
事
例
に

つ
い
て
、
民
法
上
は
第
七
二
〇
条
第
二
項
に
よ
り
明
確
に
正
当
化
さ
れ
る
の
に
、
刑
法
上
は
何
故
、
一
般
的
違
法
性
が
残
存
す
る
と
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
の
批
判
が

56
）

あ
る
。
民
法
と
刑
法
の
違
法
性
概
念
を
統
一
し
た
う
え
で
刑
法
の
謙
抑
性
を
考
慮
し
、
民
法
や
労
働
法

上
適
法
な
ら
ば
刑
法
上
も
適
法
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
民
法
や
労
働
法
上
違
法
で
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
、
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
こ
と
は
あ
る
と
す
る
、
い
わ
ゆ
る
や
わ
ら
か
な
違
法
一

57
）

元
論
に
よ
れ
ば
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
を
適
用
で
き
な
い
が
刑
法
第
三

七
条
第
一
項
を
適
用
で
き
る
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
違
法
阻
却
で
は
な
く
可
罰
的
違
法
阻
却
と
解
さ
れ
る
こ
と
と

58
）

な
る
。
し
か

し
、
強
要
緊
急
避
難
で
は
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
が
適
用
さ
れ
民
法
上
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
、
刑
法
上
も
ま
た
、
可
罰
的
違

法
阻
却
で
は
な
く
一
般
的
違
法
阻
却
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
か
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
強
要
者
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
違
法
性

が
残
存
す
る
被
強
要
者
へ
の
関
与
者
と
し
て
、
教
唆
犯
の
罪
責
を
問
う
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
被
強
要
者
に
一
般
的
違
法
性

が
残
存
す
る
以
上
は
、
被
強
要
者
に
つ
い
て
規
範
的
障
害
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
強
要
者
に
つ

い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
と
な
っ
て
し
ま
う
。

四
）
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説

可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
は
、
緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
は
原
則
と
し
て
可
罰
的
違
法
阻
却
で
あ
る
が
、
保
全
法
益
の
優
越

が
著
し
い
場
合
に
は
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と

59
）

す
る
。
す
な
わ
ち
本
説
は
、
保
全
法
益
の
優
越
が
著
し
い
場
合
の
避
難
行
為
に
つ
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い
て
、
優
越
的
利
益
の
原
則
に
よ
る
正
当
化
を
認
め
る
一
般
的
違
法
阻
却
説
の
主
張
を
、「
衝
突
す
る
利
益
、
特
に
関
係
す
る
法
益
と
そ
れ

に
差
し
迫
っ
た
危
険
の
程
度
を
衡
量
し
、
保
全
し
よ
う
と
し
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
法
益
に
本
質
的
に
優
越
す
る
場
合
に
、
違
法
性
が
阻

却
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
「
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
避
難
」
に
関
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
を
参
照
し
て
肯
定
す
る
一
方
、
保
全
法
益
の

優
越
が
著
し
い
と
は
言
え
な
い
場
合
の
避
難
行
為
に
つ
い
て
は
、「
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
「
免
責
さ
れ
る
緊
急
避
難
」
に
関

す
る
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
五
条
に
倣
い
正
当
化
は
放
棄
す
る
も
の
の
、
犯
罪
成
立
阻
却
の
根
拠
を
責
任
阻
却
で
は
な
く
可
罰
的
違
法
阻
却
に

求
め
た
見
解
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
強
要
緊
急
避
難
で
は
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
が
適
用
さ
れ
民
法
上
の
違
法

性
が
阻
却
さ
れ
る
が
、
刑
法
上
は
避
難
行
為
者
の
保
全
法
益
が
著
し
く
優
越
す
る
か
否
か
に
よ
り
一
般
的
違
法
性
と
可
罰
的
違
法
性
の
い

ず
れ
が
阻
却
さ
れ
る
の
か
が
変
化
し
、
従
っ
て
被
害
者
は
、
被
強
要
者
に
対
し
て
は
、
保
全
法
益
が
著
し
く
優
越
す
る
場
合
に
は
緊
急
避

難
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
正
当
防
衛
に
よ
り
対
抗
し
う
る
こ
と
に
な
る
。
保
全
法
益
が
著
し
く
優
越
し
な
い
場
合
は
、
刑
法
上
は
一
般

的
違
法
性
が
残
存
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
民
法
上
の
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
本
説
の
論
者
は
、
民
法
上
も
違
法
だ

が
免
責
さ
れ
る
と
考
え
る
余
地
が
あ
る
か
ら
、
必
ず
し
も
違
法
の
統
一
性
を
破
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
主
張

60
）

す
る
。

本
説
に
対
し
て
は
、
わ
が
国
は
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
の
よ
う
な
明
文
規
定
を
持
た
な
い
か
ら
、
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
避
難
を
敢
え
て

認
め
る
必
要
は
な
い
と
の
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
か
ら
の
批
判
が

61
）

あ
る
。
本
説
に
限
ら
ず
、
二
分
説
の
論
者
の
多
く
は
、
保
全
法
益
が

著
し
く
優
越
す
る
場
合
と
優
越
し
な
い
場
合
と
で
犯
罪
成
立
阻
却
の
根
拠
が
異
な
る
こ
と
を
肯
定
し
て

62
）

お
り
、
こ
の
こ
と
は
、「
保
全
し
よ

う
と
し
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
法
益
に
本
質
的
に
優
越
す
る
場
合
に
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
」
と
規
定
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
第
三
四
条
の

解
釈
が
、
わ
が
国
の
緊
急
避
難
の
解
釈
に
大
き
く
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
わ
が
国
の
刑
法

第
三
七
条
第
一
項
は
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
害
が
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
超
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
り
、
罰
し
な
い
」と
規
定

す
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
保
全
法
益
が
「
著
し
く
」
優
越
す
る
か
否
か
で
異
な
っ
た
法
的
効
果
を
導
く
見
解
は
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
の

北研48(2・ )77 313

強制状態における行為 ㈡



刑
法
典
に
お
い
て
は
合
理
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
か
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
被
強
要
者
の
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に

著
し
く
優
越
す
る
か
で
結
論
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
著
し
く
優
越
す
る
場
合
に
は
、
被
強
要
者
の
行
為
は
適

法
行
為
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
強
要
者
の
教
唆
犯
は
成
立
せ
ず
、
さ
ら
に
本
説
の
論
者
は
適
法
行
為
者
に
対
す
る
間
接
正
犯
に
否

定
的
で
あ
る
か
ら
、
結
局
は
強
要
罪
の
み
が
成
立
す
る
。
一
方
、
保
全
法
益
が
著
し
く
優
越
し
な
い
場
合
に
は
、
一
般
的
違
法
性
が
残
存

す
る
被
強
要
者
へ
の
関
与
者
で
あ
る
強
要
者
に
つ
い
て
、
強
要
罪
に
加
え
て
教
唆
犯
の
罪
責
を
問
う
こ
と
が
可
能
と
な

63
）

る
が
、
被
強
要
者

に
は
一
般
的
違
法
性
が
残
存
す
る
か
ら
、
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
と
同
様
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
困

難
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
本
説
の
論
者
は
、
そ
も
そ
も
強
要
者
を
間
接
正
犯
と
す
る
構
成
は
、
正
犯
性
の
基
準
が
不
明
瞭
で
、
自
手
犯
、

身
分
犯
の
処
理
に
支
障
を
来
す
か
ら
、
被
強
要
者
に
行
為
性
が
あ
る
限
り
は
間
接
正
犯
の
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
し
て

64
）

い
る
。

も
っ
と
も
、
本
説
の
結
論
に
は
疑
問
も
あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
強
要
者
が
被
強
要
者
の
生
命
に
対
す
る
危
難
を
生
じ
さ
せ
て
被
害
者
を

負
傷
さ
せ
た
場
合
に
は
、
保
全
法
益
が
著
し
く
優
越
す
る
こ
と
か
ら
強
要
者
は
強
要
罪
の
罪
責
に
問
わ
れ
、
被
強
要
者
の
身
体
に
対
す
る

危
難
を
生
じ
さ
せ
て
被
害
者
を
負
傷
さ
せ
た
場
合
に
は
、
強
要
罪
よ
り
重
い
傷
害
罪
の
教
唆
犯
の
罪
責
に
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
、
侵
害
法
益
が
比
較
的
小
さ
い
法
益
で
あ
る
場
合
に
は
、
強
要
者
は
生
命
な
ど
の
よ
り
大
き
な
法
益
に
対
す
る
危
難
を
生
じ
さ
せ
る

こ
と
で
、
そ
の
罪
責
を
軽
く
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
般
的
違
法
阻
却
説
や
違
法
阻
却
内
部
の

二
元
説
で
は
、
強
要
者
に
つ
い
て
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
る
か
ら
、
右
の
よ
う
な
不
均
衡
は
生
じ
な
い
。
上
述
し
た
よ

う
に
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
但
書
は
、
被
害
者
か
ら
強
要
者
へ
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
、
無
責
の
中
間
者
を
い
わ
ば
道
具
に
使
っ
て

の
不
法
行
為
と
解
す
る
が
故
に
肯
定
し
て
い
る
が
、
刑
法
上
も
同
様
に
、
道
具
性
を
肯
定
す
る
余
地
を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
但
書
に
よ
る
損
害
賠
償
額
は
保
全
法
益
で
は
な
く
侵
害
法
益
に
基
づ
い
て
算
定
さ
れ
る
か
ら
、
保
全
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法
益
の
大
小
は
、
少
な
く
と
も
被
害
者
と
の
関
係
で
は
強
要
者
の
民
法
上
の
違
法
性
の
大
小
に
は
関
わ
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
被
強
要
者

と
の
関
係
で
は
、
大
き
な
法
益
に
対
す
る
危
難
を
生
じ
さ
せ
た
強
要
者
の
民
法
上
の
違
法
性
は
当
然
に
大
と
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
強
要

者
が
被
強
要
者
に
対
し
生
命
に
対
す
る
危
難
を
生
じ
さ
せ
て
被
害
者
の
身
体
法
益
を
侵
害
さ
せ
た
場
合
に
は
、
刑
法
上
は
強
要
罪
に
と
ど

ま
る
の
に
対
し
、
被
強
要
者
に
対
し
身
体
に
対
す
る
危
難
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
民
法
上
の
違
法
性
は
被
強
要
者
に
対
す
る
関
係
で

小
さ
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
上
は
強
要
罪
と
教
唆
犯
が
成
立
し
重
く
処
罰
さ
れ
る
不
均
衡
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
民
法
と
刑
法
の

違
法
性
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
差
異
を
生
じ
る
根
拠
を
見
い
だ
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

三

責
任
阻
却
説

責
任
阻
却
説
は
、
違
法
阻
却
説
を
批
判
し
た
う
え
で
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
期
待
可
能
性
を
欠
く
こ
と
に
よ
る
責

任
阻
却
が
認
め
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。
こ
の
立
場
の
論
者
は
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
責
任
阻
却
説
あ
る
い
は
二
分
説

を
採
っ
た
う
え
で
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
も

65
）

の
と
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
立
自
体
を
否
定
な
い
し
格

別
肯
定
せ
ず
に
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
を
認
め
る
も
の
と
に
分
か

66
）

れ
る
。
上
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、「
保

全
し
よ
う
と
し
た
法
益
が
侵
害
さ
れ
る
法
益
に
本
質
的
に
優
越
す
る
場
合
に
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
」
と
す
る
「
正
当
化
さ
れ
る
緊
急

避
難
」
に
関
す
る
第
三
四
条
と
、「
免
責
さ
れ
る
緊
急
避
難
」
に
関
す
る
第
三
五
条
の
二
つ
の
緊
急
避
難
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
わ
が
国

の
責
任
阻
却
説
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
あ
れ
ば
第
三
四
条
で
は
な
く
第
三
五
条
が
適
用
さ
れ
る
と
す

る
立
場
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

責
任
阻
却
説
の
論
者
の
多
く
は
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
に
は
危
険
を
甘
受
す
る
義
務
が
な
く
、
被
強
要
者

に
対
す
る
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
強
要
緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
を
否
定
す
る
。
強
要
者
自
身
が
犯
罪
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行
為
に
出
た
の
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
は
当
然
に
正
当
防
衛
行
為
に
出
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
。
し
か
し
、
強
要
者
が
被
強
要
者
を
用
い
て

犯
罪
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
場
合
に
、
こ
の
よ
う
な
事
情
で
被
害
者
の
法
的
地
位
が
崩
さ
れ
る
の
は
不
合
理
だ
と
い
う
の
で

67
）

あ
る
。

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
の
罪
責
は
ど
う
か
。

メ
ツ
ガ
ー
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
旧
第
五
二
条
が
適
用
さ
れ
る
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、「
と
う
て
い
適
法
と
は
い
え
な
い
こ
れ

ら
の
行
為
は
、
責
任
阻
却
事
由
に
該
当
す
る
が
故
に
責
任
を
欠
く
。
こ
れ
を
疑
う
余
地
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
暴
行
や
脅
迫
は
違
法
で
あ

り
、
外
部
に
向
け
ら
れ
た
客
観
的
違
法
性
も
軽
減
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
に
強
要
者
は
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
の
で

68
）

あ
る
」
と
し
、

違
法
阻
却
説
に
つ
い
て
は
「
こ
の
見
解
は
、
も
は
や
説
得
力
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
強
要
者
は
共
犯
と
し
て
も
間
接
正
犯

と
し
て
も
処
罰
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
（
と
い
う
の
は
、
強
要
者
が
実
行
さ
せ
た
こ
と
は
ま
さ
に
「
適
法
」
だ
か
ら
で

69
）

あ
る
）。」
と
批

判
し
て
い
る
。
違
法
阻
却
説
に
よ
れ
ば
被
強
要
者
は
適
法
行
為
者
と
な
る
か
ら
、
適
法
行
為
を
実
行
さ
せ
た
強
要
者
は
、
制
限
従
属
性
説

を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
共
犯
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
間
接
正
犯
と
し
て
も
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
、
強
要
者
の

違
法
が
、
や
は
り
違
法
と
な
る
が
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
被
強
要
者
を
介
し
て
外
部
に
向
け
ら
れ
た
と
解
す
る
こ
と
で
強
要
者
を
共
犯
や
間

接
正
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
、
責
任
阻
却
説
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
メ
ツ
ガ
ー
は
上
記
の
よ
う
に
、
当
初
は
適

法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
成
立
を
否
定
し
て
い
た
も
の
の
、
後
に
肯
定
に
転
じ
て

70
）

い
る
。

わ
が
国
で
も
、
メ
ツ
ガ
ー
の
見
解
を
引
用
し
た
う
え
で
、
官
憲
を
欺

し
て
無
実
の
者
を
真
犯
人
と
誤
信
さ
せ
、
こ
れ
を
捕
ら
え
さ
せ

た
場
合
、
背
後
者
に
は
逮
捕
、
監
禁
に
つ
き
適
法
行
為
利
用
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
し
、「
直
接
行
為
者
の
可
罰
性
の
判
断
に
際
し
て

は
、
事
前
判
断
に
よ
っ
て
そ
の
違
法
性
を
否
定
す
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
背
後
者
と
の
関
係
に
お
い
て
同
じ
行
為
に
事
後
的
違
法
の
観
点
を

導
入
す
る
の
は
、
一
貫
性
に
欠
け
よ
う
。
そ
れ
故
、
背
後
者
が
間
接
正
犯
で
あ
る
場
合
に
は
、
違
法
阻
却
説
に
よ
っ
て
も
そ
の
可
罰
性
を

肯
定
し
得
る
こ
と
に
な
り
、
メ
ツ
ガ
ー
の
所
説
を
責
任
阻
却
説
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き

71
）

な
い
」
も
の
の
、
適
法
行
為
の
教
唆
犯
は
、
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制
限
従
属
性
説
の
も
と
で
は
違
法
阻
却
説
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、「
背
後
者
が
教
唆
犯
で
し
か
あ
り
得
な
い
場
合
、

そ
の
可
罰
性
は
責
任
阻
却
説
に
よ
っ
て
の
み
導
き
得
る
」
と
の
主
張
が

72
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
年
主
張
さ
れ
て
い
る
上
述
の
可
罰
的
違
法

阻
却
一
元
説
、
あ
る
い
は
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
に
よ
っ
て
も
、
強
要
者
を
教
唆
犯
と
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
方
、
責

任
阻
却
説
（
及
び
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
、
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
）
に
よ
る
な
ら
ば
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成

立
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
と
な

73
）

ろ
う
。
メ
ツ
ガ
ー
自
身
が
改
説
し
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
現
在
の
判
例
・
通
説
は
適
法
行
為
を
利
用
し
た

間
接
正
犯
を
肯
定
し
て
い

74
）

る
が
、
被
強
要
者
の
避
難
行
為
を
違
法
と
解
す
る
な
ら
ば
、
被
強
要
者
に
は
規
範
的
障
害
が
発
生
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。

注29
）

青
柳
文
雄
『
刑
法
通
論

総
論
』（
一
九
六
五
年
）
六
八
、
七
六
頁
、
船
山
泰
範
『
刑
法
学
講
話
〔
総
論
〕』（
二
〇
一
〇
年
）
八
五
頁
。

30
）

山
岡
萬
之
助
『
刑
法
原
理
』（
訂
正
増
補
第
一
五
版
・
一
九
二
三
年
）
一
二
六
頁
。

31
）

E
d
m
u
n
d M
ezg
er,S

tra
frech

t I,A
llg
em
ein
er T

eil,8.,n
eu
b
ea
rb
eitete A

u
fl.(1958),

R
d
N
.23;M

ezg
er /H

erm
a
n
n B
lei,S

tra
frech

t
 

I,
A
llg
em
ein
er T

eil,
13.,
n
eu
b
ea
rb
eitete A

u
fl.
(1968),

R
d
N
.
24.

32
）

青
柳
・
前
掲
書
七
七
頁
注
二
。

33
）

平
野
・
前
掲
書
二
三
一
頁
。

34
）

橋
田
久
「
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
的
性
質
（
一
）」
法
学
論
叢
一
三
一
巻
一
号
（
一
九
九
二
年
）
一
〇
〇
頁
参
照
。

35
）

な
お
、
橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
九
五
頁
注
八
。

36
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
九
一
頁
。

37
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
一
〇
〇
頁
は
、
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
規
範
的
に
は
や
は
り
同
様
に
、
被
強
要
者
は
背
後
者
の
意
の
儘
に

操
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

38
）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』（
第
四
版
・
二
〇
〇
八
年
）
四
七
六
頁
、
木
村
・
前
掲
書
三
三
〇
頁
注
二
。
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39
）

山
口
・
総
論
一
四
一
頁
、
林
・
総
論
二
一
〇
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
二
九
九
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
二
九
六
頁
、
伊
東
研
祐
『
刑
法
講
義
総
論
』（
二
〇
一
〇
年
）

二
〇
七
頁
、
奥
村
正
雄
「
強
要
に
よ
る
緊
急
避
難
」
清
和
法
学
研
究
第
六
巻
二
号
（
一
九
九
九
年
）
一
七
一
、
一
七
四
頁
、
大
沼
・
前
掲
論
文
一
一
六
頁
、

浅
田
・
総
論
二
五
一
頁
（
違
法
阻
却
中
心
の
三
分
説
）。

40
）

団
藤
『
刑
法
綱
要
総
論
』（
第
三
版
・
一
九
九
〇
年
）
二
四
六
頁
。

41
）

山
口
『
問
題
探
究
刑
法
総
論
』（
一
九
九
八
年
）
一
一
一
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
二
九
六
頁
、
奥
村
・
前
掲
論
文
一
七
五
頁
。

42
）

大
沼
・
前
掲
論
文
一
一
八
頁
。

43
）

松
宮
「
橋
田
久
『
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
的
性
質
（
一
）（
二
）
完
』
書
評
」
法
律
時
報
六
八
巻
八
号
（
一
九
九
六
年
）
九
六
頁
。

44
）

奥
村
・
前
掲
論
文
一
七
三
頁
。

45
）

奥
村
・
前
掲
論
文
一
七
三
頁
。

46
）

大
判
大
正
一
〇
年
五
月
七
日
刑
録
二
七
輯
二
五
七
頁
、
最
決
平
成
九
年
一
〇
月
三
〇
日
刑
集
五
一
巻
九
号
八
一
六
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
一
四
七
頁
、
西
田
・

総
論
三
三
一
頁
、
山
口
・
総
論
七
三
頁
。

47
）

大
沼
・
前
掲
論
文
一
二
七
頁
。

48
）

加
藤
一
郎
『
不
法
行
為
』（
増
補
版
・
一
九
七
四
年
）
一
三
六
頁
、
幾
代
通
（
徳
本
伸
一
補
訂
）『
不
法
行
為
法
』（
一
九
九
三
年
）
一
〇
一
頁
。

49
）

幾
代
・
前
掲
書
一
〇
二
頁
、
川
井
健
『
民
法
概
論
四
債
権
各
論
』（
二
〇
〇
八
年
）
四
二
九
頁
。
な
お
、
加
藤
・
前
掲
書
一
三
七
頁
は
「
あ
ま
り
合
理
性
が

な
く
、（
立
法
論
と
し
て
）
民
法
で
も
免
責
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
平
井
宜
雄
『
債
権
各
論

不
法
行
為
』（
一
九
九
二
年
）
九
七
頁
は
「
正

当
防
衛
と
比
較
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
の
を
免
れ
ず
『
準
用
』
の
趣
旨
に
も
合
致
し
な
い
。
解
釈
論
と
し
て
は
、
…
…
法
益
均
衡
の
要
件
を
加
重
す
る
こ

と
に
よ
り
、（
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
を
）『
其
物
』
以
外
に
も
類
推
適
用
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
向
が
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。
鈴
木
禄
弥

『
債
権
法
講
義
』（
四
訂
版
・
二
〇
〇
一
年
）
二
七
頁
は
、
甲
の
飼
い
犬
に
咬
ま
れ
そ
う
に
な
っ
た
乙
が
、
甲
に
属
す
る
他
の
物
の
毀
損
に
よ
っ
て
避
難
し
た

場
合
に
、
第
七
二
〇
条
第
二
項
が
適
用
さ
れ
ず
乙
が
損
害
賠
償
義
務
を
負
う
の
は
妥
当
で
な
い
と
し
て
、「
解
釈
論
と
し
て
も
、
…
…
た
と
え
例
外
的
に
甲
の

乙
に
対
す
る
不
法
行
為
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
、
な
お
客
観
的
に
は
甲
の
乙
に
対
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
行

為
は
、
正
当
防
衛
に
な
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

50
）

曽
根
・
前
掲
書
一
一
二
頁
。

51
）

曽
根
・
前
掲
書
一
一
二
頁
。

52
）

幾
代
・
前
掲
書
一
〇
三
頁
注
二
。
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53
）

生
田
勝
義
「
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
｜
可
罰
的
違
法
阻
却
説
の
展
開
｜
」
大
野
眞
義
先
生
古
希
祝
賀
『
刑
事
法
学
の
潮
流
と
展
望
』（
二
〇
〇
〇

年
）
一
七
五
頁
。
な
お
、
林
・
総
論
二
〇
七
頁
。

54
）

林
・
総
論
二
一
〇
頁
。
も
っ
と
も
、
林
『
刑
法
の
現
代
的
課
題
』（
一
九
九
一
年
）
一
一
〇
、
一
一
二
頁
注
二
五
は
、「
Ａ
が
Ｂ
を
『
殺
す
』
と
脅
し
て
Ｃ

の
物
を
毀
さ
せ
た
よ
う
な
場
合
…
…
、
適
法
行
為
（
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
可
罰
的
に
違
法
と
は
い
え
な
い
行
為
）
を
利
用
す
る
違
法
行
為
と
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
場
合
は
Ｂ
の
行
為
に
は
違
法
性
を
阻
却
す
る
緊
急
避
難
を
認
め
る
の
が
通
説
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
…
…
。
し
か

し
こ
の
場
合
、
Ａ
に
対
し
て
は
Ｃ
の
正
当
防
衛
を
認
め
る
べ
き
だ
が
、
Ｂ
に
対
し
て
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
Ａ
の
行
為
は
違

法
だ
が
、
Ｃ
（
原
文
マ
マ
。
Ｂ
？
）
の
行
為
は
適
法
と
考
え
る
べ
き
」
と
す
る
。

55
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
二
三
三
頁
注
一
四
六
。

56
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
一
三
頁
。

57
）

佐
伯
・
前
掲
書
二
二
四
頁
、
団
藤
・
前
掲
書
一
九
三
頁
、
井
田
・
前
掲
書
二
五
三
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
九
二
頁
、
林
・
総
論
二
二
四
頁
。

58
）

前
田
・
前
掲
書
八
八
頁
注
六
。

59
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
六
八
頁
。
浅
田
・
井
田
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
』（
二
〇
一
二
年
）
一
〇
五
頁
（
井
上
）
は
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益

を
「
圧
倒
的
に
上
回
る
」
場
合
に
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
。
な
お
、
林
・
総
論
二
〇
七
頁
以
下
は
、「
刑
法
上
の
緊
急
避
難
に
当
た
る
と
し
て

無
罪
の
判
決
を
受
け
て
も
、
民
事
上
の
損
害
賠
償
責
任
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
…
。
こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
可
罰
的
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、
完
全
に
適
法
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
は
可
能
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
し

た
う
え
で
、
緊
急
避
難
に
お
い
て
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
を
上
回
る
場
合
に
違
法
性
を
、
同
価
値
で
あ
る
場
合
に
責
任
を
阻
却
す
べ
き
と
す
る
二
分
説
に
対

し
、「
違
法
阻
却
の
原
理
が
『
優
越
的
』
利
益
の
保
護
に
あ
る
と
す
る
こ
と
自
体
、
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、『
同
等
』
の
利
益
を
保
全
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
少
な
く
と
も
可
罰
的
違
法
性
を
欠
く
と
解
す
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
」と
す
る
。
可
罰
的
違
法
阻
却
一
元
説
に
よ
る
主
張
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

民
法
上
の
緊
急
避
難
に
言
及
し
て
い
る
点
、「
同
等
」の
場
合
に
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
し
て
い
る
点
か
ら
、
違
法
阻
却
内
部
の
二
元
説
、
あ
る
い
は

保
全
法
益
が
侵
害
法
益
を
上
回
る
場
合
に
は
一
般
的
違
法
性
が
、同
価
値
の
場
合
に
は
可
罰
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
主
張
と
見
る
余
地
も
あ
ろ
う
。

60
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
六
八
頁
。

61
）

生
田
・
前
掲
論
文
一
七
七
頁
。

62
）

井
田
・
前
掲
書
三
〇
一
頁
、
山
中
・
前
掲
書
五
一
八
頁
。

63
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
二
三
七
頁
。
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64
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
二
三
七
頁
。

65
）

井
田
・
前
掲
書
三
〇
六
頁
（
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
き
責
任
阻
却
説
を
基
本
と
す
る
が
、
著
し
い
保
全
法
益
の
優
越
が
あ
る
場
合
に
限
り
、
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
被
害
者
は
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
が
許
さ
れ
な
い
と
す
る
）。

66
）

小
野
清
一
郎
『
刑
法
講
義
総
論
』（
新
訂
増
補
・
一
九
五
〇
年
）
一
六
七
頁
、
団
藤
・
前
掲
書
三
二
七
頁
注
一
一
、
大
塚
・
前
掲
書
四
七
六
頁
、
木
村
・
前

掲
書
三
三
〇
頁
注
二
、
橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
一
〇
七
頁
（
緊
急
避
難
の
相
当
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
す
る
）、
堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・

二
〇
〇
四
年
）
一
七
五
頁
（
義
務
の
衝
突
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
）、
松
宮
『
刑
法
総
論
講
義
』（
第
四
版
・
二
〇
〇
九
年
）
一
五
九
頁
（
緊
急
避
難
の
成
否

は
社
会
連
帯
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
は
被
強
要
者
の
法
益
と
被
害
者
の
法
益
が
二
律
背
反
の
関
係
に
あ
る

と
は
言
え
ず
、
従
っ
て
社
会
連
帯
は
認
め
ら
れ
ず
「
緊
急
避
難
に
当
た
ら
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
が
、「
三
七
条
一
項
本
文
に
よ
る
可
罰
的
違
法
性
阻

却
や
、
三
七
条
一
項
た
だ
し
書
き
に
よ
る
刑
の
免
除
が
前
提
と
す
る
責
任
阻
却
ま
で
否
定
さ
れ
る
と
は
い
い
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
）。

67
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
九
二
頁
。

68
）

M
ezg
er,
S
tra
frech

t,
E
in L
eh
rb
u
ch
,
3.u
n
v
era
n
d
erte A

u
fl.
(1949),

S
.
366.

69
）

M
ezg
er,
S
tra
frech

t,
E
in L
eh
rb
u
ch
,
S
.
366 F

n
.
9.

70
）

M
ezg
er,
L
K
,
8.
A
u
fl.
(1957),

47 A
n
m
.9b
;
M
ezg
er,
S
tra
frech

t I,
A
llg
em
ein
er T

eil,
8.
A
u
fl.,

R
d
N
.
87.

71
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
一
〇
一
頁
。

72
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
一
〇
〇
頁
。

73
）

松
宮
・
総
論
二
五
七
、
二
五
八
頁
は
「
適
法
行
為
を
利
用
し
て
も
適
法
で
は
な
い
か
」
と
し
た
う
え
で
、
緊
急
避
難
が
必
ず
し
も
完
全
な
違
法
阻
却
事
由

と
は
言
え
な
い
こ
と
等
を
根
拠
に
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
。
な
お
、
井
田
・
前
掲
書
四
四
九
頁
は
、「
被
利
用
者
に
よ
る
正
当
防

衛
行
為
ま
た
は
緊
急
行
為
を
利
用
す
る
場
合
…
…
強
制
や
錯
誤
の
利
用
等
、
背
後
者
の
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
間

接
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。

74
）

大
判
大
正
一
〇
年
五
月
七
日
刑
録
二
七
輯
二
五
七
頁
、
団
藤
・
前
掲
書
一
六
〇
頁
、
大
塚
・
前
掲
書
一
六
三
頁
、
福
田
平
『
刑
法
総
論
』（
全
訂
第
五
版
・

二
〇
一
一
年
）
二
六
七
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
八
三
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
一
四
七
頁
、
西
田
・
総
論
三
三
一
頁
、
山
口
・
総
論
七
三
頁
、
西
原
春
夫
『
刑
法

総
論
』（
一
九
八
七
年
）
三
一
一
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
二
三
八
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
三
九
九
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕』（
第
三
版
・

一
九
九
六
年
）
三
六
二
頁
、
浅
田
・
総
論
四
三
四
頁
は
反
対
。
平
野
・
前
掲
書
三
六
二
頁
は
「
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
す
る
が
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

北研48(2・ )84 320

論 説


