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第
一
章　

問
題
の
所
在

第
一
節　

我
が
国
の
通
説
の
論
理
と
批
判

第
一
款　

我
が
国
の
通
説
の
論
理

　

我
が
国
の
刑
法
三
九
条
は
「
心
神
喪
失
者
の
行
為
は
、
罰
し
な
い
。」「
心
神
耗
弱
者
の
行
為
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
。」
と
規
定
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
精
神
障
害
に
罹
患
し
た
者
等
が
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
そ
の
責
任
の
減
免
を
認
め
る
規
定
で
あ
る

と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
心
神
喪
失
」「
心
神
耗
弱
」
の
内
実
は
、
大
審
院
が
昭
和
六
年
判
例
に
お
い
て
示
し
た
通
り
、「
精
神
の

障
礙
に
因
り
事
物
の
理
非
善
悪
を
弁
識
す
る
の
能
力
な
く
又
は
此
の
弁
識
に
従
て
行
動
す
る
能
力
な
き
状
態
」、「
精
神
の
障
礙
未
だ
上
敍

の
能
力
を
欠
如
す
る
程
度
に
達
せ
ざ
る
も
其
の
能
力
著
し
く
減
退
せ
る
状
態
」
で
あ
る
と
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る）

2
）（
1
（

。

　

か
か
る
責
任
能
力
の
内
実
に
つ
い
て
、
我
が
国
の
通
説
と
目
さ
れ
る
議
論
は
、
行
為
者
に
非
難
可
能
性
と
し
て
の
責
任
が
認
め
ら
れ
る

の
は
、
違
法
行
為
に
出
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
場
合
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
採
用
し
、
さ
ら
に
こ
れ
が
責
任
能
力
を
基

礎
づ
け
る
原
理
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論）

3
（

を
参
照
し
な
が
ら
、
右
記
定
式
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
理
解
を
示

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
精
神
の
障
害
」
は
「
認
識
・
制
御
能
力
に
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
な
精
神
症
状
あ
る
い
は
精
神
状
態
像
」
で

あ
る
一
方
（
法
律
的
病
気
概
念
）、「
事
物
の
理
非
善
悪
を
弁
識
す
る
の
能
力
」
は
、
行
為
者
の
違
法
性
を
認
識
す
る
能
力
で
あ
り
、
違
法

性
の
意
識
の
可
能
性
に
解
消
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
責
任
能
力
基
準
に
関
す
る
議
論
の
焦
点
を
「
此
の
弁
識
に
従
て
行
動
す
る
能

力
」（
制
御
能
力
）
へ
と
移
し
、
こ
れ
が
、「
違
法
行
為
に
出
る
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
能
力
」
で
あ
る
と
す
る
理
解
で
あ
る）

4
（

。
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一
九

第
二
款　

実
践
的
批
判

　

か
か
る
通
説
的
理
解
を
巡
っ
て
は
、
と
り
わ
け
裁
判
員
裁
判
導
入
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
実
践
的
適
用
に
不
明
瞭
な
点
が
存
在
し
、
再
検

討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
意
識
か
ら
、
近
時
学
説
に
お
い
て
も
活
発
な
議
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

5
（

。

　

通
説
的
理
解
の
実
践
的
適
用
を
巡
る
問
題
の
う
ち
、
そ
の
根
本
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
問
題
は
以
下
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
通
説

的
理
解
か
ら
は
、
違
法
性
の
認
識
が
あ
る
場
合
に
は
制
御
能
力
の
問
題
の
み
が
残
さ
れ
る）

6
（

と
こ
ろ
、
統
合
失
調
症
等
の
精
神
障
害
に
罹
患

し
て
い
た
と
し
て
も
、
殺
人
等
が
違
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い）

7
（

の
だ
か
ら
、
通
説
に
と
っ
て
決
定
的

な
基
準
は
、
当
該
犯
行
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、「
行
為
者
が
犯
罪
を
犯
し

た
場
合
と
は
、
最
終
的
に
は
犯
罪
行
為
に
出
よ
う
と
す
る
衝
動
が
制
御
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
」
が
、「
こ
の
場
合
、
精
神
の

障
害
に
よ
っ
て
『
制
御
で
き
な
か
っ
た
』
の
か
、
そ
れ
と
も
『
制
御
す
る
可
能
性
は
あ
っ
た
が
、
制
御
し
な
か
っ
た
』
だ
け
な
の
か
を
明

確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
問
題
で
あ
る）

8
（

。

　

そ
し
て
、
仮
に
通
説
の
論
理
を
一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
一
般
的
に
は
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
に
ま
で
減

免
の
効
果
が
及
ぶ
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
も
当
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
古
く
は
墨
谷
葵
に
よ
っ
て
も
な
さ
れ
て
い

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が）

9
（

、
近
時
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、「
犯
行
を
思
い
と
ど
ま
る
と
い
う
意
味
で
の
行
動
制
御
能
力
に
責
任
能
力
の
本
質

を
求
め
る
」
立
場
か
ら
す
る
と
、「
違
法
性
を
十
分
に
踏
ま
え
た
上
で
、
違
法
行
為
を
思
い
と
ど
ま
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
違
法
行
為
を
犯

す
こ
と
を
喜
び
と
す
る
反
社
会
性
人
格
障
害
者
も
…
…
責
任
非
難
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
こ
ろ
、「
こ
の
帰
結
は
理
論
的
に
は

一
貫
す
る
が
、」
池
田
小
学
校
事
件
の
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
我
が
国
の
法
律
判
断
と
し
て
是
認
さ
れ
て
」
い
な
い
と
批
判
さ
れ

て
い
る）

10
（

。
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二
〇

　

か
よ
う
な
実
践
的
批
判
か
ら
は
、
相
互
に
関
連
す
る
問
題
で
は
あ
る
も
の
の
、
以
下
の
三
つ
が
問
題
と
し
て
看
取
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す

な
わ
ち
、
①
全
て
の
精
神
障
害
或
い
は
精
神
状
態
に
つ
い
て
、
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
な
く
等
し
く
減
免
の
範
囲
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
、
②
通
説
的
な
意
味
で
の
制
御
能
力
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
に
責
任
能
力
を
判
断
す
る
こ
と
は
そ
も
そ

も
困
難
な
の
で
は
な
い
か
、
③
と
り
わ
け
人
格
障
害
等
に
つ
い
て
、
我
が
国
に
と
っ
て
は
一
般
的
に
妥
当
と
は
考
え
ら
れ
な
い
結
論
を
導

く
の
で
は
な
い
か
、
と
の
問
題
で
あ
る
。

第
二
節　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論

　

こ
の
よ
う
に
我
が
国
の
通
説
的
理
解
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
そ
の
実
践
的
適
用
を
巡
っ
て
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
我
が
国
の
通
説
的
見
解
自
体
が
ド
イ
ツ
学
説
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
は
、

我
が
国
の
通
説
的
理
解
に
対
応
す
る
よ
う
な
責
任
能
力
の
理
解
も
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
位
置
づ
け
も
含
め
詳
細
は
別
稿

に
お
い
て
論
じ
て
い
る）

11
（

が
、
こ
こ
で
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
条
文
を
見
た
上
で
、
我
が
国
の
通
説
的
理
解
と
対
応
す
る
理
解
を
簡
単
に

確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
一
款　

ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
条
、
二
一
条

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
成
人
の
刑
事
責
任
能
力）

12
（

は
、
刑
法
典
二
〇
条
及
び
二
一
条
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
精
神
障
害
に
よ
る
責

任
無
能
力
を
規
定
し
、
後
者
は
限
定
責
任
能
力
を
規
定
し
て
い
る
。

　
「
刑
法
二
〇
条
（
精
神
障
害
に
よ
る
責
任
無
能
力
）
犯
罪
遂
行
時
に
、
病
的
な
精
神
障
害
、
根
深
い
意
識
障
害
、
又
は
精
神
遅
滞
若
し



ド
イ
ツ
判
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に
お
け
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刑
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能
力
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に
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二
一

く
は
そ
の
他
の
重
い
精
神
障
害
の
た
め
、
当
該
犯
行
の
不
法
を
弁
別
し
、
又
は
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が
な
い
者
は
、
責
任

な
く
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

刑
法
二
一
条
（
限
定
責
任
能
力
）　

当
該
犯
行
の
不
法
を
弁
別
し
、
又
は
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
行
為
者
の
能
力
が
、
第
二
〇

条
に
掲
げ
ら
れ
た
理
由
の
一
に
よ
り
、
犯
罪
遂
行
時
に
著
し
く
減
退
し
て
い
た
と
き
は
、
刑
は
、
第
四
九
条
第
一
項
に
よ
り
、
減
軽
す
る

こ
と
が
で
き
る
。」

　
（
な
お
、「
精
神
遅
滞
」「
重
い
精
神
障
害
」
と
い
う
文
言
は
、「
精
神
薄
弱
」「
重
い
精
神
的
偏
倚
」
と
い
う
文
言
で
あ
っ
た
が
、
二
〇

二
一
年
一
月
一
日
発
効
の
法
改
正
に
よ
り
、
同
文
言
に
変
更
さ
れ
て
い
る）

13
（

。
本
稿
で
対
象
と
す
る
判
例
は
全
て
改
正
前
の
も
の
で
あ
る
が
、

改
正
に
お
い
て
内
実
に
変
更
は
加
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら）

14
（

、
引
用
部
分
を
除
き
、
改
正
後
の
用
語
に
揃
え
る
こ
と
と
す
る
。）

　

右
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
精
神
障
害
等
に
つ
い
て
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
規
定
し
た
上
で
、
か
か
る
グ
ル
ー
プ
の
一
つ

に
該
当
す
る
状
態
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、（
我
が
国
の
よ
う
に
「
事
物
の
理
非
善
悪
」
で
は
な
く
）「
当
該
犯
行
の
不
法
」
に
つ
い
て
の

弁
別
能
力
と
、「
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
」
と
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
我
が
国
と
は
異
な
り
、
限
定
責
任
能
力
の
効
果

は
任
意
的
減
軽
で
あ
る
が
、
判
例
で
は
、
責
任
内
容
（Schuldgehalt

）
が
基
本
的
に
減
退
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
裁
量
判
断
が

必
要
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る）

15
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
条
、
二
一
条
は
、
我
が
国
の
昭
和
六
年
判
例
の
定
式
と
類
似
し
た
規
定
と
な
っ
て
い
る
。
同
条
は
責

任
能
力
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
一
定
の
精
神
障
害
等
、
当
該
犯
罪
の
不
法
を
弁
別
す
る
能
力
、
そ
の
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
の

三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
的
に
「
入
口
要
件
」、「
弁
別
能
力
」、「
制
御
能
力
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
。
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第
二
款　

各
要
件
解
釈
に
つ
い
て

第
一
項　

入
口
要
件

　

ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
条
は
入
口
要
件
と
し
て
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
我
が
国
の
通
説
的
論
者
が
示

す
通
り
、
多
種
多
様
な
障
害
、
さ
ら
に
は
障
害
で
な
い
精
神
状
態
に
つ
い
て
も
捕
捉
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る）

16
（

。

　

す
な
わ
ち
、
ま
ず
旧
刑
法
五
一
条
（
現
二
〇
条
、
二
一
条
）
が
入
口
要
件
と
し
て
「
意
識
障
害
」「
精
神
活
動
の
病
的
障
害
」「
精
神
的

薄
弱
」
の
三
つ
を
規
定
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
は
、
例
え
ば
「
精
神
活
動
の
病
的
障
害
」
は
「
臨
床
精
神
医
学
的
な
意
味
に
お

け
る
精
神
病
の
み
な
ら
ず
、
通
常
の
健
康
で
成
熟
し
た
人
間
に
は
備
わ
っ
て
い
る
、
意
思
形
成
の
能
力
を
与
え
る
表
象
と
感
情
を
阻
害
す

る
よ
う
な
、
理
性
及
び
意
思
・
感
情
・
欲
動
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
障
害
を
含
む
」
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
（B

G
H
St 14,30

）
17
（

）、

精
神
病
に
限
ら
れ
な
い
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
障
害
が
入
口
要
件
に
含
ま
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
た
。
か
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
対
し
て
は
、

改
正
時
に
、
人
格
障
害
や
欲
動
障
害
等
の
あ
ま
り
に
も
多
く
の
事
例
で
責
任
無
能
力
と
な
ら
な
い
か
危
惧
さ
れ
、
一
部
の
草
案
は
一
部
の

入
口
要
件
の
場
合
（「
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
」）
に
つ
い
て
免
責
は
認
め
ず
減
軽
の
み
認
め
る
立
場
を
採
用
し
て
い
た
も
の
の
、

最
終
的
に
こ
の
立
場
は
採
用
さ
れ
ず
、
精
神
病
に
限
ら
れ
な
い
全
て
の
入
口
要
件
に
つ
い
て
、
責
任
無
能
力
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た）

18
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
特
定
の
病
気
に
限
定
す
る
こ
と
な
く
設
け
ら
れ
た
入
口
要
件
に
つ
い
て
は
、「
根
深
い
意
識
障
害
」
に
は
、
医
学
的
に

見
て
障
害
で
は
な
い
高
度
の
情
動
が
含
ま
れ
て
い
る
ほ
か
、「
そ
の
他
の
重
い
精
神
障
害
」
は
器
質
的
原
因
の
な
い
精
神
障
害
も
含
む
も

の
で
あ
る
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
「
そ
の
他
の
重
い
精
神
障
害
」
は
受
皿
的
要
件
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
根
深
い
」「
重
い
」
と
い
っ
た
要
件
は
量
的
に
は
定
ま
ら
な
い
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
学



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

二
三

説
上
は
、
入
口
要
件
を
独
立
し
て
設
け
る
必
要
性
が
あ
る
の
か
疑
義
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

19
（

。

第
二
項　

弁
別
能
力

　

判
例
学
説
に
お
い
て
は
、
弁
別
能
力
に
関
す
る
規
律
は
、
禁
止
の
錯
誤
の
一
事
例
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
理
解
が
存
在
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
犯
罪
遂
行
時
に
不
法
を
行
っ
て
い
る
こ
と
の
弁
別
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
そ
の
錯
誤
が
回
避
可
能
で
な

か
っ
た
な
ら
ば
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
旨
を
刑
法
一
七
条
が
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
判
例
は
、
弁
別
能
力
に
関
す
る
二
〇
条
、
二
一
条
の

規
律
は
、
か
か
る
禁
止
の
錯
誤
の
一
事
例
で
あ
る
と
明
示
的
に
認
め
て
お
り）

20
（

、
行
為
者
が
現
に
不
法
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
弁
別
能

力
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
し
て
い
る
。
判
例
は
「
不
法
を
現
に
弁
別
し
て
い
た
場
合
に
は
行
為
者
の
責
任
は
減
退
し
な
い
」
と
し
て
、
実

際
の
不
法
の
弁
別
の
有
無
を
問
題
と
し）

21
（

、
自
ら
の
行
為
の
外
的
状
態
と
そ
の
当
罰
的
行
為
と
し
て
の
意
味
内
容
を
知
っ
て
い
た
（er-

kannt hat

）
こ
と
か
ら
弁
別
の
存
在
を
導
い
て
い
る）

22
（

。
そ
し
て
、
現
に
不
法
を
弁
別
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
の
規
律
と
し
て
は
、
そ
の

弁
別
の
欠
如
に
つ
い
て
行
為
者
が
非
難
可
能
で
な
け
れ
ば
弁
別
無
能
力
（
二
〇
条
）、
非
難
可
能
で
あ
れ
ば
弁
別
能
力
の
著
し
い
減
退

（
二
一
条
）
が
認
め
ら
れ
る
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る）

23
（

。
一
般
的
理
解
も
、
か
か
る
判
断
に
異
論
を
示
し
て
い
な
い）

24
（

。

第
三
項　

制
御
能
力

　

別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
通
り
、
我
が
国
の
通
説
的
見
解
と
同
様
に
、
責
任
能
力
を
現
実
に
行
っ
た
違
法
行
為
と
は
異
な
る
行
為
を
選
択

す
る
能
力
と
し
て
捉
え
、
こ
れ
を
制
御
能
力
の
内
実
と
し
て
理
解
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
学
説
は
一
般
的
に
は
批
判
的

で
あ
り
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
で
は
批
判
が
圧
倒
的
で
あ
る
と
ま
で
評
さ
れ
て
い
る
状
況
で
は
あ
る）

25
（

。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
の
著
名
な
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
例
（B

G
H
St 2,194

）
26
（

）
は
、
我
が
国
の
通
説
的
見
解
に
親
和
的
な
叙
述
を
、
以
下
の
よ
う
に
残
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、「
責
任
と
は
非
難
可
能
性
で
あ
る
。
責
任
と
い
う
無
価
値
判
断
に
よ
っ
て
、
行
為
者
は
、
適
法
に
振
る
舞
い
法
に
従
う
よ

う
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
（sich für das R

echt hätte entscheiden können

）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
適
法
に
振
る
舞
わ
ず
不
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法
へ
と
決
定
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
非
難
さ
れ
る
。
責
任
非
難
の
内
的
根
拠
は
、
人
間
は
自
由
で
答
責
的
な
、
道
徳
的
自
己
決
定
を
行
う

素
質
を
有
し
て
お
り
（angelegt

）、
そ
れ
ゆ
え
、
法
に
従
い
不
法
を
選
択
し
な
い
能
力
（befähigt ist, sich für das R

echt und 

gegen das U
nrecht zu entscheiden

）、
つ
ま
り
法
的
当
為
規
範
に
自
ら
の
振
舞
い
を
適
合
さ
せ
法
的
に
禁
止
さ
れ
た
こ
と
を
回
避

す
る
能
力
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。」
と
。

第
三
節　

ド
イ
ツ
判
例
の
提
起
す
る
視
点

　

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
に
は
、
我
が
国
の
通
説
的
理
解
に
対
応
す
る
よ
う
な
理
解
も
存
在
す
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
、
か
つ
て
の
判
例
（B

G
H
St 2,194

）
は
我
が
国
の
通
説
的
理
解
に
親
和
的
な
叙
述
も
残
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か

し
他
方
で
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
我
が
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
通
説
的
理
解
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
そ
の
実
践
的
適
用
を
巡
っ
て

批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
仮
に
ド
イ
ツ
判
例
が
同
様
の
議
論
を
採
用
し
て
い
る
な
ら
ば
、
我
が
国
で
見

受
け
ら
れ
る
批
判
（
第
一
節
に
お
け
る
①
〜
③
）
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
を
紐
解
く
と
、
そ
の
後
の
判
例
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、B

G
H
St 2,194

の
よ
う
な
「
自
由
意
思
へ

の
明
確
な
支
持
の
表
明
を
避
け
て
い
る
」
と
評
価
さ
れ
て
お
り）

27
（

、
現
に
責
任
能
力
に
関
す
る
諸
判
例
を
見
る
と
、
同
判
例
を
引
用
す
る
こ

と
な
く
各
種
事
案
に
つ
い
て
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る）

28
（

。
さ
ら
に
そ
の
判
断
の
内
実
を
見
る
と
、
判
例
は
各
能
力
の
み
な
ら
ず
、
学
説
上
は

必
ず
し
も
重
視
さ
れ
て
い
な
い
入
口
要
件
に
も
重
要
な
意
義
を
認
め
、
こ
れ
を
積
極
的
に
活
用
し
な
が
ら
、
様
々
な
問
題
事
象
に
合
わ
せ

た
柔
軟
な
解
決
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ド
イ
ツ
判
例
の
判
断
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
翻
っ
て
我
が

国
で
見
受
け
ら
れ
る
通
説
的
理
解
へ
の
批
判
（
と
り
わ
け
①
）
に
つ
い
て
一
定
の
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
い
て
は
、
制
御
能
力
の
概
念
は
、
自
由
で
答
責
的
な
人
間
の
も
つ
抑
制
力



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

二
五

を
前
提
と
し
て
、
そ
う
し
た
人
間
の
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
に
お
い
て
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
紹
介
さ
れ
て
い

る
）
29
（

。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
一
般
的
に
制
御
能
力
は
、
全
て
の
抵
抗
力
を
用
い
て
も
規
範
適
合
的
意
思
形
成
が
で
き
な
い
か
を
問
う
も
の

だ
と
い
う
理
解
も
見
ら
れ
る
こ
と）

30
（

か
ら
す
れ
ば
、
や
は
り
ド
イ
ツ
判
例
で
は
一
般
的
に
共
通
し
た
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
が
採
用
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
諸
判
例
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
を
見
る
と
、
こ
う
し
た
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
人
格
障
害
や

性
的
逸
脱
等
に
つ
い
て
は
見
受
け
ら
れ
る
も
の
の
、
統
合
失
調
症
を
は
じ
め
と
す
る
精
神
病
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
般
的
に
は
見
受

け
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
ド
イ
ツ
判
例
の
状
況
を
、
入
口
要
件
の
積
極
的
活
用
と
も
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と

は
、
こ
れ
も
ま
た
我
が
国
で
見
受
け
ら
れ
る
通
説
的
理
解
へ
の
批
判
（
と
り
わ
け
②
）
に
対
し
て
示
唆
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
人
格
障
害
や
性
的
逸
脱
等
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
右
の
よ
う
な
「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ

る
と
、
我
が
国
の
学
説
が
批
判
す
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
我
が
国
に
お
い
て
一
般
的
に
は
妥
当
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
範
囲
に
ま
で

減
免
の
範
囲
が
及
ん
で
し
ま
う
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、「
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
小
児
性
愛
の
問
題
を
制
御
能
力
の
問
題
に
位
置

付
け
て
い
る
」
が
、「
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
日
本
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
小
児
性
愛
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
ほ
と
ん
ど
」
な
く
、
責

任
能
力
判
断
に
は
「
日
独
間
の
ズ
レ
」
が
存
在
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に）

31
（

、
ド
イ
ツ
判
例
の
是
認
す
る
適
用
範
囲
と
我
が
国

の
判
例
実
務
の
是
認
す
る
適
用
範
囲
と
の
間
に
は
一
定
の
差
異
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

れ
が
如
何
な
る
論
理
に
よ
っ
て
、
ま
た
如
何
な
る
場
合
に
つ
い
て
責
任
能
力
判
断
の
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
如
何
な
る
効
果
ま

で
是
認
さ
れ
て
い
る
の
か
（
一
般
的
に
免
責
の
対
象
と
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
）
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
か
る
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
の
適
用
範
囲
の
広
狭
、
ま
た
通
説
的
理
解
へ
の
批
判
（
と
り
わ
け

③
）
に
つ
い
て
も
示
唆
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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検
討
方
針

　

こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
判
例
の
動
向
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
翻
っ
て
我
が
国
の
学
説
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
、

有
益
な
示
唆
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
章
で
見
た
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
本
稿
で
は
、
我
が
国
の
通
説
的
理
解
が

参
照
し
て
き
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
そ
の
判
例
が
如
何
な
る
判
断
を
示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
我
が
国
の
議
論
状
況
に
対
す

る
一
定
の
示
唆
を
獲
得
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。
判
例
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
代
表
的
な
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
類
も
参
照
し
つ

つ
、
そ
れ
ら
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
判
例
を
取
り
上
げ
、
如
何
な
る
判
断
の
ポ
イ
ン
ト
に
お
い
て
、
如
何
な
る
具
体
的

判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
具
体
的
な
知
見
を
獲
得
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
ド
イ
ツ
判
例
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
二
点
の
留
保
を
つ
け
た
い
。

　

第
一
に
、
検
討
領
域
に
つ
い
て
、
酩
酊
等
に
関
す
る
判
断
に
つ
い
て
は
、
行
為
責
任
の
判
断
時
点
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
り
原
因
に
お

い
て
自
由
な
行
為
を
巡
る
判
断
を
も
検
討
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
ほ
か
、
酩
酊
に
よ
る
責
任
無
能
力
の
場
合
に
関
し
て
処
罰
を
認
め
る

刑
法
三
二
三
ａ
条）

32
（

も
検
討
対
象
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
れ
を
検
討
対
象
か
ら
除
外
し）

33
（

、
右
問
題
意
識
に
と
っ
て
特

に
注
目
さ
れ
る
症
状
等
（
特
に
統
合
失
調
症
や
う
つ
病
、
妄
想
性
障
害
、
人
格
及
び
行
動
の
障
害
、
情
動
）
に
主
と
し
て
着
目
し
な
が
ら

検
討
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

第
二
に
、
対
象
判
例
に
つ
い
て
、
責
任
能
力
に
関
す
る
刑
法
二
〇
、
二
一
条
の
判
断
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
が
正
面
か
ら
問
題
に
な
る
場

合
の
み
な
ら
ず
、
精
神
病
院
収
容
命
令
に
関
す
る
刑
法
六
三
条
の
判
断
の
前
提
と
し
て
問
題
に
な
る
場
合
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
六

三
条
は
そ
の
要
件
と
し
て
、
責
任
無
能
力
や
限
定
責
任
能
力
の
状
態
で
違
法
な
行
為
を
遂
行
し
た
こ
と
を
要
求
し
て
お
り
、
精
神
病
院
収

容
命
令
の
前
提
と
し
て
刑
法
二
〇
、
二
一
条
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
、
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
両
者
を
ま
と
め
て
責
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二
七

任
能
力
の
判
断
基
準
と
し
て
考
察
対
象
に
す
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
確
か
に
、
判
例
に
お
い
て
も
両
者
に
共
通
し
て
用
い
ら
れ

る
視
点
も
複
数
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
両
者
で
は
認
定
方
法
が
異
な
る
た
め
両
者
は
常
に
は
同
等
に
扱
え
得
な
い
し）

34
（

、
現
に
刑
法
六

三
条
の
判
断
の
中
で
の
み
見
受
け
ら
れ
る
叙
述
も
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
基
本
的
に
刑
法
二
〇
条
、
二
一
条
が
正
面
か

ら
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
視
点
を
共
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
刑
法
六
三
条
に
関
す
る
判
例
も
対

象
判
例
と
し
て
含
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
章　

ド
イ
ツ
判
例
の
判
断
に
つ
い
て

　

本
章
で
は
、
刑
法
二
〇
条
、
二
一
条
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
諸
判
例
の
分
析
を
通
じ
て
、
如
何
な
る
判
断
の
下
に
具
体
的
事
案
の
解
決
が

図
ら
れ
て
い
る
か
を
、
問
題
と
な
る
精
神
障
害
・
事
象
ご
と
の
分
析
を
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い）

35
（

。
本
章
で
は
、
判
例
の
判
断
に

見
ら
れ
る
全
体
の
傾
向
を
捉
え
た
上
で
（
第
一
節
）、
個
別
事
象
ご
と
の
分
析
を
行
い
た
い
（
第
二
節）

36
（

）。

第
一
節　

全
体
の
傾
向
：
入
口
要
件
を
巡
る
動
向

　

前
節
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、
各
能
力
の
み
な
ら
ず
、
精
神
障
害
等
の
入
口
要
件
に
も
一
定
の
重
要
性
が
認

め
ら
れ
て
い
る
。
現
に
、
近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
を
見
て
も
、「
行
為
者
の
不
法
を
弁
別
す
る
能
力
又
は
弁
別
に
従
っ
て
行
為
す
る
能
力
が

犯
罪
遂
行
時
に
著
し
く
減
退
し
て
い
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
判
断
は
、
多
く
の
手
順
の
う
ち
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
、

入
口
要
件
の
存
在
に
つ
い
て
未
決
定
と
し
な
が
ら
制
御
能
力
の
著
し
い
阻
害
を
否
定
し
た
地
裁
判
決
を
否
定
し
て
い
る
ほ
か）

37
（

、
当
該
事
案

に
つ
い
て
ど
の
入
口
要
件
に
該
当
す
る
か
を
基
本
的
に
未
決
定
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

38
（

。
本
節
で
は
、
現
在
の
判
例
に
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お
い
て
入
口
要
件
が
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
端
的
に
現
れ
る
二
つ
の
局
面
を
概
観
す
る
こ
と
で
、
全
て
の

入
口
要
件
に
つ
い
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
な
く
減
免
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

な
お
、
以
下
の
検
討
の
前
提
と
し
て
「
精
神
病
（Psychose

）」
と
「
精
神
障
害
」
の
用
語
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
以
降
の
ド
イ
ツ
語
圏
精
神
医
学
に
お
い
て
は
「
精
神
病
」
は
主
と
し
て
身
体
的
基
盤
を
持
つ
も
の
に
限
ら
れ
て
お
り
、
頭

部
外
傷
や
感
染
症
等
の
侵
襲
の
よ
う
に
身
体
的
基
礎
の
明
ら
か
な
外
因
性
精
神
障
害
と
、
統
合
失
調
症
や
双
極
性
障
害
の
よ
う
に
身
体
的

基
礎
が
い
ず
れ
は
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
仮
定
さ
れ
る
内
因
性
精
神
障
害
と
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
一
方
で
、
精
神
障
害
は
人
格
異
常
や
精

神
遅
滞
も
含
め
て
精
神
の
病
的
状
態
全
体
を
ま
と
め
る
包
括
的
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る）

39
（

。
現
行
法
に
お
い
て
は
、

入
口
要
件
と
し
て
、
精
神
病
（
外
因
性
精
神
障
害
・
内
因
性
精
神
障
害
）
が
問
題
と
な
る
「
病
的
な
精
神
障
害
」、
実
務
上
主
と
し
て
情

動
が
問
題
と
な
る
「
根
深
い
意
識
障
害
」、
知
的
障
害
が
問
題
と
な
る
「
精
神
遅
滞
」（「
精
神
薄
弱
」）、
人
格
及
び
行
動
の
障
害
等
が
問

題
と
な
る
「
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
障
害
」（「
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
」）
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
に

つ
い
て
、
以
下
で
は
便
宜
上
、
順
に
「
第
一
グ
ル
ー
プ
」「
第
二
グ
ル
ー
プ
」「
第
三
グ
ル
ー
プ
」「
第
四
グ
ル
ー
プ
」
と
呼
称
し
、
検
討

を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
款　

現
在
の
判
例
に
お
け
る
入
口
要
件
の
活
用

第
一
項　

第
一
グ
ル
ー
プ
と
第
四
グ
ル
ー
プ
の
区
別
：
妄
想
を
例
に

　

ま
ず
本
節
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
と
第
四
グ
ル
ー
プ
と
の
区
別
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

40
（

に
お
い
て
問

題
と
な
っ
た
の
は
、
被
告
人
の
嫉
妬
妄
想
が
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
、
一
定
の
関
係
を
持
っ
て
い
た
被
害
者
に
つ
い
て
嫉
妬
妄
想
を
強
め
て
い
た
被
告
人
が
、
当
該
被
害
者
に
対
し
て
強
姦
等
の
犯
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二
九

行
に
及
ん
だ
と
い
う
事
案
で
あ
る）

41
（

。
地
裁
は
、
被
告
人
に
は
嫉
妬
妄
想
の
形
を
と
っ
た
病
的
な
精
神
障
害
が
存
在
し
て
お
り
、
嫉
妬
妄
想

に
よ
り
動
機
づ
け
ら
れ
た
犯
罪
の
範
囲
に
お
い
て
制
御
能
力
を
完
全
に
失
わ
せ
る
ほ
ど
の
重
さ
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
、
責
任
無
能
力
で

あ
っ
た
と
判
断
し
た
。
当
時
被
告
人
に
は
著
し
い
酩
酊
も
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
責
任
能
力
判
断
で
は
単
な
る
従
属
的
な
役
割
し
か
果
た
さ

ず
、
被
告
人
の
嫉
妬
妄
想
の
形
を
と
っ
た
人
格
障
害
だ
け
で
も
制
御
能
力
の
喪
失
の
原
因
と
な
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
と
も
判
断
し
た
。

　

地
裁
は
こ
う
し
て
責
任
無
能
力
で
被
告
人
に
無
罪
を
言
い
渡
す
と
共
に
精
神
病
院
収
容
命
令
も
出
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ

は
こ
の
一
連
の
判
断
に
対
す
る
検
察
の
上
告
を
認
め
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
地
裁
が
嫉
妬
妄
想
を
「
病
的
」
と
判
断
し
第
一
グ
ル
ー
プ
に
分
類

し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
当
該
妄
想
症
状
が
統
合
失
調
症
と
し
て
内
因
性
精
神
病
に
分
類
さ
れ
第
一
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
る
の
か
、
第
四

グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
（
文
献
等
引
用
略
）。

　
「
被
告
人
の
状
態
の
明
確
な
分
類
を
放
棄
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
妄
想
表
象
は
心
的
原
因
に
も
身
体
的
原
因

に
も
基
づ
き
う
る
か
ら
で
あ
る
。
精
神
医
学
の
文
献
に
お
い
て
も
、
鑑
別
診
断
と
し
て
は
、
診
断
が
難
し
く
と
も
、
妄
想
性
の
統
合
失
調

症
は
妄
想
性
障
害
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
二
〇
条
の
『
生
物
学
的
』
要
件
の
正
確
な

分
類
は
法
的
に
意
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
│
│
例
え
ば
内
因
性
の
精
神
病
の
場
合
と
は
異
な
り
│
│
そ
の
他
の
重
大
な
精

神
的
偏
倚
に
属
す
る
状
態
に
お
い
て
、
責
任
無
能
力
ゆ
え
に
完
全
な
免
責
に
い
た
る
こ
と
は
稀
な
例
外
に
す
ぎ
な
い
（nur in seltenen 

A
usnahm

efällen

）
か
ら
で
あ
る
。」

　

そ
の
上
で
、
地
裁
判
決
に
お
い
て
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
い
う
評
価
の
説
明
が
他
の
説
明
と
容
易
く
は
両
立
し
得
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
し
た
場
合
に
責
任
無
能
力
に
な
り
う
る
例
外
的
場
合
に
該
当
し
う
る
よ
う
な
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
ま
た
具
体
的
犯
罪
へ
の
影
響
に
つ
い
て
も
説
明
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
等
を
挙
げ
て
、
地
裁
判
決
を
破
棄
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
判
例
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
で
は
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
た
め
の
理
由
付
け
の
必
要
性
が
下
が
る
こ
と
を
認
め
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〇

た
訳
で
は
な
い）

42
（

が
、
第
一
グ
ル
ー
プ
と
は
異
な
り
第
四
グ
ル
ー
プ
で
は
責
任
無
能
力
が
稀
な
例
外
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
判
例
上
承
認
さ

れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う）

43
（

。

第
二
項　

第
四
グ
ル
ー
プ
の
限
界
：
人
格
障
害
を
例
に

　

次
に
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
の
限
界
に
つ
い
て
で
あ
る
。
学
説
上
、
第
四
グ
ル
ー
プ
が
受
皿
的
要
件
と
し
て
の
性
格
を

持
つ
も
の
で
あ
る
と
も
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
は
何
の
限
定
的
機
能
も
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
内
在
的
に
は
一
定
の
限
定
的
機
能
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
は
特
に
人
格
障
害
が
問
題
と
な
る
局
面
に
お
い
て
見

受
け
ら
れ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
学
説
の
依
拠
す
る
法
律
的
病
気
概
念
を
支
持
し
た
前
述
のB

G
H
St 14,30

も
、
無
条
件
に
入
口
要
件
を
認
め
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
判
断
の
中
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
法
律
は
、
個
人
は
そ
の
者
が
自
由
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
意
思
力
を

完
全
に
投
入
す
る
と
い
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
意
思
薄
弱
や
そ
の
他
の
性
格
の
欠
陥
は
〔
旧
〕
刑
法
五
一
条
一
、
二
項
を
認
め
る
こ

と
を
正
当
化
し
な
い
」
と
述
べ
て
お
り
、
単
な
る
性
格
の
欠
陥
等
は
責
任
能
力
判
断
か
ら
除
外
す
る
旨
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
は
確
か
に
学
説
上
批
判
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が）

44
（

、
判
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
も
か
か
る
立
場
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
二
〇
〇
四
年
の
判
例
（B

G
H
St 49,45

）
45
（

）
に
お
い
て
も
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
関
す
る
責
任
能
力
判
断
を
整
理
す
る
中

で
、「
そ
の
者
が
、
単
に
順
応
し
な
い
振
舞
い
や
際
立
っ
た
人
格
の
み
を
示
唆
し
、
人
格
障
害
の
重
さ
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
よ
う
な

人
格
構
造
を
示
し
て
い
る
場
合
に
は
、
精
神
医
学
的
見
地
か
ら
す
で
に
、
刑
法
二
〇
条
の
四
つ
目
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
へ
の
分
類
が
排
斥
さ

れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
医
学
的
に
人
格
障
害
に
さ
え
至
ら
な
い
人
格
の
性
質
は
責
任
能
力
判
断
か
ら
除
外
さ
れ
る
旨
を
明
示

的
に
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
後
述
す
る
よ
う
に）

46
（

、
医
学
的
に
人
格
障
害
と
診
断
さ
れ
た
と
し
て
も
、
判
例
上
は
一
定
の
場
合
に
し
か
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
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三
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性
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
人
格
障
害
の
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
入
口
要
件
の
段
階
で
重
大
な
限
定
が
か
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

第
二
款　

小　

括

　

以
上
の
よ
う
に
、
判
例
に
お
い
て
は
、
精
神
病
（
第
一
グ
ル
ー
プ
）
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
と
は
異
な
り
、
第
四
グ
ル
ー
プ
で
は
責

任
無
能
力
が
稀
な
例
外
で
あ
る
と
い
う
傾
向
が
判
例
上
承
認
さ
れ
て
い
る
上
に
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
障
害

（
特
に
人
格
障
害
）
に
つ
い
て
は
、
入
口
要
件
判
断
に
お
い
て
も
重
大
な
限
定
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る

と
、
判
例
は
、
と
り
わ
け
第
四
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
減
免
方
向
の
判
断
が
制
限
的
で
あ
る
傾
向
を
有
し
、
且
つ
そ
の
こ
と
を
判
例
自
身

も
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
全
て
の
入
口
要
件
に
つ
い
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
な
く
減
免
の
余
地
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
、
各
々
の
問
題
事
象
ご
と
に
責
任
能
力
判
断
の
在
り
方
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
二
節　

個
別
事
象
ご
と
の
判
断
の
概
観

　

本
節
で
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
統
合
失
調
症
・
う
つ
病
等
・
人
格
及
び
行
動
の
障
害
・
情
動
を
巡
る
諸
判
例
に
つ
い
て
、
概

観
す
る）

47
（

。
検
討
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
内
因
性
精
神
病
等
（
第
一
項
）、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
格
及
び
行
動
の
障
害
（
第

二
項
）、
第
二
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
情
動
（
第
三
項
）
の
順
番
に
行
う
。
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第
一
款　

内
因
性
精
神
病

第
一
項　

統
合
失
調
症
等

　

統
合
失
調
症
に
関
す
る
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
刑
法
二
〇
、
二
一
条
が
正
面
か
ら
問
題
に
な
っ
た
判
例
は
少
な
く
、

多
く
は
刑
法
六
三
条
の
判
断
の
前
提
と
し
て
刑
法
二
〇
、
二
一
条
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
自
体
か
ら
、
Ｂ

Ｇ
Ｈ
は
統
合
失
調
症
に
つ
い
て
幅
広
く
免
責
を
認
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
判
断
の
全
体
の
傾

向
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
の
具
体
例
を
考
察
し
た
い
。

1　

全
体
の
傾
向

　

統
合
失
調
症
を
巡
る
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る）

48
（

。

　

①
統
合
失
調
症
の
急
性
期
シ
ュ
ー
プ
（akute Schub

）
49
（

）
や
「
末
期
（Endphase

）」
に
お
い
て
な
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
基
本

的
に
責
任
無
能
力
を
前
提
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
疾
病
と
犯
罪
と
の
関
連
性
は
必
要
で
あ
る
。

　

②
そ
れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
統
合
失
調
症
が
弁
識
能
力
及
び
制
御
能
力
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
の
具
体
的
説
明
が
必

要
と
な
る
。

2　

具
体
例

⑴　

急
性
期
シ
ュ
ー
プ
等
に
つ
い
て
（
①
）

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
急
性
期
シ
ュ
ー
プ
等
に
つ
い
て
幅
広
く
免
責
を
認
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
五
年
の
判
例）

50
（

で
は
、
慢
性
期
の
統
合
失
調

症
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
に
よ
る
故
殺
に
つ
い
て
、
限
定
責
任
能
力
の
み
を
認
め
た
地
裁
判
決
に
つ
い
て
「
│
被
告
人
の
病
気
は
十
年

来
続
い
て
い
る
と
こ
ろ
│
少
な
く
と
も
統
合
失
調
症
の
急
性
期
シ
ュ
ー
プ
や
『
末
期
』
に
お
い
て
は
経
験
則
上
、
責
任
無
能
力
で
あ
る
こ

と
を
原
則
と
し
て
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
責
任
無
能
力
を
認
め
な
い
理
由
付
け
に
つ
い
て
の
説
明
不
足
を
理
由
に



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

三
三

破
棄
し
て
い
る）

51
（

。
ま
た
他
に
も
、「
破
瓜
型
統
合
失
調
症
に
基
づ
く
ま
さ
に
不
快
性
の
変
調
や
衝
動
的
な
緊
張
か
ら
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
」

に
つ
い
て
「
制
御
無
能
力
は
原
則
と
し
て
排
斥
さ
れ
得
な
い
」
と
し
た
判
例
も
存
在
す
る）

52
（

。

　

こ
う
し
た
事
例
に
お
い
て
、
な
ぜ
原
則
と
し
て
責
任
無
能
力
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
右
記
判
例
を
は

じ
め
と
し
て
多
く
の
判
例
は
語
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
例
え
ば
、
同
じ
く
一
九
九
五
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

53
（

は
、
統
合
失
調
症
に
基
づ
く
性
的

脅
迫
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
、「
統
合
失
調
症
の
急
性
期
シ
ュ
ー
プ
に
は
、
そ
の
者
は
一
般
的
に
規
範
適
合
的
な
動
機
を
持
つ

こ
と
を
妨
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
し
た
上
で
責
任
無
能
力
が
排
斥
で
き
な
い
と
し
て
い
る）

54
（

。

⑵　

そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
（
②
）

　

⑴
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
統
合
失
調
症
が
弁
識
能
力
及
び
制
御
能
力
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
た
か
の
具
体
的
説
明
が
必
要
と

な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
を
判
断
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
認
定
さ
れ
た
精
神
障
害
が
各
々
の
犯
行
遂
行
時
に
お
い
て
具
体
的
犯
行
状
況

下
で
被
告
人
の
行
為
の
可
能
性
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
作
用
し
た
か
」
が
重
要
で
あ
る
旨
を
摘
示
し
て
い
る
が）

55
（

、
こ
れ
が
如
何
な
る
内
実

を
示
し
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

こ
の
点
、
統
合
失
調
感
情
障
害
（ICD

─10 F25.0
）
に
関
す
る
事
案
で
は
あ
る
が
、
比
較
的
容
易
に
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
る
こ

と
を
う
か
が
わ
せ
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
あ
る）

56
（

。
こ
れ
は
二
〇
〇
六
年
に
出
さ
れ
た
判
例
で
あ
る
が
、
統
合
失
調
感
情
障
害
の
下
で
身
体
傷
害

等
に
及
ん
だ
被
告
人
に
対
し
て
、
責
任
無
能
力
ゆ
え
無
罪
を
言
い
渡
し
、
精
神
病
院
収
容
命
令
を
出
し
た
地
裁
判
決
を
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
維
持
し

た
。
こ
の
中
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
以
下
の
よ
う
に
主
と
し
て
行
為
者
の
外
見
や
病
歴
等
に
着
目
し
、
責
任
無
能
力
を
認
め
て
い
る
。

　
「
こ
の
、
少
な
く
と
も
中
度
に
顕
在
化
し
た
精
神
病
に
基
づ
い
て
、
被
告
人
は
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
四
日
〔
犯
行
日
〕
に
、
不
法

を
弁
別
す
る
能
力
ま
た
は
そ
の
弁
別
に
し
た
が
っ
て
行
為
す
る
能
力
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
被
告
人
が
目
を
ぎ
ょ
ろ
っ
と
し
て
獣
の
よ

う
な
う
め
き
声
を
あ
げ
て
い
た
と
い
う
、
混
乱
し
正
気
で
は
な
い
外
見
（w

irren und sinnlosen Ä
ußerungen

）
か
ら
も
明
ら
か
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な
よ
う
に
、
被
告
人
の
精
神
病
は
直
接
的
に
（unm

ittelbar

）
そ
の
犯
行
の
振
舞
い
に
影
響
し
て
い
た
。
以
上
の
検
討
に
基
づ
け
ば
、

本
法
廷
と
し
て
は
、
本
件
の
事
情
の
下
で
は
、
特
に
判
決
で
認
定
さ
れ
て
い
る
一
九
九
一
年
の
精
神
病
の
初
め
て
の
発
作
か
ら
の
被
告
人

の
振
舞
い
全
体
に
鑑
み
れ
ば
、
鑑
定
人
及
び
地
裁
が
判
断
し
た
よ
う
に
被
告
人
は
犯
行
時
点
に
お
い
て
弁
別
能
力
も
制
御
能
力
も
喪
失
し

て
い
た
こ
と
に
は
疑
い
が
な
い
。」

　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
他
の
判
例
に
お
い
て
も
、
統
合
失
調
症
罹
患
者
に
よ
る
犯
罪
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
犯
行
を
惹
起
す
る
よ
う
な
意
味
を
持
っ

て
い
た
か
ど
う
か
（ob sie von tatkausaler B

edeutung w
ar

）」
を
審
査
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り）

57
（

、
こ

う
し
た
判
断
に
鑑
み
る
と
、
精
神
病
の
犯
行
へ
の
直
接
的
影
響
が
認
め
ら
れ
れ
ば
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
二
項　

妄
想
性
障
害
等

　

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
妄
想
表
象
は
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
も
あ
れ
ば
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
こ
と
も
あ
る
と
こ
ろ
、
統
合

失
調
症
以
外
に
も
、
例
え
ば
妄
想
性
障
害
は
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る）

58
（

。
第
一
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
と
さ
れ
た
妄

想
性
障
害
に
お
い
て
は
、「
妄
想
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
（in Situationen, die durch den W

ahn bestim
-

m
t sind

）、
妄
想
性
障
害
罹
患
者
に
は
そ
の
他
の
行
為
の
選
択
肢
を
実
践
的
に
は
自
由
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
（H

andlungsal-

ternativen praktisch nicht zur V
erfügung stehen

）」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
度
々
述
べ
ら
れ
て
い
る）

59
（

。

　

ま
た
、
妄
想
症
状
を
伴
う
「
幻
覚
妄
想
性
の
精
神
病
」
と
診
断
さ
れ
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
精
神
病
に
よ
る
妄
想
表
象
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
責
任
能
力
の
喪
失
、
少
な
く
と
も
そ
の
著
し
い
阻
害
が
認
め
ら
れ
る
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
も

存
在
す
る）

60
（

。

　

以
上
に
対
し
て
、
前
節
で
見
た
嫉
妬
妄
想
の
判
例）

61
（

で
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
嫉
妬
妄
想
が
属
す
る
と
し
た
地
裁
判
決
に
疑
義
を
示
し
た



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

三
五

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
犯
行
が
嫉
妬
妄
想
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
地
裁
の
見
解
か
ら
だ
け
で
は
、
制
御
能
力
の
完
全
な
喪
失
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
の
重
大
な
侵
害
に
至
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

第
三
項　

双
極
性
障
害
・
う
つ
病
等

　

う
つ
病
・
双
極
性
障
害
に
つ
い
て
は
、
精
神
病
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
差
異
は
、
前
項
ま
で
の
よ
う
に
は
明
確
で
な
い
。

そ
も
そ
も
精
神
医
学
上
、
う
つ
病
・
双
極
性
障
害
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
操
作
的
診
断
基
準
に
お
い
て
は
内
因
性
等
の
病
因
論
は
棚
上
げ

さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
さ
れ
る）

62
（

。
ま
た
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

63
（

が
述
べ
る
よ
う
に
、
う
つ
フ
ェ
ー
ズ
と
躁
フ
ェ
ー
ズ
の
現
れ
る
「
双
極
性
障
害
に

お
い
て
は
、
顕
在
化
と
重
さ
の
程
度
に
つ
い
て
広
範
な
変
動
幅
が
存
在
す
る
」
と
い
う
特
殊
性
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
双
極
性
障
害
が

認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
犯
行
時
点
に
お
け
る
重
さ
の
程
度
は
一
義
的
で
は
な
い
。

　

そ
の
た
め
か
、
双
極
性
障
害
・
う
つ
病
に
関
す
る
責
任
能
力
判
断
に
お
い
て
は
、
精
神
病
に
基
づ
く
か
否
か
と
い
う
判
断
と
、
そ
の
障

害
が
重
い
か
否
か
と
い
う
判
断
と
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
一
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

64
（

で
は
、
双
極
性
感
情
障

害
（bipolare aff ektive Störung

）
の
罹
患
が
疑
わ
れ
る
被
告
人
が
恐
喝
罪
の
罪
責
に
問
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
地
裁
が
制
御
能
力

の
著
し
い
減
退
の
み
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
制
御
無
能
力
だ
っ
た
こ
と
も
完
全
に
排
斥
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
の
判
断
の
中

で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
ま
さ
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
感
情
障
害
は
精
神
病
（Psychose

）
な
の
で
あ
る
」
と
強
調
し
た
上
で
、「
中
程
度
の
躁

病
や
う
つ
病
に
お
い
て
、
動
機
及
び
振
舞
い
が
感
情
障
害
に
帰
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
意
思
形
成
（W

illensbildung

）
を
喪
失
し
得
る
。

そ
れ
ゆ
え
重
度
の
躁
（
又
は
う
つ
）
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
お
い
て
制
御
能
力
の
喪
失
が
念
頭
を
よ
ぎ
ら
な
い
と
言
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
な

い
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

他
方
で
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
「
重
度
の
反
応
性
う
つ
病
」
に
基
づ
く
拡
大
自
殺
に
よ
る
自
ら
の
子
の
故
殺
が
問
題
と
な
っ
た

事
例
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
重
度
の
反
応
性
う
つ
病
が
、
そ
の
情
動
の
状
態
と
相
ま
っ
て
、
制
御
能
力
の
喪
失
に
至
り
得
た
」
可
能
性
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を
指
摘
し
て
い
る）

65
（

が
、
反
応
性
う
つ
病
の
み
で
責
任
無
能
力
を
認
め
る
趣
旨
か
は
明
ら
か
で
は
な
い）

66
（

。
さ
ら
に
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
適
応
障
害
（ICD

─10 F43.2

）
に
つ
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
例
え
ば
、
当
該
事
案
で
問
題
と
な
っ
た
遷
延
性
抑
う

つ
反
応
（F43.21

）
に
「
軽
症
抑
う
つ
状
態
（leichter depressiver Zustand

）」
と
説
明
が
つ
い
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、「
そ
の

よ
う
な
『
軽
症
抑
う
つ
状
態
』
と
し
て
評
価
さ
れ
る
状
態
が
刑
法
二
〇
条
の
入
口
要
件
の
一
つ
に
該
当
し
う
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難

い
」
と
度
々
述
べ
て
い
る）

67
（

。

　

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
以
上
の
判
例
で
は
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
双
極
性
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
重
さ
に
も
着
目
し
な
が
ら

の
判
断
で
は
あ
る
が
、
精
神
病
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
免
責
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
反
応
性
う
つ
病
・
適
応
障
害
に
つ
い

て
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
た
め
に
も
一
定
の
重
み
が
必
要
と
な
る
の
に
加
え
、
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
免
責
が
認
め
ら
れ
る
か
定

か
で
は
な
い
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
四
項　

小　

括

　

以
上
の
検
討
か
ら
す
れ
ば
、
内
因
性
精
神
病
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
第
四
グ
ル
ー
プ
と
比
べ
て
、
比
較
的
広
範
に
責
任
無
能
力
が
認

め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
統
合
失
調
感
情
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
精
神
病
が
直
接
的

に
犯
行
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
、
双
極
性
障
害
に
つ
い
て
も
、（
そ
の
重
さ
に
も
着
目
し
な
が
ら
の

判
断
で
は
あ
る
が
）
精
神
病
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
し
、
精
神
病
に
よ
る
妄
想
表
象
が
認
め
ら
れ
れ

ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
責
任
能
力
の
喪
失
、
少
な
く
と
も
そ
の
著
し
い
阻
害
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
広
範
さ
は
、
類
似

の
、
し
か
し
精
神
病
で
は
な
い
第
四
グ
ル
ー
プ
の
諸
障
害
（
例
え
ば
反
応
性
う
つ
病
や
適
応
障
害
、
或
い
は
第
四
グ
ル
ー
プ
の
妄
想
）
と

対
比
す
る
と
、
な
お
一
層
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第
二
款　

人
格
及
び
行
動
の
障
害

　

第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
問
題
と
な
る
人
格
及
び
行
動
の
障
害
に
お
い
て
も
、
刑
法
六
三
条
（
精
神
病
院
収
容
命
令
）
が
問
題
と
な
る

こ
と
も
あ
る
が
、
二
一
条
該
当
性
の
み
を
認
め
免
責
を
し
な
い
も
の
も
多
く
存
在
し
、
前
款
と
は
異
な
り
二
一
条
該
当
性
が
正
面
か
ら
問

題
と
な
る
事
例
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
本
項
で
は
、
人
格
障
害
と
行
動
異
常
（
特
に
性
的
逸
脱
）
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
項　

人
格
障
害

1　

全
体
の
傾
向

　

人
格
障
害
に
関
す
る
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

68
（

。

①
人
格
障
害
は
第
四
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
得
、
人
格
障
害
が
存
在
す
る
こ
と
は
責
任
能
力
の
わ
ず
か
で
は
無
い
阻
害
が
存
在
す
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。

②
し
か
し
全
て
の
人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、「
人
格
障
害
が
、
病
的
な
精
神
障
害
と
比
較
し
て
、
全
体

と
し
て
同
じ
く
ら
い
重
大
に
、
そ
し
て
類
似
の
│
そ
し
て
社
会
的
な
│
結
果
を
も
っ
て
、
当
該
行
為
者
の
生
活
を
阻
害
し
、
苦
し
め
、

そ
し
て
窮
屈
に
し
て
い
る
よ
う
な
症
状
を
示
し
て
い
る
」
場
合
に
の
み
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
る
（
以
下
、
便
宜
上
、
こ
の
基

準
を
「
生
活
阻
害
基
準
」
と
い
う
）。
こ
の
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
、「
当
該
犯
罪
以
外
の
日
常
に
お
い
て
、
職
業
的
、
そ
し

て
社
会
的
な
行
為
能
力
の
制
限
に
ま
で
至
っ
て
い
た
か
ど
う
か
」
で
あ
る
。

③
人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
場
合
、
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
認
め
な
い
な
ら
ば
詳
細
な
理
由
付

け
が
必
要
に
な
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
ほ
か
の
犯
罪
者
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
激
し
い
動
機
の
圧
迫
に
晒
さ
れ
て
い
た
か
が
重

要
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
に
対
し
て
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
る
の
は
稀
な
例
外
に
す
ぎ
な
い
。
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具
体
例

⑴　

人
格
障
害
の
存
在
の
意
義
に
つ
い
て
（
①
）

　

人
格
障
害
と
い
う
医
学
的
判
断
が
存
在
し
な
い
場
合
、
責
任
能
力
判
断
は
排
斥
さ
れ
得
る
た
め
、
人
格
障
害
に
は
そ
の
不
存
在
に
意
義

が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
に
見
た）

69
（

。
し
か
し
逆
に
、
人
格
障
害
が
存
在
す
る
と
い
う
医
学
的
判
断
に
も
一
定
の
意
義
が

認
め
ら
れ
て
い
る）

70
（

。

　

例
と
し
て
は
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─9
の
時
代
に
お
け
る
「
社
会
病
質
人
格
」（N

r.301.7

）
71
（

）
が
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
二
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
挙

げ
ら
れ
る）

72
（

。
こ
こ
で
は
、
一
二
件
の
身
体
傷
害
等
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
地
裁
判
決
は
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
の
だ
が
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
限
定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
こ
れ
を
破
棄
し
た
。
そ
の
中
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　
「
も
っ
と
も
確
か
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
Ｄ
Ｓ
Ｍ
─Ⅲ
Ｒ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─9
の
よ
う

な
精
神
医
学
の
分
類
体
系
は
、
責
任
能
力
の
観
点
の
下
で
の
法
的
評
価
に
と
っ
て
何
の
拘
束
力
も
持
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
客
観
的

な
定
義
基
準
の
発
展
へ
と
向
け
て
努
力
さ
れ
た
標
準
化
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
無
意
味
な
も
の
で
は
な
い
。
二
分
類
と
も
人
格
障
害
の
定

義
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
内
容
的
に
も
構
造
的
に
も
、K

urt Schneider

の
伝
統
的
な
精
神
病
質
の
定
義
と
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
一

致
し
て
い
る
。
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─9
は
、
深
く
根
付
い
た
逸
脱
行
為
と
異
常
性
が
、
そ
の
者
や
他
者
を
持
続
的
に
悩
ま
せ
個
人
や
社
会
に
不
利
な

結
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
人
間
を
指
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
本
件
で
一
名
の
鑑
定
人
が
行
っ
た
よ
う
に
、
メ
ル
ク
マ
ー
ル
カ
タ
ロ
グ
に

従
っ
て
Ｉ
Ｃ
Ｄ
に
お
い
て
定
義
さ
れ
て
い
る
人
格
障
害
に
鑑
定
が
分
類
さ
れ
た
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
わ
ず
か
で
は
な
い
阻
害
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
事
実
審
裁
判
官
は
、
特
に
入
念
に
、
個
別
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全

体
的
考
察
の
下
で
個
別
事
例
で
の
精
神
障
害
の
重
大
さ
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
る
か
に
つ
い
て
審
査
す
る
義
務
を
持
つ
。」
そ
し
て
、「
こ
の
こ
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三
九

と
はICD

─9 N
r.301.7

の
下
で
記
述
さ
れ
て
い
る
、
社
会
病
質
人
格
障
害
に
も
基
本
的
に
妥
当
す
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
、
医
学
的
基
準
に
従
っ
た
人
格
障
害
の
判
断
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
責
任
能
力
の
わ
ず
か
で
は
な
い
阻
害
が
存
在
す
る

こ
と
が
示
さ
れ
、
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
の
入
念
な
審
査
義
務
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）

73
（

。

⑵　

人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
要
件
（
②
）

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
人
格
障
害
の
存
在
の
意
義
に
は
重
大
な
限
定
が
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
病
と
比
較
し
な
が
ら
そ
の
者

の
生
活
を
同
様
に
阻
害
す
る
と
言
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
い
う
「
そ
の
他
の
『
重
大
な
』
精
神
障
害
」
に
は
該
当
し

な
い
と
い
う
重
要
な
限
定
が
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る）

74
（

。

　

こ
う
し
た
観
点
か
ら
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
を
否
定
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
二
〇
〇
四
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
あ
る）

75
（

。
こ
れ
は
別
れ

話
の
も
つ
れ
か
ら
、
相
手
方
の
女
性
を
撃
ち
殺
そ
う
と
し
、
さ
ら
に
止
め
に
入
ろ
う
と
し
た
第
三
者
を
も
撃
ち
殺
そ
う
と
し
た
と
い
う
謀

殺
未
遂
・
故
殺
未
遂
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
か
か
る
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
に
自
己
愛
性
・
演
技
性
の
人
格
障
害
が
認
め
ら

れ
た
と
こ
ろ
、
限
定
責
任
能
力
に
よ
る
減
軽
を
地
裁
が
行
っ
た
の
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
以
下
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
た
（
文
献
等
引
用

略
）。

　
「
人
格
障
害
の
診
断
は
、
刑
法
二
〇
、
二
一
条
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
が
「
重
大
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
る
も
の
で

は
な
い
。
こ
こ
で
決
定
的
な
の
は
（m

aßgebend

）、
当
該
犯
罪
以
外
の
日
常
に
お
い
て
、
職
業
的
、
そ
し
て
社
会
的
な
行
為
能
力
の
制

限
に
ま
で
至
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
本
件
で
は
な
ん
の
明
白
な
根
拠
も
な
い
。
犯
行
時
点
で
五
三

歳
の
被
告
人
は
、
秩
序
立
っ
た
関
係
を
築
き
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
自
動
車
組
立
工
あ
る
い
は
飲
食
店
営
業
に
て
職
業
に
従
事
し
て
い

た
。
犯
行
前
に
は
彼
は
新
し
い
住
居
の
面
倒
を
見
る
の
に
成
功
し
て
『
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
な
り
』『
元
気
に
な
っ
て
い
た
』。
そ
の
前
科
、
つ

ま
り
、
自
動
車
事
故
、
民
事
手
続
に
お
け
る
検
察
へ
の
中
傷
・
詐
欺
の
た
め
の
罰
金
刑
も
、
重
大
な
人
格
障
害
を
示
唆
し
な
い
。」
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以
上
に
対
し
て
、
生
活
阻
害
基
準
の
観
点
か
ら
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
反
社
会
性
人
格
障
害
が
問
題
と
な
っ

た
二
〇
〇
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
あ
る）

76
（

。
こ
れ
は
、
寮
内
で
暴
行
事
件
を
起
こ
し
た
た
め
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
寮
か
ら
立
ち
退
か
ね
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
被
告
人
が
、
器
物
損
壊
を
行
い
、
ま
た
多
く
の
人
間
に
対
す
る
復
讐
計
画
と
し
て
旅
行
会
社
・
デ
パ
ー
ト
に
て
放
火
を
行
っ

た
と
い
う
事
件
で
あ
る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
地
裁
判
決
を
維
持
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
の
中
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
生
活

阻
害
基
準
を
提
示
し
た
上
で
、
地
裁
が
被
告
人
に
相
応
の
生
活
の
阻
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
詳
し
い
理
由
付
け
な
し
に
否
定
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
以
下
の
点
を
指
摘
し
な
が
ら
、
法
的
瑕
疵
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
被
告
人
の
経
歴
か
ら
は
、
健
全
な
社
会
的
関
係
に
よ
り
特
徴
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
生
活
領
域
は
見
て
取
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
そ
の
子
供
時
代
か
ら
慢
性
的
な
足
の
筋
炎
に
罹
患
し
て
い
た
被
告
人
は
、
そ
の
障
害
の
た
め
に
親
か
ら
拒
絶
さ
れ
そ
の
幼
年
時
代
の
ほ

と
ん
ど
を
施
設
で
過
ご
し
て
い
た
。」「
そ
の
世
間
離
れ
し
た
立
場
か
ら
彼
は
す
で
に
若
い
頃
か
ら
、
職
業
を
習
得
し
よ
う
と
せ
ず
、
一
九

八
二
年
か
ら
社
会
保
障
に
頼
っ
て
生
き
て
き
た
。
彼
は
勤
務
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。」「
彼
に
は
全
く
友
人
や
親
密
な
パ
ー
ト
ナ
ー
が
一

度
も
い
な
か
っ
た
。」「
一
年
ほ
ど
前
か
ら
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
た
め
の
一
時
的
な
寮
に
住
ん
で
お
り
、
そ
こ
か
ら
彼
は
暴
力
的
攻
撃
に
よ
り

立
ち
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。」
さ
ら
に
、
と
り
わ
け
、
犯
行
の
復
讐
活
動
と
し
て
の
性
格
や
、
逮
捕
後
「
自
分
に
し
て
き
た
不

正
を
清
算
し
て
や
る
」
等
と
言
っ
て
い
る
こ
と
等
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
。

　

以
上
の
判
例
の
動
向
に
鑑
み
る
に）

77
（

、
人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
そ
の
犯
行
へ
の
現
れ
方
も
重
要

で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
人
格
障
害
が
ど
れ
ほ
ど
、
当
該
犯
罪
以
外
の
被
告
人
の
日
常
・
生
涯
に
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
が
重
視
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う）

78
（

。
⑴
で
見
た
一
九
九
二
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
も
、
社
会
病
質
人
格
を
第
四
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
る
と
反

社
会
的
振
舞
い
が
幅
広
く
責
任
能
力
の
問
題
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
に
対
し
て
、「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
人
格

障
害
に
お
い
て
も
、
青
少
年
期
の
早
期
の
段
階
に
至
る
ま
で
に
つ
き
、
ど
れ
ほ
ど
前
ま
で
社
会
的
紛
争
へ
の
傾
向
が
辿
る
こ
と
が
で
き
る
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の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
行
動
異
常
が
犯
罪
行
為
以
外
に
お
い
て
も
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
審
査
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
『
通
常
の
犯
罪
者
』
と
区
別
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
お
り
、
当
該
犯
罪
以
外
の
被
告
人
の
日
常
・
生
涯
へ
の
影

響
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る）

79
（

。

　

こ
の
よ
う
に
、
入
口
要
件
該
当
性
の
段
階
で
責
任
能
力
判
断
に
重
大
な
限
定
が
か
け
ら
れ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

で
は
、
判
例
に
お
い
て
は
減
免
と
い
う
「
法
律
に
よ
り
与
え
ら
れ
た
可
能
性
が
、
本
来
の
精
神
病
と
の
類
推
に
よ
っ
て
、
制
限
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
も
評
さ
れ
て
い
る）

80
（

。

⑶　

人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
場
合
の
帰
結
（
③
）

　

以
上
の
よ
う
に
、
専
ら
医
学
的
に
認
定
さ
れ
た
人
格
障
害
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
日
常
へ
の
障
害
の
影
響
が
決
定
的
要
素
と
な
っ
て
認

め
ら
れ
た
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
は
、
責
任
能
力
判
断
に
と
っ
て
重
要
な
帰
結
を
持
ち
う
る
こ
と
に
な
る
。

⒜　

限
定
責
任
能
力
に
つ
い
て

　

ま
ず
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
と
、
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
明
確

に
述
べ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
例
え
ば
二
〇
〇
一
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
が
あ
る）

81
（

。
こ
れ
は
、
資
産
が
な
く
栄
養
失
調
で
住
居
が
強
制
明

渡
し
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
四
三
歳
の
被
告
人
が
、
そ
の
自
己
愛
性
人
格
障
害
の
た
め
に
、
自
分
は
役
所
の
横
暴
の
被
害
者
で
あ
り
、
自

分
の
社
会
的
没
落
の
責
任
は
特
に
自
分
を
担
当
す
る
福
祉
事
務
所
の
担
当
官
に
あ
る
と
考
え
て
、
復
讐
の
た
め
に
そ
の
担
当
官
に
対
し
て

強
盗
的
恐
喝
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
要
求
を
無
視
さ
れ
た
た
め
、
新
た
な
犯
行
決
意
に
基
づ
き
担
当
官
に
発
砲
し
た
（
故
殺
未
遂
）
と
い
う

事
件
で
あ
る
。
地
裁
は
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
を
認
め
な
が
ら
も
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
破
棄
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ

は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
「
刑
法
二
一
条
の
要
求
す
る
責
任
能
力
の
著
し
い
減
退
が
認
め
ら
れ
る
の
が
通
常
で

あ
る
（naheliegen

）」「
こ
の
こ
と
は
、
精
神
障
害
と
当
該
事
件
（T

atgeschehen
）
と
の
動
機
上
の
関
連
性
が
存
在
す
る
場
合
に
は
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少
な
く
と
も
妥
当
す
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
判
決
で
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
被
告
人
の
数
多
の
振
舞
い
の
以
上
を
示
す
前
歴
や
、
認
定
さ
れ
て
い
る
被
告
人
の
精
神

障
害
が
明
白
に
当
該
事
件
に
も
現
れ
て
い
る
こ
と
に
も
鑑
み
れ
ば
、
地
裁
は
、『
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
』
を
認
め
な
が
ら
も
制

御
能
力
の
著
し
い
阻
害
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
見
解
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
詳
細
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
。

　

も
っ
と
も
、
如
何
な
る
場
合
に
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
詳
細
に
説
明
す
る
こ
と
で
、
例
外
的
に
完

全
責
任
能
力
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
こ
の
判
例
は
、
続
け
て
「
こ
こ
で
特
に
第
一
に
審
査
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
時
点
に
お
い
て
被
告
人
が
そ
の
人
格
障
害
の
み
に
よ
り
、
他
の
比
較
可
能
な
状
況
に

お
い
て
他
の
犯
罪
者
に
は
存
在
し
な
い
よ
う
な
、
犯
行
に
至
る
よ
う
な
激
し
い
動
機
の
圧
迫
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ

れ
に
よ
り
規
範
適
合
的
に
振
る
舞
う
能
力
が
明
白
に
減
退
し
て
い
た
か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
述
べ
た
上
で
、
計
画
性
・
行
為
の
合
目
的
性

等
が
あ
っ
た
と
し
て
も
「
特
定
の
行
為
へ
の
衝
動
と
抑
制
の
表
象
と
を
相
互
に
慎
重
に
考
慮
し
そ
れ
に
よ
っ
て
意
思
決
定
を
形
成
す
る
能

力
は
著
し
く
阻
害
さ
れ
う
る
」
と
述
べ
て
い
る）

82
（

。

　

こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
衝
動
の
強
さ
や
、
衝
動
と
抑
制
の
関
係
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力

関
係
」
を
取
り
上
げ
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
既
に
限
定
的
に
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
の
判
断

を
充
足
し
て
い
る
人
格
障
害
に
つ
い
て
、
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
か
、
例
外
的
に
完
全
責
任
能
力
を
認
め
る
か
の
判
断
と
し
て
、
右
の

よ
う
な
力
関
係
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う）

83
（

。

⒝　

責
任
無
能
力
に
つ
い
て

　

以
上
に
対
し
て
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
人
格
障
害
で
あ
っ
て
も
、
責
任
無
能
力
ゆ
え
に
完
全
な
免
責
に
い
た
る
こ
と

は
稀
な
例
外
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
二
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

84
（

は
、
人
格
障
害
が
存
在
す
る
被
告
人
に
つ
い
て
完
全
責
任
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能
力
を
認
め
て
謀
殺
罪
で
終
身
刑
と
し
た
地
裁
判
決
を
、
そ
の
責
任
能
力
判
断
を
理
由
に
破
棄
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
判
断
を
以
下
の

よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
「
し
か
し
こ
う
し
た
法
的
瑕
疵
は
謀
殺
に
基
づ
く
有
罪
判
決
に
は
影
響
し
な
い
。『
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
』
に
分
類
さ
れ
る
状

態
に
つ
い
て
、
責
任
無
能
力
そ
れ
ゆ
え
完
全
な
免
責
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
稀
な
例
外
的
な
場
合
に
す
ぎ
な
い
。
か
か
る
例
外
的
な
場
合

に
は
本
件
は
明
ら
か
に
妥
当
し
な
い
。）

85
（

」

　

下
級
審
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
免
責
の
余
地
は
「
単
に
学
説
上
は
完
全
に
は
排
斥
さ
れ
得
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
単
に
理
論
上
存
在
す

る
可
能
性
」
で
あ
る
と
も
評
さ
れ
て
お
り）

86
（

、
何
れ
に
せ
よ
免
責
は
通
常
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
項　

行
動
異
常
：
性
的
逸
脱
に
つ
い
て

　

次
に
、
行
動
異
常
に
つ
い
て
の
判
断
に
つ
い
て
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
行
動
異
常
に
は
、
放
火
癖
・
窃
盗
癖
や
、
性
倒
錯
・
小
児
性
愛

等
、
衝
動
の
強
さ
や
性
質
が
問
題
と
な
る
も
の
が
多
い
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
で
頻
繁
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
性
的
逸
脱
に
関
す
る
事

案
で
あ
る）

87
（

。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
小
児
性
愛
者
が
性
的
虐
待
等
を
行
な
っ
て
い
た
際
に
、
そ
れ
が
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─10
・
Ｄ
Ｓ
Ｍ-

Ⅴ
で
も
精
神

障
害
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
小
児
性
愛
（
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
）
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
が
認
め

ら
れ
な
い
か
、
と
い
っ
た
点
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
性
的
逸
脱
に
関
す
る
現
在
の
判
例
の
動
向
を
概
観
し

て
お
き
た
い
。

1　

全
体
の
傾
向

　

管
見
の
限
り
、B

G
H
St 14,30

以
降
、
判
例
の
判
断
に
は
一
定
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ）

88
（

、
ま
た
必
ず
し
も
安
定
し
て
い

な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が）

89
（

、
現
在
、
二
〇
、
二
一
条
が
直
接
的
に
問
題
と
な
る
判
例
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
判
断
が
見
受
け
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る）

90
（

。
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①
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
等
の
全
て
の
性
的
逸
脱
が
容
易
く
第
四
グ
ル
ー
プ
と
同
一
視
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。

②
も
っ
と
も
、
そ
の
逸
脱
し
た
性
的
な
振
舞
い
方
が
、
減
少
し
た
満
足
感
、
増
大
す
る
頻
度
、
巧
み
さ
の
減
少
、
当
該
方
法
へ
と
考
え

が
狭
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
慣
化
し
た
振
舞
い
の
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
を
認
め
、
そ
れ
に

よ
り
制
御
能
力
の
著
し
い
阻
害
を
認
め
る
こ
と
を
基
礎
付
け
得
る
（
以
下
、
便
宜
上
、
こ
の
基
準
を
「
型
基
準
」
と
呼
称
す
る
）。

　

③
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
障
害
の
重
大
性
の
た
め
に
刑
法
二
一
条
に
い
う
制
御
能
力

の
著
し
い
阻
害
も
存
在
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

2　

具
体
例

　

こ
う
し
た
判
断
の
傾
向
は
本
節
1
で
見
た
人
格
障
害
の
判
断
の
傾
向
の
う
ち
、
①
③
を
維
持
し
、
②
に
つ
い
て
型
基
準
を
採
用
し
た
も

の
で
あ
る
と
整
理
で
き
よ
う
。
判
例
の
中
に
は
生
活
阻
害
基
準
と
型
基
準
と
を
並
列
的
に
並
べ
る
も
の
も
あ
る）

91
（

た
め
、
両
者
の
関
係
は
必

ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
型
基
準
が
ど
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
て
い
る
の
か
に
絞
り
紹
介
す
る
に
と

ど
め
た
い）

92
（

。

　

例
え
ば
二
〇
一
〇
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

93
（

は
、
二
件
の
強
姦
や
性
的
脅
迫
等
に
つ
い
て
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
地
裁
判
決
を
破
棄
し
た
も

の
だ
が
、
そ
の
判
断
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
型
基
準
を
提
示
し
た
。

　
「
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
を
基
に
す
れ
ば
、
全
て
の
逸
脱
が
た
や
す
く
刑
法
二
〇
、
二
一
条
の
意
味
に
お
け
る
『
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
』

と
同
一
視
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
そ
の
逸
脱
し
た
性
的
な
振
舞
い
方
が
、
減
少
し
た
満
足
感
・
増
大
す
る
頻
度
・
巧
み
さ

の
減
少
・
当
該
方
法
へ
と
考
え
が
狭
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
慣
化
し
た
振
舞
い
の
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
制
御
能
力
は

阻
害
さ
れ
う
る
。」

　

そ
の
上
で
、
同
判
例
は
、
以
下
の
要
素
を
挙
げ
な
が
ら
、「
本
件
で
は
、
被
告
人
に
は
、
刑
法
二
〇
条
の
意
味
に
お
け
る
『
そ
の
他
の
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四
五

重
大
な
精
神
的
偏
倚
』
の
入
口
要
件
を
充
足
す
る
よ
う
な
、
平
均
を
超
え
る
欲
動
異
常
を
示
す
徴
表
が
存
在
す
る
」
と
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
被
告
人
は
九
件
の
類
似
す
る
全
く
知
ら
な
い
女
性
に
対
す
る
性
的
暴
行
犯
罪
に
つ
い
て
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
既
に
類
似
犯

罪
に
よ
り
二
年
の
少
年
刑
・
二
年
八
月
の
自
由
刑
に
処
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一
日
の
時
間
の
う
ち
ほ
と
ん
ど
を
盗
撮
に
使
っ
て
い
る
こ
と

等
を
で
あ
る
。

　

ま
た
別
の
例
と
し
て
、
一
四
〇
件
を
超
え
る
子
供
に
対
す
る
性
的
虐
待
や
児
童
ポ
ル
ノ
の
公
開
・
所
持
等
が
問
題
と
な
っ
た
二
〇
一
五

年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

94
（

も
、
型
基
準
を
提
示
し
た
上
で
、
被
告
人
の
思
考
が
子
供
と
の
性
的
行
為
へ
と
狭
ま
っ
て
い
る
こ
と
や
、
近
年
は
妻
と

は
も
は
や
性
的
な
接
触
が
な
く
多
く
の
非
常
に
若
年
の
子
供
と
性
的
行
為
に
至
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
等
を
挙
げ
て
、
限
定
責
任
能
力
の

可
能
性
を
示
唆
し
し
て
い
る
。

　

型
基
準
は
二
一
条
が
直
接
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
も
六
三
条
が
直
接
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
も
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が）

95
（

、
こ
こ
で
は
、

そ
こ
に
至
る
ま
で
の
前
科
前
歴
や
日
常
の
振
舞
い
等
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
一
回
一
回
の
行
為
に
よ
る
満
足
感
が
減
っ
た
り
頻
度
が
増

大
し
た
り
、
或
い
は
犯
行
へ
と
考
え
が
狭
ま
っ
た
り
、
個
々
の
犯
行
の
実
施
方
法
が
稚
拙
に
さ
え
な
っ
た
り
す
る
中
で
、
習
慣
的
に
衝
動

へ
の
抵
抗
が
ど
れ
ほ
ど
弱
ま
っ
て
い
る
の
か
が
判
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
満
足
感
や
頻

度
等
に
も
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
ど
れ
ほ
ど
抵
抗
力
な
い
し
意
思
力
が
弱
っ
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
「
意
思

力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
限

定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
る
（
任
意
的
減
軽
の
対
象
と
な
る
）
の
が
通
常
で
あ
る
場
合
と
、
入
口
要
件
が
認
め
ら
れ
ず
完
全
責
任
能
力
と

な
る
場
合
と
が
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
三
項　

小
括
・
検
討

　

本
款
で
見
た
、
人
格
及
び
行
動
の
障
害
に
関
す
る
判
例
に
お
い
て
は
、「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」
を
問
題
と
し
て
い
る
と
評
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価
で
き
る
観
点
が
間
々
見
受
け
ら
れ
た
。
前
款
に
見
た
内
因
性
精
神
病
で
は
、
精
神
病
で
あ
る
こ
と
や
そ
の
症
状
の
重
さ
、
犯
行
と
の
関

連
性
が
着
目
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
性
的
逸
脱
等
に
つ
い
て
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
人
格
障
害

に
つ
い
て
は
、
生
活
阻
害
基
準
に
着
目
し
て
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
た
人
格
障
害
に
つ
き
、
限
定
責
任
能
力
を
認
め
る
か
完

全
責
任
能
力
を
認
め
る
か
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
激
し
い
動
機
の
圧
迫
だ
っ
た
か
、
ど
れ
ほ
ど
抵
抗
力
が
弱
っ
て
い
る
か
等
に

着
目
し
た
判
断
が
行
わ
れ
て
い
た
。
か
か
る
点
は
、「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
し
得
る
人
格
及
び

行
動
の
障
害
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
正
面
か
ら
問
題
と
な
る
一
方
で
、
精
神
病
が
問
題
と
な
る
第
一
グ
ル
ー
プ
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、

少
な
く
と
も
本
款
で
見
た
諸
判
例
ほ
ど
に
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
款
で
見
た
諸
判
例
か
ら
は
、
人
格
障
害
や
性
的
逸
脱
等
に
つ
い
て
現
実
に
限
定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

ド
イ
ツ
の
限
定
責
任
能
力
は
任
意
的
減
軽
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
あ
る
も
の
の
、
第
一
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
限
定
責
任
能
力
に
お
い

て
は
責
任
内
容
が
基
本
的
に
減
退
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と）

96
（

、
ま
た
我
が
国
で
は
、
と
り
わ
け
小
児
性
愛
に
つ
い
て
裁

判
例
上
一
般
的
に
は
責
任
能
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と）

97
（

か
ら
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」

に
よ
る
判
断
が
、
我
が
国
で
妥
当
と
考
え
ら
れ
て
い
る
責
任
能
力
の
範
囲
よ
り
も
広
く
、
少
な
く
と
も
減
軽
の
余
地
を
認
め
る
可
能
性
の

あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
っ
と
も
、
か
よ
う
な
判
断
に
よ
っ
て
も
、
容
易
く
限
定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
責
任
無
能
力
と
な

る
場
合
は
極
め
て
例
外
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
は
注
意
を
要
し
よ
う
。
例
え
ば
性
的
逸
脱
等
に
つ
い
て
は
、
習
慣
化
し
た

振
舞
い
の
型
に
な
る
ほ
ど
に
抵
抗
が
弱
ま
っ
て
い
て
初
め
て
、
限
定
責
任
能
力
が
認
め
る
の
が
通
常
で
あ
る
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認

め
ら
れ
て
い
た
し
、
人
格
障
害
に
至
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
医
学
的
に
人
格
障
害
と
し
て
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
前
科
や
職
歴
等
、
当
該
犯
罪

以
外
の
日
常
生
活
へ
の
障
害
の
影
響
の
重
大
さ
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
右
の
「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
」
に
よ
る
判
断
に
よ
る
例
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四
七

外
的
否
定
が
な
い
場
合
に
初
め
て
、
限
定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
人
格
障
害
に
つ
い
て
の
免
責
の
余
地

は
「
単
に
学
説
上
は
完
全
に
は
排
斥
さ
れ
得
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
単
に
理
論
上
存
在
す
る
可
能
性
」
で
あ
る
と
評
す
る
裁
判
例
も
存
在
し
て

お
り
、
と
り
わ
け
人
格
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
免
責
の
余
地
は
ほ
ぼ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
款　

情　

動

　

そ
れ
で
は
最
後
に
、
第
二
グ
ル
ー
プ
の
実
務
上
の
主
た
る
適
用
事
例
と
さ
れ
る
情
動
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

情
動
（A

ff ekt

）
と
い
う
言
葉
自
体
は
心
理
学
・
精
神
医
学
等
様
々
な
分
野
で
用
い
ら
れ
る
単
語
で
あ
る
が）

98
（

、
法
学
の
責
任
能
力
の

領
域
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
で
一
般
的
に
、
情
動
は
不
特
定
で）

99
（

説
得
力
あ
る
定
義
に
は
成
功
し
て
い
な
い
と
評
さ
れ
て
い
る）

100
（

も
の
の
、
説
明

と
し
て
は
例
え
ば
、
情
動
と
は
極
度
の
興
奮
で
あ
る）

101
（

と
か
、
激
怒
・
憎
悪
・
嫉
妬
・
不
安
で
あ
る）

102
（

と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

こ
で
は
、
前
々
款
や
前
款
と
は
異
な
り
精
神
障
害
を
有
さ
な
い
健
常
者
が
、
極
度
の
興
奮
に
陥
り
犯
罪
を
行
っ
た
場
合）

103
（

や
、
不
安
・
恐
怖

体
験
の
下
で
犯
罪
を
行
っ
た
場
合）

104
（

に
、
こ
の
こ
と
が
減
免
を
基
礎
付
け
る
か
が
責
任
能
力
の
文
脈
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
う
し
た
情
動
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
と
い
う
意
味
で
の
制
御
能
力
が
こ
こ
で
も
や
は
り
正
面
か
ら

問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
さ
ら
に
持
続
的
な
精
神
障
害
等
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
精
神
病
院
収
容
命
令
の
要
件
を
通
常
満
た

さ
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら）

105
（

、
よ
り
シ
ビ
ア
に
制
御
能
力
が
問
題
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
故
意
の
殺
人
に
は
通
常
存
在
す
る
よ
う
な
情
動）

106
（

に
よ
る
免
責
を
認
め
る
と
、
免
責
の
可
能
性
が
広
範
に
拡
張
し
て
し
ま
う
恐

れ
が
存
在
す
る）

107
（

。
そ
の
た
め
、
判
例
は
特
殊
な
限
定
を
か
け
な
が
ら
減
免
の
可
能
性
を
限
定
す
る
こ
と
で
柔
軟
な
解
決
を
志
向
し
て
い
る
。

本
款
で
は
、
こ
の
判
例
の
判
断
の
傾
向
を
ま
ず
は
簡
単
に
概
観
す
る
。
そ
し
て
、
責
任
能
力
の
中
で
も
情
動
に
つ
い
て
は
刑
法
学
説
が
他

に
比
し
て
雄
弁
と
な
る
領
域
で
あ
る
た
め
、
判
例
の
整
理
・
判
例
へ
の
応
答
と
い
う
観
点
か
ら
、
学
説
の
提
示
す
る
視
点
に
つ
い
て
概
観
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す
る
こ
と
に
し
た
い
。

第
一
項　

判
例
の
判
断
に
つ
い
て

1　

全
体
の
傾
向

　

判
例
の
判
断
を
概
観
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る）

108
（

。

　

①
通
常
心
理
的
な
（norm

alpsychologisch

）
情
動
も
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
を
基
礎
付
け
得
る
。

　

②
も
っ
と
も
、
責
任
能
力
の
喪
失
・
減
退
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
情
動
の
発
生
が
有
責
的
で
あ
れ
ば
、
減
免
は
認
め
ら
れ
な
い
。
か
か
る

事
前
有
責
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
具
体
的
状
況
下
で
情
動
の
形
成
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
、
情
動
の
勃
発
に
よ
る
帰
結

が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
場
合
の
み
で
あ
る
。

　

③
さ
ら
に
、
か
か
る
事
前
有
責
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
、
免
責
は
限
定
的
で
あ
る
。

2　

具
体
例

⑴　

通
常
心
理
的
な
情
動
に
よ
る
免
責
の
可
能
性
の
是
認
（
①
）

　

通
常
心
理
的
な
情
動
で
あ
っ
て
も
免
責
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
戦
後
の
判
例
に
お
い
て
常
に
認
め
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス）

109
（

た
る
一
九
五
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
（B

G
H
St 11,20

）
110
（

）
は
、
旧
法
51
条
の
「
意
識
障
害
」
に
は
、
精
神
病
に
罹
患

し
て
お
ら
ず
脱
落
症
状
を
伴
う
も
の
で
な
く
と
も
、
極
度
の
興
奮
下
で
行
為
し
た
行
為
者
も
該
当
し
う
る
旨
を
認
め
た
上
で
、
当
該
事
案

に
つ
き
責
任
無
能
力
に
よ
る
無
罪
を
認
め
た
。

　

こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
既
に
紹
介
が
複
数
存
在
す
る
が）

111
（

、
事
案
は
、
被
告
人
の
妻
が
被
告
人
の
意
思
に
反
し
て
離
婚
し
た
い
と
思
っ
て

お
り
、
し
ば
し
ば
口
論
が
遅
く
ま
で
続
い
て
い
た
た
め
に
、
被
告
人
は
既
に
完
全
に
疲
れ
切
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
犯
行
当
日
、
暴
力
を
伴

う
激
し
い
口
論
の
後
に
、
被
告
人
が
妻
を
ナ
イ
フ
で
数
回
刺
し
殺
害
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
随
伴
現
象
な
し
に
完
全
に
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九

自
我
明
識
及
び
自
制
を
失
う
状
態
に
陥
る
例
外
的
な
場
合
が
、
極
め
て
稀
に
で
は
あ
る
が
何
度
も
存
在
す
る
こ
と
は
、
生
活
経
験
上
否
定

で
き
な
い
と
し
、
医
学
的
に
も
、
結
果
に
つ
い
て
批
判
的
に
慎
重
に
熟
慮
す
る
能
力
を
完
全
に
喪
失
し
短
絡
的
行
動
に
至
る
よ
う
な
動
揺

や
障
害
が
問
題
と
な
り
う
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
病
的
な
基
盤
の
あ
る
も
の
や
脱
落
症
状
に
随
伴
す
る
も
の
（
睡
眠
酩
酊

や
中
毒
）
以
外
に
も
免
責
の
余
地
を
認
め
た
。
そ
し
て
、
そ
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
身
体
的
疲
労
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
作
用
が
あ
る
他
、
記

憶
喪
失
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
怒
り
が
消
え
失
せ
同
情
の
感
情
が
湧
き
上
が
っ
た
際
に
亡
く
な
っ
た
妻
の
身
体
を
持
ち
上
げ
口
づ
け
を
し

た
と
い
う
認
定
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
極
度
に
高
め
ら
れ
た
怒
り
の
爆
発
で
あ
る
こ
と
等
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
⑵
に
見
る
事
前
有
責
性

も
否
定
し
た
上
で
、
責
任
無
能
力
を
認
め
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
九
六
年
に
お
い
て
も
、
酩
酊
と
の
相
互
作
用
に
基
づ
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
責
任
無
能
力
に
よ
る
無
罪
判
決
を
維
持
し
た

Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）
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も
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
も
妻
と
口
論
や
争
い
に
な
っ
た
こ
と
の
あ
る
被
告
人
が
、
ビ
ー
ル
を
摂
取
後
帰
宅
す
る
と
、

妻
と
友
人
の
会
話
か
ら
、
被
告
人
の
長
い
間
知
ら
な
か
っ
た
男
と
妻
が
幸
せ
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
聞
き
、「
怒
り
の
あ
ま
り
青
ざ
め
」

部
屋
に
押
し
入
り
、
妻
や
友
人
の
抵
抗
も
虚
し
く
妻
を
絞
殺
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
判
例
に
お
い
て
は
、
刑
法
二
〇

条
の
意
味
に
お
け
る
根
深
い
意
識
障
害
は
、
稀
な
場
合
で
は
あ
る
も
の
の
、
精
神
的
又
は
心
的
な
持
続
的
損
傷
な
く
専
ら
そ
の
高
度
の
興

奮
の
た
め
に
自
己
意
識
と
自
制
と
を
失
っ
て
し
ま
う
状
態
に
陥
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
情
動
と
酩
酊
の
影
響
に
よ

る
共
同
作
用
に
よ
る
完
全
な
免
責
も
考
慮
さ
れ
う
る
」
と
し
た
上
で
、
被
告
人
に
責
任
の
な
い
疲
労
の
存
在
・
被
害
者
が
親
密
で
重
要
な

者
で
あ
る
こ
と
・
類
似
の
行
為
に
こ
れ
ま
で
出
た
こ
と
が
な
い
こ
と
・
犯
行
道
具
を
特
に
用
い
ず
ま
た
確
実
性
も
確
保
せ
ず
に
第
三
者
の

面
前
で
犯
行
に
及
ん
で
い
る
こ
と
・
婚
姻
を
守
り
た
い
と
い
う
本
来
の
願
望
と
相
反
す
る
こ
と
・
犯
行
後
の
シ
ョ
ッ
ク
・
酩
酊
に
よ
る
情

動
の
促
進
等
を
摘
示
し
て
責
任
無
能
力
を
認
め
、
そ
し
て
後
述
す
る
事
前
有
責
性
（
②
）
も
否
定
し
て
、
無
罪
判
決
を
維
持
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
情
動
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
は
、
一
般
論
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
と
と
も
に
、
現
に
具
体
的
事
案
と
の
関
係
で
も
認
め
ら
れ
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五
〇

て
い
る）
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。
そ
し
て
、
高
度
の
興
奮
や
自
制
の
喪
失
と
い
っ
た
観
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力

関
係
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
見
た
事
案
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
が
存
在
し

た
よ
う
に
、（
一
般
論
は
と
も
か
く
）
具
体
的
判
断
と
し
て
情
動
の
み
に
よ
り
免
責
が
認
め
ら
れ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
情
動
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
主
た
る
限
定
と
し
て
機
能
し
て
い
る
事
前
有
責
性
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
上
で
、
そ
れ
に
必
ず
し
も

解
消
さ
れ
な
い
視
点
が
判
例
上
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
最
後
に
指
摘
し
た
い
。

⑵　

事
前
有
責
性
に
よ
る
限
定
（
②
）

　

ま
ず
、
右
の
よ
う
な
力
関
係
に
よ
り
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
に
事
前
有
責
性
が
認
め
ら
れ

れ
ば
減
免
は
否
定
さ
れ
る
。
か
か
る
事
前
有
責
性
は
、
か
つ
て
は
被
告
人
の
普
段
の
性
格
等
に
鑑
み
て
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た）

114
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が
、

現
在
は
「
事
前
有
責
性
の
審
査
は
、
犯
行
に
至
る
よ
う
な
情
動
の
生
成
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る）

115
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。

こ
の
点
の
判
例
を
整
理
し
た
の
は
一
九
八
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
で
あ
る
が）

116
（

、
こ
れ
は
二
〇
〇
八
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

117
（

に
お
い
て
以
下
の
よ
う

に
端
的
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
（
文
献
引
用
等
略
）。

　
「〔
一
九
八
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
〕
に
よ
れ
ば
、
制
御
能
力
を
著
し
く
減
退
さ
せ
る
情
動
が
有
責
的
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
に
刑

の
減
軽
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
行
為
者
が
具
体
的
状
況
下
に
お
い
て
情
動
の
形
成
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
、
且
つ
情
動
の
突
発
に
よ
る

結
果
が
行
為
者
に
と
っ
て
予
見
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
の
み
、
法
的
に
瑕
疵
を
有
さ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
認
め
る
た
め

に
は
、
行
為
者
が
犯
行
前
に
、
何
ら
か
の
方
法
で
犯
行
に
寄
与
す
る
よ
う
な
非
難
可
能
な
逸
脱
行
為
さ
え
し
て
い
れ
ば
足
り
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
責
任
非
難
は
、
行
為
者
が
、
根
深
い
意
識
障
害
に
至
る
よ
う
な
情
動
を
、
そ
の
発
生
段
階
に
お
い
て
、
行
為
者
に
と
っ
て

可
能
だ
っ
た
予
防
措
置
に
よ
っ
て
回
避
し
な
か
っ
た
点
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
い
て
、
事
前
有
責
性
の
審
査
は
、
犯
行
に
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イ
ツ
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五
一

至
る
よ
う
な
情
動
の
生
成
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
予
見
可
能
性
の
問
題
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
か
つ
て
の
態
度
は
、
そ
れ
が

そ
の
規
模
と
強
度
に
お
い
て
、
行
為
者
に
対
し
て
こ
こ
で
非
難
さ
れ
て
い
る
犯
罪
行
為
に
匹
敵
す
る
場
合
に
の
み
援
用
さ
れ
う
る
」
と）
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。

　

か
か
る
内
実
を
有
す
る
事
前
有
責
性
の
判
断
と
し
て
は
、
例
え
ば
⑴
で
見
た
一
九
九
六
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
で
は
、
一
九
八
七
年
の
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
例
の
提
示
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
地
裁
は
「『
情
動
の
状
態
は
、
突
然
の
、
被
告
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
訳
で
も
な
く
、
被

告
人
に
よ
っ
て
支
配
可
能
で
も
な
か
っ
た
事
件
、
す
な
わ
ちA

.R
.

〔
筆
者
注
：
被
害
者
〕
とC.S.

〔
筆
者
注
：
被
害
者
の
友
人
〕
の
話

し
合
い
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
』
と
正
当
に
も
説
明
す
る
こ
と
に
よ
り
、
法
的
瑕
疵
な
く
否
定
し
て

い
る
」
と
し
て
、
事
前
有
責
性
を
否
定
し
て
い
る
。

⑶　

更
な
る
限
定
：
免
責
の
例
外
性
（
③
）

　

こ
の
一
九
九
六
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
の
判
断
を
見
る
と
、
事
前
有
責
性
の
限
定
は
未
だ
緩
や
か
な
も
の
で
あ
り
、
情
動
に
よ
る
免
責
が
多

く
認
め
ら
れ
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
判
例
上
は
「
情
動
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
は
例
外
的
な
場
合
に

の
み
認
め
ら
れ
る
」
と
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
事
前
有
責
性
に
解
消
さ
れ
な
い
免
責
に
つ
い
て
の
限
定
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
を
示
す
も
の
と
し
て
一
九
九
七
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）
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を
見
て
み
た
い
。
事
案
と
し
て
は
、
被
告
人
が
、
妹
の
住
ま
い
を
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
自
分
と
仲
の
悪
い
家
主
Ｐ
が
玄
関
ホ
ー
ル
の
漆
喰
塗
り
に
従
事
し
て
い
る
の
に
気
づ
い
た
の
で
、
住
ま
い
を
去
る
際
に
、
Ｐ
に
忍

び
足
で
近
寄
り
、
鋼
の
鎖
で
頭
部
め
が
け
て
殴
ろ
う
と
し
た
（
第
一
行
為
）
が
、
鎖
が
手
か
ら
滑
り
落
ち
て
失
敗
し
、
そ
の
失
敗
に
よ
り

高
度
の
興
奮
に
陥
り
ナ
イ
フ
で
胸
部
を
激
し
く
刺
し
た
（
第
二
行
為
、
故
殺
未
遂
）
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
地
裁
は
、
第
一
行
為
に
つ
い

て
は
酩
酊
に
よ
る
限
定
責
任
能
力
を
認
め
た
が
、
第
二
行
為
に
つ
い
て
は
、
制
御
能
力
の
喪
失
を
認
め
た
上
で
、
前
述
し
た
事
前
有
責
性

（
②
）
を
肯
定
し
て
、
故
殺
未
遂
で
も
有
罪
と
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
発
生
段
階
に
お
い
て
情
動
を
可
能
な
予
防
措
置
に
よ
り
回
避
し
な
か
っ
た
点
に
責
任
非
難
が
存
在
し
、
そ
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二

の
予
見
可
能
性
の
問
題
に
お
い
て
は
行
為
者
の
か
つ
て
の
態
度
が
当
該
犯
罪
行
為
に
匹
敵
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
重
要
と
な
る
と
い
う
、

⑵
に
見
た
事
前
有
責
性
の
審
査
基
準
を
提
示
し
た
上
で
、
被
告
人
は
前
も
っ
て
暴
力
的
に
な
ろ
う
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
前
科

前
歴
等
は
性
質
と
程
度
に
お
い
て
故
殺
未
遂
に
匹
敵
し
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
、
予
見
可
能
性
の
観
点
か
ら
の
事
前
有
責
性
は
否
定
さ
れ
る

と
判
断
し
、
こ
れ
を
破
棄
し
た
。
し
か
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
に
続
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
（
文
献
引
用
等
略
）。

　
「
新
た
な
事
実
審
裁
判
官
は
、
高
度
の
情
動
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
は
例
外
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
気
を
つ
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
高
度
の
情
動
に
基
づ
く
根
深
い
意
識
障
害
は
、
病
的
な
人
格
障
害
を
基
礎
に
し
な
が
ら
実
現
し
た
場
合
で
あ
っ
て

も
、
責
任
無
能
力
は
容
易
く
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
責
任
無
能
力
を
必
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
者
が
興
奮
の

発
生
に
対
し
非
難
可
能
な
形
で
寄
与
し
た
場
合
│
│
本
件
で
は
：
被
害
者
に
よ
っ
て
挑
発
さ
れ
て
生
じ
た
わ
け
で
は
な
い
鎖
を
用
い
た
攻

撃
│
│
に
は
、
自
己
制
御
義
務
が
よ
り
高
く
妥
当
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
規
範
的
基
準
で
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
医
学
的
基
準
だ
け
が

重
要
な
の
で
は
な
い
。
事
実
審
裁
判
官
は
、
全
体
評
価
の
枠
内
に
お
け
る
固
有
の
判
断
に
お
い
て
、
情
動
と
と
も
に
、
全
て
の
状
況
的
事

情
（konstellativen Faktoren

）
を
、
被
告
人
に
よ
り
犯
行
遂
行
前
に
服
用
し
て
い
た
ク
ロ
メ
チ
ア
ゾ
ー
ル
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
効
果

に
も
気
を
つ
け
な
が
ら
、
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

　

こ
の
判
示
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
事
前
有
責
性
判
断
の
誤
り
を
理
由
に
地
裁
の
判
断
を
否
定
し
た
こ
と
と
整
合
的
に
読
む
な
ら
ば
、
事
前
有
責

性
は
責
任
無
能
力
・
限
定
責
任
能
力
い
ず
れ
を
も
否
定
す
る
要
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
加
え
て
責
任
無
能
力
に
つ
い
て
は

更
に
規
範
的
観
点
か
ら
限
定
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
無
能
力
た
り
う
る
事
案
を
さ
ら
に
限
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う）

120
（

。
第
二
項　

学
説
の
提
示
す
る
視
点
と
判
例
の
対
応

　

こ
こ
で
は
、
学
説
の
提
示
す
る
視
点
を
挙
げ
た
上
で
、
そ
れ
に
判
例
が
ど
の
よ
う
な
対
応
を
見
せ
て
い
る
か
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
よ



ド
イ
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五
三

っ
て
、
判
例
の
立
ち
位
置
に
つ
い
て
明
確
化
を
試
み
た
い
。

1　

虚
弱
性
情
動
と
強
壮
性
情
動
に
つ
い
て

　

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
等
で
は
、
強
壮
性
情
動
（
激
怒
・
憎
悪
等
）
で
は
責
任
能
力
は
ほ
と
ん
ど
問
題
と
な
ら
ず
、
虚
弱
性
情
動
（
錯
乱
・

恐
怖
・
驚
愕
）
の
場
合
に
の
み
問
題
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

121
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。
確
か
に
、
虚
弱
性
情
動
が
問
題
と
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
の
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
例）
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で
は
、
虚
弱
性
情
動
下
で
の
過
剰
防
衛
の
み
免
責
を
認
め
る
刑
法
三
三
条
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、「
こ
の
効
果
に
つ
い
て

の
議
論
は
刑
法
二
〇
、
二
一
条
の
意
味
に
お
け
る
根
深
い
意
識
障
害
の
観
点
の
下
で
も
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
し
、

前
述
し
た
一
九
九
六
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例）

123
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も
、
強
壮
性
情
動
の
み
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
酩
酊
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
免
責
を
認
め
た
も

の
だ
っ
た
。

　

も
っ
と
も
、
仮
に
こ
の
点
が
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
故
殺
罪
が
成
立
す
る
事
案
に
お
い
て
、「
そ
の
落
ち
度
な
く
怒
り
に
搔
き
立
て

ら
れ
そ
の
場
で
行
為
を
行
っ
た
」
場
合
に
は
、
刑
法
二
一
三
条
に
よ
り
「
あ
ま
り
重
く
な
い
事
案
」
と
し
て
通
常
の
事
案
よ
り
も
低
い
量

刑
が
求
め
ら
れ
る）

124
（

た
め
、
殺
人
の
場
合
に
つ
い
て
は
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
必
ず
し
も
強
調
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

2　

情
動
に
よ
る
減
免
を
限
定
す
る
理
論
的
基
礎
付
け

　

事
前
有
責
性
に
よ
る
限
定
の
理
論
的
根
拠
は
、
判
例
内
在
的
に
は
不
明
確
で
あ
る
も
の
の
、
学
説
上
は
、
刑
法
二
〇
、
二
一
条
は
「
犯

罪
遂
行
時
」
に
お
け
る
能
力
の
み
を
問
題
と
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
か
よ
う
な
限
定
を
か
け
る
の
は
責
任
主
義
違
反
で
あ
る
と
批
判

し
た
上
で
、
こ
れ
を
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
一
形
態
と
捉
え
る
見
解
が
有
力
で
あ
る）

125
（

。
す
な
わ
ち
、
情
動
は
長
時
間
持
続
す
る
葛

藤
の
帰
結
で
あ
り
、
発
生
・
激
化
・
爆
発
と
い
う
段
階
を
経
過
す
る
の
で
、
未
だ
制
御
能
力
が
維
持
さ
れ
て
い
る
段
階
に
お
い
て
予
防
措

置
も
取
ら
な
か
っ
た
場
合
に
は
責
任
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）

126
（

。
も
っ
と
も
、
過
失
で
惹
起
し
た
も
の
を
故
意
犯
で
は
処
罰
で

き
な
い
と
し
て
、
経
験
的
・
規
範
的
評
価
の
結
果
で
あ
る
責
任
能
力
の
判
断
に
お
い
て
は
判
例
の
事
前
有
責
性
の
限
定
も
支
持
で
き
る
と
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す
る
も
の
も
あ
る）

127
（

。

　

こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
は
、「
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
一
般
の
議
論
も
含
め
て
膨
大
な
議
論
が
存
在
す
る
が）

128
（

、
判
例
は
、
こ
う
し

た
「
主
と
し
て
責
任
原
理
に
関
す
る
指
摘
に
よ
り
基
礎
付
け
ら
れ
た
批
判
が
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
」
に
つ
い
て
未
決
定
と
し
て
い

る
）
129
（

。

　

さ
ら
に
判
例
が
情
動
に
よ
る
免
責
を
例
外
的
に
の
み
認
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
上
情
動
に
よ
る
免
責
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、

紛
争
が
被
害
者
に
よ
り
惹
起
さ
れ
感
情
の
爆
発
が
そ
れ
に
帰
責
さ
れ
る
場
合
の
み
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る）

130
（

。
も
っ
と
も
、

こ
の
、
い
わ
ば
被
害
者
と
の
リ
ス
ク
分
担
に
関
す
る
「
見
え
ざ
る
手
」
が
判
例
を
指
導
し
て
き
た
と
い
う
指
摘
に
対
し
て
は
、
そ
れ
で
は

説
明
が
つ
か
な
い
判
例
も
存
在
す
る
と
い
う
内
在
的
批
判
や
法
律
上
の
規
定
と
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
外
在
的
批
判
が
当
て
ら
れ
て
い
る）

131
（

。

第
三
項　

小　

括

　

入
口
要
件
に
お
い
て
医
学
的
に
そ
れ
が
精
神
障
害
で
あ
る
か
ど
う
か
を
考
慮
し
な
い
と
す
る
と
、
健
常
人
が
争
い
の
中
で
激
怒
し
て
犯

行
へ
一
心
不
乱
に
向
か
う
場
合
の
よ
う
な
、
情
動
犯
罪
は
ま
さ
に
責
任
能
力
（
特
に
制
御
能
力
）
の
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
に
な
り
、

現
に
責
任
能
力
の
問
題
と
し
て
判
例
上
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
は
、
理
論
上
の
位
置
付
け
が
必
ず
し
も
明
確
で
な

い
事
前
有
責
性
に
よ
る
外
在
的
限
定
等
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
お
い
て
も
減
免
の
余
地
を
限
定
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
そ
の
限
定
の
強
さ
に
つ
い
て
は
、
免
責
は
例
外
的
で
あ
る
旨
が
幾
度
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
方
で
、
減
軽
が
問
題
と
な
る
場

合
に
、
事
前
有
責
性
に
よ
り
こ
れ
を
否
定
で
き
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
被
害
者
等
の
話
し
合
い
を
聞
い
て
し
ま
っ
た
こ
と

に
よ
り
情
動
が
惹
起
さ
れ
た
等
の
場
合
に
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
比
較
的
緩
や
か
な
限
定
に
止
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る

と
、
前
款
に
見
た
よ
う
な
人
格
及
び
行
動
の
障
害
と
同
様
に
、
通
常
心
理
的
な
情
動
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
と
は
異
な
り）

132
（

、（
免
責
に
つ

い
て
は
例
外
的
で
は
あ
る
も
の
の
）
と
り
わ
け
限
定
責
任
能
力
を
見
据
え
た
責
任
能
力
判
断
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
が
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で
き
る
だ
ろ
う
。

第
三
章　

総
括
的
検
討

第
一
節　

獲
得
さ
れ
た
知
見

　

以
上
で
ド
イ
ツ
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
に
関
す
る
諸
判
例
の
概
観
を
終
え
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
判
例
の
拡
張
及
び
立
法
の
追
認
に
よ

り
、
精
神
病
の
み
な
ら
ず
幅
広
い
精
神
障
害
、
そ
し
て
医
学
的
に
精
神
障
害
で
も
な
い
情
動
に
ま
で
責
任
能
力
の
喪
失
・
減
退
の
可
能
性

が
認
め
ら
れ
、
そ
し
て
現
在
に
至
る
ま
で
そ
の
可
能
性
自
体
は
認
め
ら
れ
て
き
て
い
る）

133
（

。
し
か
し
な
が
ら
判
例
を
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る

と
、
実
際
に
は
、
そ
の
減
免
の
認
め
ら
れ
や
す
さ
に
つ
い
て
、
精
神
障
害
・
問
題
事
象
ご
と
に
重
大
な
違
い
が
存
在
し
た
。
第
一
章
第
一

節
に
お
い
て
確
認
し
た
我
が
国
の
問
題
状
況
（
①
〜
③
）
に
照
ら
し
て
、
本
節
で
の
概
観
を
振
り
返
る
と
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
け
る
責

任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
状
況
に
対
応
し
て
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

第
一
に
、
ド
イ
ツ
判
例
は
、
全
て
の
入
口
要
件
に
つ
い
て
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
な
く
減
免
の
余
地
を
認
め
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
内
因
性
精
神
病
（
第
一
グ
ル
ー
プ
）
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
人
格
及
び
行
動
の
障
害
（
第
四
グ
ル
ー
プ
）
と
比
較
し
て
、
幅
広

い
免
責
の
余
地
が
認
め
ら
れ
て
い
る
一
方
、
人
格
及
び
行
動
の
障
害
に
つ
い
て
は
、
限
定
的
に
し
か
入
口
要
件
を
満
た
さ
ず
（
す
な
わ
ち

限
定
責
任
能
力
の
対
象
と
も
な
ら
ず
）、
さ
ら
に
免
責
は
例
外
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
か
よ
う
な
減
免
の
広
狭
に
つ
い
て
は
判

例
自
身
も
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た）

134
（

。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
判
例
の
具
体
的
判
断
を
見
て
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

統
合
失
調
症
等
の
内
因
性
精
神
障
害
に
は
幅
広
い
免
責
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
人
格
及
び
行
動
の
障
害
に
つ
い
て
免
責
さ
れ
る
の
は
例
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外
に
す
ぎ
ず）

135
（

、
ま
た
情
動
に
つ
い
て
は
事
前
有
責
性
に
よ
る
限
定
に
加
え
て
免
責
は
例
外
的
で
あ
る
と
の
規
範
的
判
断
が
介
在
し
て
い
た）

136
（

。

こ
う
し
た
判
断
の
異
な
り
は
、
妄
想
を
巡
る
事
例
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る）

137
（

し
、
さ
ら
に
例
え
ば
、
統
合
失
調
感
情
障
害
が
直
接
的
に
犯
行

に
影
響
し
て
い
れ
ば
責
任
無
能
力
と
な
る）

138
（

の
に
対
し
て
、
医
学
的
に
人
格
障
害
と
認
め
ら
れ
且
つ
日
常
に
お
い
て
精
神
病
同
様
の
阻
害
を

生
活
に
も
た
ら
す
よ
う
な
障
害
が
、
当
該
事
件
と
動
機
上
関
連
し
て
い
て
も
、
通
常
認
め
ら
れ
る
の
は
限
定
責
任
能
力
で
あ
る
こ
と）

139
（

に
も

顕
著
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

140
（

。

　

第
二
に
、
一
般
的
に
判
例
に
お
け
る
制
御
能
力
の
判
断
で
あ
る
と
引
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
、
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
を
用
い

た
判
断
方
法）

141
（

は
、
主
と
し
て
人
格
や
行
動
の
障
害
、
或
い
は
情
動
に
お
い
て
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
範

囲
で
は
内
因
性
精
神
病
に
お
い
て
は
特
段
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
判
例
に
お
い
て
は
、
内
因
性
精
神

病
で
は
、
精
神
病
で
あ
る
こ
と
、
急
性
期
に
あ
る
こ
と
や
そ
の
症
状
の
重
さ
、
犯
行
と
の
関
連
性
が
着
目
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
人
格
や

行
動
の
障
害
或
い
は
情
動
で
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
、
興
奮
の
高
度
さ
や
抑
制
力
の
欠
如
等
に
つ
い
て
明
示
的
に
は
判
断
対
象
と
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）

142
（

。

　

第
三
に
、
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
を
用
い
た
判
断
が
見
受
け
ら
れ
る
人
格
や
行
動
の
障
害
及
び
情
動
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
用

い
る
こ
と
で
、（
限
定
的
な
場
合
で
は
あ
る
が
）
限
定
責
任
能
力
は
肯
定
さ
れ
、
我
が
国
で
一
般
的
に
妥
当
と
考
え
ら
れ
て
い
る
範
囲
よ

り
広
い
減
軽
の
余
地
を
認
め
る
一
方
で
、
免
責
に
つ
い
て
は
、
時
と
し
て
特
殊
な
限
定
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
稀
な
例
外
的
な
場
合
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た）

143
（

。
人
格
障
害
、
性
的
逸
脱
及
び
情
動
に
つ
い
て
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
判
例
で
は
、（
ア
ル
コ
ー
ル
等
と
の
相

互
作
用
が
あ
る
判
例
を
除
い
て
）
そ
れ
の
み
に
よ
っ
て
免
責
を
導
い
た
も
の
は
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
判
断
の
内
実
を
追
っ
て
み
て
も
、

例
え
ば
人
格
障
害
に
つ
い
て
免
責
は
単
に
理
論
上
存
在
す
る
可
能
性
と
ま
で
言
う
裁
判
例
も
存
在
し
て
い
た）

144
（

ほ
か
、
情
動
に
つ
い
て
は
事

前
有
責
性
の
限
定
に
加
え
て
規
範
的
観
点
か
ら
も
限
定
が
か
け
ら
れ
て
お
り）

145
（

、
い
ず
れ
に
せ
よ
免
責
は
極
め
て
例
外
的
な
場
合
で
あ
る
と
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考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
看
取
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
限
定
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
と
比
べ
れ
ば
広
い
範
囲
に
認
め
ら
れ
て
い
た）

146
（

も
の
の
、
例
え
ば
性
的
逸
脱
に
つ
い
て
は
、
習
慣
化
し
た
振
舞
い
の
型
に
な
る
ほ
ど
に
抵
抗
が
弱
ま
っ
て
初
め
て
限
定
責
任
能
力
が
問
題

と
な
り
得
た
し）

147
（

、
人
格
障
害
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
医
学
的
に
人
格
障
害
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
職
業
等
の
当
該
犯
罪
以
外
の
日
常
に

お
い
て
精
神
病
同
様
の
阻
害
を
被
告
人
の
生
活
に
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
重
要
な
限
定
が
か
か
っ
て
い
た）

148
（

。

　

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
で
確
認
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
に
見
受
け
ら
れ
る
責
任
能
力
判
断
は
、
一
部
の
学
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
制
御
能

力
の
み
に
焦
点
を
当
て
て
、
同
要
件
を
厳
格
に
判
断
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
学
説
上
一
般
に
は
独
自
の
意
義
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

入
口
要
件
に
つ
い
て
積
極
的
に
活
用
し
な
が
ら
、
様
々
な
精
神
障
害
・
問
題
事
象
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
解
決
を
志
向
し
て
い
る
も
の
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
判
断
の
内
実
と
し
て
は
、
本
稿
で
検
討
し
た
判
例
の
限
り
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
判
例
に
お

い
て
は
、
と
り
わ
け
免
責
の
中
心
的
事
例
と
考
え
ら
れ
る
精
神
病
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
思
力
と
犯
罪
衝
動
の
力
関
係
の
判
断
方
法
は

積
極
的
に
活
用
さ
れ
ず
、
他
方
で
同
判
断
方
法
が
活
用
さ
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
我
が
国
で
一
般
的
に
想
定
さ
れ
る
範
囲
よ
り
も
広
い

減
軽
を
認
め
な
が
ら
、
し
か
し
特
殊
な
方
法
で
減
免
に
限
定
が
か
か
っ
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
立
場
は
、
と
り
わ

け
内
因
性
精
神
病
を
中
心
と
し
た
生
物
学
的
要
素
に
つ
い
て
重
視
し
つ
つ
も
、
人
格
や
行
動
の
障
害
或
い
は
情
動
に
つ
い
て
も
（
免
責
の

可
能
性
は
例
外
的
で
あ
る
が
）
一
定
程
度
減
免
の
余
地
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

第
二
節　

残
さ
れ
た
問
題

　

以
上
の
判
例
の
判
断
は
、
と
り
わ
け
一
定
の
生
物
学
的
要
素
を
重
視
す
る
点
に
お
い
て
、「
思
い
と
ど
ま
る
能
力
」
を
決
定
的
な
観
点

と
す
る
は
ず
の
我
が
国
の
通
説
的
理
解
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
我
が
国
の
通
説
的
理
解

に
立
つ
論
者
は
、
一
定
の
生
物
学
的
要
素
か
ら
「
思
い
と
ど
ま
る
能
力
」
が
推
定
さ
れ
る
と
考
え
た
り
、
或
い
は
一
定
の
生
物
学
的
要
素
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八

が
存
在
す
る
場
合
に
は
「
制
御
主
体
」
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
、（
通
説
の
論
者
曰
く
）「
補
助
線
」
を
引
き
、

何
ら
か
の
形
で
実
践
的
に
は
生
物
学
的
要
素
を
重
視
し
得
な
い
か
、
議
論
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

149
（

。
他
方
、
通
説
的
理
解
の

志
向
す
る
実
践
的
範
囲
を
見
る
と
、
我
が
国
の
判
例
実
務
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
判
例
の
よ
う
に
、
よ
り
幅
広
い
減
免
の
余
地
を
認
め
る
よ

う
に
主
張
す
る
も
の
も
あ
る
一
方
で
、
必
ず
し
も
ド
イ
ツ
判
例
の
よ
う
な
範
囲
を
是
認
せ
ず
、
我
が
国
の
判
例
実
務
の
実
践
を
是
認
し
よ

う
と
す
る
も
の
も
存
在
し
て
い
る）

150
（

。

　

通
説
の
試
み
る
よ
う
な
理
論
的
修
正
は
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
或
い
は
通
説
的
理
解
に
つ
い
て
何
ら
か
の
根
本
的
な
視
座
の
変
更
が
必
要

に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
現
在
の
我
が
国
の
実
践
的
判
断
に
つ
い
て
、
理
論
的
観
点
か
ら
大
幅
な
修
正
を
図
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
か
よ
う
な
理
論
的
観
点
か
ら
の
責
任
能
力
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
行
う
こ
と
と
し
た
い）

151
（

。

【
注
】

（
1
）　

判
例
と
し
て
大
判
昭
和
六
年
一
二
月
三
日
刑
集
一
〇
巻
六
八
二
頁
、
学
説
と
し
て
、
例
え
ば
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
〔
第
二
版
〕』
三
九
九
頁
（
二
〇
一

八
）、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕』
三
五
六
頁
（
二
〇
一
八
）、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』
二
八
〇
頁
（
二
〇
一
〇
）、
松
宮
孝
明
『
刑
法

総
論
講
義
〔
第
五
版
補
訂
版
〕』
一
七
三
頁
（
二
〇
一
八
）、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』
二
七
二
頁
（
二
〇
一
六
）。

（
2
）　

刑
法
三
九
条
を
巡
る
我
が
国
の
判
例
学
説
史
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
（
拙
稿
「
刑
事
責
任
能
力
の
判
断
に
つ
い
て
│
原

理
・
基
準
・
適
用
│
（
一
）
〜
（
三
）」
法
協
一
三
七
巻
九
号
七
五
頁
、
同
一
三
七
巻
一
一
号
六
二
頁
、
同
一
三
八
巻
一
号
掲
載
予
定
（
二
〇
二
〇
│
二
〇
二

一
））。
ま
た
、
ド
イ
ツ
の
（
と
り
わ
け
）
学
説
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
も
別
稿
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
（「
同
（
四
）」
同
三
号
掲
載
予
定
（
二
〇
二
一
））。
本

稿
で
は
、
こ
れ
ら
を
、
連
載
の
番
号
を
〇
と
し
て
、「
拙
稿
・
法
協
（
〇
）」
と
し
て
引
用
す
る
。

（
3
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
四
）
第
二
章
第
二
節
第
一
款
。

（
4
）　

概
観
と
し
て
、
拙
稿
・
法
協
（
一
）
序
章
第
一
節
第
一
款
。
代
表
的
論
者
で
あ
る
安
田
拓
人
等
の
見
解
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
法
協
（
三
）
第
一
章
第
四
節

第
一
款
第
一
項
。

（
5
）　

概
観
と
し
て
、
拙
稿
・
法
協
（
一
）
序
章
第
一
節
。



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

五
九

（
6
）　

例
え
ば
、
安
田
拓
人
「
責
任
能
力
の
具
体
的
判
断
枠
組
み
の
理
論
的
検
討
」
刑
雑
五
一
巻
二
号
一
三
三
頁
、
一
三
七
│
一
三
八
頁
（
二
〇
一
二
）。

（
7
）　

山
口
厚
＝
井
田
良
＝
佐
伯
仁
志
＝
今
井
猛
嘉
＝
橋
爪
隆
＝
岡
田
幸
之
＝
河
本
雅
也
「
現
代
刑
事
法
研
究
会
第
三
回
責
任
能
力
」
ジ
ュ
リ
一
三
九
一
号
八

九
頁
、
一
〇
一
頁
〔
岡
田
発
言
〕（
二
〇
〇
九
）。

（
8
）　

橋
爪
隆
「
責
任
能
力
の
判
断
に
つ
い
て
」
警
論
七
〇
巻
五
号
一
三
八
頁
、
一
四
三
頁
（
二
〇
一
七
）。
ま
た
、
村
松
太
郎
『
認
知
症
の
医
学
と
法
学
』
三

〇
八
頁
（
中
外
医
学
社
、
二
〇
一
八
）。

（
9
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
二
）
第
一
章
第
三
節
第
二
款
第
一
項
1
⑵
。

（
10
）　

樋
口
亮
介
「
責
任
非
難
の
構
造
に
基
づ
く
責
任
能
力
論
」
刑
雑
五
八
巻
二
号
一
七
一
頁
、
三
一
五
頁
以
下
（
二
〇
一
九
）。
な
お
、
竹
川
俊
也
『
刑
事
責

任
能
力
論
』
序
章
、
第
二
部
第
四
章
（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
も
参
照
。

（
11
）　

拙
稿
・
法
協
（
四
）
第
二
章
第
二
節
。

（
12
）　

児
童
（
一
四
歳
未
満
）
に
つ
い
て
は
刑
法
一
九
条
が
、
少
年
（
一
四
歳
以
上
一
八
歳
未
満
）
に
つ
い
て
は
少
年
裁
判
所
法
三
条
（
な
お
刑
法
一
〇
条
）
が
、

そ
の
責
任
能
力
に
つ
き
規
定
し
て
い
る
。

（
13
）　

条
文
の
訳
語
の
選
択
に
お
い
て
は
、
か
か
る
改
正
を
踏
ま
え
つ
つ
法
務
資
料
四
六
一
号
を
参
照
し
、
適
宜
変
更
を
加
え
た
。

（
14
）　

改
正
前
のSchw

achsinn

（
精
神
薄
弱
）
及
びeiner schw

eren anderen seelischen A
bartigkeit

（
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
）
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
用
語
法
は
差
別
的
で
不
適
切
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
そ
も
そ
も
学
説
上
強
く
（z.B

.Frister, Strafrecht A
llge-

m
einer T

eil: ein Studienbuch, 8.A
ufl .

（2018
）K

ap.18 R
n.4; R

osenau, R
echtliche G

rundlagen der psychiatrischen B
egutachtung; 

in: V
enzlaff/Foerster, Psychiatrische B

egutachtung, 7.A
ufl.

（2020

）S.85, 99; R
oxin, Strafrecht A

llgem
einer T

eilⅠ
, 4.A

ufl.

（2006

）§
20 R

n.24; System
atischer K

om
m
entar zum

 Strafgesetzbuch, 9.A
ufl .

（2017

）§
20 R

n.29

（R
ogall

））、
ま
た
精
神
医
学
の
用
語

法
で
も
心
理
学
の
用
語
法
で
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
内
実
に
は
変
更
を
加
え
な
い
ま
ま
当
該
用
語
を
現
代
化
す
る
意
図
で
、
精
神
遅
滞
（Intelli-

genzm
inderung

）・
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
障
害
（einer schw

eren anderen seelischen Störung

）
と
い
う
用
語
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
（vgl. 

B
T
-D

rs. 19/19859, 19/23179; Fischer, Strafgesetzbuch: m
it N

ebengesetzen, 68.A
ufl .

（2021

）§
20 R

n.1,35,36

）。

（
15
）　Z.B
. B

G
H
 07.09.2015

─2 StR
 350/15, N

StZ-R
R
 2016,74.

（
16
）　

浅
田
和
茂
『
刑
事
責
任
能
力
の
研
究
：
限
定
責
任
能
力
論
を
中
心
と
し
て
上
巻
』
一
九
〇
│
二
〇
二
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
三
）、
安
田
拓
人
『
刑
事
責

任
能
力
の
本
質
と
そ
の
判
断
』
一
〇
四
│
一
〇
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
）。

（
17
）　B

G
H
 27.11.1959

─4 StR
 394/59, B

G
H
St 14,30

（
18
）　

以
上
に
つ
い
て
、Entw

urf des A
llgem

einen T
eils eines Strafgesetzbuchs nach den B

eschlüssen der G
roßen Strafrechtskom

-
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六
〇

m
ission in erster Lesung

（abgeschlossen im
 D

ezem
ber 1956

）m
it B

egründung, S.30; E
ntw

urf eines Strafgesetzbuches E 1962

（m
it B

egründung

）, S.140f.; B
T
-D

rucks.Ⅴ
/4095,10

─11.
（
19
）　

以
上
に
つ
き
、Fischer, a.a.O

.

（A
nm

.14

）R
n.29a,38

─38b; Frister, a.a.O
.

（A
nm

.14

）K
ap.18 R

n.7; R
oxin, a.a.O

.

（A
nm

.14

）§
20 

R
n.14.

入
口
要
件
を
設
け
る
こ
と
が
感
情
に
よ
る
解
釈
を
防
止
す
る
と
い
う
価
値
を
認
め
る
も
の
は
あ
る
（Jescheck/W

eigend, Lehrbuch des 
Strafrechts A

llgem
einer T

eil, 5.A
ufl .

（1996

）§
40 Ⅲ

1; R
oxin, a.a.O

.

（A
nm

.14

）§
20 R

n.7

）。

（
20
）　B

G
H
 05.03.1085

─4 StR
 80/85, N

StZ 1985,309; B
G
H
 01.06.1989

─4 StR
 222/89, N

StZ 1989,430.

（
21
）　B

G
H
 02.02.1966

─2 StR
 529/65, B

G
H
St 21,27.

（
22
）B

G
H
 06.03.1986

─4 StR
 40/86, B

G
H
St 34,22.

（
23
）　B

G
H
 02.08.2012

─3 StR
 259/12, N

StZ-R
R
 2013,71. V

gl. Fischer, a.a.O
.

（A
nm

.13

）R
n.4

（
24
）　Jescheck/W

eigend, a.a.O
.

（A
nm

.19

）§
40 Ⅲ

1; L
eipziger K

om
m
entar Strafgesetzbuch, 12.A

ufl.

（2007

）§
20 R

n.12f.

（Schöch

）; M
ünchener K

om
m
entar Strafgesetzbuch, 4.A

ufl.

（2020

）§
20 R

n.17,48ff.

（Streng

）; R
oxin, a.a.O

.

（A
nm

.14

）§
20 

R
n.29; Satzger/Schluckebier/W

idm
aier Strafgesetzbuch K

om
m
entar, 5.A

ufl.

（2021

）§
20 R

n.6

（K
asper

）; Schönke/Schröder 
Strafgesetzbuch K

om
m
entar 30.A

ufl .
（2019

）§
20 R

n.27

（Perron/W
eißer

）; R
osenau, a.a.O

.

（A
nm

.14

）S.102.

（
25
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
四
）
第
二
章
第
二
節
。

（
26
）　B

G
H
 18.03.1952

─GSSt 2/51, B
G
H
St2,194.

（
27
）　SSW

-K
asper a.a.O

.

（A
nm

. 24

）R
n.11.

（
28
）　

な
お
、B

G
H
St 2,194

は
、
そ
の
本
来
の
文
脈
で
あ
る
禁
止
の
錯
誤
に
お
い
て
は
そ
の
後
も
引
用
さ
れ
続
け
て
い
る
。V

gl. https://dejure.org/
dienste/vernetzung/rechtsprechung?G

ericht=B
G
H
&
D
atum

=18.03.1952&
A
ktenzeichen=G

SSt%202%2F51

（2021/01/22

最
終
閲
覧
）

（
29
）　

安
田
・
前
掲
注
（
16
）
一
〇
六
頁
。

（
30
）　

例
え
ばSSW

-K
asper a.a.O

.

（A
nm

. 24

）R
n.26; Sch/Sch-Perron/W

eißer a.a.O
.

（A
nm

. 24

）R
n.29,31.

こ
の
点
に
つ
い
て
はJes-

check/W
eigend, a.a.O

.

（A
nm

.19

）§
40 Ⅲ

3

も
参
照
。

（
31
）　

仲
道
祐
樹
「
海
外
判
例
研
究　

性
嗜
好
障
害
（
小
児
性
愛
）
と
責
任
能
力
」
判
時
二
三
二
二
号
二
九
頁
、
三
〇
頁
（
二
〇
一
七
）。
ま
た
、
情
動
に
つ
い

て
相
違
を
指
摘
し
た
上
で
、
わ
が
国
の
判
例
の
現
状
を
改
善
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
友
田
博
之
「
健
常
人
の
情
動
に
関
す
る
一
考
察
│
│
典

型
的
情
動
行
為
を
中
心
と
し
て
│
│
（
四
・
完
）」
法
雑
五
三
巻
三
号
一
三
五
頁
、
一
七
六
頁
（
二
〇
〇
七
）。

（
32
）　

三
二
三
ａ
条
（
完
全
酩
酊
）「
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
又
は
そ
の
他
の
酩
酊
物
質
に
よ
り
酩
酊
状
態
に
陥
っ
た
者
は
、
そ
の
状
態
に



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

六
一

お
い
て
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
酩
酊
の
結
果
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
又
は
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
排
斥
さ
れ
得
な
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
犯
行
を
理
由
と
し
て
処
罰
さ
れ
得
な
い
場
合
に
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
。」

（
33
）　

責
任
能
力
を
巡
っ
て
ド
イ
ツ
内
在
的
に
最
も
一
般
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
問
題
領
域
は
、
酩
酊
と
責
任
能
力
を
巡
る
問
題
で
あ
り
、「
こ
の
分
野
に
は
判

例
群
が
果
て
し
な
く
存
在
す
る
」
と
さ
れ
る
（R

oxin, a.a.O
.

（A
nm

.14

）§
20 R

n.10

）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
領
域
を
紹
介
す
る
方
が
、
ド
イ

ツ
の
責
任
無
能
力
を
め
ぐ
る
判
例
の
紹
介
と
し
て
は
誠
実
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
議
論
の
多
く
は
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
（B

lutalkoholkonzentration

（
Ｂ
Ａ
Ｋ
））
の
取
扱
い
に
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
血
液
検
査
が
あ
っ
た
場
合
や
な
か
っ
た
場
合
の
Ｂ
Ａ
Ｋ
の
測
定
方
法
、
一
般
的
犯
罪
に
お
い
て
責
任
無
能

力
が
疑
わ
れ
る
Ｂ
Ａ
Ｋ
の
値
、
殺
人
に
お
い
て
責
任
無
能
力
が
疑
わ
れ
る
Ｂ
Ａ
Ｋ
の
値
、
Ｂ
Ａ
Ｋ
と
そ
の
他
の
間
接
事
実
（
精
神
診
断
的
基
準
（psychodi-

agnostische K
riterien

））
と
の
関
係
等
）、
ま
た
自
招
酩
酊
の
場
合
の
法
的
規
律
を
も
含
め
な
け
れ
ば
全
体
像
が
把
握
で
き
な
い
こ
と
等
に
も
鑑
み
て
、

本
稿
か
ら
割
愛
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
34
）　

す
な
わ
ち
、「
責
任
無
能
力
…
…
の
状
態
で
違
法
な
行
為
を
遂
行
し
た
」
の
要
件
の
認
定
に
お
い
て
刑
法
二
〇
条
と
刑
法
六
三
条
は
異
な
っ
て
お
り
、
責

任
阻
却
事
由
で
あ
る
前
者
と
は
異
な
り
、
命
令
で
あ
る
後
者
で
は
、
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
積
極
的
に
（positiv

）
疑
い
な
く
（zw

eifelfrei

）
認
定

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
た
め
、「
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
こ
と
が
排
斥
で
き
な
い
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
同
要
件
は
前
者
で
は
認
め
ら
れ
る
が
後
者
で
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、B
G
H
 24.03.1998

─1 StR
 31/98, N

StZ 1998,408

（
露
出
症
に
基
づ
く
児
童
性
犯
罪
）; B

G
H
 16.01.2003

│1 
StR

 531/02

（
統
合
失
調
症
）;

ま
た
二
一
条
に
つ
い
てB

G
H
 08.07.1999

─4 StR
 283/99, N

StZ 1999, 610

（
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
）。

（
35
）　

ド
イ
ツ
刑
法
二
〇
条
、
二
一
条
を
め
ぐ
る
判
例
の
紹
介
は
、
多
く
の
事
象
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
散
発
的
に
な
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
（
中
央
大
学

の
ド
イ
ツ
刑
法
研
究
会
に
お
け
る
一
連
の
判
例
評
釈
（
比
較
法
雑
誌
所
収
）
参
照
。
な
お
安
田
・
前
掲
注
（
16
）
一
〇
四
─一
〇
六
頁
）。
事
象
ご
と
の
考
察
と

い
う
見
地
か
ら
は
、
一
九
六
〇
年
頃
ま
で
の
情
動
と
責
任
能
力
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
を
叙
述
し
た
林
美
月
子
『
情
動
行
為
と
責
任
能
力
』
八
五
頁
以
下
（
弘

文
堂
、
一
九
九
一
）（
さ
ら
に
近
時
の
論
稿
と
し
て
林
美
月
子
「
情
動
行
為
と
意
識
障
害
」
立
教
法
務
研
究
九
号
一
〇
九
頁
（
二
〇
一
六
））、
同
分
野
の
一
九

九
〇
年
代
ま
で
の
判
例
の
紹
介
を
含
む
友
田
博
之
「
健
常
人
の
情
動
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）」
法
雑
五
二
巻
四
号
一
三
三
頁
（
二
〇
〇
六
）、
同
「
健
常
人
の

情
動
に
関
す
る
一
考
察
（
二
）」
法
雑
五
三
巻
一
号
一
二
三
頁
（
二
〇
〇
六
）
が
注
目
さ
れ
る
。

（
36
）　

な
お
、
本
章
の
叙
述
は
、
基
本
的
に
二
〇
一
八
年
三
月
の
時
点
に
お
け
る
調
査
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
37
）　B
G
H
 25.03.2015

─2 StR
 409/14, N

StZ 2015,688.

本
件
は
、
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア
に
基
づ
く
計
一
四
〇
件
を
超
え
る
子
供
に
対
す
る
性
的
虐
待
や
児
童

ポ
ル
ノ
の
公
開
・
所
持
に
関
す
る
事
件
で
あ
り
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
地
裁
判
決
を
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
破
棄
し
た
。

（
38
）　

こ
の
点
を
明
示
的
に
述
べ
る
も
の
と
し
てB

G
H
 12.11.2004

─2 StR
 367/04, B

G
H
St 49,347.

（
39
）　

以
上
に
つ
い
て
大
熊
輝
雄
『
現
代
臨
床
精
神
医
学
〔
改
訂
第
一
二
版
〕』
四
頁
、
二
〇
頁
、
二
三
頁
（
金
原
出
版
、
二
〇
一
三
）、
加
藤
敏
他
編
『
現
代
精



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

六
二

神
医
学
事
典
』
五
八
九
頁
、
五
九
六
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
六
）。
な
お
、
野
村
総
一
郎
他
編
『
標
準
精
神
医
学
〔
第
六
版
〕』
二
三
頁
以
下
（
医
学
書
院
、
二

〇
一
五
）
も
参
照
。

（
40
）　B

G
H
 26.06.1997

─4 StR
 153/97, N

JW
 1997,3101.

（
41
）　

被
告
人
は
、
夜
間
の
騒
音
を
、
妻
が
そ
の
愛
人
に
け
し
か
け
て
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
解
釈
し
た
り
、
数
時
間
に
わ
た
っ
て
窓
際
に
立
ち
妻
の
愛
人
が

通
る
の
を
予
期
し
て
道
路
交
通
を
観
察
し
た
り
、
ま
た
医
者
の
治
療
に
行
く
よ
う
助
言
し
た
妻
に
対
し
て
も
現
実
の
暴
行
等
に
及
ん
で
い
た
り
し
た
た
め
、
妻

と
離
婚
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
後
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
本
件
被
害
者
に
も
、
ほ
ぼ
毎
日
裏
切
り
者
と
𠮟
責
し
罵
っ
て
い
た
。
犯
行
当

日
、
被
告
人
は
一
リ
ッ
ト
ル
の
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
飲
ん
だ
後
に
合
意
の
上
で
被
害
者
と
性
交
し
た
が
、
そ
の
後
被
告
人
が
考
え
る
と
こ
ろ
の
裏
切
り
に
つ
い
て
被

害
者
を
罵
っ
た
。
彼
女
が
服
を
着
て
住
居
を
出
よ
う
と
し
た
際
に
被
告
人
は
彼
女
を
摑
み
そ
の
意
思
に
反
し
て
性
交
を
し
、
さ
ら
に
暴
行
を
加
え
ナ
イ
フ
で
刺

し
、
叫
ん
だ
ら
刺
し
殺
す
ぞ
と
脅
迫
す
る
等
し
た
。

（
42
）　B

G
H
 24.09.1990

─4 StR
 392/90, N

StZ 1991,31.

も
っ
と
も
こ
の
判
例
も
、「
精
神
病
の
場
合
と
比
べ
て
（
病
的
原
因
に
基
づ
か
な
い
）「
そ
の
他
の

重
大
な
精
神
的
偏
倚
」
の
場
合
に
は
完
全
な
免
責
は
一
般
的
に
想
定
し
難
い
（ferner liegen

）」
と
す
る
。

（
43
）　

こ
の
第
四
グ
ル
ー
プ
に
は
責
任
無
能
力
が
稀
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
新
法
が
一
九
六
二
年
草
案
の
立
場
を
拒
絶
し
第
四
グ
ル
ー
プ
に
責

任
無
能
力
の
可
能
性
を
認
め
た
理
由
で
も
あ
る
（B

T
-D

rucks.Ⅴ
/4095,10

）。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
傾
向
は
確
か
に
立
法
者
の
意
図
に
は
沿
っ
て
い
る

（vgl. M
K
-Streng a.a.O

.

（A
nm

. 24

）R
n.91

）。

（
44
）　

安
田
・
前
掲
注
（
35
）
38
頁
。

（
45
）　B

G
H
 21.01.2004

─1 StR
 346/03, B

G
H
St 49,45.

（
46
）　

次
節
第
二
款
第
二
項
。

（
47
）　

な
お
、
先
行
研
究
と
し
て
、
賭
博
癖
に
つ
い
て
は
箭
野
章
五
郎
「
ド
イ
ツ
刑
事
判
例
研
究
（
68
）
賭
博
癖
の
場
合
の
人
格
の
変
化
」
比
較
法
雑
誌
四
一
巻

二
号
一
八
三
頁
（
二
〇
〇
七
）、
性
的
逸
脱
に
つ
い
て
は
箭
野
章
五
郎
「
ド
イ
ツ
刑
事
判
例
研
究
（
84
）『
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
』
に
あ
た
る
性
的
逸

脱
」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
三
号
四
七
五
頁
（
二
〇
一
二
）、
情
動
に
つ
い
て
は
林
・
前
掲
注
（
35
）（
一
九
九
一
））
八
五
頁
以
下
（
な
お
林
・
前
掲
注
（
35
）

（
二
〇
一
六
））
や
友
田
・
前
掲
注
（
35
）
が
あ
る
。

（
48
）　B

G
H
 27.01.2016

─2 StR
 314/15, N

StZ-R
R
 2016,167. V

gl. Fischer, a.a.O
.

（A
nm

.14

）R
n.9a; SK

-R
ogall, a.a.O

.

（A
nm

.14

）R
n.16.

な
お
、「
統
合
失
調
症
の
診
断
だ
け
で
は
、
一
般
的
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
長
期
的
な
時
間
持
続
し
て
い
る
よ
う
な
、
責
任
能
力
の
確
実
な
著
し
い
阻
害

の
認
定
に
は
至
ら
な
い
。
常
に
必
要
な
の
は
、
認
定
さ
れ
た
精
神
障
害
が
各
々
の
犯
罪
遂
行
時
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
弁
識
・
制
御
能
力
に
影
響
を
も
た
ら

し
た
か
の
具
体
的
な
説
明
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
も
一
般
的
に
見
受
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
（B

G
H
 24.04.2012

─5 StR
 150/12, N

StZ-R
R
 



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

六
三

2012,239; B
G
H
 29.05.2012

─2 StR
 139/12, N

StZ-R
R
 2012,306; B

G
H
 26.09.2012

─4 StR
 348/12, N

StZ 2013,424; B
G
H
 13.08.2013

─2 StR
 

128/13, N
StZ-R

R
 2013,368; B

G
H
 27.01.2016

─2 StR
 314/15, N

StZ-R
R
 2016,167; B

G
H
 17.02.2016

─2 StR
 545/15, StV

 2016,720; B
G
H
 

13.10.2016

─1 StR
 445/16, StV

 2017,585

）
が
、
こ
こ
に
掲
げ
た
判
例
が
全
て
六
三
条
に
関
す
る
判
例
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
点
が
指
摘
さ
れ
る
の
は
、

刑
法
六
三
条
が
少
な
く
と
も
一
定
期
間
持
続
し
た
責
任
能
力
の
阻
害
の
確
実
な
認
定
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
49
）　

シ
ュ
ー
プ
と
は
、
統
合
失
調
症
の
病
勢
憎
悪
を
指
す
（
加
藤
他
・
前
掲
注
（
39
））。

（
50
）　B

G
H
 13.06.1995

─1 StR
 268/95, M

D
R
 1995,1090.

（
51
）　

六
三
条
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
は
あ
る
が
、B

G
H
 16.01.2003

─1 StR
 531/02

も
同
様
の
判
断
を
提
示
し
て
い
る
。
市
街
電
車
で
、
そ
の
時
ま
で
知

ら
な
か
っ
た
一
五
歳
の
女
学
生
に
対
し
て
、
彼
女
が
自
分
を
迫
害
、
追
跡
し
て
い
る
（verfolgen

）
と
感
じ
て
、
そ
の
頭
を
蹴
り
上
げ
た
と
い
う
事
案
で
あ

る
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
統
合
失
調
症
の
急
性
発
作
に
お
い
て
は
、
経
験
則
上
原
則
と
し
て
行
為
者
は
責
任
無
能
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
52
）　

六
三
条
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
で
あ
る
が
、B

G
H
 14.07.2010

─2 StR
 278/10, N

StZ-R
R
 2011,196.

（
53
）　B

G
H
 24.03.1995

─2 StR
 707/94, StV

 1995,405.

（
54
）　

な
お
六
三
条
に
つ
い
て
の
判
例
で
あ
る
が
、「
統
合
失
調
症
の
急
性
期
シ
ュ
ー
プ
で
は
原
則
と
し
て
責
任
無
能
力
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
で
き
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
す
で
に
弁
別
能
力
を
喪
失
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
か
「
し
ば
し
ば
す
で
に
弁
別
能
力
を
喪
失
し
て
い
る
」
と
か
述
べ
る
も
の
も
あ
る
（B

G
H
 

19.12.2012

─4 StR
 417/12, N

StZ-R
R
 2013,145; B

G
H
 13.08.2013

─2 StR
 128/13, N

StZ-R
R
 2013,368

）。

（
55
）　B

G
H
 27.01.2016

─2 StR
 314/15, N

StZ-R
R
 2016,167.

（
56
）　B

G
H
 18.01.2006

─2 StR
 384/05, N

StZ-R
R
 2006,167.

（
57
）　

六
三
条
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、B

G
H
 03.07.1991

─3 StR
 69/91, N

StZ 1991,527.

（
58
）　

こ
の
点
岡
上
は
、
第
一
一
版
のLeipziger K

om
m
entar

を
引
用
し
な
が
ら
妄
想
性
障
害
は
第
四
グ
ル
ー
プ
（
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
障
害
）
に
属
す

る
と
紹
介
し
て
い
る
（
岡
上
雅
美
「
妄
想
性
障
害
と
責
任
能
力
│
責
任
能
力
の
体
系
的
地
位
に
も
関
連
さ
せ
て
」
井
田
良
他
編
『
浅
田
和
茂
先
生
古
稀
祝
賀
論

文
集
上
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
六
）
二
八
一
頁
、
二
九
二
頁
）
が
、
そ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
二
〇
一
二
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
は
「
妄
想
性
障
害
が
、
病
的
な

精
神
障
害
と
の
限
界
付
け
に
お
い
て
そ
の
他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
に
分
類
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
自
明
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
（B

G
H
 16.05.2012

─

3 StR
 33/12, N

StZ 2012,564

）
ほ
か
、
二
〇
〇
九
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
に
お
い
て
は
「
妄
想
性
障
害
は
、
刑
法
二
〇
条
の
意
味
に
お
け
る
病
的
な
精
神
障
害

で
あ
る
（D

ie w
ahnhafte Störung stelle eine krankhafte seelische Störung im

 Sinne des §
20 StG

B
 dar

）」
と
ま
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

（B
G
H
 20.02.2009

─5 StR
 555/08, N

StZ 2009,383

）。
確
か
に
前
節
第
一
款
第
一
項
に
挙
げ
た
判
例
か
ら
す
れ
ば
妄
想
性
障
害
は
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
し



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

六
四

得
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
判
断
に
鑑
み
れ
ば
、
少
な
く
と
も
当
然
第
四
グ
ル
ー
プ
に
該
当
す
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。V

gl. 
Fischer, a.a.O

.

（A
nm

.14

）R
n.9d.

（
59
）　B

G
H
 24.07.1997

─1 StR
 351/97, N

StZ-R
R
 1998,5; B

G
H
 24.09.2014

─2 StR
 235/14, B

G
H
R
 StG

B
 §

20 Psychose 3; B
G
H
 10.10.2017

─2 StR
 359/17, N

StZ-R
R
 2017,369.

　
　

こ
こ
に
い
う
「
妄
想
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
（bestim

m
t

）」
と
は
ど
れ
ほ
ど
の
影
響
を
指
す
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
例
え
ば
、

B
G
H
 10.10.2017

─2 StR
 359/17, N

StZ-R
R
 2017,369

は
、
被
告
人
が
、
政
府
の
秘
密
情
報
機
関
に
自
分
を
探
る
よ
う
に
委
託
さ
れ
て
い
る
と
被
告
人
が

考
え
た
女
性
を
、
拷
問
に
か
け
傷
害
を
加
え
死
に
至
ら
し
め
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
限
定
責
任
能
力
し
か
認
め
な
か
っ
た
地
裁
判
決
を
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
上
記

フ
レ
ー
ズ
を
述
べ
な
が
ら
破
棄
し
て
い
る
た
め
、
か
か
る
状
況
で
は
「
妄
想
に
よ
り
決
定
さ
れ
て
い
る
状
況
」
と
評
価
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。

（
60
）　B

G
H
 09.04.2002

─5 StR
 100/02, N

StZ-R
R
 2002,202.

（
61
）　

前
節
第
一
款
第
一
項
。

（
62
）　

樋
口
輝
彦
「
う
つ
病
の
概
念
と
そ
の
変
遷
」
綜
合
臨
牀
五
九
巻
五
号
一
一
六
五
頁
（
二
〇
一
〇
）、
松
浪
克
文
「『
内
因
性
う
つ
病
』
と
い
う
疾
患
理
念
型

を
め
ぐ
っ
て
」
精
神
経
誌
一
一
五
巻
三
号
二
六
七
頁
（
二
〇
一
三
）、
野
村
他
・
前
掲
注
（
39
）
三
二
四
頁
以
下
。
も
っ
と
も
現
在
の
精
神
障
害
の
分
類
・
診

断
で
の
病
因
論
の
有
用
性
を
な
お
主
張
す
る
も
の
と
し
て
針
間
博
彦
＝
古
茶
大
樹
「『
内
因
性
』
概
念
と
臨
床
診
断
」
臨
床
精
神
医
学
四
四
巻
五
号
七
六
七
頁

（
二
〇
一
五
）。

（
63
）　

六
三
条
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
がB

G
H
 07.03.2017

─3 StR
 521/16, N

StZ-R
R
 2017,200.

（
64
）　B

G
H
 10.01.2001

─2 StR
 500/00, B

G
H
St 46,257.

（
65
）　B

G
H
 06.03.1986

─4 StR
 40/86, B

G
H
St 34,22.

（
66
）　

例
え
ば
、
犯
行
時
点
に
著
し
い
反
応
性
う
つ
病
が
認
め
ら
れ
た
二
歳
九
月
の
子
を
殺
害
し
た
故
殺
の
事
案
に
つ
い
て
制
御
能
力
の
著
し
い
減
退
の
み
を
認

め
て
い
る
も
の
と
し
てB

G
H
 23.11.1977

─3 StR
 397/77, B

G
H
St 27,298

。

（
67
）　B

G
H
 04.11.2003

─1 StR
 384/03, N

StZ-R
R
 2004,70; B

G
H
 26.04.2007

─4 StR
 7/07, N

StZ-R
R
 2008,274.

こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
犯
行

時
点
に
混
合
性
不
安
抑
う
つ
反
応
（ICD

─10 F43.22

）
が
認
め
ら
れ
た
出
産
直
後
の
子
供
の
殺
害
に
つ
い
て
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
地
裁
判
決
に
対
し
て
、

犯
行
前
後
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
が
出
産
状
況
と
出
産
直
後
に
つ
い
て
十
分
に
捕
捉
し
て
い
な
い
と
批
判
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
も
存
在
す
る
が
（B

G
H
 

16.02.2005

─5 StR
 566/04, N

StZ-R
R
 2005,168

）、
同
判
例
も
「
こ
の
法
的
瑕
疵
は
有
罪
判
決
と
は
関
係
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
刑
法
二
〇
条
に
基
づ
く

制
御
能
力
の
完
全
な
喪
失
は
排
斥
し
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
68
）　V

gl. M
K
-Streng a.a.O

.

（A
nm

. 24

）R
n.91.



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

六
五

（
69
）　

前
節
第
一
款
第
二
項
参
照
。

（
70
）　

人
格
障
害
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
含
ま
れ
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
ばB

G
H
 23.03.1990

─2 StR
 61/90, StV

 1990,302; B
G
H
 17.07.1990

─1 
StR

 305/90, N
StZ 1990,537; B

G
H
 27.11.1990

─1 StR
 584/90, StV

 1991,155; B
G
H
 21.02.1991

─4 StR
 56/91, N

StZ 1991,330; B
G
H
 

17.08.2008

─3 StR
 232/08, N

StZ-R
R
 2008,335

。
な
お
、
多
く
の
異
常
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
人
格
障
害
に
基
づ
く
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
に
つ
い

て
審
査
す
る
義
務
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
夫
は
子
供
が
欲
し
く
な
い
の
だ
と
理
解
し
た
妻
が
、
出
産
直
後
に
嬰
児
を
放
置
し
死
亡
さ
せ
る
と
い
う
行

為
を
九
件
も
繰
り
返
し
た
と
い
う
事
案
（
う
ち
一
件
は
時
効
に
か
か
り
八
件
の
不
作
為
に
よ
る
故
殺
が
問
題
と
な
っ
た
）
に
お
い
て
、
完
全
責
任
能
力
を
認
め

た
地
裁
判
決
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
多
く
の
異
常
（die zahlreiche A

uff älligkeiten

）
に
鑑
み
る
と
、
被
告
人
に
お
い
て
人
格
障
害
に
基
づ
く
『
そ
の

他
の
重
大
な
精
神
的
偏
倚
』
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
詳
細
な
審
査
及
び
検
討
が
要
請
さ
れ
る
」
と
し
て
、
制
御
能
力
の
著
し
い
減
退
を
認
め
な
か

っ
た
点
に
つ
い
て
地
裁
判
決
は
維
持
さ
れ
な
い
と
し
た
（B

G
H
 27.03.2007

─5 StR
 491/06, N

StZ 2007,518

）。

（
71
）　

Ｉ
Ｃ
Ｄ
─10
に
お
い
て
は
非
社
会
性
人
格
障
害
（D

issoziale Persönlichkeitsstörung, F60.2

）
に
含
ま
れ
る
（
融
道
男
他
編
『
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─10
精
神
お

よ
び
行
動
の
障
害
│
│
臨
床
記
述
と
診
断
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
│
│
』（
医
学
書
院
、
二
〇
〇
五
）
二
一
〇
頁
参
照
）。

（
72
）　B

G
H
 19.03.1992

─4 StR
 43/92, N

StZ 1992,380.

（
73
）　

同
様
の
判
断
と
し
てB

G
H
 04.07.1991

─5 StR
 122/91, B

G
H
St 37,397

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
地
裁
が
謀
殺
未
遂
と
行
為
単
一
の
関
係
に
立
つ
謀
殺

を
理
由
に
終
身
刑
を
科
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
こ
れ
を
破
棄
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
「
統
合
失
調
型
人
格
障
害
（schizotype Persönlich-

keitsstörung

）」
が
問
題
と
な
っ
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
そ
の
説
明
の
中
で
、
こ
の
概
念
が
ド
イ
ツ
に
て
精
神
医
学
上
争
い
が
あ
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
、
精

神
医
学
上
の
文
献
を
引
用
し
な
が
ら
一
定
の
支
持
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、「
統
合
失
調
症
型
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
障
害
の
概
念
へ
の
鑑
定
の
分
類
は
、
わ

ず
か
と
は
決
し
て
言
え
な
い
阻
害
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
、
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─10
以
降
後
に
も
同
様
の
判
断
を
述
べ
た
も
の
と
し
て

B
G
H
 04.06.1997

─2 StR
 188/97, StV

 1997,630

が
あ
る
（
依
存
性
人
格
障
害
（ICD

─10 F60.7

）
に
罹
患
し
て
い
る
者
が
子
供
に
対
す
る
性
的
虐
待
等

を
行
っ
た
事
案
に
つ
き
、
制
御
能
力
の
著
し
い
減
退
を
認
め
た
地
裁
判
決
を
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
維
持
し
て
い
る
）。

（
74
）　

も
っ
と
も
責
任
無
能
力
で
は
な
く
限
定
責
任
能
力
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
責
任
無
能
力
を
も
た
ら
す
よ
う
な
精
神
病
で
は
な
く
、
よ
り
程
度

の
弱
い
精
神
病
と
の
比
較
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
こ
の
点
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
前
掲
注
（
73
）
に
掲
げ
た
、B

G
H
 04.07.1991

─5 StR
 122/91, 

B
G
H
St 37,397; B

G
H
 04.06.1997

─2 StR
 188/97, StV

 1997,630

）。

（
75
）　B

G
H
 03.08.2004

─1 StR
 293/04, N

StZ-R
R
 2004,329.

（
76
）　B

G
H
 04.12.2007

─5 StR
 398/07, N

StZ-R
R
 2008,104.

（
77
）　

な
お
、
生
活
阻
害
基
準
を
提
示
す
る
も
の
と
し
て
他
に
も
、B

G
H
 06.05.1997

─1 StR
 17/97, N

StZ 1997,485; B
G
H
 20.02.2001

─ 5 StR
 3/01, 



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

六
六

StraFo 2001,249; B
G
H
 22.08.2001

─1 StR
 316/01, StV

 2002,17; B
G
H
 12.11.2004

─2 StR
 367/04, B

G
H
St 49,347; B

G
H
 25.01.2006

─2 StR
 

348/05, N
StZ-R

R
 2006,199; B

G
H
 01.07.2015

─2 StR
 137/15, N

JW
 2015,3319

等
が
あ
る
。

（
78
）　

な
お
、
そ
れ
だ
け
で
は
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
人
格
障
害
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
酩
酊
と
の
相
乗
効
果
に
よ
り
責
任
能
力
へ
の
影
響
を

も
た
ら
し
う
る
こ
と
が
あ
る
の
は
別
論
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
例
え
ばB
G
H
 23.09.2009

─5 StR
 287/09, N

StZ-R
R
 2010,7

。

（
79
）　

な
お
、
非
社
会
性
人
格
障
害
（
前
掲
注
（
71
））
に
つ
い
て
、B

G
H
 14.04.1999

─3 StR
 45/99, N

StZ 1999,395

は
、
地
裁
が
入
口
要
件
該
当
性
を
認

め
た
の
に
対
し
て
、「
地
裁
の
、
こ
の
人
格
障
害
が
『
度
重
な
り
反
復
す
る
、
社
会
規
範
や
規
則
的
行
動
様
式
の
無
視
』
に
基
づ
く
と
言
う
議
論
の
根
拠
は
追

体
験
可
能
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
記
述
さ
れ
た
異
常
で
は
、
通
常
性
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
も
存
在
し
う
る
よ
う
な
逸
脱
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
」
と
し
て
、
法
的
瑕
疵
を
認
め
て
い
る
。

（
80
）　M

K
-Streng a.a.O

.
（A

nm
.24

）R
n.91.

（
81
）　B

G
H
20.02.2001

─ 5 StR
 3/01, StraFo 2001,249.

ま
た
他
に
同
様
の
判
断
を
示
す
も
の
と
し
て
、B

G
H
 16.05.1991

─4 StR
 204/91, StV

 
1991,511; B

G
H
 06.05.1997 1 StR

 17/97

─NStZ 1997,485; B
G
H
 22.08.2001

─1 StR
 316/01, StV

 2002,17

等
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
九
九
一
年

の
判
例
は
、
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
を
認
め
な
が
ら
著
し
く
な
い
制
御
能
力
の
阻
害
の
み
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、「
こ
の
例
外
を
追
体
験
可
能
な
形
で
詳
細

に
」
基
礎
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
82
）　

同
様
の
判
断
と
し
て
、（
2
）
に
見
た
二
〇
〇
七
年
の
判
例
の
他
、B

G
H
 22.08.2001

─1 StR
 316/01, StV

 2002,17; B
G
H
 12.11.2004

─2 StR
 

367/04, B
G
H
St 49,347

等
が
あ
る
。

（
83
）　

も
っ
と
も
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
の
実
質
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
二
〇
〇
一
年
の
判
例
を
含
め
、
人
格
障
害
を
め
ぐ
る
多
く

の
判
例
で
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
一
般
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
し
（
他
に
も
例
え
ばB

G
H
 22.08.2001

─1 StR
 316/01, StV

 
2002,17

）、
生
活
阻
害
基
準
と
連
続
的
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
（B

G
H
 04.06.1997

─2 StR
 188/97, StV

 1997,630

）。

（
84
）　B

G
H
 07.03.2002

─3 StR
 335/01, N

StZ 2002,476,

（
85
）　

類
似
の
判
断
と
し
て
、B

G
H
 09.04.1999

─3 StR
 77/99, N

StZ-R
R
 1999,359,

（
86
）　K
G
 B

erlin, 11.09.2012 

─（4

）161 Ss 89/12

（175/12

）
の
維
持
し
て
い
る
地
裁
判
決
の
文
言
で
あ
る
（„

（lediglich

）als w
issenschaftlich 

nie vollständig auszuschließende, daher nur rein theoretisch

（„in A
usnahm

efällen
“

）gegebene M
öglichkeit “

）。

（
87
）　

性
的
逸
脱
の
他
に
ド
イ
ツ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
障
害
と
し
て
賭
博
癖
（Spielsucht
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
全
て
が
第
四
グ
ル
ー
プ
に
属
す

る
訳
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
非
物
質
依
存
で
あ
っ
て
も
、
物
質
依
存
同
様
の
構
造
・
重
さ
を
持
ち
重
大
な
禁
断
症
状
に
至
り
得
る
よ
う
な
、
精
神
障
害
・

人
格
変
容
の
重
大
な
事
例
で
あ
れ
ば
責
任
能
力
が
問
題
に
な
り
う
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
賭
博
癖
に
お
い
て
も
、
重
大
な
人
格
変
容
に
至
っ
て
い
る
場
合
や
激



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

六
七

し
い
禁
断
症
状
下
で
の
調
達
犯
罪
で
は
制
御
能
力
の
著
し
い
減
退
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ばB

G
H
 07.11.2013

─5 StR
 377/13, N

StZ 
2014,80

）。
箭
野
・
前
掲
注
（
47
）（
二
〇
〇
七
）
も
参
照
。

　
　

な
お
、
日
本
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
窃
盗
癖
等
に
つ
い
て
は
、
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
上
で
、
例
え
ば
「
窃
盗
癖
・
放
火
癖
は
古
め
か
し
い
モ
ノ
マ
ニ
ー
学
説
の

概
念
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
り
「
独
立
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
は
見
ら
れ
得
な
い
」（M

K
-Streng a.a.O

.

（A
nm

.24

）R
n.47

）
と
か
、「
窃
盗
癖
・

放
火
癖
は
Ｉ
Ｃ
Ｄ
─10
で
はF63

に
分
類
さ
れ
て
い
る
」
が
「
し
か
し
ド
イ
ツ
の
精
神
医
学
で
は
独
立
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
の
か
争
わ
れ
て
い
る
」
と

か
（LK

-Schöch a.a.O
.

（A
nm

. 24

）R
n.166

）
評
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
比
較
的
古
い
判
例
と
し
て
放
火
癖
を
独
立
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
否
定

的
な
法
学
的
・
医
学
的
見
解
を
引
用
し
て
い
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
あ
る
（B
G
H
 03.12.1968

─5 StR
 631/68, N

JW
 1969,563

）
ほ
か
、
窃
盗
癖
に
つ
い
て
、

独
立
し
た
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
よ
り
も
、
あ
く
ま
で
も
重
大
な
人
格
障
害
の
症
状
等
と
見
る
見
解
を
支
持
す
る
近
時
の
下
級
審
裁
判
例
も
あ
る
（K

G
 B

er-
lin, 11.09.2012 

─（4
）161 Ss 89/12

（175/12

））。

（
88
）　B

G
H
St 14,30

に
お
い
て
み
ら
れ
た
判
断
は
、
責
任
能
力
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、「
│
│
通
常
の
方
向
の
欲
動
で
あ
れ
ば
│
│
対
象
者
自
身
が
自
ら

の
有
す
る
全
て
の
意
思
力
を
注
力
し
た
と
し
て
も
十
分
に
抵
抗
で
き
な
い
よ
う
な
性
的
欲
動
の
場
合
や
、〔
反
自
然
的
欲
動
で
あ
れ
ば
〕
そ
の
反
自
然
的
欲
動

が
平
均
的
な
強
さ
し
か
持
た
な
い
場
合
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
反
自
然
性
の
た
め
に
、
欲
動
に
打
ち
勝
つ
た
め
に
必
要
な
制
御
を
奮
い
起
こ
せ
な
い
ほ
ど
、

そ
の
内
的
態
度
全
体
を
変
容
さ
せ
そ
れ
に
よ
り
そ
の
人
格
の
本
質
を
変
容
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
性
的
欲
動
の
場
合
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

そ
の
後
の
判
例
で
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
例
え
ばB

G
H
 29.03.1989

─4 StR
 109/89, JR

 1990,119; B
G
H
 08.12.1992

─4 StR
 450/92, 

N
StZ 1993,181; B

G
H
 12.10.1993

─5 StR
 424/93, N

StZ 1994,75; B
G
H
 26.08.1997

─1 StR
 383/97, N

StZ 1998,30

）。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
、

か
か
る
判
断
と
本
文
で
取
り
上
げ
た
型
基
準
と
が
混
在
す
る
二
〇
〇
〇
年
の
判
例
（B

G
H
 10.10.2000

─1 StR
 420/00, N

StZ 2001,243

）
を
挟
ん
で
、
二

〇
〇
四
年
の
判
例
（B

G
H
 17.02.2004

─4 StR
 574/03, N

StZ-R
R
 2004,201

（
直
接
的
に
は
六
三
条
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
））
以
降
、
型
基
準

の
み
が
判
断
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
89
）　

型
基
準
が
判
断
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
際
、
例
え
ば
前
掲
注
（
88
）
に
挙
げ
た
二
〇
〇
四
年
の
判
例
に
お
い
て
は
、
制
御
能
力
の
著
し

い
減
退
は
「
規
範
か
ら
逸
脱
し
た
性
的
特
性
が
前
面
に
出
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
性
的
嗜
癖
が
、
そ
の
欲
動
の
克
服
に
お
い
て
必
要
な
抑
制
を
ふ
る
い
お
こ

せ
な
い
ほ
ど
持
続
的
に
、
行
為
者
を
そ
の
人
格
に
お
い
て
変
容
さ
せ
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
逸
脱
し
た
性
的
振
舞
い
や
、
ペ
ド
フ
ィ
リ
ア

と
い
う
形
式
に
お
け
る
逸
脱
が
、
全
て
容
易
く
、
刑
法
二
〇
、
二
一
条
の
意
味
に
お
け
る
『
そ
の
他
の
重
い
精
神
的
偏
倚
』
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
も
っ
と
も
、
制
御
能
力
は
、
そ
の
逸
脱
し
た
性
的
な
振
舞
い
方
が
、
減
少
し
た
満
足
感
・
増
大
す
る
頻
度
・
巧
み
さ
の
減
少
・
当
該
方
法
へ
と
考
え
が
狭

ま
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
習
慣
化
し
た
振
舞
い
の
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
阻
害
さ
れ
う
る
」
と
し
て
お
り
、「
そ
の
性
的
嗜
癖
が
、
そ
の
欲
動
の

克
服
に
お
い
て
必
要
な
抑
制
を
ふ
る
い
お
こ
せ
な
い
ほ
ど
持
続
的
に
、
行
為
者
を
そ
の
人
格
に
お
い
て
変
容
さ
せ
た
」
か
否
か
を
基
準
と
し
て
措
定
す
る
こ
と



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

六
八

（
仲
道
・
前
掲
注
（
31
）
三
〇
頁
参
照
）
に
も
理
由
は
あ
る
。
さ
ら
に
判
例
の
中
に
は
、
制
御
能
力
の
阻
害
を
認
め
る
た
め
に
は
「
そ
の
性
的
嗜
癖
が
、
そ
の

欲
動
の
克
服
に
お
い
て
必
要
な
抑
制
を
ふ
る
い
お
こ
せ
な
い
ほ
ど
持
続
的
に
、
行
為
者
を
そ
の
人
格
に
お
い
て
変
容
さ
せ
た
」
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
制
御
能

力
が
阻
害
さ
れ
る
の
は
「
例
え
ば
（etw

a

）」「
振
舞
い
方
が
…
…
習
慣
化
し
た
振
舞
い
の
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
」
で
あ
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
（
例
え
ば

B
G
H
 06.07.2010

─4 StR
 283/10, N

StZ-R
R
 2010,304

）
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
か
か
る
見
解
の
方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　
　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
判
断
は
六
三
条
が
直
接
的
に
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
示
さ
れ
て
お
り
（
前
段
落
の
二
判
例
以
外
に
も
例
え
ばB

G
H
 

17.07.2007
─4 StR

 242/07, N
StZ-R

R
 2007,337

）、
そ
れ
が
「
時
間
的
に
期
限
の
な
い
精
神
病
院
収
容
」
と
い
う
「
重
大
な
侵
害
（schw

erw
iegender 

Eingriff 

）」「
異
常
に
負
荷
的
な
措
置
（außerordentlich belastende M

aßnahm
e

）」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
か
か
る
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る

も
の
も
多
い
（
例
え
ばB

G
H
 10.03.2004

─4 StR
 563/03, StV

 2005,20; B
G
H
 10.11.2015

─3 StR
 407/15, N

StZ 2016,144

）。
さ
ら
に
近
時
で
は
、

六
三
条
が
直
接
的
に
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
お
い
て
も
、
型
基
準
を
充
足
す
れ
ば
第
四
グ
ル
ー
プ
該
当
性
・
制
御
能
力
の
著
し
い
阻
害
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た

上
で
、
こ
こ
で
重
要
に
な
る
の
は
（D

abei kom
m
t es daran

）「
そ
の
性
的
傾
向
が
、
そ
の
欲
動
の
克
服
に
お
い
て
必
要
な
抑
制
を
ふ
る
い
お
こ
せ
な
い

ほ
ど
行
為
者
を
そ
の
人
格
に
お
い
て
変
容
さ
せ
た
」
か
ど
う
か
だ
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　

以
上
に
鑑
み
て
、
本
文
で
取
り
上
げ
た
二
判
例
が
い
ず
れ
も
二
一
条
を
直
接
的
に
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
型
基
準
を
明
示
的
に
提
示
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
文
で
は
こ
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
判
断
が
安
定
し
て
る
訳
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
付
言
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
90
）　V

gl. SK
-R

ogall, a.a.O
.

（A
nm

.14

）R
n.45.

（
91
）　

例
え
ばB

G
H
 25.03.2015

─2 StR
 409/14, N

StZ 2015,688; B
G
H
 23.02.2017

─1 StR
 362/16, StraFo 2017,247.

（
92
）　

な
お
、
①
に
つ
い
て
は
例
え
ばB

G
H
 15.03.2016

─1 StR
 526/15, StV

 2017,29

（
①
に
つ
い
て
確
定
判
例
と
し
て
い
る
）、
③
に
つ
い
て
は
例
え
ば

B
G
H
 25.03.2015

─2 StR
 409/14, N

StZ 2015,688

に
示
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
二
〇
条
に
つ
い
て
明
示
的
に
述
べ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
例
え

ば
二
〇
一
〇
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
は
、
小
児
性
愛
（ICD

─10 F65.4
）
で
あ
る
被
告
人
に
よ
る
子
供
に
対
す
る
性
的
虐
待
に
つ
い
て
、
制
御
能
力
の
著
し
い
減

退
の
み
を
認
め
た
上
で
精
神
病
院
収
容
命
令
を
出
し
た
地
裁
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
の
み
が
上
告
し
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
有
罪
判
決
及
び
量
刑
判
断
に
つ

い
て
は
維
持
し
た
（
精
神
病
院
収
容
命
令
は
破
棄
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
「
責
任
能
力
の
完
全
な
喪
失
は
こ
こ
で
は
初
め
か
ら
問
題
外
で
あ

る
か
ら
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
（B

G
H
 06.07.2010

─4 StR
 283/10, N

StZ-R
R
 2010,304

、
類
似
の
判
断
と
し
てB

G
H
 17.07.2007

─4 StR
 242/07, 

N
StZ-R

R
 2007,337

）。
ま
た
、
本
文
に
掲
げ
た
二
〇
一
〇
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
も
、
二
一
条
に
関
す
る
詳
細
な
検
討
の
後
に
、
二
〇
条
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
に

対
し
て
責
任
能
力
の
喪
失
（
二
〇
条
）
の
根
拠
は
存
在
し
な
い
」
と
だ
け
述
べ
て
い
る
。

（
93
）　B

G
H
 20.05.2010

─5 StR
 104/10, N

StZ-R
R
 2011,170,

（
94
）　B

G
H
 25.03.2015

─2 StR
 409/14, N

StZ 2015,688,



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

六
九

（
95
）　

他
に
も
例
え
ば
前
掲
注
（
89
）
に
挙
げ
た
諸
判
例
を
参
照
。
な
お
、「
激
し
い
、
多
か
れ
少
な
か
れ
抵
抗
し
難
い
衝
動
か
ら
行
為
し
た
（aus starken, 

m
ehr oder w

eniger unw
iderstehlichen Zw

ang heraus gehandelt hat

）」
か
ど
う
か
を
問
う
文
面
も
、
性
的
逸
脱
と
責
任
能
力
に
関
す
る
判
決
文

の
中
で
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
（vgl. M

K
-Streng a.a.O

.

（A
nm
.24

）R
n.99

）。
し
か
し
、
そ
れ
は
、「
時
間
的
に
期
限
の
な
い
精
神
病
院
収
容
」

と
い
う
「
重
大
な
侵
害
」
を
第
四
グ
ル
ー
プ
の
診
断
に
よ
り
基
礎
付
け
る
文
脈
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
（
例
え
ばB

G
H
 10.03.2004

─4 StR
 563/03, 

StV
 2005,20

）、
六
三
条
特
殊
の
文
脈
に
お
け
る
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
89
）
も
参
照
。

（
96
）　

第
一
章
第
二
節
第
一
款
。

（
97
）　

第
一
章
第
四
節
参
照
。
な
お
、
我
が
国
の
裁
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
二
）
第
一
章
第
三
節
、（
三
）
第
一
章
第
四
節
第
二
款
も
参
照
。

（
98
）　

現
代
精
神
医
学
事
典
（
前
掲
注
（
39
））
で
は
、A

ff ekt

はEm
otion

と
は
異
な
り
、
表
現
で
あ
る
観
察
可
能
な
行
動
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
日
本
語
で

情
動
と
い
う
場
合
は
、
身
体
的
随
伴
現
象
を
伴
う
一
過
性
の
強
い
感
情
を
指
す
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
99
）　Fischer, a.a.O

.

（A
nm
.14

）R
n.30.

（
100
）　LK

-Schöch a.a.O
.

（A
nm
. 24

）R
n.124.

（
101
）　Fischer, a.a.O

.

（A
nm
.14

）R
n.30.

（
102
）　Jescheck/W

eigend, a.a.O
.

（A
nm
.19

）§
40 Ⅲ

2.

（
103
）　

例
え
ばB

G
H
 10.10.1957

─4 StR
 21/57, B

G
H
St 11,20.

（
104
）　

例
え
ばB

G
H
 18.05.2000

─4 StR
 29/00, StV

 2001,563.

（
105
）　V

gl. M
ünchener K

om
m
entar Strafgesetzbuch, 4.A

ufl .

（2020

）§
63 R

n.31

（van G
em
m
eren

）.

（
106
）　
「
情
動
の
興
奮
は
故
意
の
殺
人
罪
に
お
い
て
は
む
し
ろ
通
常
類
型
的
（norm

altypisch

）
に
存
在
す
る
」
と
す
る
も
の
と
し
てB

G
H
 07.08.2012

─2 
StR
 218/12, N

StZ 2013,31.

こ
の
事
件
は
、
妻
か
ら
日
常
的
に
侮
辱
・
暴
行
を
受
け
て
い
た
被
告
人
が
、
妻
か
ら
離
婚
の
意
図
を
何
度
も
表
明
さ
れ
、
口

論
の
末
に
仲
直
り
す
る
可
能
性
が
絶
対
に
な
い
こ
と
を
さ
と
り
殺
害
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
地
裁
は
完
全
責
任
能
力
を
認
め
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
限
定
責
任

能
力
の
可
能
性
を
示
唆
し
な
が
ら
こ
れ
は
瑕
疵
あ
る
全
体
評
価
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

（
107
）　Fischer, a.a.O

.

（A
nm
.14

）R
n.30.

（
108
）　Fischer, a.a.O

.

（A
nm
.14

）R
n.30ff.; M

K
-Streng, a.a.O

.

（A
nm
. 24

）R
n.82ff.; Sch/Sch-Perron/W

eißer, a.a.O
.

（A
nm
. 24

）

R
n.15f.; SK

-R
ogall, a.a.O

.

（A
nm
.14

）R
n.20ff .

（
109
）　R

oxin, a.a.O
.

（A
nm
.14

）§
20 R

n.14.

（
110
）　B

G
H
 10.10.1957

─4 StR
 21/57, B

G
H
St 11,20.



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

七
〇

（
111
）　

林
・
前
掲
注
（
35
）（
一
九
九
一
）
九
八
頁
以
下
、
友
田
・
前
掲
注
（
35
）（
一
）
一
四
三
頁
以
下
。

（
112
）　B

G
H
 12.12.1996

─4 StR
 476/96, N

StZ 1997,232.
（
113
）　

な
お
、
如
何
な
る
場
合
に
情
動
に
よ
る
責
任
能
力
の
喪
失
・
減
退
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
精
神
医
学
者Saß

の
作
成
し
た
要
素
カ
タ
ロ
グ
が

判
例
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
（
例
え
ばB

G
H
 08.04.1997

─1 StR
 56/97, N

StZ-R
R
 1997,296

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
林
・
前
掲
注
（
35
）（
二
〇
一

六
））
一
一
〇
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
114
）　

例
え
ばB

G
H
St 11,20

は
、「『
思
い
や
り
の
あ
る
、
善
良
な
、
優
し
い
、
平
和
的
な
、
誠
実
な
、
勤
勉
な
被
告
人
』
が
、『
積
極
的
な
、
目
的
意
識
的
な
、

利
己
的
な
、
支
配
欲
の
強
い
、
横
柄
な
妻
』
と
、
同
じ
よ
う
な
性
格
の
義
母
に
よ
る
何
年
も
の
悪
意
あ
る
言
動
に
よ
っ
て
、
絶
望
の
果
て
ま
で
追
い
詰
め
ら
れ

心
身
を
消
耗
さ
せ
ら
れ
た
が
た
め
に
、
自
ら
の
中
で
絶
え
間
な
く
作
用
し
奮
闘
す
る
厄
介
な
抑
圧
的
な
感
情
が
急
激
に
発
生
し
、『
全
て
の
制
御
ダ
ム
を
突
破

し
て
』
爆
発
し
た
」
の
で
あ
る
と
し
て
、「
被
告
人
は
自
ら
に
責
任
な
く
極
度
の
興
奮
状
態
に
陥
り
か
か
る
状
態
の
下
で
妻
を
致
死
的
に
刺
し
た
」
と
い
う
判

断
を
是
認
し
て
い
る
。

（
115
）　

こ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
友
田
・
前
掲
注
（
35
）（
一
）
に
詳
し
い
。

（
116
）　B

G
H
 15.12.1987

─1 StR
 498/87, B

G
H
St 35,143.

（
117
）　B

G
H
 29.10.2008

─2 StR
 349/08, B

G
H
St 53,31.

（
118
）　

こ
の
判
決
文
だ
け
か
ら
は
、
限
定
責
任
能
力
の
裁
量
減
軽
の
否
定
の
要
件
と
し
て
事
前
有
責
性
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
責
任
無

能
力
に
お
い
て
も
事
前
有
責
性
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
⑴
に
お
い
て
見
た
一
九
九
六
年
の
判
例
（B

G
H
 12.12.1996

─4 StR
 476/96, N

StZ 1997,232

）
か

ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

（
119
）　B

G
H
 05.02.1997

─3 StR
 436/96, N

StZ 1997,333.
紹
介
と
し
て
友
田
・
前
掲
注
（
35
）（
一
）
一
五
七
頁
以
下
も
あ
る
が
、
有
責
性
判
断
を
行
う
一

連
の
判
例
の
一
つ
と
し
て
の
み
取
り
扱
っ
て
い
る
。

（
120
）　

こ
の
判
例
を
引
用
し
な
が
ら
「
情
動
に
基
づ
く
責
任
無
能
力
は
例
外
的
な
場
合
に
お
い
て
し
か
認
め
ら
れ
得
な
い
」
と
す
る
近
時
の
判
例
と
し
て
、

B
G
H
 29.10.2008

─2 StR
 349/08, B

G
H
St 53,31.

（
121
）　Fischer, a.a.O

.

（A
nm

.14

）R
n.30a.; LK

-Schöch a.a.O
.

（A
nm

. 24
）R

n.128f.; SSW
-K

asper a.a.O
.

（A
nm

. 24

）R
n.63.

（
122
）　B

G
H
 18.05.2000

─4 StR
 29/00, StV

 2001,563.

か
つ
て
所
属
し
て
い
た
麻
薬
関
連
の
組
織
か
ら
離
脱
し
た
被
告
人
が
、
同
組
織
か
ら
の
報
復
に
恐

怖
を
覚
え
、
装
塡
し
安
全
装
置
を
外
し
た
状
態
で
ピ
ス
ト
ル
を
肌
身
離
さ
ず
常
に
持
ち
歩
い
て
い
た
の
だ
が
、
あ
る
日
、
暴
行
事
件
の
捜
査
で
警
察
の
特
別
投

入
部
隊
が
睡
眠
中
の
被
告
人
の
住
居
に
突
撃
し
た
と
こ
ろ
、
ド
ア
を
こ
じ
開
け
た
人
間
が
自
分
を
襲
お
う
と
し
て
い
る
と
推
測
し
「
パ
ニ
ッ
ク
状
態
の
不
安
」

の
状
態
で
「
興
奮
と
恐
怖
の
中
で
」、
部
屋
に
入
っ
て
き
た
警
察
官
の
上
半
身
め
が
け
て
発
砲
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
（
警
察
官
の
「
警
察
だ
」
と
い
う
叫



ド
イ
ツ
判
例
に
お
け
る
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
（
佐
野
） 

七
一

び
声
は
聞
こ
え
て
い
た
の
で
誤
想
防
衛
状
況
に
は
な
い
）。

（
123
）　

本
款
第
一
項
2
⑴
。

（
124
）　

通
常
の
故
殺
罪
の
法
定
刑
（
五
年
以
上
の
自
由
刑
（
二
一
二
条
））
が
一
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
自
由
刑
と
な
る
（
二
一
三
条
）。

（
125
）　V

gl. Fischer, a.a.O
.

（A
nm

.14

）R
n.34ff.; Jescheck/W

eigend, a.a.O
.

（A
nm

.19

）§
40 Ⅲ

2,Ⅵ
; M

K
-Streng a.a.O

.

（A
nm

.24

）

R
n.83ff.; R

oxin, a.a.O
.

（A
nm

.14

）§
20 R

n.15ff.; Sch/Sch-Perron/W
eißer a.a.O

.

（A
nm

. 24

）R
n.15a; SSW

-K
asper a.a.O

.

（A
nm

. 
25

）R
n.64ff.; V

olker H
aas, D

ie Zurechnung zur Schuld bei A
ffekttaten. Zugleich eine A

nm
erkung zum

 U
rteil des B

G
H
 vom

 
29.10.08, 2 StR

 349/08; in: A
m
elung/G

ünter/K
ühne

（H
rsg.

）, Festschrift für V
olker K

rey

（2010

）S.117, S.140ff .

（
126
）　R

oxin, a.a.O
.

（A
nm

.14

）§
20 R

n.18.

（
127
）　

例
え
ばLK

-Schöch a.a.O
.

（A
nm

. 24

）R
n.141f.

（
128
）　

友
田
博
之
「
健
常
人
の
情
動
に
関
す
る
一
考
察
（
三
）」
法
雑
五
三
巻
二
号
一
六
八
頁
、
一
七
七
頁
以
下
（
二
〇
〇
六
）
に
詳
し
い
。

（
129
）　B

G
H
 29.10.2008

─2 StR
 349/08, B

G
H
St 53,31.

事
前
有
責
性
に
基
づ
き
刑
の
減
軽
を
否
定
し
た
地
裁
判
決
に
つ
い
て
、
そ
も
そ
もB

G
H
St 

35,143

の
提
示
し
て
い
た
事
前
有
責
性
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
を
理
由
に
破
棄
す
る
と
し
て
い
る
。

（
130
）　LK

-Schöch a.a.O
.

（A
nm

. 24
）R

n.138f.

（
131
）　H

aas, a.a.O
.

（A
nm

.125

）S.134ff .

（
132
）　

前
掲
注
（
32
）
も
参
照
。

（
133
）　

第
一
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
参
照
。

（
134
）　

第
二
章
第
一
節
。

（
135
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
。

（
136
）　

第
二
章
第
二
節
第
三
款
第
一
項
2
。

（
137
）　

第
二
章
第
一
節
第
一
款
第
一
項
、
第
二
節
第
一
款
第
二
項
。

（
138
）　

第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
一
項
2
（
2
）。

（
139
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
2
（
3
）。

（
140
）　

統
合
失
調
感
情
障
害
に
つ
い
て
は
「
被
告
人
が
目
を
ぎ
ょ
ろ
っ
と
し
て
獣
の
よ
う
な
う
め
き
声
を
あ
げ
て
い
た
と
い
う
、
混
乱
し
正
気
で
は
な
い
外
見
か

ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
被
告
人
の
精
神
病
は
直
接
的
に
影
響
し
て
い
た
」
と
い
う
理
由
で
責
任
無
能
力
が
支
持
さ
れ
て
い
る
（
第
二
章
第
二
節
第
一
款
第
一

項
2
⑵
）
が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
精
神
異
常
者
で
あ
る
「
ロ
ー
テ
ン
ブ
ル
ク
の
食
人
鬼
」
に
つ
い
て
責
任
能
力
は
問
題
に
な
ら
な
い
（B

G
H
 



法
学
志
林　

第
一
一
八
巻　

第
四
号 

七
二

22.04.2005

─2 StR
 310/04, B

G
H
St 50,80; vgl. M

K
-Streng, a.a.O

.

（A
nm

.24

）R
n.91

）。

（
141
）　

第
一
章
第
三
節
。

（
142
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
三
項
。

（
143
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
三
項
、
第
二
章
第
二
節
第
三
款
第
三
項
。

（
144
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
2
⑶
⒝
。

（
145
）　

第
二
章
第
二
節
第
三
款
第
一
項
2
⑶
。

（
146
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
三
項
。

（
147
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
二
項
2
。

（
148
）　

第
二
章
第
二
節
第
二
款
第
一
項
。

（
149
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
一
）
序
章
第
一
節
第
一
款
第
三
項
も
参
照
。

（
150
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
法
協
（
一
）
序
章
第
一
節
第
三
款
も
参
照
。

（
151
）　

差
し
当
た
り
、
現
在
の
我
が
国
の
通
説
的
見
解
に
つ
い
て
の
議
論
の
限
界
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
法
協
（
一
）
序
章
第
一
節
第
三
款
を
参
照
。
ま
た
、
ド
イ

ツ
法
の
検
討
と
し
て
拙
稿
・
法
協
（
四
）
を
参
照
。

＊ 

本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
・
若
手
研
究
「
刑
事
責
任
能
力
判
断
に
お
け
る
理
論
と
実
践
の
架
橋
│
歴
史
的
・
比
較
法
的
検
討
」（
課
題
番
号

JP19K
13534

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


