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違
法
性
と
責
任
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
な
ら
ぶ
、
犯
罪
論
の
基
柱
で
あ
る
。
け
だ
し
、
犯
罪
は
、
違
法
な
、

か
つ
は
有
責
の
行

為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
命
題
の
母
胎
で
あ
る
、

リ
ス
ト
H
H
ベ
l
リ
ン
グ
流
の
三
分
的
体
系
が
、
周
知
の
ご
と
く
、
動
揺
と
変
質

を
免
れ
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
は
、
な
お
一
般
に
承
認
さ
れ
た
命
題
と
い
っ
て
よ
い
。

E 

と
こ
ろ
で
、
犯
罪
論
の
変
遷
の
過
程
が
示
す
よ
う
に
、
違
法
性
と
責
任
の
意
味
、

な
い
し
両
者
を
区
別
す
る
標
準
に
つ
い
て
は
、

む
ろ
ん
多
く
の
消
長
が
あ
り
、

ま
た
、
現
に
一
義
的
な
解
決
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
犯
罪
論
上
ゆ
る
が
せ
に
で
き
な



い
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
わ
た
し
も
、
年
来
、
こ
の
間
題
に
ふ
か
い
関
心
を
い
だ
い
て
き
た
が
、
違
法
性
と
責
任
の
別
は
、
帰
す
る

と
こ
ろ
、
判
断
基
準
の
類
型
化
の
差
に
依
存
す
べ
く
、
比
端
的
に
い
え
ば
、
責
任
が
行
為
者
本
人
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
違
法
性
は
通
常
人
に
対
す
る
非
難
可
能
性

2
2
2ぃ
、

と

の

見

解

に

達

し

た

(

む

錯

誤

主

計

常

設

措

」

主

計

4
一
宮
仰
い
~
一
九
九
万
)
。
そ
の
摘
要
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
昭
和
三
七
年
秋
の
刑
法
学
会
で
、
「
違
法
性
の
本
質
に
関
す
る
一
考
察
」
と
い
う
題
自

の
も
と
に
報
告
を
了
え
た
。
し
か
し
、
法
益
(
侵
害
)
説
と
の
関
連
に
重
点
、
が
お
か
れ
た
た
め
、
む
し
ろ
傍
論
の
域
に
と
ど
ま
り
、
説
得

性
を
欠
い
た
憾
み
が
あ
る
。日

沖
教
授
は
、
「
違
法
と
責
任
」
(
町
一
荷
役
一
認
論
川
知
一
躍
)
と
題
す
る
綿
密
な
論
稿
に
お
い
て
、
違
法
は
一
般
者
と
し

て
の
「
ひ
と
」
に
向
け
ら
れ
る
社
会
的
非
難
で
あ
り
、
責
任
は
個
別
者
と
し
て
の
「
彼
」
に
向
け
ら
れ
る
非
難
で
あ
る
、
ベ
き
旨
の
示
唆

的
な
研
究
を
公
け
に
さ
れ
た
。
教
授
の
所
説
は
、
大
綱
に
お
い
て
、
私
見
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
o

そ
こ
に
提
起
さ
れ
た
論
点
は
違
法
性

お
の
ず
と
犯
罪
論
構
成
の
全
般
に
波
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
後
、
こ

た
ま
た
ま
、
近
時
、

お
よ
び
責
任
の
本
質
に
か
か
わ
る
も
の
で
、
そ
の
問
題
領
域
は
、

の
方
向
に
即
し
た
問
題
の
吟
味
な
い
し
展
開
が
必
須
と
さ
れ
よ
う
o

本
稿
も
、

そ
の
一
端
に
つ
ら
な
る
o

E
 
問
題
の
要
は
、
非
難
可
能
性
を
中
核
と
す
る
責
任
と
な
ら
ん
で
、
違
法
性
も
ま
た
一
般
的
・
規
範
的
見
地
か
ら
の
非
難
と
し
て
構

成
す
べ
き
で
あ
り
、

に
あ
る
o

私
見
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
が
規
範
的
・
倫
理
的
判
断
と
し
て
非
難
の
要
素
を
含

か
か
る
素
朴
な
認
識
は
よ
く
通
説
の
批
判
に
堪
え
る
も
の
と
考
え
る
o

以
下
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
に

か
つ
は
構
成
し
う
る
か
、

違法性と責任〈序説〉

む
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、

学
説
の
蓄
積
に
負
い
つ
つ
、

関
す
る
沿
革
を
略
述
し
(
第
二
節
)
、

つ
い
で
、

規
範
構
造
の
分
析
に
も
と
づ
く
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を

北法15(4・43)635 

か
っ
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
べ
き
犯
罪
論
上
の
問
題
点
に
論
及
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

省
み
(
第
三
節
)
、

お
そ
ら
く
は
、

従
前
の
犯
罪
論

体
系
に
そ
ぐ
わ
ぬ
、

か
な
り
大
胆
な
臆
測
を
あ
え
て
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
元
来
、
こ
の
種
の
立
論
は
、
内
外
の
諸
学
説
を
め
ぐ
る
周
到

な
吟
味
な
い
し
批
判
を
へ
て
、
犯
罪
論
の
再
編
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た
見
と
お
し
の
も
と
に
展
開
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
本
稿



説

は
、
右
の
条
件
が
十
分
熟
さ
な
い
ま
ま
に
、
性
急
に
こ
と
を
倍
し
た
憧
れ
な
し
と
し
な
い
。

自命

違
法
性
と
責
任
の
区
別
に
関
す
る
小
史

I 

い
わ
ゆ
る
犯
罪
論
の
古
典
的
体
系
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
価
値
判
断
と
し
て
の
違
法
性
を
没
価
値
的
形
象
と
し
て
の
構
成
要
件
か
ら

区
別
す
る
一
方
、
違
法
性
と
責
任
の
別
を
、
も
っ
ぱ
ら
客
観
対
主
観
と
い
う
判
断
対
象
の
ち
が
い
と
し
て
と
ら
え
た
。
こ
の
ば
あ
い
、
違
法

性
は
、
行
為
そ
れ
自
体
な
い
し
行
為
の
客
観
面
に
対
す
る
法
秩
序
の
否
定
的
評
価
で
あ
り
、
責
任
は
行
為
と
行
為
者
の
あ
い
だ
の
心
理
関
係

に
対
す
る
否
定
的
評
価
で
あ
る
o

構
成
要
件
ま
た
は
違
法
性
の
段
階
に
お
い
て
単
に
因
果
関
係
の
動
力
と
し
て
考
慮
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い

は
じ
め
て
そ
の
内
容
を
関
わ
れ
る
。
違
法
性
の
判
断
が
、
行
為
者
の
主
観
を
捨
象
し
た
行
為
の
客

観
的
側
面
に
か
か
わ
る
の
に
対
し
、
責
任
は
、
責
任
能
力
を
前
提
と
す
る
故
意
・
過
失
の
関
係
よ
り
成
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
違
法

意
思
は
、
責
任
の
段
階
に
い
た
っ
て
、

性
は
客
観
的
・
外
部
的
で
あ
り
、
責
任
は
主
観
的
・
内
部
的
で
あ
る
。
リ
ス
ト
・
ベ

l
リ
ン
グ
に
は
じ
ま
る
犯
罪
論
の
古
典
的
体
系
は
宗
門
凶

一
山
口
利
山
仰
い
川
町
u
p
v
h戸
時
均
一
位
)
こ
う
し
て
、
い
わ
ば
客
観
と
主
観
の
峻
別
を
、
犯
罪
論
の
全
域
に
わ
た
っ
て
裁
然
と
つ
ら
ぬ
い
た
体
系
と

み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
o

や
が
て
多
彩
な
法
理
論
的
な
い
し
世
界
観
的
潮
流
に
促
さ
れ
て
、
古
典
三
分
説
の
変
質
期
が
訪
れ
る
。
そ
の
問
、
古
典
説
に
向
け

ら
れ
た
外
在
的
批
判
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
体
系
の
に
な
う
す
ぐ
れ
て
自
由
主
義
的
な
機
能
を
論
難
し
、
そ
の
廃
棄
を
説
く
見
解

(
わ
肝
心
側
諸
鍔
小
一
指
九
百
一
時
-
説
明
設
立
し
刊
し

A

・U
・幻
m
d
u
M
U
L
)

等
の
あ
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
o

し
か
し
、
学
説
の
主
流
は
、
い

わ
ば
内
在
的
批
判
に
か
た
む
く
。
こ
の
方
向
に
泊
う
重
要
な
問
題
提
起
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
、
主
観
的
違
法
要
素
お
よ
び
客
観
的
責
任

要
素
の
発
見
な
い
し
提
唱
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

E 構
成
要
件
に
お
け
る
規
範
的
要
素
の
指
摘
と
あ
い
前
後
し
て
唱
え
ら
れ
た
主
観
的
違
法
要
素
の
理
論
は
、
へ

l
ク
ラ

l
、
M
・E
-
マ
イ

北法15(4・44)636 



主
観
的
要
素
が
、

メ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
集
成
さ
れ
た
(
円
白
内
げ
刊
行
}
一
日
一
日

C.何
百
社
こ
。
行
為
者
の
性
向
・
目
的
な
ど
、

違
法
性
の
存
否
な
い
し
強
弱
を
左
右
す
る
ば
あ
い
の
あ
る
べ
き
こ
と
、
が
そ
の
骨
子
で
あ
る
。

あ
る
種
の

ア
ー
の
系
譜
を
つ
ぎ
、

か
よ
う
な
主

張
に
対
し
て
は
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
そ
の
有
力
な
批
判
者
と
し
て
、
故
滝
川
教
授
の
名
を
あ
げ
よ
う
(
尚
一
山
同
時
前

向
想
的
措
開
所
酬
と
。
最
近
、
荘
子
教
援
が
同
様
の
志
向
を
示
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
に
あ
た
い
す
る
(
沌
巧
明
一
色
一
剖
唯
一
プ
何
時
崎
」
)
。
し
か
し
、

違
法
要
素
が
か
な
ら
ず
し
も
客
観
的
要
素
に
つ
き
な
い
こ
と
は
、
漸
次
、
通
説
の
み
と
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
主
観
的
違
法
要
素
の
承

む
ろ
ん
、

認
は
、
「
違
法
は
客
観
的
に
」
と
い
う
伝
統
的
な
命
題
に
、

お
の
ず
か
ら
反
省
を
余
儀
な
く
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
責
任
の
領
域
に
お
い
て
も
、
規
範
的
責
任
論
の
唱
道
に
よ
っ
て
、
「
責
任
は
主
観
的
に
」
と
い
う
命
題
が
動
揺
す
る
。

ち
、
責
任
を
結
果
に
対
す
る
心
理
的
な
故
意
・
過
失
の
関
係
と
み
る
心
理
的
責
任
論
の
立
場
は
、
。
認
識
な
き
過
失
。
に
お
け
る
心
理
的

す
な
わ

要
素
の
証
明
と
い
う
難
問
題
に
遭
遇
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
証
明
に
挫
折
し
て
の
ち
、
学
説
の
関
心
は
、
故
意
に
お
け
る
規

範
的
要
素
の
探
究
に
む
か
う
o

こ
う
し
て
、

い
わ
ゆ
る
期
待
可
能
性
の
観
念
が
見
い
だ
さ
れ
、
故
意
・
過
失
を
通
じ
て
、
責
任
と
は
行
為

事
情
を
場
と
す
る
非
難
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
規
範
的
責
任
の
思
想
が
風
廃
す
る
に
い
た
る
。
責
任
も
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
行

為
の
主
観
面
に
対
応
し
な
い
こ
と
が
、
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
o

叙
上
の
経
緯
を
へ
て
、
違
法
性
と
責
任
を
行
為
の
客
観
的
側
面
と
主
観
的
側
面
に
対
応
さ
せ
る
考
え
か
た
は
破
れ
る
o

か
よ
う
な
趨
勢

違法性と責任(序説〉

い
う
ま
で
も
な
く
、
主
観
的
違
法
要
素
の
理
論
お
よ
び
規
範
的
責
任
論
の
深
化
な
い
し
徹
底
の
所
産
で
あ
る
こ

と
を
自
負
す
る
、
目
的
行
為
論
の
主
張
で
あ
る
o

こ
の
行
為
論
は
、
行
為
の
本
質
要
素
と
し
て
目
的
性

(EE--sz
を
あ
げ
、
純
外
部
的

北法15(4・45)637

の
先
端
に
位
す
る
の
が
、

な
因
果
の
事
象
と
主
観
的
な
認
識
内
容
と
の
峻
別
を
支
え
て
き
た
在
来
の
因
果
的
行
為
論
を
、
行
為
の
存
在
構
造
に
即
さ
な
い
も
の
と
し

て
排
斥
す
る
o

そ
の
所
説
は
犯
罪
論
の
全
般
に
お
よ
ぶ
が
、

と
り
わ
け
違
法
論
へ
の
影
響
が
い
ち
じ
る
し
い
。
そ
の
標
携
す
る
人
的
違
法

(℃
2
1
m
O
D巳
-
)

観
に
よ
る
と
き
、
違
法
性
は
つ
ね
に
、
行
為
者
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
、

行
為
の
否
認
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

人
的
な

L 、



説

わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
で
は
な
く
、
行
為
無
価
値
こ
そ
が
、
違
法
性
の
本
質
を
定
め
る
o

故
意
・
過
失
は
行
為
U

構
成
要
件
の
要
素
で
あ

り
、
ひ
い
て
主
観
的
な
違
法
要
素
で
あ
る
。
か
か
る
違
法
内
容
の
充
実
は
、
他
面
、
責
任
の
空
虚
化
を
意
味
し
な
い
。
故
意
・
過
失
は
責

論

任
評
価
の
対
象
で
あ
り
、
責
任
は
意
思
形
成
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
し
て
、
依
然
、
違
法
性
と
の
あ
い
だ
に
一
線
を
劃
す
こ
と
に
な

る
。
目
的
行
為
論
は
、
こ
の
よ
う
に
説
く
(
日
目
白
十
一
時
討
が
印
一
に
目
白
3
0
た
だ
し
、
心
情
的
要
素
を
違
法
性
の
領
域
に
移
す
と
き
は
、

や
が
て
違
法
性
と
責
任
の
混
漏
に
い
た
り
か
ね
な
い
旨
の
危
懐
(
酢
町
一
M
M
1
1
同
日
じ
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

E

現
時
の
諸
学
説
は
、
ほ
ぼ
一
様
に
、
主
観
的
違
法
要
素
な
い
し
客
観
的
責
任
要
素
を
み
と
め
つ
つ
も
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を

維
持
す
る
。
そ
の
区
別
は
、
も
は
や
か
つ
て
の
ご
と
く
行
為
の
客
観
面
と
主
観
面
の
別
に
対
応
し
な
い
。
主
観
的
違
法
要
素
な
い
し
客
観

的
責
任
要
素
の
存
在
が
語
ら
れ
る
と
き
、
す
で
に
し
て
そ
こ
に
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
に
関
す
る
右
と
異
っ
た
理
解
が
予
定
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
暗
黙
の
諒
解
に
対
し
て
明
確
な
論
理
的
基
礎
づ
け
を
あ
た
え
た
の
は
、

古
J

酢
身

C
Tレ
ノ
¥

メ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
規
範
構
造
の
分
析
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
評
価
規
範
と
決
定
規
範
の
分
析
が
通
説
に
よ
る
承
認
を
え
て

の
ち
は
、
あ
ら
た
な
意
味
に
お
い
て
違
法
性
の
客
観
的
意
義
が
説
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
、
お
の
ず
か
ら
、

違
法
性
説
と
主
観
的
違
法
性
説
と
の
周
知
の
対
立
に
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
、
違
法
性
お
よ
び
責
任
の
本
質
に
か
か
わ
る
。

い
わ
ゆ
る
客
観
的

客
観
的
違
法
性
説
は
い
う
o

か
か
る
生
活
秩

お
よ
そ
法
は
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
客
観
的
な
生
活
秩
序
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
違
法
は
、

序
と
あ
る
行
為
な
い
し
事
態
と
の
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
ば
あ
い
、
違
法
は
客
観
的
に
定
ま
る
べ
く
、
行
為
者
の
側
に
責
任
能
力
あ
る
い
は

反
規
範
的
意
思
が
存
す
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
。
責
任
な
き
違
法
L
V

と
い
う
観
念
が
成
り
た
つ
。
法
秩
序

と
の
客
観
的
な
矛
盾
を
ひ
と
し
く
違
法
と
み
る
こ
と
は
、
法
規
範
の
本
質
に
由
来
し
、
実
定
法
の
た
て
ま
え
に
も
合
す
る
o

主
観
的
違
法
性
説
は
い
う
。
法
の
本
質
は
人
の
意
思
に
対
す
る
命
令
・
禁
止
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
違
法
は
か
よ
う
な

命
令
・
禁
止
の
違
反
で
あ
る
o

命
令
・
禁
止
は
そ
の
内
容
に
即
し
て
み
ず
か
ら
の
意
思
を
決
定
し
う
る
者
、
す
な
わ
ち
規
範
能
力
者
を
名

こ
れ
に
対
し
、

北法15(4・46)638 



宛
人
と
し
て
予
定
す
る
が
ゆ
え
に
、
無
能
力
者
は
違
法
に
行
為
し
え
な
い
。
能
力
者
の
反
規
範
的
意
思
に
も
と
づ
く
行
為
に
つ
い
て
の

み
、
命
令
・
禁
止
の
違
反
す
な
わ
ち
違
法
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
違
法
は
責
任
を
含
ん
で
成
り
立
ち
、
。
責
任
な
き
違
法
L
V

は
形
容
矛

盾
に
ひ
と
し
い
。

両
説
の
争
い
に
は
、
古
典
犯
罪
論
の
確
立
前
に
は
じ
ま
る
、
な
が
い
消
長
の
歴
史
、
が
あ
る
(
批
判
書
主
、
弘
4
肝叩ト中誠一昭一一昨吐一一一関…剛一日…聞い一

品
開
制
緩
柁
註

r耕
一
一
ド
出
額
融
ぶ
盟
主
融
当
能
併
記
一
知
間
百
四
百
」
・
滝
)
。
い
ま
、
そ
の
経
緯
に
た
ち
い
る
余
裕
は
な
い
が
、
概

し
て
い
え
ば
、
客
観
的
違
法
性
説
が
優
位
を
占
め
て
き
た
も
の
と
み
て
よ
い
。
要
は
。
責
任
な
き
違
法
L
V

の
観
念
を
み
と
め
う
る
か
ど
う

か
に
帰
す
る
。

主
観
的
違
法
性
説
が
責
任
を
違
法
性
の
要
件
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
観
念
を
否
定
し
、

ひ
い
て
違
法
性

そ
し
て
、

と
責
任
の
分
析
を
拒
否
す
る
の
に
対
し
、
客
観
的
違
法
性
説
は
、
違
法
性
を
責
任
関
係
か
ら
捨
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
観
念
を
み

と
め
、
伝
統
的
な
犯
罪
論
体
系
の
支
え
と
す
る
の
で
あ
る
o

問
題
の
一
応
の
決
め
手
は
、
先
述
の
ご
と
く
、

メ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
あ
た
え

ら
れ
た
。

メ
ッ
ガ
l
は
説
く
o

法
が
人
の
意
思
を
あ
る
方
向
に
決
定
す
る
機
能
を
も
つ
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、
そ
の
た
め
に
は
、

あ
ら
か
じ
め
人
を
何
ご
と
に
決
定
す
べ
き
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
が
ら
の
-
評
価
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
評
価
規
範
(
切

2
2ぇ
5
m
g
o
H
B
)
と
し
て
の
法
は
、
決
定
規
範
(
ロ
g
t
B
B
E
m
E
R
B
)
と
し
て
の
法
の
論
理
的
前
提

違法性と責任〈序説〉

で
あ
る
o

こ
の
際
、
違
法
の
観
念
を
、
評
価
規
範
の
違
反
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
も
、
あ
る
い
は
決
定
規
範
と
の
関
係
で
構
成
す
る
こ
と

も
、
と
も
に
論
理
上
は
可
能
で
あ
る
が
、
法
の
任
務
が
ま
ず
も
っ
て
。
人
々
の
外
部
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
共
同
生
活
の
保
障
。
に
あ
る

以
上
、
合
目
的
性
の
見
地
か
ら
み
る
と
き
は
、
違
法
を
も
っ
ぱ
ら
評
価
規
範
の
違
反
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
正
し
い
認
識
と
い
え
よ

ぅ
。
こ
う
し
て
、
違
法
は
客
観
的
な
法
秩
序
と
の
矛
盾
、
す
な
わ
ち
、
名
宛
人
な
き
】
評
価
規
範
の
違
反
で
あ
る
べ
く
、

p

e

「

y

向。N
目。
F
U
Z
E
-
v
』。
r
E占己何回目。
rzaJO

よ』

fo-2出
O
E
F
O
2
一nT
E
E
-
-
ロ
L
8
・、

そ
の
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
責
任
と
の
区
別
を
理
論
的
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
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説

右
に
要
約
し
た
メ
ッ
ガ
l
の
所
説
が
違
法
概
念
の
確
立
に
重
き
を
お
い
た
の
に
対
し
、

E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、

メ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
規
範

北法15(4・48)640 

構
造
の
分
析
を
承
け
つ
つ
、
法
の
意
思
決
定
機
能
に
対
応
す
る
責
任
概
念
の
構
成
に
つ
と
め
た

(一円
H
U町
一
-
叫
=
叫
に

NdwFEN・
)
。
そ
し
て
、
評

や
が
て
通
説
の
承
認
を
え
て
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
支
え
る
有
力
な
理
論

論

価
規
範
と
決
定
規
範
と
い
う
法
の
二
重
構
造
の
解
明
は
、

上
の
根
拠
と
な
っ
た
の
で
あ
る
o

ωか
よ
う
な
通
説
の
あ
り
か
た
に
対
し
て
は
、

VI 

し
か
し
、
な
お
、
主
観
的
違
法
性
説
の
側
か
ら
の
根
づ
よ
い
反
援
が
あ
っ
た
。
そ

わ
が
国
に
お
け
る
現
時
の
代
表
的
な
所
論
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
竹
田
教
援
の
そ
れ
を
あ
げ
よ
う
。
教

授
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
の
規
範
法
則
な
い
し
当
為
法
則
一
般
は
、
命
令
・
禁
止
の
内
容
範
囲
を
示
す
前
句

1
構
成
要
件
と
、
受
範
者
の
意

思
を
拘
束
し
指
導
す
る
後
句

1
命
令
と
の
、
不
可
分
の
結
合
と
し
て
成
り
た
っ
て
い
る
o

し
か
る
に
、
従
来
の
客
観
的
違
法
性
説
お
よ
び

主
観
的
違
法
性
説
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
ま
た
は
主
と
し
て
、
法
規
範
の
前
句
ま
た
は
後
句
に
着
眼
し
、
両
者
を
分
離
し
て
違
法
の
観
念
を
様

成
す
る
も
の
で
、
と
も
に
批
判
を
免
が
れ
が
た
い
。
元
来
、
構
成
要
件
の
確
定
・
明
示
、
か
な
け
れ
ば
命
令
・
禁
止
は
不
能
で
あ
る
一
方
、
名

い
ま
だ
何
人
の
意
思
を
も
拘
束
・
指
導
す
る
意
義
を
も
た
な
い
筈
で
あ
る
o

ゆ
え
に
、
規
範
の

こ
に
は
多
彩
な
系
譜
が
あ
る
が
、

宛
人
の
な
い
構
成
要
件
の
み
の
確
立
は
、

前
句
ま
た
は
後
句
だ
け
で
は
、
規
範
な
い
し
当
為
法
則
の
名
に
値
い
し
な
い
。
法
的
命
令
を
否
定
す
る
意
思
に
よ
っ
て
構
成
要
件
を
実
現

す
る
行
為
の
み
が
規
範
に
違
反
し
、
し
た
が
っ
て
違
法
で
あ
る
。
か
か
る
違
法
の
観
念
こ
そ
が
責
任
非
難
の
理
由
と
な
り
、
一
切
の
違
法

効
果
の
原
因
と
な
?
え
よ
う
(
肘
叩
ト
制
一
伊
起
一
鴻
比
一
切
前
日
挺
輔
、
明
h
h
t
一
関
同
計
一
紘
一
教
)
。

こ
う
し
て
竹
田
教
授
は
、
客
観
説
と
主
観
説
の
綜
合
・
止
揚
と
い
う
方
向
を
採
り
な
が
ら
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
主
観
説
の
結
論
に
か
た

む
か
れ
る
。
ち
な
み
に
、
そ
の
所
説
の
背
景
に
、
フ
ェ
ル
ネ
ッ
ク
(
伊
h
d
h
J〔

lhybJW与
Z
5今
日
時
)
等
の
志
向
を
汲
む
独
自
の
法
益
概
念
が

あ
る
こ
と
は
注
目
に
あ
た
い
し
よ
う
o

(2) 

一
方
、
さ
き
に
触
れ
た
ご
と
く
、
規
範
構
造
の
分
析
を
楯
と
す
る
通
説
の
立
場
に
対
し
あ
ら
た
な
角
度
か
ら
批
判
を
加
え
ら
れ
た



の
が
日
沖
教
授
で
あ
る
o

教
授
は

マ
イ
ホ
!
フ
ァ

l

・
メ
ッ
ガ
l

・
マ
ウ
ラ
予
ハ
等
の
示
唆
に
負
い
つ
つ
、
決
定
規
範
に
対
す
る
一
許
価

規
範
の
分
離
・
先
行
と
い
う
命
題
を
疑
問
と
さ
れ
、
す
で
に
違
法
の
う
ち
に
非
難
の
要
素
を
み
と
め
る
べ
く
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
る
。

『
:
:
:
従
来
の
理
論
が
か
よ
う
な
誤
ま
り
古
川
時
一
紘
一
品
作
仰
い
ぷ
M
M
γ

岬
難
)
に
陥
っ
た
根
本
的
原
因
は
、
法
規
範
の
構
造
を
誤
解
し
、
法

規
範
の
評
価
的
機
能
と
決
定
的
機
能
と
を
切
り
離
し
、
評
価
的
機
能
の
は
た
ら
く
場
面
を
違
法
の
領
域
に
、
決
定
的
機
能
の
は
た
ら
く
場

面
を
責
任
の
領
域
に
振
り
当
て
た
こ
と
に
あ
る
o

こ
う
し
た
見
解
は
、
法
規
範
が
人
の
行
態
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
評
価
規
範
で
あ

る
と
同
時
に
決
定
規
範
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
違
法
に
お
け
る
客
観
的
な
も
の
は
維
持
さ
れ
た

カ1

そ
の
人
的
な
も
の
が
見
失
わ
れ
る
に
至
っ
た
。
:
:
:
』
違
法
に
お
け
る
客
観
的
な
も
の
を
維
持
し
つ
つ
人
的
な
も
の
を
失
わ
な
い
た

め
に
は
、
す
で
に
違
法
の
領
域
に
お
い
て
評
価
規
範
と
同
時
に
決
定
規
範
が
は
た
ら
く
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
ら
ば
、
違
法

と
責
任
の
区
別
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。

『
:
:
・
-
人
は
個
別
的
存
在
た
る
前
に
社
会
的
存
在
で
あ
る
。

個
別
的
存
在
と
し
て
当
為
に

服
す
る
前
に
、
社
会
的
存
在
と
し
て
当
為
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

法
規
範
の
機
能
で
あ
る
評
価
規
範
お
よ
び
決
定
規
範
は
、
ま
ず

社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
に
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
つ
い
で
個
別
的
存
在
と
し
て
の
そ
れ
に
向
け
ら
れ
る
。
前
者
の
場
面
が
違
法
の
領

域
を
か
た
ち
づ
く
り
、
後
者
の
場
面
が
責
任
の
領
域
を
形
成
す
る
。
』
(
前
日
目
一
錯
九
一
躍
と
)
。
こ
れ
が
教
授
の
見
解
の
概
要
で
あ
る
。
違
法

お
そ
ら
く
は
最
新
の
問
題
提
起
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
o

教
援
み
ず
か
ら
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
か
か

性
と
責
任
の
区
別
に
関
す
る
、

違法性と責任(序説〉

る
理
論
が
、
体
系
的
に
、
あ
る
い
は
個
々
の
問
題
の
解
決
の
う
え
で
、

ま
さ
に
今
後
の
課
題
と

は
た
し
て
成
功
を
も
た
ら
す
か
否
か
は
、

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
に
つ
い
て
根
本
的
な
反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を

い
れ
な
い
。主

と
し
て
違
法
論
に
も
た
ら
さ
れ
た
動
揺
は
、

か
く
て
、
お
の
ず
か
ら
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
め
ぐ
る
動
揺
を
意
味
し
た
。

(3) 
上
述
の
ほ
か
、
違
法
論
お
よ
び
責
任
論
の
枠
内
で
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
胎
動
が
あ
り
、

さ
ら
に
は
理
論
的
省
察
の
深
ま
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
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説

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
違
法
性
と
責
任
の
区
別
に
直
接
関
連
す
る
動
き
を
素
描
し
た
に
と
ど
ま
る
。

論

か
よ
う
な
現
状
に
直
面
し
て
、
す
で
に
通
説
と
化
し
た
主
観
的
違
法
要
素
の
理
論
を
再
吟
味
し
、
む
し
ろ
、
。
違
法
は
客
観
的
に
、
責
任

は
主
観
的
に
ψ

と
い
う
素
朴
な
テ
ー
ゼ
へ
の
復
帰
を
は
か
る
こ
と
も
合
併
話
十
軒
軒
」
訴
と
ひ
と
つ
の
見
識
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
、
現

な
お
そ
こ
に
一
歩
を
進
め
る
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。
日
沖
教
援
の
所
説
は
ま
こ
と
に
示
唆

時
に
い
た
る
学
説
の
発
展
を
承
け
つ
つ
、

的
で
あ
る
。
以
下
、
未
熟
な
が
ら
こ
の
問
題
に
関
す
る
私
見
を
述
べ
た
い
。

非
難
可
能
性
の
標
準

I 

前
節
に
お
い
て
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
め
ぐ
る
治
革
を
一
瞥
し
た
。
そ
こ
で
は
、

ベ

l
リ
ン
グ
流
の
三
分
的
体
系
を
あ
ら
か

じ
め
前
提
し
、
こ
れ
を
起
点
と
し
た
た
め
に
、
違
法
性
と
責
任
を
区
別
す
べ
き
こ
と
じ
た
い
に
つ
い
て
は
、

む
し
ろ
自
明
の
事
柄
と
し
て

扱
わ
れ
た
o

し
か
し
、

な
ぜ
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
必
要
と
す

ま
ず
、
犯
罪
論
構
成
の
方
法
は
多
々
あ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

る
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
は
、
複
雑
な
、
法
的
・
社
会
的
な
い
し
個
人
的
事
象
で
あ
る
o

そ
の
成
否
は
、

か
な
ら
ず
し
も
つ
ね
に
は
、
単
純
な
認
識
に
親
し

ま
な
い
。
た
と
え
、
実
務
上
、
結
論
に
直
結
す
る
も
の
が
、

い
わ
ば
、
犯
罪
事
実
を
ま
え
に
す
る
刑
事
裁
判
官
の
法
的
直
観
な
い
し
は
刑

法
感
覚
で
あ
り
、
解
釈
論
に
よ
る
理
由
づ
け
は
当
該
の
結
論
を
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ァ
イ
す
る
た
め
の
第
二
義
的
な
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
も
(
針
昨
日
同
州
制
訴
前
V
J
P
4
同州、ト
J
4
4
一評
.hM」
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
感
覚
に
内
在
し
、
か
つ
は
問
題
を
整
理
し
結
論
を

説
得
す
る
具
と
し
て
の
、
犯
罪
論
体
系
の
有
用
性
が
減
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
、
犯
罪
を
把
握
す
る
う
え
に
、
最
後
に
は
、
綜
合

的
・
全
体
的
考
察
を
欠
き
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
ひ
い
て
理
論
的
分
析
の
意
義
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
国
の
刑

法
学
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
、
犯
罪
概
念
の
矛
盾
な
き
構
成
に
つ
と
め
て
い
る
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
は
、
構
成
要
件
・
違
法
性
・
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責
任
と
い
う
体
系
を
採
っ
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
へ
の
傾
斜
と
い
う
非
難
は
措
く
と
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
単
に
平
板
な
範
時
論
的
体
系
で
は

な
い
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
体
系
は
、
裁
判
の
場
に
お
け
る
思
考
経
済
の
要
請
に
か
な
い
、
ま
た
、
罪
刑
法
定
主
義
と

結
び
つ
い
て
貴
重
な
自
由
保
障
機
能
を
は
た
し
た
o

構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
等
の
分
析
概
念
は
、
す
で
に
わ
が
刑
法
学
の
共
有
財
と

レ
っ
て
よ
い
。
す
ぐ
れ
た
犯
罪
観
照
す
}
っ
た
え
る
伝
来
の
諸
概
念
を
、
十
分
な
理
由
な
く
拠
棄
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
o

違
法
性
と
責
任
の
区
別
は
、
解
釈
論
の
う
ち
に
ふ
か
く
惨
透
し
て
い
る
o

た
と
え
ば
共
犯
論
の
関
係
を
み
よ
う
。
こ
の
分
野
で
は
、
共

犯
従
属
性
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、

い
わ
ゆ
る
制
限
従
属
形
式
と
極
端
従
属
形
式
の
い
ず
れ
を
採
る
か
の
争
い
が
あ
る
が
、
こ
の
論
争
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
前
提
に
お
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
聞
の
概
念
的
区
別
が
否
定
さ
れ
る
と
き
は
、

か
よ
う
な
論
争
じ
た
い
が
意
味
を
失
う
と
同
時
に
、
学
説
の
趨
勢
が
制
限
従
属
性
説
に
か
た
む
き
つ
つ
あ
る
現
在
、
従
属
性
の
限
界
を
ど

う
劃
す
べ
き
か
に
迷
う
ほ
か
な
い
。

さ
ら
に
一
一
例
を
あ
げ
よ
う
o

保
安
処
分
の
問
題
を
考
え
る
ば
あ
い
に
も
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
は
き
わ
め
て
有
意
で
あ
る
。

刑
罰
が
ん
ザ
犯
罪
。
の
法
律
効
果
で
あ
る
の
に
対
し
、
保
安
処
分
は
、
行
為
者
の
。
危
険
性
。
に
対
応
す
る
排
害
の
処
分
で
あ
る
o

危
険
性

し、

ま

は
伝
統
的
な
意
味
で
の
。
責
任
。
を
前
提
と
し
な
い
、
。
違
法
。
な
行
為
に
よ
っ
て
徴
表
さ
れ
よ
う
。
す
く
な
く
と
も
違
法
で
あ
っ
て
こ

そ
、
刑
事
処
分
の
対
象
と
な
る
。
保
安
処
分
を
刑
罰
か
ら
分
離
す
る
か
ぎ
り
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
は
、
保
安
処
分
の
存
在
を
根
拠
づ

違法性と責任(序説〉

け
る
本
質
的
な
区
別
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
他
、
犯
罪
論
な
い
し
刑
罰
論
上
の
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
、
法
感
覚
に
則
し
た

お
の
ず
か
ら
違
法
性
と
責
任
の
概
念
的
区
別
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

妥
当
な
解
決
を
う
る
た
め
に
は
、

違
法
性
と
責
任
を
分
け
る
基
準
に
問
題
の
あ
る
こ
と
は
み
と
め
よ
う
o

し
か
し
、
そ
の
区
別
は
、

な
お
こ
れ
を
維
持
す
べ
き

E 
で
あ
る
o

こ
の
ば
あ
い
、
違
法
と
は
法
に
た
が
う
こ
と
、
責
任
と
は
違
法
な
行
為
に
つ
い
て
行
為
者
に
非
難
を
加
え
る
こ
と
、

を
意
味
す

る
。
こ
の
こ
と
は
、

さ
し
あ
た
り
承
認
さ
れ
て
よ
い
。
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説

問
題
は
、

ま
ず
、
。
法
に
た
が
う
こ
と
。

い
わ
ゆ
る
客
観
的
違
法
性
説
と
主
観
的
違
法

の
意
味
如
何
に
は
じ
ま
る
o

こ
の
点
に
関
し
、

性
説
と
の
対
立
が
あ
り
、
学
説
が
前
説
に
か
た
む
く
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
o

法
の
本
質
を
第
一
義
的
に
評
価
規
範
と
解
し
、
事
態
な

E命

い
し
行
為
と
法
秩
序
と
の
客
観
的
矛
盾
を
違
法
と
み
る
考
え
か
た
が
大
勢
を
占
め
た
わ
け
で
あ
る
o

そ
れ
で
は
、
主
観
的
違
法
要
素
を
み

と
め
る
見
地
と
矛
盾
し
な
い
か
。
客
観
的
違
法
性
説
は
こ
た
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
客
観
説
に
い
う
。
客
観
。
が
、

か
つ
て
の
素
朴
な
理
解

の
よ
う
に
、
評
価
の
対
象
に
関
す
る
客
観
を
指
す
か
ぎ
り
は
、
主
観
的
違
法
要
素
を
み
と
め
る
立
場
と
客
観
説
と
は
あ
い
い
れ
な
い
だ
ろ

ぅ
。
し
か
し
、
現
在
、
。
客
観
的
。
違
法
と
は
、
責
任
が
行
為
者
人
格
に
加
え
ら
れ
る
非
難
で
あ
る
の
に
対
し
、
違
法
性
は
、
行
為
者
人

格
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
た
行
為
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
、

と
い
う
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
た
、
が
っ
て
、
行
為
を
そ

れ
じ
た
い
と
し
て
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
行
為
の
主
観
的
側
面
が
評
価
の
対
象
に
混
在
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
、

と
。
通

説
は
、
こ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
標
携
す
る
客
観
的
違
法
性
説
と
主
観
的
違
法
要
素
と
の
調
和
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。

っ'
M

が
、
近
代
法
の
理
念
は
、

違
法
性
の
概
念
は
、
法
な
い
し
違
法
性
の
理
念
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
正
面
か
ら
の
考
察
に
た
ち
い
れ
な
い

と
り
わ
け
、
私
人
相
互
間
な
い
し
公
権
力
と
の
関
係
に
お
け
る
個
人
自
由
の
合
理
的
な
保
障
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
よ
う
o

法
は
そ
の
た
め
の
客
観
的
・
外
部
的
な
秩
序
で
あ
り

い
わ
ば
合
理
的
な
法
益
保
護
の
体
系
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
違
法

性
は
、
個
人
自
由
の
限
界
を
こ
え
、
客
観
的
な
法
の
秩
序
な
い
し
法
益
体
系
を
侵
す
こ
と
、

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
近
代
法
思
惟

を
育
く
ん
だ
古
典
自
由
主
義
の
時
代
は
す
ぎ
た
が
、
か
よ
う
な
近
代
法
思
惟
そ
の
も
の
は
、
な
お
、
現
代
の
法
的
思
惟
を
つ
ら
ぬ
い
て
い

る
。
こ
の
意
味
で
、
違
法
性
を
、
維
持
さ
れ
る
べ
き
生
活
秩
序
と
の
矛
盾
と
解
し
、
責
任
な
き
違
法
を
説
く
客
観
的
違
法
性
説
に
は
、
正

し
い
核
心
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
面
そ
れ
が
、

お
よ
そ
法
益
秩
序
と
の
端
的
な
矛
盾
を
た
だ
ち
に
違
法
視
し
た
こ
と
は
、

は
た
し
て
当

を
え
た
認
識
で
あ
ろ
う
か
o

違
法
性
の
帯
有
す
べ
き
、
規
範
的
、
倫
理
的
意
味
が
そ
こ
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
法
は
規
範
で
あ
る
o

規
範
は
人
な
い
し
人
の
行
状
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
名
宛
人
な
き
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規
範
と
は
、
皐
寛
、
そ
れ
が
万
人
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
仮
称
に
す
ぎ
な
い
(
詩
ぃ
読
と
。
そ
し
て
、
法
が
単
な
る
仮
言
判
断
で
は

じ
つ
は
、
客
観
的
な
法
益
秩
序
の
。
規
範
的
。
な
維
持
で
な
け
れ

な
く
、
対
人
的
な
規
範
で
あ
る
以
上
、
そ
の
使
命
と
す
る
と
こ
ろ
も
、

ば
な
ら
な
い
。
問
題
は
規
範
違
反
と
し
て
の
違
法
性
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
o

違
法
性
ま
た
、
。
な
す
べ
か
ら
ざ
る
。
と
い
う
規
範

的
な
消
息
と
決
し
て
無
縁
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
o

ゆ
設
例
に
即
し
て
考
え
よ
う
o

日
沖
教
授
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
ら
れ
る
お
川
一
九
掲
、
)
。
自
動
車
の
運
転
手
が
、
前
万
に
泥
酔

し
た
人
を
見
つ
け
、
許
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
が
間
に
あ
わ
ず
、
操
い
て
し
ま
っ
た
o

か
れ
は
か
よ
う
な
結
果
を
回
避
す
べ
く
、
お
よ
そ
通
常

の
運
転
手
と
し
て
つ
く
す
べ
き
諸
般
の
注
意
を
つ
く
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
生
し
た
結
果
の
ゆ
え
に
、

か
れ
の
行
為
を
違
法
と
し

う
る
で
あ
ろ
う
か
?
。

こ
の
ば
あ
い
、

か
れ
の
行
為
は
違
法
で
あ
る
が
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
、

と
の
立
論
が
成
り
た
つ
か
に
み

し
た
が
っ
て
罪
に
な
ら
な
い
、

え
る
o

し
か
し
、
こ
の
種
の
行
為
を
す
で
に
違
法
と
一
評
価
す
る
こ
と
は
、

は
た
し
て
違
法
性
の
規
範
的
・
倫
理
的
性
格
と
あ
い
い
れ
る
だ

ろ
う
か
。
人
を
機
い
た
こ
と
は
、

た
し
か
に
有
害
な
、
好
ま
し
く
な
い
事
態
で
あ
る
o

法
は
正
面
か
ら
そ
の
行
為
を
是
認
す
る
わ
け
に
は

ゆ
か
な
い
o

と
は
い
え
、

そ
れ
は
通
常
の
運
転
者
と
し
て
つ
く
す
べ
き
こ
と
を
つ
く
し
た
う
え
の
事
故
で
あ
っ
た
。
規
範
的
に
は
、

L 、
わ

ば
不
可
抗
力
な
い
し
こ
れ
に
準
ず
る
事
故
に
ひ
と
し
い
。
そ
れ
以
上
に
、

お
よ
そ
お
こ
り
う
べ
き
一
切
の
事
故
を
予
見
し
、

か
っ
回
避
せ

違法性と責任(序説〕

よ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
交
通
機
関
と
し
て
の
機
能
を
停
止
す
る
ほ
か
な
い
。
設
例
に
つ
い
て
違
法
の
熔
印
を
捺
す
と
き
は
、
堪
え
が
た

い
結
論
を
招
く
こ
と
と
な
ろ
う
o

北法15(4・53)645

も
っ
と
も
、
こ
う
い
い
き
る
た
め
に
は
、

さ
し
あ
た
り
二
つ
の
前
提
が
承
認
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
は
、
法
は
不
能
を
し

い
な
い
こ
と
、

で
あ
り
、

そ
の
二
は
、
右
の
判
定
が
通
常
人
の
能
力
を
標
準
に
す
べ
き
こ
と
、

で
あ
る
。
け
だ
し
、
法
は
不
能
を
し
い
る

も
の
で
な
い
o

た
と
え
、
道
徳
の
格
率
に
お
い
て
は
義
務

Bo--2)
が
可
能
性
(
欠
。

5
2
)
に
先
行
し
、
汝
な
す
べ
き
が
ゆ
え
に
な
し
能



説

ぅ
、
と
い
え
て
も
、
法
の
領
域
に
お
い
て
は
問
題
が
逆
で
あ
る
。
法
上
の
義
務
は
可
能
性
を
要
件
と
し
、

不
可
能
に
そ
の
限
界
を
み
い
だ

す
。
い
か
に
惹
起
さ
れ
た
事
態
が
好
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
も
そ
も
可
能
性
の
な
い
と
こ
ろ
に
規
範
的
要
求
を
向
け
る
こ

論

と
は
で
き
な
い
o

他
方
、

か
よ
う
な
可
能
性
を
は
か
る
尺
度
は
、
通
常
人
に
お
け
る
可
能
・
不
可
能
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ
る
o

法
は
そ

の
名
宛
人
に
対
し
、
怠
慢
や
怯
情
を
恕
さ
な
い
と
同
時
に
、
度
を
こ
え
た
英
雄
的
な
行
為
を
も
期
待
し
な
い
。
法
は
倫
理
的
ミ
ニ
マ
ム
で

あ
る
べ
く
、

そ
の
規
範
的
要
求
は
、

お
の
ず
と
通
常
人
の
可
能
力
を
上
限
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
人
な
ら
ば
同
一
の
状
況
の
も

と
で
他
の
行
為
に
出
る
こ
と
を
期
待
で
き
た
、

は
じ
め
て
違
法
の
問
題
と
な
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
法
は
通
常

と
い
え
る
ば
あ
い
に
、

人
に
要
求
し
う
る
以
上
の
も
の
を
行
為
者
に
要
求
し
え
な
い
、

と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
規
範
へ
の
違
反
、
す
な
わ
ち
違
法
性
は
、
通
常

人
に
対
す
る
当
為
に
限
界
を
も
つ
の
で
あ
る
。

μ円い

つ
と
に
、
過
失
犯
の
理
論
構
成
に
際
し
て
、

み
と
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
必

ひ
る
が
え
っ
て
、

か
よ
う
な
考
え
は
、

要
が
あ
ろ
う
o

か
つ
て
、
過
失
は
、
故
意
と
な
ら
ぶ
心
理
的
範
鴎
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
責
任
論
の
一
隅
で
論
じ
ら
れ
た
。
や
が
て
目
的
行

為
論
の
唱
道
、
あ
る
い
は
許
さ
れ
た
危
険
(
巾
ユ

2
z
g
E
t
g
)
の
法
理
の
展
開
、
法
益
侵
害
説
へ
の
反
省
、

等
に
と
も
な
い
、

が
か
わ
る
。
過
失
犯
の
問
題
領
域
は
、
責
任
論
の
一
隅
か
ら
、
違
法
性
な
い
し
構
成
要
件
の
領
域
へ
と
拡
大
さ
れ
、
そ
の
違
法
性
は
い
わ

ゆ
る
注
意
義
務
の
違
反
l
し
か
も
責
任
要
素
と
し
て
の
そ
れ
が
主
観
的
な
注
意
義
務
違
反
を
内
容
と
す
る
の
に
対
し
、
違
法
要
素
と
し
て

の
そ
れ
は
、

一
般
的
・
客
観
的
な
注
意
義
務
の
違
反
ー
を
内
容
と
す
る
こ
と
が
、

し
だ
い
に
肯
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
o

過
失
犯
に
お
け
る
か
よ
う
な
認
識
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
問
題
は
故
意
犯
に
お
い
て
も
同
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
う
ま
で
も
な

く
、
故
意
行
為
は
、
結
果
(
ん
お
阿
川
一
一
九
時
僻
)
に
対
す
る
表
象
・
認
容
を
と
も
な
う
ば
あ
い
で
あ
る
か
ら
、
故
意
に
出
て
有
害
な
結
果
の
惹

起
が
あ
る
以
上
、
そ
の
反
規
範
性
は
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
み
与
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
犯
罪
事
実
の
表
象
・
認
容
の
も
と

に
な
お
自
己
の
行
為
を
許
さ
れ
た
も
の
と
信
じ
た
こ
と
が
一
般
的
に
み
て
無
理
も
な
い
ば
あ
い
、
あ
る
い
は
所
与
の
事
実
的
・
規
範
的
状
況

北i法15(4・54)646 

事
情



を
知
り
つ
つ
、
万
や
む
な
く
そ
の
行
為
に
駈
り
た
て
ら
れ
た
ば
あ
い
、
故
意
を
理
由
と
し
て
か
れ
の
行
為
の
反
規
範
性
を
問
う
て
よ
い
だ

ろ
う
か
。
お
も
う
に
、
当
該
行
為
に
出
な
い
-
」
と
が
す
で
に
一
般
的
可
能
の
域
を
-
」
え
て
い
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
通
常
人
に
対
す
る
当
為

と
し
て
の
法
の
規
範
的
反
動
を
お
よ
ぼ
す
べ
き
で
は
な
い
(
ぷ
剛
一
時
山
γ
純
一
町
尚
一
蹴
一
持
比
一
鴻
間
認
滞
日
)
。
他
人
な
ら
ば
そ
の
行
為
を
避
け
え
た
筈

だ
、
と
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
o

こ
と
が
ら
の
構
造
は
、
過
失
犯
の
ば
あ
い
と
隔
た
る
と
こ
人
て
が
な
い
。
か
よ
う
な
趣
旨
を
推
す
と
き
、

し
か
る
べ
き
位
置
づ
け
を
あ
た
え
ら

従
来
、
責
任
論
の
専
占
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
多
く
の
問
題
が
、

ま
ず
は
違
法
性
の
領
域
に
お
い
て
、

れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

通
説
の
拠
っ
て
た
つ
客
観
的
違
法
性
説
は
、
違
法
性
と
責
任
の
区
別
を
つ
ら
ぬ
き
、
行
為
者
の
能
力
な
い
し
人
格
の
い
か
ん
を
問

え

υ

わ
ず
、
違
法
性
の
判
断
が
客
観
的
に
お
よ
ぶ
べ
き
こ
と
を
説
い
た
点
に
お
い
て
、

正
し
い
核
心
を
含
ん
で
い
た
が
、
他
面
、

お
よ
そ
有
害

な
事
象
の
惹
起
を
す
べ
て
違
法
視
し
た
点
に
お
い
て
、
違
法
性
の
判
断
基
準
を
看
過
し
、

ひ
い
て
そ
の
規
範
的
意
義
を
没
却
し
た
、
と
い

う
議
り
を
免
れ
な
い
。
け
だ
し
、
違
法
判
断
の
お
よ
ぶ
対
象
と
、
違
法
判
断
の
基
準
(
器
開
裂
将
官
団
長
良
川
ぷ
江
北
野
。
)
と
は
、

別
個
の
問
題
で
あ
る
。
後
者
を
度
外
視
し
た
ク
評
価
規
範
O

は
、
人
の
行
為
に
対
し
、
真
の
意
味
で
、
規
範
的
評
価
を
あ
た
え
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
前
掲
の
よ
う
に
、

日
沖
教
援
は
、
違
法
性
を
社
会
的
非
難
と
み
る
見
地
か
ら
、
こ
の
場
面
に
は
た
ら
く
法
機
能
が
決
定
規
範

で
あ
る
と
同
時
に
一
評
価
規
範
で
も
あ
る
、

と
説
か
れ
る
。

つ
ま
り
、

一
般
者
と
し
て
の
。
ひ
と
。
に
対
す
る
決
定
を
観
念
さ
れ
る
わ
け
で

違法性と責任(序説〉

あ
る
o

た
だ
、
私
見
に
よ
れ
ば
、

メ

ッ

ガ

l
以
来
、
決
定
規
範
と
い
う
慣
用
の
語
は
、
個
別
行
為
者
の
意
思
に
対
す
る
終
局
的
な
規
制
な

い
し
命
令
の
機
能
を
意
味
し
て
き
た
o

違
法
性
の
領
域
に
は
た
ら
く
も
の
は
、
依
然
、

」
の
意
味
で
の
決
定
機
能
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、

北法15(4・55)647

通
常
人
に
対
す
る
当
為
と
し
て
の
法
の
本
質
に
も
と
づ
き
、
評
価
規
範
に
よ
る
評
価
が
制
約
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。
む
ろ
ん
、
評
価
規
範

と
決
定
規
範
と
は
、
重
畳
的
な
法
機
能
と
し
て
、
現
実
に
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
そ
こ
に
概
念
上
の
分
離
を
み
と
め
て
よ

い
0

0

評
価
規
範
寸

を
叙
上
の
意
味
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
客
観
説
の
不
備
を
補
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。



説

一方、

主
観
的
違
法
性
説
は
、
有
害
な
事
象
の
惹
起
を
も
っ
て
即
違
法
と
み
る
こ
と
な
く
、
違
法
性
の
規
範
的
意
義
に
着
服
し
た
点
に
お

い
て
、
す
ぐ
れ
た
核
心
を
有
し
て
い
た
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
、
問
題
の
規
範
的
側
面
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
能
力
者
の
反
規
範
意
思
と
の

北法 15(4・56)648 

論

関
係
に
お
い
て
の
み
、
違
法
概
念
の
成
立
を
み
と
め
た
こ
と
は
、
早
計
に
す
ぎ
よ
う
。
法
規
範
の
機
能
を
か
よ
う
に
限
定
す
る
こ
と
は
、

法
の
は
た
す
普
遍
妥
当
的
な
、
教
育
的
な
い
し
、
一
般
予
防
的
機
能
に
つ
い
て
眼
を
と
じ
る
も
の
で
、
妥
当
を
欠
く
(
州
問
レ
帥
…

r
q一
諸
問

一
組
こ
。
違
法
性
判
断
の
拠
る
べ
き
規
範
(
肘
諒
仇
十
世
は
、
通
常
人
を
標
準
と
し
、
ひ
ろ
く
一
般
人
に
妥
当
す
る
、
行
為
の
規
範
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
当
為
の
標
準
と
し
て
平
均
的
人
間
像

1
通
常
人
(
日
向
唱
沼
m
b
M
一
指
摘
悦
岬
唱
が
あ
)
を
予
定
し
、
そ
の
可
能
力
に
限
界
を
み

そ
の
判
断
は
、
個
別
行
為
者
の
主
観
的
な
遵
守
能
力
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
何
び
と

い
だ
し
つ
つ
、
規
範
的
要
求
を
向
け
る
o

他
面
、

に
も
お
よ
ぶ
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
違
法
性
の
規
範
は
、
無
能
力
者
を
含
む
一
般
人
に
対
し
て
、
行
為
の
尺
度
・
あ
る
べ
き
当
為

を
示
し
、
同
時
に
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
反
規
範
性
、
す
な
わ
ち
違
法
性
の
色
づ
け
を
あ
た
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(6) 

ち
な
み
に
、

上
述
の
見
解
は
、
違
法
性
の
実
質
な
い
し
本
質
を
法
益
侵
害
に
求
め
る
伝
統
的
な
志
向
と
、

か
な
ら
ず
し
も
矛
盾
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
近
時
、
法
益
(
侵
害
)
説
に
対
す
る
批
判
は
き
び
し
い
が
、
犯
罪
ま
た
は
違
法
性
の
実
体
が
、
立
法
に
よ
っ
て
承
認
さ

い

γ
骨
骨
ド
作
た
利
益
の
侵
害
な
い
し
脅
威
で
あ
る
旨
を
説
い
た
こ
と
は
、
法
益
説
の
不
朽
の
貢
献
で
あ
る
(
時
一
拍
籾
川
崎
い
れ
惣
…
…
叩
紘
一
制
洲
一
時

…鉱山

tv吋
研
一
軒
目
減
措
一
説
明
一
一
浦
一
が
福
山
仙
、
)
。
い
わ
ゆ
る
行
為
価
値
の
強
調
も
、
決
し
て
、
違
法
性
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
意
義
を
庇
し
め
る

も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
保
護
す
べ
き
利
益
・
価
値
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
尊
重
・
保
全
に
つ
な
が
る
行
為
価
値
の
あ
り
え
な
い

こ
と
を
お
も
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
自
明
に
ち
か
い
。
た
だ
、
在
来
の
法
益
説
の
欠
陥
は
、
法
的
に
好
ま
し
く
な
い
事
態
の
惹
起
、
す
な
わ

ち
法
益
侵
害
と
解
し
ー
た
め
に
違
法
性
の
規
範
的
意
義
か
ら
は
な
れ
た
点
に
あ
る

(
k
m
村
山
山
崎
以
内
一
川
被
時
間
借
一
協
関
門
別
十
官
)
。
私
見
に
よ

れ
ば
、
法
益
の
。
侵
害
。
は
、
単
に
結
果
的
視
点
か
ら
み
た
有
害
な
事
象
の
生
起
と
同
義
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
規
範
的
限
定
を

ク
リ

l
ズ
に
よ
る
具
体
的
因
果
性
と
抽
象
的
因
果
性
の
分
析
を
籍
り
ょ
う
宗
九

L
V持
μ
1
r
2

喝
必
要
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
こ
ろ
み
に
、



目
立
一
一
日
時
注
目
印
。
町
三
一
党
n

管内・

d
E，

F
盟
諸
問
日
間

E
)
。
法
益
に
対
す
る
攻
撃
形
式
と
し
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
侵
害
と
危
殆
(
脅

威
)
の
両
様
を
観
念
す
ベ
く

(ι
謀
説
思
環
境
日
日
記
長
話
臨
時
制
札
子
科
恥
。
)
、
危
殆
が
抽
象
的
因
果
性
の
み
を
有
し
て

具
体
的
因
果
性
を
欠
く
ば
あ
い
で
あ
る
の
に
対
し
、
侵
害
は
そ
の
双
方
を
充
た
す
ば
あ
い
(
飢
一
お
い
わ
れ
f
H
洲
一
川
一
円
)
で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、

と
も
に
抽
象
的
因
果
性
を
必
要
と
す
る
点
に
お
い
て
、
行
為
と
し
て
の
侵
害
と
危
殆
と
は
共
通
の
基
盤
に
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

侵
害
は
、

い
わ
ば
危
殆
の
現
実
化
で
あ
る
o

そ
れ
が
お
よ
そ
一
切
の
実
害
の
惹
起
と
同
視
さ
れ
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
o

そ
し

て
、
か
よ
う
な
因
果
的
認
識
を
支
え
る
相
当
性
の
思
考
を
推
す
と
き
、

さ
ら
に
一
歩
を
す
す
め
、
前
述
の
通
常
人
を
標
準
と
す
る
行
為
規

範
と
の
関
係
に
お
い
て
、
法
益
の
タ
侵
害
。
を
観
念
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
決
し
て
、
違
法
性
を
人
的

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
流
の
人
的
不
法
概
念
に
し
た
が
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
法
益
侵
害
は
、
実

に
把
握
し
、

体
的
法
益
概
念
を
違
法
性
の
中
核
に
お
き
つ
つ
、
。
侵
害
L
V

に
規
範
的
な
意
味
を
盛
る
に
と
ど
ま
り
、
違
法
性
を
行
為
者
人
格
と
の
関
連

に
お
い
て
と
ら
え
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
そ
の
根
本
的
な
志
向
に
は
あ
き
ら
か
な
隔
た
り
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

而
出

か
よ
う
に
し
て
、
違
法
性
は
、
(
法
益
侵
害
を
内
実
と
し
つ
っ
て
行
為
が
通
常
人
の
当
為
に
た
が
う
旨
の
、
法
秩
序
に
よ
る
評
価

で
あ
る
o

大
ま
か
な
比
倫
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
通
常
人
に
対
す
る
非
難
可
能
性
と
い
っ
て
も
よ
い
。
違
法
性
が
こ
の
意
味
で
す
で
に
、
非

違法性と責任(序説〉

難
の
契
機
を
含
む
と
す
れ
ば
、
他
方
、
責
任
は
い
か
に
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
か
。
責
任
は
、
依
然
と
し
て
、
行
為
者
本
人
に
対
す
る
非

難
可
能
性
と
し
て
の
こ
る
こ
と
に
な
る
。

さ
き
に
触
れ
た
よ
う
に
、
違
法
性
の
判
断
は
、
個
別
行
為
者
に
お
い
て
、
行
為
の
是
非
を
弁
別
し
か
っ
そ
の
弁
別
に
し
た
が
っ
て
自
己

北法15(4・57)649 

を
制
御
し
え
た
か
ど
う
か
、
に
か
か
わ
り
な
く
、
す
な
わ
ち
、

い
わ
ゆ
る
責
任
能
力
な
い
し
責
任
条
件
の
有
無
に
か
か
わ
り
な
く
、
所
与

の
行
為
事
情
を
場
と
し
て
一
般
的
に
お
よ
ぶ
。
当
該
行
為
の
時
点
お
よ
び
状
況
の
も
と
で
、
類
型
的
行
為
者
H
H
通
常
人
を
標
準
と
し
た
法

の
。
か
く
あ
る
べ
し
。
と
い
う
要
求
が
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
、
こ
の
要
求
に
客
観
的
に
矛
盾
す
る
行
為
は
、
行
為
主
体
の
能
力
を
問
わ
ず
、
違



説

法
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。
通
常
人
に
期
待
で
き
る
こ
と
を
、

か
れ
が
し
な
い
こ
と
が
違
法
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
の
違
法
性
が
右

百命

題
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。

い
ま
、
通
常
人
に
対
す
る
当
為
が
ひ
い
て
行
為
者
に
対
す
る
当
為
で
も
あ
る
と
き
、

い
い
か
え
れ
ば
、
違
法
な

北法15(4・58)650

の
意
味
に
お
い
て
一
般
的
・
客
観
的
に
肯
認
さ
れ
た
の
ち
に
、
は
じ
め
て
、
行
為
に
対
す
る
行
為
者
関
係
的
な
非
難
と
し
て
の
責
任
の
間

行
為
を
避
け
る
こ
と
が
行
為
者
に
と
っ
て
可
能
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
こ
れ
を
避
け
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
が
か
か
る
義
務

づ
け
に
そ
む
い
て
当
該
行
為
に
出
た
と
き
、

か
れ
は
ま
さ
し
く
責
任
非
難
を
問
わ
れ
よ
う
。

一
般
通
常
人
に
と
お
な
じ
く
か
れ
に
も
ま
た

期
待
可
能
で
あ
る
こ
と
を
し
な
い
の
が
責
任
で
あ
る
o

こ
れ
に
反
し
、
規
範
的
要
求
を
向
け
る
こ
と
が
、

た
と
え
通
常
人
に
不
能
を
し
い

る
も
の
で
な
い
に
せ
よ
、
行
為
者
本
人
に
は
不
能
を
し
い
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
も
は
や
当
該
行
為
に
つ
い
て
か
れ
を
非
難
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
け
だ
し
、
責
任
非
難
は
、
行
為
事
情
に
処
す
る
、
か
れ
の
具
体
的
可
能
を
限
度
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
わ
ば
、
違
法

一
般
人
を
客
観
的
に
決
定
す
る
の
に
対
し
、
責
任
の
規
範
は
、
行
為
者
本
人
を
主
観
的

性
の
規
範
が
通
常
人
の
可
能
力
を
限
度
と
し
て
、

に
決
定
す
る
の
で
あ
る
o

む
ろ
ん
、
こ
の
ば
あ
い
、
行
為
者
は
責
任
能
力
者
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
。
責
任
能
力
者
と
は
、
す
な
わ
ち
、
法
上
の
平
均
人
で
あ

り
、
通
常
人
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
通
常
人
に
お
け
る
可
能
な
い
し
当
為
は
、
す
な
わ
ち
、

つ
ね
に
責
任
能
力
者
と
し
て
の
。
か
れ
ψ

に

お
け
る
可
能
な
い
し
当
為
で
あ
る
べ
く
、
そ
の
間
に
背
馳
の
生
じ
る
余
地
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
な
い
か
?

こ
の
種
の
疑
問
に
対
し
て

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
こ
た
え
ら
れ
よ
う
o

ま
ず
、

違
法
性
判
断
の
基
準
と
な
る
。
通
常
人
。
は
、

所
与
の
時
代
・
社
会
に
生
き
る
具
体
的
人

格
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
え
ら
れ
る
平
均
的
人
間
像
で
あ
り
(
針
伽
一
緒
伽
下
時
間
日
刊
品
川
…
均
一
日
認
日
開
M
J
?ないと)、

定
の
水
準
線
に
よ
っ
て
劃
さ
れ
る
の
に
対
し
話
料
一
足
一
ぃ
。
ぃ
斗
誠
一
一
昨
…
一
日
…
料
一
一
一
は
い
一
院
一
山
城
M
W
M
刊
切
一
明
日
明
寸
批
比
紅
以
内
、
十
山
一
一
昨
日
一
円
い
ト
肝
心
M
H
同一怨

ι

帰
責
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
必
要
最
小
限
の
能
力
で
あ
り
、

そ
の
能
力
も
い
わ
ば
一

き
で
あ
で

ろ
う
。
」

も
、
多
様
な
能
力
差
を
含
ん
で
、

い
わ
ゆ
る
責
任
能
力
は
、

お
の
ず
と
責
任
能
力
者
の
範
囲

幅
ひ
ろ
く
と
ら
え
ら
れ
る
o

こ
の
ゆ
え
に
、

。
通
常
人
。

に
対
す
る
当
為
の
違
反
は
、

い
ま
だ
か
な
ら



ず
し
も
個
別
行
為
者
に
対
す
る
当
為
の
違
反
を
意
味
せ
ず
、
あ
ら
た
め
て
、
責
任
論
に
お
け
る
吟
味
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
第
二

に
、
違
法
性
の
判
断
は
、
行
為
事
情
を
場
と
す
る
類
型
的
行
為
者
の
反
応
に
か
か
る
の
に
対
し
、
責
任
の
判
断
は
当
該
の
行
為
事
情
を
場

と
す
る
生
身
の
行
為
者
人
格
の
反
応
に
か
か
っ
て
い
る
o

行
為
者
人
格
の
把
握
は
、
当
然
に
か
れ
を
と
り
ま
く
一
身
的
な
人
格
環
境
、

え」

ら
に
は
過
去
の
生
活
歴
な
ど
の
了
解
な
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
o

こ
れ
ら
は
違
法
判
断
に
際
し
て
は
顧
慮
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
責

任
固
有
の
契
機
で
あ
る
o

責
任
は
、
も
と
、
行
為
者
人
格
の
ふ
か
み
に
お
け
る
非
難
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
責
任
が
現
象
的
な

責
任
能
力
者
を
扱
う
以
上
、
違
法
判
断
の
基
準
に
抽
象
的
な
平
均
人
を
予
定
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
o

両
者
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
o

タ
ウ
ト
ロ
ギ
ー
に
な
ら
な
い
こ
と
は

も
っ
と
も
、

こ
こ
で
、

い
ま
一
つ
の
難
問
に
遭
遇
す
る
o

行
為
者
は
、
所
与
の
行
為
状
況
の
も
と
で
、
現
に
当
該
の
違
法
行
為
に
出

た
。
そ
れ
は
か
れ
と
し
て
必
然
の
経
過
と
い
う
べ
く
、
行
為
の
意
味
を
行
為
者
人
格
の
ふ
か
み
に
尋
ね
る
こ
と
は
、

つ
ま
り
は
か
か
る
必

然
性
の
過
程
を
了
解
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
?

刑
法
に
お
け
る
意
思
自
由
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

古
典
的
な
自
由
意

い
ま
、

思
論
か
ら
近
時
の

O
性
格
論
的
責
任
。
論
の
提
唱
鹿
沼
「
設
問
盟
百
」
駐
車
一
一
一
課
日
経
理
」
)

そ
れ
は
な
お
、
現
代
刑
法
学
の
対
決
す
べ
き
重
要
な
問
題
た
る
を
失
っ
て
い
な
い
。

に
い
た
る
ま
で
、

な
が
く
、

多
彩
な
沿
革
が
あ
る
が
、

た
し
か
に
、

行
為
の
時
点

に
お
い
て
、

行
為
者
が
他
の
行
為
に
出
る
余
地
を
有
し
え
た
か
ど
う
か
は
、

経
験
的
領
域
で
は
確
定
で
き
な
い
こ
と
が
ら
に
属
し
よ
う
o

違法性と責任(序説〉

す
べ
て
の
行
為
が
、
素
質
な
り
環
境
な
り
に
よ
っ
て
撰
択
の
余
地
な
く
決
定
さ
れ

つ
く
し
て
い
る
と
い
う
確
証
も
あ
た
え
ら
れ
て
い
な
い

E
h例
措

H
H
d
H一
時
間
戸
山
伊
出
バ
h
rれ
わ
一
位
。
目
印
弘
前
日
立
げ
叩
J

。
そ
の
か
ぎ
り
、

素
質
・
環
境
に
よ
る
制
約
を
う
け
つ
つ
、
逆
に
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
ゆ
く
主
体
的
な
消
息
を
主
張
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。
決
定

北法15(4・59)651

し
か
し
、

同
時
に
、

諸
科
学
の
現
状
に
照
ら
す
と
き
、

さ
れ
な
い
部
分
、
な
い
し
決
定
の
確
証
が
え
ら
れ
な
い
部
分
を
指
し
て
、

わ
れ
わ
れ
は
自
由
と
呼
ぶ
o

行
為
に
自
由
の
契
機
が
と
も
な
う

限
度
で
、
本
来
的
意
義
に
お
け
る
責
任
非
難
が
成
り
た
つ
の
で
あ
る
。
科
学
の
彼
岸
に
お
い
て
な
お
こ
の
意
味
の
自
由
が
の
こ
る
か
は
一



説

個
の
問
題
で
あ
る
が
、

い
ま
だ
人
間
行
動
の
完
全
な
解
明
に
い
た
ら
ず
、

い
わ
ん
や
、
個
別
事
例
の
調
査
に
限
界
が
あ
る
以
上
、
責
任
非

て
な
お
他
行
行
為
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
は
、
背
理
で
は
な
い
。
上
述
の
行
為
者
人
格
に
つ
い
て
、

か
か
る
可
能
性
の
経
験
的
な
推
定
が

北法15(4・60)652

難
の
基
準
と
な
る
行
為
者
も
、
所
詮
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
類
型
的
な
行
為
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
違
法
判
断
の
基
準
と
な
る
通
常

百命

人
と
の
差
は
、
こ
の
意
味
で
は
、

じ
つ
は
、
類
型
化
の
程
度
の
差
に
帰
す
る
で
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
、
行
為
者
人
格
の
ふ
か
み
に
お
い

成
り
た
つ
と
き
、
責
任
非
難
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
推
定
が
破
れ
る
と
き
、
責
任
非
難
は
や
む
の
で
あ
る
。

四

問

題

の

展

望

以
上
の
素
朴
な
考
察
を
通
じ
て
、
(
表
現
は
は
な
は
だ
適
当
で
な
い
が
、
)
違
法
性
の
本
質
が
い
わ
ば
通
常
人
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で

あ
り
、
責
任
の
本
質
、
が
行
為
者
本
人
に
対
す
る
非
難
可
能
性
で
あ
る
、

ベ
き
旨
を
弁
え
た
o

つ
い
で
、

か
か
る
認
識
が
、
通
説
の
見
地
に

対
し
て
、

I 

ど
の
よ
う
な
修
正
を
促
す
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
・
三
の
主
要
な
論
点
に
つ
い
て
展
望
を
試
み
よ
う
。

ま
ず
、
学
説
に
い
わ
ゆ
る
違
法
評
価
の
事
後
守
凶
℃
C
2
)

性
と
い
う
観
念
(
批
川
黙
山
「
浩
一
四
日
f

「
日
一
昨
一
日
可
均
U
門
戸
川
唯
一
山
河
川

-dこ
が

行
為
の
結
果
的
側
面
、
す
な
わ
ち
有
害
な
事
象
の
惹
起
を
絶

違
法
性
の
判
断
に
際
し
て

反
省
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
o

学
説
は
、

対
視
す
る
結
果
、

い
っ
と
も
な
く
、
違
法
評
価
が
事
前
な
い
し
行
為
時
の
判
断
で
は
な
く
、
事
後
の
そ
れ
で
あ
る
、
と
の
了
解
に
達
し

た
。
つ
ま
り
、
行
為
の
際
、
通
常
人
に
よ
る
認
識
・
予
見
の
圏
内
に
あ
っ
た
と
否
と
を
問
わ
ず
、
公
判
審
理
の
結
果
あ
き
ら
か
に
な
っ
た

す
べ
て
の
事
情
が
判
断
の
基
礎
に
お
か
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
、
因
果
関
係
論
に
お
い
て
相
当
因
果
関
係
説
を
採
る
以

上
、
厳
密
に
は
、
違
法
性
判
断
の
事
後
性
は
破
れ
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、

か
よ
う
な
考
え
か
た
は
、
前
節
で
展
開
し
た
規
範
的
・
倫
理

的
評
価
と
し
て
の
違
法
性
の
本
旨
に
副
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
違
法
性
に
お
け
る
非
難
の
契
機
を
無
視
し
た
非
法
治
国
的
な
思
惟
と
い
え
よ

ぅ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
裁
判
官
は
、
み
ず
か
ら
行
為
の
場
に
居
あ
わ
せ
た
と
し
て
ど
の
よ
う
な
態
度
に
出
た
で
あ
ろ
う
か
を
問
い
、
通
常



人
と
し
て
の
客
観
的
な
認
識
・
予
見
の
そ
と
に
あ
る
事
情
は
こ
れ
を
慮
外
し
、

か
く
し
て
行
為
者
の
判
断
な
い
し
は
行
動
に
無
理
が
な
い

と
み
と
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
そ
こ
に
違
法
と
い
う
評
価
を
お
よ
ぼ
す
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
o

こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
学
説
上
も
、
法

が
行
為
者
に
裁
量
を
命
じ
ま
た
は
許
し
て
い
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
ご
く
例
外
的
に
み
と
め
ら
れ
て
き
た
詰
ヨ
浦
湖
一
完
結
刷
、
理
)
。
け

そ
の
理
は
い
わ
ゆ
る
裁
量
権
の
有
無
に
か
か
わ
る
べ
き
で
な
い
o

違
法
性
の
規
範
的
把
握
を
つ
ら
ぬ
く
と
き
、
違
法
性
は
ま
さ

れ
ど
も
、

E 

で
は
な
く
、
行
為
時
の
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

期
待
可
能
性
の
標
準
と
い
う
周
知
の
問
題
を
考
え
る
ば
あ
い
に
も
、
本
稿
の
立
場
は
、
あ
ら
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と
と
な

し
く
、
巾
凶
旬
。
ぇ

ろ
う
o

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
行
為
者
標
準
説
・
通
常
人
標
準
説
・
国
家
標
準
説
の
対
立
が
あ
り
、
相
互
に
他
を
批
判
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
説
を
裏
づ
け
て
き
た
。
前
二
説
、
か
行
為
者
な
い
し
通
常
人
に
判
断
の
標
準
を
求
め
る
の
に
対
し
、
後
説
は
、
期
待
す
る
側

と
し
て
の
国
家
な
い
し
法
規
範
に
標
準
を
お
く
o

学
説
の
大
勢
は
後
説
を
避
け
、
前
二
説
に
か
た
む
く
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
期
待

可
能
性
の
問
題
が
違
法
行
為
を
前
提
と
し
、
現
に
行
わ
れ
た
違
法
行
為
の
代
り
に
適
法
行
為
へ
の
期
待
が
可
能
か
ど
う
か
と
い
う
形
で
展

閲
さ
れ
た
以
上
、

そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
責
任
論
の
枠
内
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
違
法
性
の
う
ち
に
、
す
で
に
非
難
の
意

味
を
汲
む
か
ぎ
り
、
問
題
は
お
の
ず
か
ら
、
責
任
論
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
と
は
違
法
論
と
責
任
論
の
両
域
に
ま
た
、
が

る
こ
と
を
否
み
が
た
い
で
あ
ろ
う
o

違法性と責任(序説〉

本
稿
の
見
地
に
た
つ
と
き
、
通
常
人
に
お
け
る
一
般
的
な
期
待
可
能
の
範
囲
を
こ
え
る
行
為
に
つ
い
て
は
、

も
は
や
こ
れ
を
違
法
と
み

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

一
般
人
に
対
す
る
当
為
を
も
っ
て
行
為
者
本
人
に
対
す
る
当
為
と
な
す
べ
き
旨
を
説
く
通
常
人
標
準
説
は
、
こ
の

意
味
で
、

じ
つ
は
違
法
性
の
判
断
基
準
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
け
だ
し
、
法
は
一
般
人
に
対
し
て
不
能
を
し
い
な
い
の
で
あ
る
o

他
方
、
責
任
の
問
題
と
し
て
は
、

む
ろ
ん
行
為
者
標
準
説
を
妥
当
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ば
あ
い
、
現
に
違
法
行
為
が
な
さ
れ

た
こ
と
じ
た
い
の
う
ち
に
、
行
為
者
に
対
す
る
期
待
不
可
能
の
証
左
を
み
よ
う
と
す
る
決
定
論
的
な
批
判
に
は
、

理
由
が
と
、
ほ
し
い
で
あ

北法15(4・61)653 



説

ろ
う
o

一
般
人
に
対
す
る
当
為
が
肯
定
さ
れ
た
の
ち
に
、

な
お
、
個
別
行
為
者
の
能
力
に
応
じ
て
、
法
の
決
定
機
能
の
お
よ
ぶ
余
地
が
存

す
べ
き
こ
と
は
、

さ
き
に
論
じ
た
と
お
り
で
あ
る
か
ら
。

t命

期
待
可
能
性
の
問
題
は
、
第
一
次
的
に
違
法
論
で
の
吟
味
に
ま
つ
ベ
く
、
つ
い
で
、
責
任
論
に
お
け
る
二
次
的
な
吟
味

に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
(
ニ
顎
巧
年
時
駐
日
誌
革
主
的

b
r
d語
険
法
品
駅
前
取
間
川
島
ヨ
点
控
訴
d
d開
稽
)
。

こ
の
見
地
か
ら
は
、
一
般
的
に
み
て
無
理
も
な
い
行
為
に
つ
い
て
は
す
で
に
違
法
性
の
阻
却
が
み
と
め
ら
れ
る
か
ら
、
違
法
行

こ
う
し
て
、

h

-

，
"
-
J
、

7
・7
7
L

為
に
代
る
適
法
行
為
へ
の
期
待
と
い
う
問
題
形
式
は
、
当
然
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
o

い
わ
ゆ
る
ん
ソ
違
法
行
為
。

の
語
を
。
い
ま
だ

期
待
可
能
性
の
吟
味
を
へ
な
い
一
応
の
違
法
行
為
ψ

と
で
も
読
み
か
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
所
詮
は
用
語
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
つ臼

え
に
副
っ
た
解
決
、
が
試
み
ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
o

ち
な
み
に
、
過
失
犯
に
お
け
る
注
意
義
務
の
標
準
に
つ
い
て
も
同
質
の
問
題
が
あ
る
が
、

こ
の
分
野
で
、

つ
と
に
本
稿
の
た
て
ま

い
わ
ゆ
る
法
律
の
錯
誤
な
い
し
違
法
性
の
錯
誤
の
問
題
は
、
法
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
も
た
と
う
べ
き
難
題
を
蔵
し
て
い
る
が
、

ntυ 

行
為
者
の
不
知
ま
た
は
錯
誤
に
一
般
観
念
上
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
は
、

や
は
り
違
法
性
の
阻
却
を
み
と
め
て
よ
い

(
服
問
団
連
議
長
駐
訴
出
札

h
F
2
h
H
4
)。
行
為
の
。
違
法
性
。
(
一
一
話
器
官
与
を
意
識
す
る
一
般
的
可
能
性
が
な

く
、
行
為
者
に
規
範
的
要
求
を
向
け
る
こ
と
が
酷
に
す
ぎ
る
ば
あ
い
は
、
規
範
に
対
す
る
違
反
を
問
う
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

責
任
論
に
お
け
る
個
別
な
解
決
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
的
な
違
法
性
の
問
題
と
い
え
よ
う
o

た
と
え
ば
、
法

そ
の
他
、
右
の
見
地
か
ら
検
討
を
要
す
べ
き
問
題
は
、
多
々
あ
る
筈
で
あ
る
。

令
の
効
力
発
生
の
時
期
、

而
出

一
考
を
必
要
と
す
る
o

い
ま

違
法
性
阻
却
事
由
な
い
し
責
任
阻
却
事
由
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

い
わ
ゆ
る
違
法
性
阻
却
事
由
が
、
構
成
要
件
該
当
性
に
よ
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
違
法
性
の
推
定
を
破
る
べ
き
事
由
で
あ
る
こ
と
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解
除
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、

そ
こ
に
、

は
、
む
ろ
ん
か
わ
り
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
職
務
行
為
・
正
当
防
衛
な
ど
、
右
の
事
由
を
と
も
な
う
行
為
は
、
そ
れ
じ
た
い
反
規
範
性
を

一
般
的
な
当
為
な
い
し
行
為
者
本
人
に
対
す
る
当
為
の
違
反
を
論
じ
る
こ
と
は
、
背

阻
却
の
余
地
が
あ
る
べ
き
こ
と
を
い
う
に
と
ど
ま
る
(
制
岬
計
料
品
蜘
J
M
M
円九日日
M
1
1
u
u
宮
町
一
恥
的
制
制
取
締
紅
一
同
化
、
民
一
一
一
時
一
切
M
即
時
一
一
一
同
調
れ
い
匂

っ
た
と
い
う
ば
あ
い
、
そ
こ
に
正
対
不
正
の
関
係
が
な
い
以
上
、
正
面
か
ら
正
当
防
衛
の
成
立
を
み
と
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
違
法
性
の
規
範
的
意
義
に
照
ら
す
と
き
.
一
般

的
に
み
て
相
当
の
理
由
あ
る
誤
想
防
衛
に
つ
い
て
は
、
準
正
当
防
衛
と
し
て
違
法
性
の
阻
却
を
み
と
め
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
拙
稿
・
「
正
当
防
衛
」
刑
法
講
座

E
所
収
、
一
四
五
頁
参
照
。

そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
違
法
位
阻
却
事
由
の
周
辺
に

Jo

は
、
随
所
に
同
様
の
問
題
が
介
在
し
て
い
る
。
、

こ
れ
に
対
し
、
責
任
阻
却
事
由
は
、

理
に
ひ
と
し
い
で
あ
ろ
う
o

私
見
は
、

を
帰
す
る
に
由
な
い
ば
あ
い
で
あ
る
。

か
さ
ね
て
、

い
わ
ゆ
る
違
法
性
阻
却
事
由
の
類
型
か
ら
洩
れ
る
行
為
に
つ
き
、

な
お
、

規
範
理
念
上
、

通
常
人
に
対
す
る
当
為
に
反
し
、

し
た
が
っ
て
違
法
な
行
為
に
つ
き
、

な
お
行
為
者
人
格
に
非
難

れ
る
o

例
を
緊
急
避
難
(
刑
三
七
条
一
一
項
)
に
と
ろ
う
o

緊
急
避
難
の
理
論
的
性
質
を
め
ぐ
る
学
説
の
多
彩
な
争
い
に
は
こ
こ
で
は
触
れ

そ
の
ゆ
え
に
、

責
任
阻
却
事
由
は
、
多
く
違
法
性
阻
却
事
由
を
予
定
し
、
こ
れ
に
即
し
て
と
ら
え
ら

な
い
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
コ
一
七
条
一
一
項
の
か
か
げ
る
避
難
行
為
は
、
通
常
人
の
合
理
的
な
反
応
を
正
当
化
し
う
べ
き
事
由
で
あ
り
、
そ
の

意
味
で
こ
れ
を
違
法
性
阻
却
事
由
に
算
え
て
よ
い
。
他
面
、
同
項
の
要
件
を
こ
え
、
通
常
人
と
し
て
の
当
為
に
た
が
う
行
為
に
つ
い
て

は
、
さ
ら
に
、
行
為
者
本
人
と
し
て
無
理
が
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
非
難
可
能
性
の
吟
味
を
要
す
る
。
こ
れ
を
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の

違法性と責任〈序説〉

い
ο

他
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
の
関
係
で
も
、

緊
急
避
難
と
み
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
正
確
で
な
い
が
、
緊
急
避
難
に
責
任
阻
却
を
理
由
づ
け
る
一
面
の
あ
る
こ
と
は
看
過
で
き
な

む
ろ
ん
同
種
の
問
題
が
成
り
た
つ
で
あ
ろ
う
o

違
法
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Rechtswidrigkeit und Schuld in dem 

Verbrechensaufbau 

Tokuo KoGtJRF: 

a. o. Profe田or(Strafrecht) 
Rechtswissenschaftliche Fakult邑t
der Universitat Hokkaido 

Nach dem sogenannten dreigliedrigen VerbrechensbegriH 

ge1te das Verbrechen als tatbestandsm託sige，rechtswidrige und 

schuldhafte Handlung. Davon gibt es ein Problem; in welcher 

Beziehung steht die Rechtswidrigkeit und die Schuld in dem 

Verbrechensaufbau ? Nachdem subjektive Unrechtselemente und 

objektive Schuldmerkmale auffunden worden haben， konnten wir 
die vorher streng eingehaltene Scheidung zwischen objektiver 

Rechtswidrigkeit und subjektiver Schuld nicht mehr durchfurbar. 

Nun zeigt die gegenwartige Situation des Problems chaotisches 

Bild. 

Meiner Meinung nach， wir sollen das mormative rechts 

ethische Moment der Vorwerfbarkeit schon in dem Rechtswidrig-

keiturteil begreifen. Das Rechtswidrigkeiturteil einer tatbestands-

masigen Handlung bestehe erst dann， wenn Durchschnittsmen-

sch in dergleichen Handlungslage auch vorwerfbar ist，w討hrend

das Schuldurleil beruht auf der individuellen (od. persりnlichen)

Vorwerfbarkeit dem Taterverhalten. 

Diese Abhandlung betsifft obiges Thema. 
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