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刑事判例の規範的効力
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説

は

ヵ1

し

き

J命

I 

問
題
は
そ
ぽ
く
な
疑
問
に
発
す
る
。
判
例
上
す
で
に
確
立
し
た
法
解
釈
を
侍
み
、
行
為
者
が
罪
に
な
ら
な
い
と
い
う
確
信
の
も
と
に

行
動
し
た
事
案
に
つ
き
、
判
決
の
際
、
先
例
変
更
の
必
要
を
生
じ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
ば
あ
い
、
従
前
の
判
例
を
く
つ
が
え
し
て
、
ヰ
然

か
れ
を
有
罪
に
問
う
こ
と
は
、
は
た
し
て
罪
刑
法
定
主
義
の
本
旨
と
調
和
す
る
で
あ
ろ
う
か
?
新
解
釈
の
当
否
は
と
も
あ
れ
、
歴
然
た
る

解
釈
の
変
更
を
行
為
者
の
不
利
益
に
帰
す
る
こ
と
は
、

い
か
に
も
不
条
理
で
は
な
い
か
ワ

E 

既
成
の
学
説
は
こ
た
え
る
で
あ
ろ
う
。
刑
法
の
分
野
に
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
罪
刑
法
定
の
大
原
則
が
支
配
す
る
。
こ
の
原
則
に
よ

る
と
き
、
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
を
定
め
る
も
の
は
ひ
と
え
に
成
文
法
で
あ
る
か
ら
、
判
例
そ
の
他
慣
習
法
は
直
接
の
法
源
と
な
り
え
な

ぃ
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
上
、
人
に
当
為
の
規
範
を
あ
た
え
る
も
の
は
成
文
法
で
あ
っ
て
、
判
例
で
は
な
い
。
成
文
法
源
が
不
動
で
あ
る
か

ダ
c
hノ
、

そ
の
枠
内
に
お
け
る
解
釈
の
変
更
ま
た
自
在
と
い
う
べ
く
、

い
わ
ば
遡
及
的
に
、
行

た
と
え
裁
判
所
に
よ
る
新
解
釈
の
結
果
が
、

為
者
に
不
利
益
を
お
よ
ぼ
す
と
し
て
も
、

そ
れ
は
罪
刑
法
定
主
義
の
当
然
の
帰
結
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
り
に
不
正
義
あ
り
と
す
れ

ば
、
む
し
ろ
錯
誤
論
の
救
済
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
、

空
疎
に
ひ
び
く
。

ロ
ロ
ー~
C 
B 

と。

」
の
答
え
は
、

い
か
に
も
論
理
的
で
あ
る
が
、

の
原
則
が
な
お
ひ
ろ
く
現
代
刑
法
の
根
幹
を
な
し
、
わ
が
刑
法
上
も
こ
れ
を
自
明
の
前
提
と
す
べ

き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
、
か
な
い
o

し
か
し
、
そ
こ
に
派
生
す
る
慣
習
法
源
の
排
斥
と
い
う
命
題
を
栃
に
、
刑
法
に
お
け
る
判
例
の
意

義
を
庇
し
め
る
こ
と
は
大
い
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
罪
刑
法
定
主
義
の
本
源
を
た
ず
ね
る
と
き
、
否
応
な
く
、
行
為
の
時
点
に
お
け
る
規
範

観
念
の
尊
重
と
い
う
、
ゆ
る
ぎ
な
い
前
提
に
ぶ
つ
か
る
。
判
例
は
今
日
、
そ
の
定
大
な
蓄
積
に
負
い
つ
つ
、
か
か
る
規
範
観
念
の
形
成
に

あ
た
っ
て
無
視
し
え
な
い
役
割
を
は
た
す
の
で
あ
る
。
こ
と
は
単
に
錯
誤
論
の
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
ひ
ろ
く
行
為
規
範
の
問
題
で
あ

ネ

り
、
よ
り
ふ
か
く
判
例
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
判
例
の
法
源
性
、
さ
ら
に
は
こ
れ
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
遡
及
効
の

日
-BBUE--田
宮
司
口
出
百
】
巾
-
品
開
巾
3
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問
題
が
、
あ
ら
た
め
て
学
説
の
理
論
的
検
討
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ホ
む
ろ
ん
検
察
な
い
し
捜
査
機
関
が
先
例
を
遊
守
し
重
ん
ず
る
か
ぎ
り
、
冒
頭
に
か
か
げ
た
よ
う
な
問
題
が
純
粋
な
形
で
生
起
す
る
こ
と
は
、
絶
無
で
な
い
に

せ
よ
、
ご
く
稀
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
よ
り
多
く
、
行
為
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
刑
の
加
室
、
変
更
と
い
う
形
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

直

か
つ
て
罪
刑
法
定
主
義
の
比
較
法
的
展
望
を
試
み
た
際
(
「
時
制
球
佐
町
伐
…
即
日
一
点
川
町
間
以
刊
誌
)
、
余
論
と
し
て
こ
の
問
題
に
ふ
れ
る
予
定

い
ま
、
学
説
上
不
毛
の
領
域
に
梓
さ
し
て
、
ひ
と
ま
ず
宿
題
を
は
た
し
た
い
と
お
も
う
。

で
い
た
が
、
熟
さ
な
か
っ
た
。

一
判
例
に
ち
な
む
問
題
の
展
開

I 

ま
ず
、
最
高
裁
・
昭
和
三
五
年
三
月
一
日
判
決
(
叶
附
佐
子
付
与
M
Y
弔
ハ
抗
日
川
十
日

1)
を
引
例
し
よ
う
。

八
事
実
V

判
例
集
の
記
載
に
か
か
る
事
案
の
概
要
は
つ
ぎ
の
ご
と
く
で
あ
る
。

i
l
k市
某
ホ
テ
ル
の
倉
庫
係
と
し
て
勤
務
中
の
被

議
論
の
足
が
か
り
と
し
て
、

告
人
甲
は
、
社
内
の
労
働
争
議
に
際
し
、
某
日
某
時
、
ホ
テ
ル
表
玄
関
ま
え
で
、
多
数
の
組
合
員
と
と
も
に
ピ
ケ
ラ
イ

γ
を
張
っ
て
い

た
。
た
ま
た
ま
K
市
中
央
郵
便
局
の
事
務
員
で
外
務
担
当
の

T
が
同
ホ
テ
ル
宛
郵
便
物
を
配
達
に
き
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
こ
れ
に
「
郵

刑事判例の規範的効力

ゃ
に
わ
に
「
生
意
気
な
奴
だ
」
と
怒
号
し
な
が
ら
『
T
の
鼻
の
穴
に
指
を
突
込
み
、

更
に
そ
の
場
に
引
倒
し
て
土
足
で
蹴
る
等
の
暴
行
を
加
え
、
も
っ
て
公
務
員
で
あ
る
同
人
の
職
務
の
執
行
を
妨
害
し
た
』
と
い
う
。
な
お

便
物
を
渡
せ
」
と
要
求
し
、

そ
の
拒
絶
に
あ
う
や
、

右
暴
行
に
よ
り
全
治
五
日
の
傷
害
を
生
じ
て
い
る
。
原
審
が
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
み
と
め
た
の
に
対
し
、
弁
護
人
は
大
審
院
大
正

*
 

八
年
四
月
二
日
の
判
決
(
刊
一
空
間
斡
)
を
援
用
、
判
例
違
反
を
あ
げ
て
上
告
し
た
。

キ
右
先
例
に
い
わ
く
、
『
:
・
・
・
刑
法
ニ
一
所
謂
公
務
員
ハ
法
令
ニ
依
リ
公
務
ニ
従
事
ス
ル
職
員
ヲ
一
去
フ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
仮
令
法
令
ユ
依
リ
公
務
ニ
従
事
ス
ル

モ
ノ
ト
雄
モ
職
員
ト
称
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ハ
公
務
員
ニ
ア
ラ
ス
郵
便
電
信
及
電
話
宮
署
ニ
於
ケ
ル
現
業
傭
人
/
如
キ
ハ
官
制
職
制
又
ハ
其
他
ノ
法
令
上

北法17(4・ 109)64~



説

職
員
ト
称
ス
ル
モ
ノ
ト
ハ
其
撰
ヲ
異
ニ
シ
職
工
人
夫
等
ト
何
等
択
フ
所
ナ
キ
コ
ト
郵
便
電
信
及
電
話
宮
署
現
業
傭
人
規
程
ノ
趣
旨
ニ
徴
シ
明
瞭
ニ
シ
テ

之
ヲ
職
員
ト
称
ス
ル
ヲ
得
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
従
テ
現
業
傭
人
タ
ル
集
配
人
ハ
該
規
定
ニ
依
リ
公
務
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ナ
リ
ト
雄
モ
未
タ
以
テ
職
員
ト
云
プ
ヲ
得

ザ
ル
:
・
:
』

i命

〈
判
旨
〉
上
告
棄
却
。

『
・
:
原
判
決
及
び
第
一
審
判
決
の
引
用
し
た
諸
法
令
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
本
件
郵
便
集
配
人
T
は
、
右
諸
規
定
に

よ
り
公
務
に
従
事
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
担
当
事
務
の
性
質
は
単
に
郵
便
物
の
取
集
め
、
配
達
と
い
う
ご
と
き
単
純
な
肉
体
的
、
機
械

的
労
働
に
止
ま
ら
ず
、
民
訴
法
、
郵
便
法
、
:
・
等
の
諸
規
定
に
も
と
ず
く
精
神
的
労
務
に
属
す
る
事
務
を
も
あ
わ
せ
担
当
し
て
い
る
も
の

と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
仕
事
の
性
質
か
ら
い
っ
て
公
務
員
で
な
い
と
い
う
の
は
当
を
得
ず
、
従
っ
て
、
同
人
が
そ
の
職
務
を
執
行
す

る
に
当
り
こ
れ
に
対
し
て
暴
行
を
加
え
た
被
告
人
の
原
判
示
所
為
は
、
刑
法
九
五
条
の
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
い
わ
な
け

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
原
判
決
の
判
断
は
相
当
で
あ
る
か
ら
、
所
論
引
用
の
大
審
院
の
判
例
は
変
更
を
免
が
れ
ず
、
論
旨
は
理
由
が

な
い
o」本

件
は
、
判
例
変
更
に
よ
る
不
条
理
な
い
し
不
正
義
の
例
と
し
て
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
郵
便
集
配
人
が
公
務
員
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
告
人
の
行
為
は
依
然
と
し
て
犯
罪
ー

E 

か
な
ら
ず
し
も
適
切
で
な
い
。
第
一
に
、
本
件
の
争
点
は
、

を
構
成
す
る
o

い
わ
ば
有
罪
の
態
様
の
差
に
す
、
ぎ
ず
、

た
と
え
公
務
員
性
が
否
定
さ
れ
て
も
、
暴
行
罪
ま
た
は
傷
害
罪
の
関
係
が
の
こ
る

の
で
あ
る
o

し
た
が
っ
て
、
無
罪
判
例
か
ら
一
転
し
て
有
罪
判
例
に
か
わ
る
ば
あ
い
の
よ
う
な
不
当
感
に
と

J

ほ
し
い
o

さ
ら
に
、
行
為
が

い
か
に
も
粗
暴
で
あ
り
情
状
を
酌
み
が
た
い
点
も
、
本
件
に
対
す
る
問
題
意
識
を
弱
め
が
ち
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
本
件
に
お
い
て
前
記
大
審
院
判
例
の
変
更
を
み
と
め
る
こ
と
じ
た
い
、
す
で
に
一
個
の
問
題
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
当
の
郵
便
集
配
人
に
つ
い
て
は
結
論
を
わ
け
た
。
し
か
し
、
刑
法
に
お
け
る
公
務
員
の
概
念
は
、
法
令
上
の
根
拠
、
担
当
事

b

務
の
性
格
な
ど
、
複
雑
か
つ
多
様
な
要
素
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
問
、
郵
便
関
係
法
規
の
整
備
、
変
遷
を
主
因
と
す
る
微
妙
な
事
情
ー

北法17(4・110)644



変
更
が
あ
る
こ
と
を
看
過
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

岡
山

4Z。
【
山
市
己
仏
巾
ロ
門
出

を
同
じ
く
し
つ
つ
、
具
体
的
事
案
へ
の
適
用
に
あ
た
っ
て
、
彼
此

結
論
を
異
に
し
た
も
の
と
み
る
余
地
が
多
分
に
あ
る
。
本
件
が
い
わ
ゆ
る
小
法
廷
事
件
で
あ
る
こ
と
も
、

お
そ
ら
く
は
か
よ
う
な
理
解
を

支
え
る
で
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
本
件
を
判
例
変
更
の
例
に
算
え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
は
鮮
明
で
あ
る
o

右
に
述
べ
た
難
色
の
か
げ
に
、
本
件
の
内
包
す
る
理
論
的
意
味
を
見
失
っ
て
は
な
ら
な

E
 

ぃ
。
本
稿
の
意
図
は
、
も
と
も
と
判
例
評
釈
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
手
近
な
一
判
例
を
機
縁
と
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
規
範
的
な
問
題

を
さ
ぐ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
本
件
を
、
便
宜
上
、
最
高
裁
に
よ
る
判
例
変
更
の
一
例
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

判
旨
は
み
ず
か
ら
、
旧
大
審
院
判
例
の
変
更
を
明
言
し
た
。
刑
法
第
七
条
の
解
釈
規
定
に
照
ら
し
、
郵
便
集
配
人
は
公
務
員
に
あ
ら

ず
、
と
す
る
旧
判
例
の
解
釈
を
く
つ
が
え
し
て
そ
の
公
務
員
性
を
み
と
め
、
こ
れ
を
公
務
執
行
妨
害
罪
の
行
為
対
象
に
ふ
く
め
た
わ
け
で

あ
る
。
被
告
人
甲
と
し
て
は
、
す
く
な
く
と
も
刑
法
第
九
五
条
の
関
係
で
は
、

旧
判
例
に
よ
る
犯
罪
不
成
立
の
期
待
を
う
ら
、
ぎ
ら
れ
た
v
」

と
に
な
る
。
下
級
審
な
ら
知
ら
ず
、
大
審
院
の
は
っ
き
り
う
ち
出
し
た
線
を
そ
の
後
身
で
あ
る
最
高
裁
判
所
が
破
り
、
被
告
人
を
有
罪
に

不
条
理
で
は
な
い
か
。
む
ろ
ん
本
件
に
お
い
て
、
甲
は
、
現
に
旧
判
例
の
法
解
釈
を
侍
み
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
あ
た
ら
な

い
こ
と
を
信
じ
て
行
為
に
出
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
法
規
の
変
更
に
際
し
こ
の
種
の
確
信
が
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
あ
き
ら

問
う
の
は
、

か
な
よ
う
に
、
判
例
変
更
の
不
条
理
を
問
題
視
す
る
か
ぎ
り
、
こ
と
は
甲
の
主
観
的
認
識
を
こ
え
る
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

刑事判例の規範的効力

か
り
に
、
本
件
に
つ
い
て
贈
収
賄
の
事
案
を
想
定
す
れ
ば
、
問
題
は
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
す
る
。
た
と
え
ば
被
告
人
甲
が
、
郵
便
配
送

上
の
便
宜
を
う
る
た
め
、
集
配
人
丁
に
金
品
を
贈
っ
た
と
し
よ
う
。
本
件
判
旨
の
見
地
か
ら
は
、
や
は
り
丁
の
公
務
員
性
が
肯
認
さ
れ
、

甲
に
つ
い
て
贈
賄
罪
、
丁
に
つ
い
て
収
賄
罪
の
成
立
が
み
と
め
ら
れ
る
筈
で
あ
る
o

涜
職
罪
な
い
し
公
務
執
行
妨
害
罪
を
め
ぐ
る
公
務
員

概
念
の
相
対
性
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
ば
あ
い
別
論
と
し
て
よ
い
。
大
正
八
年
の
旧
判
例
に
よ
れ
ば
無
罪
た
り
え
た
甲
お
よ
び
丁
を
、
法
解

釈
の
変
更
を
理
由
に
卒
然
、
有
罪
と
す
る
こ
と
の
非
は
、
被
告
人
の
規
範
意
識
な
い
し
認
識
内
容
の
如
何
に
か
か
わ
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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説

、
、
、
、
、

『
所
論
引
用
の
大
審
院
の
判
例
は
変
更
を
免
が
れ
』

『
論
旨
は
理
由
が
な
い
』
と
し
て
、
上
告
を
斥
け

判
旨
は

な
い
と
断
ず
る
一
方
、

論

た
。
も
し
、
原
判
決
を
維
持
す
る
た
め
に
旧
判
例
の
変
更
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
原
判
決
の
判
例
違
反
を
衝
く
上
告
論
旨
は
、
ま

、
、
、
、

さ
し
く
理
由
あ
り
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
論
旨
に
「
理
由
が
な
い
」
と
は
、
結
局
、
公
務
執
行
妨
害
罪
の
不
成
立
を
説
く
弁
護
人

の
主
張
を
斥
け
る
た
め
の
措
辞
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
か
よ
う
に
、

一
方
で
上
告
論
旨
に
理
由
を
み
と
め
な
が
ら
他
方
で
判
例
を
変

更
し
、
上
告
を
む
げ
に
排
斥
す
る
態
度
は
、

い
か
に
も
安
易
で
、

不
公
正
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

こ
の
種
の
不
条
理
感
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
理
論
上
な
い
し
法
制
上
、
判
例
に
拘
束
性
を
み
と
め
な
い
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い

る
。
刑
法
第
七
条
・
第
九
五
条
に
関
す
る
従
前
の
解
釈
判
例
が
の
ち
の
判
例
を
拘
束
せ
ず
、
後
例
が
た
や
す
く
先
例
を
変
更
し
え
た
こ
と

(2) か
ら
本
件
の
問
題
が
生
じ
た
。
た
し
か
に
成
文
法
を
前
提
し
、

そ
の
枠
内
で
の
変
更
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
は
一
応

充
た
さ
れ
て
い
る
か
に
み
え
よ
う
o

し
か
し
、
か
り
に
大
正
八
年
の
旧
判
例
に
よ
っ
て
、
郵
便
集
配
人
の
公
務
員
性
を
め
ぐ
る
確
固
た
る

規
範
観
念
が
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
動
揺
は
い
わ
ゆ
る
法
的
安
定
性
を
害
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
い
ば
か
り
で
な
く
、
規
範
意

識
へ
の
惨
透
度
を
別
と
し
て
も
、
判
例
が
み
ず
か
ら
の
権
威
を
既
し
め
る
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
法
的
安
定
性
の
問
題
な
い
し
判
例
倫

理
の
問
題
が
の
こ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ひ
ろ
く
現
時
に
お
け
る
判
例
の
権
威
・
機
能
を
考
え
る
と
き
、
す
で
に
刑
法
上
あ
る
限
度
で
、
先

例
の
拘
束
性
ひ
い
て
判
例
の
法
源
性
を
み
と
め
る
方
向
に
踏
み
き
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
(
第
三
節
参
照
)

ホ
わ
が
国
で
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
文
献
・
学
説
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
判
例
の
体
系
的
研
究
に
ち
な
み
、
あ
る
い

は
エ
ッ
セ
イ
欄
の
一
角
で
、
折
に
ふ
れ
て
こ
の
問
題
の
再
検
討
を
示
唆
す
る
記
述
が
あ
ら
わ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。

ゆ
判
例
変
更
に
と
も
な
う
不
条
理
の
問
題
は
、
他
面
、
遡
及
効
の
禁
止
と
い
う
視
角
か
ら
も
こ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と

え
ば
公
務
員
概
念
に
関
す
る
旧
解
釈
を
変
更
し
て
新
解
釈
を
た
て
、
こ
れ
を
従
前
の
行
為
に
お
よ
ぼ
す
と
き
、
そ
の
関
係
は
、
あ
た
か
も

北法17(4・112)646 



事
後
の
制
定
に
か
か
る
刑
罰
法
規
を
既
往
に
遡
及
さ
せ
る
ば
あ
い
と
類
す
る
で
あ
ろ
う
。
最
高
裁
の
新
解
釈
が
あ
く
ま
で
行
為
時
に
即
し

た
判
断
で
あ
る
こ
と
を
弁
じ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
実
質
は
か
わ
ら
な
い
。
解
釈
判
例
の
変
更
が
、
と
き
に
、
不
遡
及
の
保
障
を
事
実
上
あ

や
う
く
す
る
虞
れ
が
あ
る
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
(
第
四
節
参
照
)

(4) 

一
方
で
判
例
に
あ
る
範
囲
の
法
源
的
効
力
が
み
と
め
ら
れ
、
他
方
そ
れ
が
新
解
釈
の
必
要
に
譲
歩

新
解
釈
の
遡
及
と
い
う
問
題
は
、

す
べ
き
ば
あ
い
に
生
ず
る
。
た
と
え
ば
本
件
の
例
に
お
い
て
、
大
正
八
年
の
先
例
に
お
よ
そ
拘
束
力
な
い
し
法
源
性
な
し
と
す
れ
ば
、
帰

す
る
と
こ
ろ
解
釈
の
変
更
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
遡
及
の
当
否
と
い
う
問
題
は
お
こ
ら
な
い
。
ま
た
、
か
り
に
、
先
例
が
絶
対
的
な
拘
束

力
を
と
も
な
う
と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
解
釈
の
変
更
は
許
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
新
解
釈
の
遡
及
を
論
じ
る
余
地
は
な
く
な
る
。
こ
う
し

て
、
法
解
釈
の
遡
及
を
め
ぐ
る
問
題
が
、
じ
つ
は
判
例
の
法
源
的
効
力
の
楯
の
一
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

判
例
は
う
ご
く
。
先
例
の
拘
束
力
は
所
詮
、
絶
対
で
あ
り
え
な
い
。
や
が
て
解
釈
の
変
更
は
不
可
避
で
あ
る
o

判
例
変
更
の
必
要
性
と

判
例
の
法
源
的
効
力
と
を
い
か
に
調
和
す
べ
き
か
。
問
題
は
お
の
ず
か
ら
実
体
法
の
領
域
に
と
ど
ま
ら
ず
、
訴
訟
法
の
領
域
に
お
よ
ぶ
で

*
 

あ
ろ
う
。
(
第
五
節
参
照
)

刑事判例の規範的効力

*
わ
が
判
例
上
、
本
稿
の
見
地
か
ら
批
判
の
対
象
と
な
る
べ
き
恰
好
の
例
が
み
あ
た
り
に
く
い
こ
と
は
、
そ
れ
じ
た
い
、
判
例
解
釈
の
変
更
に
よ
る
右
罪
な
い

し
刑
の
加
重
が
不
当
で
あ
り
、
不
条
理
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
総
論
上
の
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
限
時
法
を
め
ぐ
る
判
例
の
変
遷
、
各
論
上
の
例

と
し
て
、
た
と
え
ば
権
利
の
実
行
と
財
産
罪
の
成
否
を
め
ぐ
る
判
例
の
変
遷
、
等
が
念
頭
に
う
か
ぶ
が
、
資
料
不
如
意
の
た
め
引
例
で
き
な
か
っ
た
。
た
め

に
、
不
十
分
な
引
例
に
つ
い
て
の
仮
言
的
な
議
論
が
多
か
っ
た
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

料
ち
な
み
に
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
も
、
問
題
の
沿
革
は
あ
き
く
、
不
毛
に
ち
か
い
が
、
そ
の
問
し
ば
し
ば
問
題
例
と
し
て
ひ
か
れ
る
、
連
邦
裁
判
所

の
一
判
例
(
切
の

F
F
m
n
E・
〈
・
吋
・

H

・

5
3
h
Z』
巧
詔

E
S
E
W
ω
・
怠
N
F
)

を
か
か
げ
て
お
こ
う
。

①
事
案
は
、
ア
ウ
ト
バ

l
ン
で
の
右
側
追
越
に
関
す
る
。
被
告
人
は
一
九
五
七
年
一
一
月
四
日
早
朝
、
ア
ウ
ト
パ

l
ン

の

E
E
D
Y
l
J
5
E
g
r忌
nr
間
の

左
追
越
路
線
を
ル
ー
ル
地
方
に
向
っ
て
疾
走
し
て
い
た
。
時
速
一
二

0
キ
ロ
。
右
路
線
前
方
に
は
こ
台
の
ト
ラ
ッ
ク
、
左
追
越
路
線
の
前
方
に
は
連
結

北法17(4・113)647 



説長命

卒
、
さ
ら
に
乗
用
車
と
つ
づ
て
い
て
い
た
。
被
告
人
の
追
越
俊
に
よ
る
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
乗
用
車
は
、
連
絡
取
に
便
乗
し
て
ト
ラ
ッ
グ
の
列
を
追

越
す
べ
く
、
依
然
、
追
越
路
線
に
と
ど
ま
っ
た
。
ト
ラ
ッ
ク
の
後
尾
と
の
間
隔
は
二
、
一
ニ

0
0
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
い
う
o

業
を
煮
や
し
た
被
告
人
は
乗

用
車
の
布
側
を
追
越
し
、
す
で
に
ト
ラ
ッ
F
と
の
距
離
五

O
l
一
0
0
メ
ー
ト
ル
と
追
っ
て
い
た
同
事
の
前
方
に
割
り
こ
ん
で
、
こ
れ
を
急
停
車
さ
せ

た。

②
右
事
案
に
き
、
第
一
容
は
、
道
路
交
通
法
第
七
条
・
一

O
条
の
違
反
と
し
て
罰
金
刑
に
処
し
た
o

控
訴
審

(
O
F
C・
出
ω旨
ヨ
)
は
、
『
た
と
え
先
行
平
が
時

機
尚
早
に
、
ま
た
は
ご
く
不
十
分
な
速
度
で
追
越
路
線
に
出
た
ば
あ
い
で
も
、
な
お
か
っ
、
ア
ウ
ト
バ

l
ン
上
の
右
側
追
越
は
許
さ
れ
な
い
』
と
解
し
、

か
か
る
判
断
が
、
同
径
の
事
案
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
高
裁
の
二
先
例

(CHIC-
明
日
ロ
窓
口
円
円

P

冨
-
C
2・
〈
・
旧
日
・
出

-zg一
お
よ
び
〈

-
E・

E-
呂
田
u
Z
]巧
盟
国
民
同

gw
∞・

8
忍
と
に
矛
盾
す
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
構
成
法
第
=
二
条
二
項
に
し
た
が
い
、
事
件
を
連
邦
裁
判
所
に

送
っ
た
。
ち
な
み
に
、
フ
ラ
ン
ク
ア
ル
ト
高
裁
の
先
例
に
い
わ
く
、
『
追
越
の
必
要
性
お
よ
び
合
理
的
根
拠
が
あ
り
、
他
車
の
危
険
を
と
も
な
わ
な
い
ば

あ
い
に
は
、
ア
ウ
ト
パ

l
γ

で
の
右
側
追
越
も
許
さ
れ
る
o
』

③
連
邦
裁
判
所
は
、
ハ
ム
高
裁
の
見
解
を
支
持
し
つ
つ
、
要
旨
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
ア
ウ
ト
パ

l
ン
上
の
高
速
4

交
通
に
際
し
、
か
り
に
も
右
側
追
越

を
許
す
と
き
は
、
運
転
者
相
互
間
に
適
切
な
了
解
手
段
が
な
い
こ
と
、
異
例
の
追
越
に
よ
り
由
々
し
い
混
乱
が
予
見
さ
れ
る
こ
と
な
ど
二
切
の
事
情
か
ら

判
断
し
て
、
高
速
交
通
が
本
来
内
包
し
て
い
る
危
険
性
は
、
た
め
に
、
い
ち
じ
る
し
く
高
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

ア
ウ
ト
パ

l
γ

交
通
に
お
い
て
は
、
切
迫
現
在
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
万
や
む
を
え
な
い
ば
あ
い
a
l
|
た
と
え
ば
、
追
越
路
線
を
ゆ
く
運
転
者
が
突
如

左
側
か
ら
暴
進
し
て
き
た
他
事
を
避
け
る
べ
く
、
右
側
へ
待
避
前
進
す
る
以
外
に
衡
突
を
免
れ
る
方
法
が
な
い
と
き

l
lー
を
除
き
、
厳
に
左
側
追
越
の
原

則
が
固
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
』

④
右
の
連
邦
裁
判
例
が
は
た
し
て
厳
密
な
窓
味
で
先
例
の
変
更
に
あ
た
る
か
は
、
や
は
り
一
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
前
記
高
裁
の
二
判
例
と
、

同
種
事
案
に
処
す
る
結
論
を
異
に
し
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
な
お
ア
ウ
ト
パ

l

ン
以
外
の
道
路
に
つ
い
て
は
、
左
側
追
越
を
原
則
と
す
る
反
面
、
か
な
り

ひ
ろ
く
例
外
を
み
と
め
る
実
務
慣
行
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

本
件
を
規
範
解
釈
の
不
利
益
変
更
の
例
と
し
て
問
題
祝

す
る
こ
と
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
。
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判
例
の
法
源
的
効
力

I 

お
よ
そ
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
ほ
ど
、
時
代
と
民
族
の
別
を
こ
え
て
、
あ
ま
ね
く
承
認
を
せ
ま
る
法
原
則
も
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は



今
日
、

い
わ
ば
刑
法
な
い
し
刑
法
学
に
お
け
る
公
理
に
も
ひ
と
し
い
。
む
ろ
ん
比
較
法
上
の
治
革
が
示
す
よ
う
に
、
他
面
そ
れ
は
、
歴
史

的
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
範
鴎
と
し
て
、

と
き
に
そ
の
否
定
に
す
ら
い
た
る
多
彩
な
変
容
を
免
れ
な
か
っ
た
が
、

一
九
世
紀
の
末
に
近
代
的

な
結
実
を
と
げ
て
以
来
、

一
貫
し
て
八
行
為
に
先
だ
っ
成
文
法
の
存
在
〉
を
合
言
葉
と

わ
け
て
も
法
典
国
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
は
、

し
て
き
た
。
明
治
二
二
年
、
旧
刑
法
(
諮
条
)
制
定
後
の
わ
が
国
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
け
だ
し
、
あ
る
行
為
が
犯
罪
と
し
て
刑
罰

を
科
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
に
先
だ
っ
て
、
そ
の
旨
を
明
示
す
る
成
文
の
法
規
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

す
な
わ
ち
非
成
文
法

は
、
犯
罪
と
刑
罰
の
根
拠
、

し
た
が
っ
て
刑
法
の
法
源
と
な
り
え
な
い
o

慣
習
法
源
の
排
斥
と
い
う
命
題
が
、
こ
う
し
て
罪
刑
法
定
主
義

の
コ
ロ
ラ
リ
ー
と
し
て
主
張
さ
れ
る
。
お
の
ず
と
裁
判
所
の
判
例
も
、
条
理
・
社
会
慣
習
・
学
説
等
と
な
ら
ん
で
、
刑
法
に
お
け
る
法
源

の
座
か
ら
逐
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

*
い
う
ま
で
も
な
く
、
一
七
八
九
年
八
月
二
六
日
、
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
に
お
い
て
採
択
さ
れ
た
〈
人
権
お
よ
び
市
民
権
の
宣
言
〉
第
八
条
は
、
こ
の
原
則
の

か
が
や
か
し
い
結
品
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
条
に
い
う
、

Z
=
-
5
克
己

2
3
宮
E
O戸
.
2
2吋

同

区

内

山

.
C
5
-
2
A
V門田
z
m
Z
言
。
ヨ
乙
四
品
開

ω
z
b
ロ
2
月
g
g片

E
《室

=
z
一b
m
m
z
g
g門
名
古
一
戸
』
忌
巾
・

E 
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t
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(
 
尤
も
実
体
刑
法
の
領
域
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
慣
習
法
の
機
能
、
ひ
い
て
そ
の
一
角
に
位
す
べ
き
判
例
の
機
能
が
ま
っ
た
く
否
定

刑事判例の規範的効力

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

法
規
自
身
に
よ
っ
て
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
概
念
の
内
容
が
慣
習
法
的
形
成
に
ま
つ
べ
き

た
と
え
ば
、

「
例
と
し
て
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
〈
作
為
義
務
〉
の
根
拠
、
J

、

f

〈
過
失
〉
の
概
念
内
容
、
〈
狼
せ
つ
V

の
観
念
、
な
ど
」

る
ば
あ
い
(
よ
い
叫
ん
お
い
州
制
恥
唯
一
予
性
、
)
、
に
つ
い
て
、
学
説
は
異
論
な
く
慣
習
法
の
機
能
を
み
と
め
る
。

役
割
に
つ
い
て
は
明
言
を
欠
く
吋

ば
あ
い

あ
る
い
は
私
法
そ
の
他
の
法
領
域
に
お
け
る
慣
習
法
規
範
が
刑
法
に
受
容
さ
れ

た
だ
し
そ
の
問
、

判
例
の
は
た
す

*
な
お
、
た
と
え
ば
超
法
規
的
違
法
阻
却
の
理
論
に
み
る
ご
と
く
、
刑
罰
を
減
軽
ま
た
は
阻
却
す
る
方
向
で
の
慣
習
法
の
機
能
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
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説

れ
が
罪
刑
法
定
主
義
の
趣
旨
に
反
し
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
承
認
は
い
っ
そ
う
容
易
で
あ
ろ
う
、

申

N

〈・

〈四日・

ωの
y
oロ
r
o
t
ω
n
F
U仏
R
阿ハ
O
B
E
E
S
H・
5
〉
ロ
コ
・

さA
日間

と
こ
ろ
で
、
右
の
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、

か
よ
う
な
機
能
は
す
で
に
〈
法
源
〉
と
し
て
の
機
能
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

つ合か
。
な
る
ほ
ど
、
こ
の
ば
あ
い
、
犯
罪
と
刑
罰
の
関
係
を
直
接
に
定
め
る
も
の
は
、

い
わ
ゆ
る
慣
習
法
規
範
で
は
な
い
。
処
罰
の
根
拠

は
、
帰
す
る
と
こ
ろ
成
文
法
上
の
構
成
要
件
で
あ
る
。
そ
の
か
、
ぎ
り
、
成
文
法
に
も
と
ず
く
処
罰
の
原
則
は
依
然
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
完
結
を
た
て
ま
え
と
す
る
刑
罰
法
規
が
み
ず
か
ら
犯
罪
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
の
明
瞭
な
輪
郭
づ
け
を
あ
た
え
ず
、
な
い
し
は

こ
れ
を
他
に
譲
っ
て
い
る
以
上
、

む
し
ろ
法
規
自
身
の
許
容
す
る
と
こ
ろ
と
解
し
な
け
れ
ば

そ
の
範
囲
内
に
お
け
る
慣
習
法
的
補
完
は
、

な
ら
な
い
o

い
い
か
え
れ
ば
、
法
規
に
よ
る
黙
示
の
委
任
を
そ
こ
に
み
と
め
て
よ
い
。
か
く
し
て
形
成
さ
れ
る
慣
習
法
的
内
容
は
、
成
文

法
源
を
当
然
に
補
充
し
つ
つ
、
法
の
適
用
を
拘
束
す
る
と
い
う
意
味
で
、

い
わ
ば
法
源
的
性
格
を
に
な
う
の
で
あ
る
。
そ

そ
れ
じ
た
い
、

れ
は
、
直
接
法
源
に
対
し
て
、
間
接
法
源
ま
た
は
補
充
法
源
と
で
も
呼
ば
れ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。

(3) 

も
と
も
と
、
慣
習
法
源
の
排
斥
と
い
う
法
理
は
、

い
わ
ゆ
る
慣
習
法
を
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
の
直
接
の
法
源
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
、
お
よ
そ
成
文
を
は
な
れ
た
慣
習
法
上
の
処
罰
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
、

を
意
味
し
た
o

し
た
が
っ
て
、
慣
習
法
の
い
と
な
む
上
述
の
機

能
に
〈
法
源
〉
的
効
力
を
み
と
め
た
と
し
て
も
、
罪
刑
法
定
主
義
な
い
し
慣
習
法
排
斥
の
法
理
を
め
ぐ
る
従
前
の
理
解
に
背
く
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
問
題
は
単
に
用
語
の
争
い
を
出
な
い
、
と
い
え
る
。
た
だ
し
他
面
、
学
説
が
、

か
な
ら
ず
し
も
判
例
に
つ
い

て
右
の
効
力
を
説
い
て
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
慣
習
法
源
が
、

〈
判
決
に
お
け
る
〉
法
適
用
の
前
提
で

あ
る
以
上
、
判
決
な
い
し
判
例
が
あ
ら
か
じ
め
慣
習
法
源
に
加
わ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、

と
の
意
識
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か

し
、
あ
る
判
決
を
当
の
判
決
そ
の
も
の
の
法
源
に
引
き
え
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
一
方
、
前
掲
の
問
題
領
域
に
お
い
て
、
個
々
の
事
案

に
関
す
る
判
決
の
集
積
が
先
例
と
し
て
法
慣
習
を
形
成
し
、

の
ち
の
判
例
に
指
針
を
あ
た
え
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、

ま
た
現
に
、
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あ
ら
そ
い
が
た
い
事
実
で
も
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
判
例
を
除
外
し
て
慣
習
法
を
論
じ
え
な
い
こ
と
は
当
然
と
い
う
べ
く
、
通
説
が
い
わ

ゆ
る
慣
習
法
の
は
た
す
前
述
の
機
能
を
み
と
め
る
か
ぎ
り
、

1
1
1
こ
れ
を
八
法
源
V

的
効
力
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
は
別
論
と
し
て

l
ー
そ
の

範
囲
で
は
、
慣
習
法
化
し
た
判
例
、

し
た
が
っ
て
慣
習
法
の
一
角
と
し
て
の
判
例
に
同
様
の
役
割
を
み
と
め
て
も
、
何
ら
通
説
的
認
識
と

矛
盾
し
な
い
筈
で
あ
る
。

E
 
(1) 

問
題
を
判
例
に
し
ぼ
っ
て
考
え
よ
う
。
こ
う
し
て
、
判
例
、
が
、
通
説
的
解
釈
論
の
枠
内
に
お
い
て
、
す
で
に
一
定
の
法
源
的
効

か
っ
、
に
な
う
べ
き
こ
と
を
知
っ
た
。
し
か
し
、
判
例
の
こ
の
穫
の
機
能
は
、
そ
も
そ
も
慣
習
法
的
形
成
に
委
ね
ら
れ
た

ご
く
一
部
の
解
釈
領
域
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
学
説
に
い
わ
ゆ
る
〈
聞
か
れ
た
構
成
要
件
〉
の
領
域
、
な
い

カ
を
に
な
い
、

し
は
〈
規
範
的
構
成
要
件
要
素
〉
の
範
囲
に
か
、
ぎ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

罪
刑
法
定
主
義
の
本
旨
に
副
う
と
き
、
法
は
い
か
な
る
行
為
が
許
さ
れ
い
か
な
る
行
為
が
罪
と
な
ら
な
い
か
を
、
受
範
者
に
対
し
、
あ

ら

か

じ

め

明

確

に

一

不

さ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

と

い

う

要

請

が

こ

こ

に

生

ま

れ

る

。

構

成

要

〈
明
瞭
に
輪
郭
づ
け
ら
れ
た
構
成
要
件
v
、

件
は
刑
罰
効
果
の
前
提
と
な
る
法
律
上
の
定
型
で
あ
り
、
犯
罪
の
目
録
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
法
は
、
主
と
し
て
は
法
技
術
的
な
理
由
か

ら
、
こ
の
要
請
に
完
全
に
こ
た
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
構
成
要
件
の
内
容
を
も
っ
ぱ
ら
記
述
的
要
素
の
み
に
よ
っ
て
充
た
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
さ
ら
に
は
、
構
成
要
件
と
な
ら
ん
で
、

刑事判例の規範的効力

よ
り
一
般
的
に
犯
罪
の
成
立
範
囲
を
劃
す
べ
き
総
則
上
の
諸
問
題
を
、
や
は
り
カ
ズ
イ

ス
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
固
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
既
述
の
ご
と
く
、
総
則
・
各
則
の
両
域
に
わ
た
っ
て
、
と
き
に
規
範
的
概
念
を
も
ち
い
、

と
き
に
補
わ
れ
る
べ
き
空
白
を
の
こ
し
、
そ
の
限
度
で
す
で
に
慣
習
法
的
補
完
を
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
立
法
上
の
〈
完
全
主
義
〉

は
、
そ
の
志
向
を
壮
と
す
る
に
せ
よ
、
所
詮
は
一
片
の
理
想
で
あ
る
う
o

の
み
な
ら
ず
、
か
つ
て
、

E
-
ヴ
オ
ル
ブ
等
、
が
考
え
た
よ
う

に
、
い
わ
ゆ
る
記
述
的
概
念
す
ら
、
も
と
も
と
完
全
な
意
味
で
は
八
記
述
的
〉
で
あ
り
え
な
い
(
一
お
湖
一
制
銃
恥
品
収
配
円
、
剛
一
般
一
時
九
刊
は
)
。

こ
の
ば
あ
い
で
も
、
解
釈
に
よ
る
補
完
は
不
可
避
で
あ
る
。
そ
し
て
解
釈
が
迩
意
的
で
あ
り
え
ぬ
と
す
れ
ば
、
や
は
り
こ
れ
を
導
く
客
観
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説

的
な
指
標
が
必
要
と
な
る
。
刑
法
解
釈
の
拠
る
べ
き
尺
度
に
つ
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
く
多
彩
な
議
論
が
あ
り
、
法
益
を
は
じ
め
そ
こ
に

ま
た
は
、
多
か
れ
少
か
れ
条
理
そ
の
他

は
た
ら
く
諸
契
機
も
決
し
て
単
純
で
は
な
い
が
、

そ
れ
が
、
あ
る
い
は
慣
習
法
じ
た
い
で
あ
り
、

三九
副s

に
よ
る
慣
習
法
的
形
成
に
侠
つ
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
か
ろ
う
o

こ
う
し
て
、
慣
習
法
的
補
完
の
必
要
は
刑
法
解
釈
の
全
域
を

お
お
い
、
裁
判
所
に
よ
る
こ
の
面
で
の
解
釈
作
業
も
ひ
い
て
刑
法
の
全
般
に
わ
た
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ば
あ
い
、
他
の
慣
習
法
源
と
異
な
る
判
例
の
特
殊
性
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

す
な
わ
ち
判
例
は
、
そ
れ
じ
た
い
慣
習
法

の
一
要
素
で
あ
り
つ
つ
、
す
べ
て
の
慣
習
法
が
判
例
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
法
源
性
を
あ
た
え
ら
れ
る
、
と
い
う
趣
旨
に
お
レ
て
、
よ
り

(2) 根
源
的
な
膏

味
を

な
F 
J 
の
で
あ
る。

う
し
て

そ
こ
に
判
例
独
自
の
法
源
的
効
力
を
問
題
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

現
行
刑
法
が
施
行
さ
れ
て
す
で
に
六

O
年、

そ
の
問
、
判
例
の
集
積
は
お
の
ず
か
ら
定
大
な
量
に
の
ぼ
る
。
お
よ
そ
類
型
的
に
お
こ

案
に
即
し
つ
つ
、

と
い
っ
て
も
あ
な
が
ち
誇
張
で
は
な
い
。
刑
法
は
個
々
の
事

つ
ね
に
判
決
を
と
お
し
て
実
現
さ
れ
る
。
判
決
例
の
集
積
が
も
っ
重
み
は
何
人
も
こ
れ
を
軽
視
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

り
う
べ
き
す
べ
て
の
刑
法
問
題
が
そ
こ
に
何
ほ
ど
か
の
先
例
を
み
い
だ
す
、

か
よ
う
な
判
例
体
系
中
の
あ
る
も
の
は
、
す
で
に
慣
習
法
の
域
に
達
し
、
成
文
法
を
補
い
ま
た
は
こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
、

い
わ
ば
牢
固

た
る
〈
判
例
法
〉
を
形
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
い
わ
ゆ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
理
論
を
み
よ
う
。
こ
の
理
論
が
判
例
に
あ
ら
わ
れ
て
か
ら

久
し
い
。
は
じ
め
一
部
の
知
能
犯
に
適
用
を
み
い
だ
し
た
〈
共
謀
に
よ
る
共
同
正
犯
〉
の
理
論
は
、

や
が
て
暴
力
犯
を
ふ
く
む
犯
罪
の
全

域
に
お
よ
び
、
学
説
の
ほ
ほ
一
致
し
た
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
確
固
た
る
判
例
理
論
と
し
て
実
務
を
指
導
し
て
き
た
。
い
き
お
い
、
近

時
の
学
説
に
も
同
調
の
兆
し
が
あ
り
、
立
法
ま
た
こ
れ
に
な
ら
う
趨
勢
を
示
す
(
制
一
」
想
…
同
一
洲
一
句
)
。
そ
の
他
、
学
説
の
賛
否
は
問
わ
ず
、

刑
法
解
釈
の
分
野
で
〈
判
例
法
〉
に
ま
で
た
か
ま
っ
た
例
は
多
い
。
水

キ
こ
の
種
の
事
例
が
か
な
ら
ず
し
も
犯
罪
の
成
立
要
件
に
関
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
実
務
上
、
い
わ
ゆ
る
〈
怠
別
相
場
〉
の
成
立
が
説
か
れ
る

こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
関
心
は
さ
し
あ
た
り
犯
罪
論
の
領
域
に
あ
る
。
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罪
刑
法
定
主
義
は
、
究
極
に
お
い
て
〈
法
的
安
定
性
〉
の
理
念
に
奉
仕
す
る
。
法
的
安
定
性
と
は
何
か
o

国
民
に
あ
ら
か
じ
め
行
為
の

規
範
を
あ
た
え
、

そ
の
違
反
に
対
す
る
法
的
効
果
を
予
告
し
、
こ
れ
を
裏
ぎ
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
行
為
時
に
確
立
し

て
い
る
規
範
観
念

l
lそ
れ
が
現
に
行
為
者
の
表
象
に
達
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
論
と
し
て
よ
い

l
!を
尊
重
し
、
遵
守
す
る
こ
と
で

あ
る
o

慣
習
刑
法
の
排
斥
と
い
へ
命
題
も
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
。
し
か
し
、
す
で
に
〈
判
例
法
〉
の
域
に
ま
で
た
か
ま
っ
た
判
例
の
集
積

が
あ
る
と
き
、

そ
れ
が
成
文
法
で
な
い
と
の
理
由
で
そ
の
法
源
的
効
力
を
否
定
す
る
こ
と
は
、

〈
法
的
安
定
性
〉
の
理
念
に
調
和
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
ば
あ
い
、
行
為
者
の
刑
事
責
任
を
阻
却
し
ま
た
は
減
軽
す
る
方
向
で
、
先
例
が
法
源
的
機
能
を
欠
く
の
で
あ
れ
ば
、
比

較
的
問
題
は
す
く
な
い
。
逆
の
ば
あ
い
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
o

慣
習
刑
法
の
排
斥
を
楯
に
判
例
の
法
源
性
を
否
認
す
る
立
場
と
、
判
例
の

現
状
に
照
ら
し
こ
れ
を
間
接
法
源
な
い
し
補
充
法
源
と
し
て
尊
重
す
る
立
場
と
、
い
ず
れ
が
罪
刑
法
定
主
義
、
ひ
い
て
法
的
安
定
性
の
理

念
に
忠
実
で
あ
る
か
は
問
わ
ず
し
て
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
o

前
者
は
、
法
的
安
定
性
を
重
ん
ず
る
か
に
み
え
て
、

そ
の
実
こ
れ
を
軽
ん
ず

る
に
ひ
と
し
い
。
罪
刑
法
定
主
義
の
た
て
ま
え
を
つ
ら
ぬ
く
か
ぎ
り
、
確
立
し
た
解
釈
判
例
に
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
あ
た
え
る
べ
き

む
主
工
、
、
。

て
l
T
L
カ

い
ま
だ
八
判
例
法
〉
の
域
に
達
し
て
い
な
い
判
例
に
つ
い
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
法
源
的
効
カ
の
否
認
を
導
く
こ

と
に
は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
あ
る
解
釈
問
題
を
め
ぐ
る
確
定
判
決
が
同
種
の
事
例
を
拘
束
せ
ず
、
裁
判
所
が
先
例
か
ら
自
由
に
判
例
を

(3) 

一
方
、

刑事判例の規範的効力

下
し
て
よ
い
と
す
れ
ば
、
行
為
に
対
す
る
法
的
効
果
の
予
測
な
い
し
算
定
は
不
確
か
と
な
り
、
法
的
安
定
性
は
そ
こ
に
破
れ
る
。
の
み
な

ら
ず
、
先
例
の
不
拘
束
は
、
他
面
〈
公
平
な
裁
判
〉
の
理
念
に
も
背
く
。
お
よ
そ
裁
判
の
結
果
に
対
し
被
告
人
の
信
頼
と
納
得
を
か
ち
う

る
た
め
に
は
、
同
一
行
為
に
つ
い
て
同
一
犯
罪
の
成
立
が
あ
る
こ
と
、
が
必
須
の
条
件
で
あ
ろ
う
。
自
分
ば
か
り
で
な
く
、
他
人
が
同
様

の
事
案
に
関
わ
れ
た
と
し
て
も
や
は
り
同
様
の
犯
罪
を
免
れ
な
い
、

と
い
え
る
ば
あ
い
に
、

は
じ
め
て
か
れ
は
裁
判
に
心
服
で
き
る
。
慣

か
よ
う
に
し
て
、
裁
判
の
公
平
と
い
う
見
地
か
ら
も
お
の
ず
と
反
省
を
促
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

習
法
源
排
斥
の
法
理
は
、

、
っ
こ

し

f'

北法17(4・119)653 



説

ん
確
定
し
た
判
例
解
釈
を
維
持
す
る
こ
と
は
法
的
安
定
性
の
要
請
で
あ
る
。
安
易
な
判
例
の
変
遷
は
、
判
例
み
ず
か
ら
の
権
威
と
信
頼
の

失
墜
を
招
く
。
既
在
の
解
釈
を
く
つ
が
え
し
て
、
卒
然
、
被
告
人
の
八
先
例
に
準
拠
し
た
期
待
V

を
裏
ぎ
る
ご
と
き
は
、
ま
さ
に
判
例
倫

AM刷

理
の
問
題
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
項
を
あ
ら
た
め
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
泊
卒
に
照
ら
し
判
例
に
法
源
を
み
と
め
る
こ
と
の
意

味
を
さ
ぐ
る
こ
と
と
し
た
い
。

ω罪
刑
法
定
主
義
を
あ
ら
わ
す
ロ
ロ
ロ
ロ
ヨ
ロ
ユ

Bgu
口口

-F
℃

og白
包

S
F
m巾
・
の
標
語
、
か
、
じ
つ
は
ロ
l
マ
法
起
源
を
意
味
せ
ず
、

一
八

O
一
年
に
出
た
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
教
科
書
(
時
計
区
立
一
詑
昨
日
刊
誌
詰
E
b
E
R
r
-
)
に
由
来
し
て
レ
る
こ
と
は
周
知
の
と

お
り
で
あ
る
が

(
U
M
M
H丘
町
れ

μ目白
M
H
鰐ー
J
1
.
ロ
乙
、
他
面
そ
れ
は
、
こ
の
原
則
そ
の
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
時

代
の
発
祥
に
か
か
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
も
は
や
く
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、
罪
刑
法
定
主
義
の
近
代
的
開
花
に
は
、
各
国
そ
れ
ぞ
れ

山本

に
こ
れ
を
準
備
す
る
長
い
歴
史
の
道
程
が
あ
っ
た
o

マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
に
は
じ
ま
り
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
に
い
た
る
一
連
の
事
蹟
は
、
か

な
ら
ず
し
も
平
坦
で
は
な
か
っ
た
そ
の
道
程
を
彩
る
、
貴
重
な
成
果
と
い
え
よ
う
。
こ
の
原
則
の
確
立
を
促
し
た
理
論
的
・
思
想
的
要
因

W は
む
ろ
ん
多
様
で
あ
る
が
、

と
り
わ
け
、
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
法
律
学
を
風
擁
し
た
自
然
法
思
想
の
影
響
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
そ
こ
で
は
実
定
法
秩
序
に
お
け
る
自
然
法
規
範
の
妥
当
性
が
論
じ
ら
れ
、

し
ば
し
ば
犯
罪
と
刑
罰
の
前
提
と
し
て
〈
法
(
}
巾
同
)
〉
の

存
在
、
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

*
罪
刑
法
定
主
義
の
沿
革
を
論
じ
た
文
献
の
う
ち
、
特
記
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
国
・
国
g
E口問
m
-
aロ
克
明
口
言
。

rEmω
悶
巾
閉

n
y
R
F門
O
L
g
伊丹
N
g
E
]
}同

同

)cgω
巴

B
F向
。

¥
w
E
8・
お
よ
び
〉
・
∞
口
rq門
門

医

E
m
p

怠
】

)
E
m巾山口
E
n
Z
一E7
0
何
尽
き
円
E
E
m
仏

2
∞
三
N
g
u
J己
-m
官

00口
白
色
】

o
r同
0
3
5
E
-
等。

フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
以
前
に
お
い
て
、
罪
刑
の
前
提
と
し
て
法
が
語
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も

成
文
の
法
規
範
を
意
味
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
指
摘
を
み
る
ご
と
く

Q
N
U吋
印
・
日
EWE-)
、
こ

と
こ
ろ
で
、

か
よ
う
に
、

北法17(4・120)654



Z
2
5
は
そ
の
本
質
上
、
実
定
性
・
成
女
性
を
要
件
と
し
な
い
。
成
文
法
に
欠
欽
が
あ
れ
ば
自

然
法
が
補
う
。
お
よ
そ
自
然
法
の
適
用
に
際
し
て
解
釈
上
の
疑
義
は
お
こ
り
え
な
い
。
理
性
は
裁
判
官
に
対
し
、

の
ば
あ
い
、

-
2
は

Z
2
5
で
あ
り

い
つ
、

主

点

二

、

泊

二

県

刊

3
7
し
カ
ド
田
吾

国
民
に
対
し
て
も
法
上
の
当
為
を
告
げ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
え
て
規
範
の
成
文
化
に
固
執
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ

自
然
法
論
上
、
犯
罪
と
刑
罰
の
前
提
に
は
、
慣
習
法
な
い
し
自
然
法
を
ふ
く
む
、
あ
ら
ゆ
る
成
文
・
不
文
の
法
が
観
念

さ
れ
た
の
で
あ
る

R
P調印一話一
-
J
!
?
向
日
ロ
)
。
も
と
よ
り
自
然
法
思
想
に
は
多
彩
な
系
譜
を
み
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ロ
ッ
グ

と
と
も
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
マ
グ
ナ
・
カ
ル
タ
思
想
の
正
統
を
つ
い
だ
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
に
さ
え
、
し
ば
し
ば
慣
習
法
讃
美
の
こ
と

ば
が
あ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
(
ド
呼
ヨ
釘
J
将
司
山
口

1
2
J
Y
Z。J
O

ω
や
が
て
一
八
位
紀
に
拾
頭
し
た
モ

γ
テ
ス
キ
ュ
ー
流
(
m
v

誌
な
dMhxP154)の
国
法
学
説
、
さ
ら
に
は
、
プ
フ
エ
ソ
ド
ル
フ
・

ヴ
オ
ル
フ
等
を
介
し
て
の
ち
フ
オ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
(
ド
ロ
昨
日
付
与
円
h
日
計
九
お
η
h
b
H
M
M
M九%。
3
r
)
の
唱
道
に
か
か
る
心
理
強
制
説
、

の
影
響
下
に
罪
刑
法
定
主
義
の
近
代
的
な
確
立
期
が
お
と
ず
れ
る
o

罪
刑
の
前
提
た
る
法

(
r
H
)

に
厳
格
な
成
文
性
を
要
求
す
る
見
地

す
べ
き
か
を
語
り
、

う
。
こ
う
し
て
、

は
、
ま
さ
し
く
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
時
代
に
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
旧
制
度
下
の
フ
ラ
ン
ス
は
、
壇
断
刑

(}um-ロ
巾

目

白

吋

σ-片
岡
田
山
口
凶
)

に
象
徴
さ
れ
る
苛
酷
な
刑
事
司
法
に
な
や
み
、

た
と
え
ば
カ
ロ
リ
ナ
の
ご
と
き
統
一
立
法
を
知
ら
ず
、

ま
た
総
則
上
の
一
般
原
則
を
知
ら

な
か
っ
た
。
革
命
の
狼
火
と
と
も
に
起
ち
あ
が
っ
た
民
衆
が
、
何
よ
り
も
刑
事
司
法
の
改
革
、
罪
刑
の
法
定
を
旗
印
と
し
た
こ
と
は
あ
や

刑事半IJ例の規範的効ガ

し
む
に
た
ら
な
い
o

平
衡
理
論
な
い
し
三
権
分
立
の
思
想
が
そ
の
た
め
の
理
論
的
根
拠
を
あ
た
え
た
。
前
者
は
刑
法
の
明
瞭
性
・
成
文
性

を
説
き
、
後
者
は
、
裁
判
官
に
よ
る
判
決
作
用
を
立
法
権
の
完
全
な
麗
束
の
も
と
に
お
く
べ
き
こ
と
を
説
い
た
(
相
暗
M
V
引
い
い
洲
一
聞
け

ω浦一
M

U
ぶ
三
。
帰
す
る
と
こ
ろ
、
非
成
文
法
一
線
は
排
斥
さ
れ
、
裁
判
官
は
さ
需
の
道
具
、
い
わ
ば
〈
法
豆
町
る
口
〉
(
ロ
均
一
昨

h
r
h。，

九
九
回
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
切
の
法
解
釈
を
否
認
し
裁
判
官
を
自
動
機
械
に
庇
し
め
る
、
か
よ
う
な
法
思

想
に
は
、
前
代
に
対
す
る
極
端
な
反
動
を
み
と
め
な
い
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
完
全
に
し
て
無
欠
の
立
法
が
あ
り
え
な
い
以
上
、
そ
れ
が
維

北法17(4・121)655



説

持
で
き
な
い
こ
と
は
あ
ま
り
に
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
大
革
命
に
つ
づ
く
時
代
は
、

ほ
ど
な
く
前
代
の
反
動
か
ら
脱
し
、
裁
判
官
の
解
釈
権

北法17(4・122)656

を
回
復
す
る
方
向
に
す
す
ん
だ
。
成
文
法
源
の
自
足
性
が
疑
問
と
さ
れ
、
解
釈
の
重
要
性
が
し
だ
い
に
認
識
さ
れ
る
に
い
た
る
。
そ
れ
は

号b.
d岡

他
面
、
慣
習
法
ひ
い
て
判
例
の
機
能
す
る
余
地
が
拡
大
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

)
 

no 
，，，
E

白、
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
の
情
熱
を
側
面
か
ら
支
え
鼓
舞
し
た
も
の
に
、
そ
れ
に
先
だ
っ
新
大
陸
で
の
貴
重
な
経
験
が
あ
っ
た
。
フ
イ

ラ
デ
ル
フ
イ
ア
宣
言
(
ト
日
付
問
、
)
・
ヴ
ア

l
ジ
ニ
ア
州
権
利
宣
言
(
十
一
詰
六
年
、
)
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
権
利
宣
言
は
、
ま
さ
に
、
ロ
ッ
グ

・
ブ
ラ
ヅ
ク
ス
ト
ー
ン
を
へ
て
オ
テ
イ
ス

R
h一一一
1
4
U吋
け
れ

h
M一月一
E
)
に
つ
ら
な
る
自
然
法
哲
学
の
正
統
を
つ
ぎ
、

一
般
的
人
権
の
形
で
確
認
し
、

マ
グ
ナ
・
カ
ル
夕
、

一
方
、

権
利
請
願
(
川
町
内

d
h
z
)流
の
保
障
を
、

の
裁
判
に
よ
ら
な
け
れ
ば
奪
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
不
可
侵
の
自
由
・
権
利
が
う
た
わ
れ
、
や
が
て
合
衆
国
憲
法
上
、
罪
刑
法
定
主
義
の
ア

メ
リ
カ
的
表
現
と
も
い
う
べ
き
、
い
わ
ゆ
る
法
定
手
続
の
保
障
条
項
(
抑
4
醐
姉
条
・
)
へ
と
う
け
つ
が
れ
て
ゆ
く
。

イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
は
、
も
と
も
と
コ
モ
ン
・
ロ

l
、
す
な
わ
ち
慣
習
法
・
法
曹
法
の
伝
統
に
立
っ
て
い
る
。
こ
と
に
ア
メ
リ

宣
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
国
の
法
律
ま
た
は
同
僚

カ
の
ば
あ
い
、

か
な
り
急
速
な
成
文
法
化
の
途
を
た
ど
っ
た
と
は
い
え
、

な
お
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
成
文
法
の
支
配
に
譲
っ
た
わ
け
で
は
な

ぃ
。
し
た
が
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
基
調
と
す
る
両
国
に
、
法
典
国
の
意
味
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
、
す
な
わ
ち
罪
刑
の
前
提
と
し

と
の
意
味
に
お
け
る
罪
刑
法
定
主
義
を
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
明

て
成
文
の
刑
罰
法
規
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
え
よ
う
。
し
か
も
な
お
、
両
国
が
罪
刑
法
定
主
義
の
発
祥
な
い
し
温
床
の
地
で
あ
り
、
そ
の
精
神
を
い
ま
に
つ
た
え
て
い
る
こ
と

は
、
上
述
し
た
沿
革
に
徴
し
て
疑
い
を
い
れ
な
い
(
諸
紘
校
時
昨
日
誌
拘
均
一
明
転
計
一
一
可
能
)
。
大
陸
法
流
の
た
て
ま
え
と
英
米
法
流
の
た

て
ま
え
と
は
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
法
伝
統
に
即
し
た
罪
刑
法
定
主
義
の
形
態
の
ち
が
い
、
〈
法
〉
の
在
り
か
た
の
相
異
と
し
て
と
ら
え

*
 

る
ほ
か
な
い
。
両
者
を
統
合
す
る
契
機
は
な
に
か
。
そ
の
究
極
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
奉
仕
す
べ
き
法
的
安
定
性
の
理
念
、
ひ
い

て
行
為
時
に
お
け
る
確
立
し
た
規
範
観
念
の
尊
重
、

と
い
う
見
地
を
措
い
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
の
処
女
地
に
法
の
支
配
の
大
原



則
を
移
植
す
る
に
際
し
、
北
ア
メ
リ
カ
諸
州
の
権
利
宣
言
が
い
ず
れ
も
慣
習
刑
法
排
斥
の
法
理
を
う
た
わ
な
か
っ
た
こ
と
は
興
味
ふ
か

い
。
け
だ
し
慣
習
刑
法
は
、
規
範
観
念
を
破
り
、
法
的
安
定
性
を
害
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
排
斥
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
直
後
の
反
動
の

時
代
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
裁
判
官
が
威
信
を
回
復
し
、
判
例
の
重
要
性
が
た
か
ま
っ
た
現
在
、
成
文
法
源
と
一
体
化
し
た
解
釈
判
例
に

法
源
的
効
力
を
み
と
め
る
こ
と
は
、
法
典
主
義
の
も
と
に
お
い
て
も
、

キ
ネ

法
定
主
義
の
根
本
義
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
o

む
し
ろ
法
的
安
定
性
を
尊
重
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
、
決
し
て
罪
刑

刑事判例の規範的効力

ネ
む
ろ
ん
、
と
く
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
積
極
的
に
法
の
創
造
を
司
っ
た
一
時
期
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
コ
モ
ン
・
ロ

l
形
成

途
上
の
避
け
が
た
い
現
象
で
あ
っ
た
。
や
が
て
判
例
の
蓄
積
と
制
定
法
の
増
加
と
が
、
し
だ
い
に
裁
判
官
か
ら
法
創
造
機
能
を
う
ば
っ
て
ゆ
く
。
近
時
、
判

例
は
、
い
わ
ゆ
る
戸
〈
・
宮
古
一
ミ
ハ
umm
ゆ
〈
↑
九
一
一
一
一
年
)
お
よ
び
戸
主

5
ロロ
2
3
q
C良
市
(
一
九
六
一
年
〉
に
お
い
て
、
〈
口
5
8
ω
E
C
E
B〉
と
し

て
の
裁
判
所
の
能
動
的
役
割
が
依
然
史
江
口
三
で
な
い
こ
と
を
み
と
め
た
が
、
両
ケ

1
ス
を
め
ぐ
る
反
論
の
き
び
し
さ
は
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
イ
ギ

リ
ス
型
原
理
の
正
統
で
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

料
い
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
は
、
法
典
国
と
し
て
、
大
陸
法
流
の
罪
刑
法
定
主
義
を
採
っ
て
い
る
。
こ
の
点
、
刑
法
上
の
明
文
を
欠
く
と
は
い
え
、
旧
刑
法
以

来
の
沿
卒
、
あ
る
い
は
憲
法
第
三
一
条
・
第
三
九
条
等
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
異
論
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
判
例
の
法
源
的
効
力
を
説
く
こ
と
の
意

味
も
、
お
の
ず
か
ら
英
米
法
下
の
意
味
あ
い
と
は
こ
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
く
ま
で
も
成
文
法
規
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
範
囲
内
で
の
間
接
的
・
補
充

的
効
力
を
論
ず
る
に
と
ど
ま
り
、
決
し
て
、
成
文
怯
と
同
列
な
い
し
並
列
的
立
場
に
お
い
て
判
例
の
直
接
法
源
性
を
み
と
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
判

例
に
よ
る
犯
罪
の
創
造
を
許
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
つ
て
、
ピ

Y

デ
イ
ン
グ
は
、
ま
さ
に
慣
習
刑
法
を
克
服
す
る
た
め
に
こ
そ
罪
刑
法
定
主
義
は
生
ま
れ

た
、
と
の
理
由
で
、
罪
刑
の
前
提
た
る
一
2
に
慣
習
法
を
と
り
い
れ
よ
う
と
す
る
試
み
在
住
。
日
目
立
一
月
仁
臼
一
刊
誌
A
I
d
f
i
g
-
-
m
)
を
非
難
し
た

が(叩{岡山一。
J
U自民

Nm)、
か
れ
の
批
判
も
、
本
稿
の
見
地
に
対
し
て
は
理
由
を
失
う
。

前
項
に
お
い
て
判
例
に
法
源
性
を
あ
た
え
る
こ
と
の
沿
革
的
意
味
を
一
瞥
し
た
。
議
論
が
宙
に
浮
か
な
い
た
め
に
は
、

つ
い
で

V が
刑
法
上
、
法
源
性
を
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
判
例
の
範
囲
が
論
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
熟
さ
な
い
ま
ま
に
私
見
を
述
べ
て
お
き

h

-

、o

J
i

ド、
iv

Jっ
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説

先
例
と
し
て
拘
束
力
を
付
与
さ
れ
る
べ
き
判
例
は
、

さ
し
あ
た
り
最
高
裁
判
所
の
判
例
に
か
ぎ
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
事
項

)
 

1
 

(
 

に
つ
い
て
、

い
ま
だ
最
高
裁
判
所
の
判
断
が
示
さ
れ
て
い
な
い
ば
あ
い
に
お
け
る
、
大
審
院
ま
た
は
上
告
審
た
る
高
等
裁
判
所
の
判
例
も

~ム
U岡

こ
れ
に
準
ず
る
。
控
訴
審
た
る
高
等
裁
判
所
、

そ
の
他
下
級
審
の
判
例
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
除
外
す
べ
き
も
の
と
解
す

る
。
け
だ
し
、
三
審
制
の
訴
訟
構
造
の
も
と
に
お
い
て
最
上
級
裁
判
所
の
終
局
判
断
を
へ
て
い
な
い
以
上
、
当
該
判
例
は
な
お
制
度
上
変

更
の
余
地
が
あ
り
与
え
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
れ
に
成
文
法
を
補
充
す
べ
き
間
接
法
源
と
し
て
の
権
威
な
い
し
地
位
を
み
と
め
る
こ
と
は
適
当

で
な
か
ろ
う
。
そ
の
か
、
ぎ
り
に
お
い
て
、
拘
束
的
判
例
の
範
囲
は
全
判
例
を
ふ
く
ま
ず
、
ま
た
、
そ
の
違
反
が
上
告
を
理
由
あ
ら
し
め
る

べ
き
判
例
の
範
囲
(
却
炉
統
一
)
と
も
一
致
し
な
い
。

ω
つ
い
で
、
法
源
的
効
力
を
み
と
め
ら
れ
る
の
は
判
例
の
ど
の
部
分
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
よ
り
精
微
な
分
析
に
倹
た
ね
ば
な
ら
な

い
が
、
概
し
て
い
え
ば
、
当
該
判
決
の
結
論
を
み
ち
び
く
不
可
欠
の
前
提
と
な
っ
た
部
分
、
い
わ
ゆ
る

g
t
o
号
門
広
巾
ロ
島
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
傍
論
的
説
示
、

。σ-4け
巾
同
仏

-n仲
間

は
先
例
と
し
て
の
拘
束
力
を
も
た
な
い
。
右
に
い
う
結
論
は

い
わ
ゆ
る

原
則
と
し
て
、
量
刑
面
・
手
続
一
面
を
慮
外
し
、
犯
罪
の
成
否
に
関
す
る
結
論
を
指
す
。

(3) 

か
か
る
判
決
理
由
が
、
そ
の
趣
旨
を
叫
酌
し
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
意
味
に
お
い
て
後
例
を
拘
束
す
る
。
む
ろ
ん
判

旨
は
、
上
訴
理
由
そ
の
他
の
制
約
を
う
け
る
生
き
た
訴
訟
の
場
に
お
い
て
、

お
の
ず
と
融
通
で
あ
り
う
ベ
く
、
こ
と
な
っ
た
表
現
な
い
し

論
理
を
も
ち
い
て
別
の
角
度
か
ら
同
旨
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
は
さ
し
っ
か
え
な
い
。
し
か
し
、
先
例
拘
束
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
、
別
個
の

前
提
に
た
っ
て
先
例
と
矛
盾
す
る
結
論
を
出
す
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、

ま
た
同
一
の
前
提
に
た
っ
か
ぎ
り
は
そ
の
結
論
に
拘
束
さ
れ
る
。

似)

あ
る
要
件
な
い
し
概
念
の
解
釈
前
提
が
い
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
ば
あ
い
は
ど
う
か
。
新
判
例
に
よ
る
解
釈
基
準
に
し
た
が
う
ほ
か

な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
事
前
に
行
為
規
範
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
判
例
変
更
の
例
に
お
な
じ
、

と
の
批
判
も
あ
り
う
る
が
、
す
で
に
確
立
・

明
言
し
た
法
解
釈
を
み
ず
か
ら
変
更
す
る
ば
あ
い
と
は
事
情
を
異
に
す
る
。
逆
に
、

あ
心
矛
盾
し
た
判
例
が
併
存
す
る
ば
あ
い
は
如
何
。
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そ
れ
は
、
先
例
の
拘
束
性
が
こ
れ
ま
で
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、

の
結
果
で
あ
り
、
今
後
の
統
一
に
侯
つ
べ
き
で
あ
る
。

な
い
し
訴
訟
の
経
過
に
お
い
て
先
例
に
対
す
る
矛
盾
が
看
過
さ
れ

た
こ
と
、

四

判
例
の
変
更
と
遡
及
効

I 

)
 

4
B
i
 

(
 
前
節
に
お
い
て
、
罪
刑
法
定
主
義
の
源
を
か
え
り
み
つ
つ
、
判
例
が
二
定
の
法
源
的
効
力
を
に
な
う
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
確

立
し
た
判
例
は
こ
れ
を
尊
重
し
遵
守
す
べ
く
、

み
だ
り
に
変
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
法
的
安
定
性
の
要
請
で
あ
っ
た
。
し

か
る
に
、
社
会
情
勢
の
推
移
・
法
環
境
の
変
化
は
他
面
、
判
例
が
い
つ
ま
で
も
同
一
解
釈
を
ま
も
り
、
旧
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
さ
な

い
。
時
代
の
要
求
に
こ
た
え
先
例
の
は
た
し
う
る
機
能
に
限
界
が
あ
る
こ
と
は
否
み
が
た
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
先
例
の
拘
束
力
を
楯
に
終

始
そ
の
変
更
を
拒
む
と
き
は
、
つ
い
に
判
例
の
老
化
を
招
き
、
堪
え
が
た
い
不
正
義
を
も
た
ら
す
に
い
た
ろ
う
。
も
と
も
と
、
社
会
の
進

展
に
梓
さ
し
て
成
文
法
の
硬
化
を
救
い
、
事
案
の
具
体
的
妥
当
性
を
は
か
る
と
こ
ろ
に
判
例
の
生
き
た
機
能
が
あ
っ
た
。
先
例
拘
束
の
粋

で
き
る
か
ぎ
り
法
解
釈
の
柔
軟
が
保
た
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
変
更
に
つ
い
て
も
法
規
の
改
廃
よ
り
以
上
の
柔
軟
性

内
で
、

が
み
と
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
あ
る
程
度
ま
で
は
解
釈
技
術
に
よ
る
救
済
が
可
能
と
は
い
え
、

刑事:判例!の規範的効力

や
が
て
判
例
の
変
更
は
不
可
避
と
な
る
。

ヮ“

は
た
し
て
判
例
の
遡
及

l
l裁
判
官
に
よ
る
法

こ
う
し
て
遡
及
効
の
問
題
が
生
ず
る
。
遡
及
処
罰
の
禁
止
と
い
う
周
知
の
命
題
は
、

解
釈
の
遡
及
に
ま
で
お
よ
ぶ
べ
き
か
。
問
題
は
ふ
か
く
、
解
釈
の
本
質
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
o

い
わ
ゆ
る
遡
及
処
罰
の
禁
止
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
中
核
を
な
す
原
則
と
し
て
、

こ
れ
と
不
可
分
に
論
じ
ら
れ
る
の
を
つ
ね
と
し
て
き

た
。
従
来
、

こ
の
問
題
に
捧
げ
ら
れ
た
文
献
の
数
は
少
く
な
い
が
、
そ
の
多
く
は
、
考
察
の
始
点
を
啓
蒙
期
に
お
き
、

主
と
し
て
は
近
代

の
自
由
主
義
思
想
な
い
し
平
衡
理
論
と
の
関
係
に
お
い
て
、
問
題
の
治
革
を
た
ず
ね
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

一
群
の
研
究
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説

は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
近
代
的
確
立
を
は
る
か
に
さ
か
の
ぼ
り
、
古
く
ロ

1
7
皇
帝
期
に
は
じ
ま
る
、
こ
の
問
題
の
独
自
の
発
展
が
あ
っ

*
 

た
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
o

し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
遡
及
処
罰
の
禁
止
と
い
う
原
則
が
、
罪
刑
法
定
主
義
の
他
の
派
生
原
則
と

論

の
明
確
な
連
携
の
も
と
に
、
立
法
者
に
対
す
る
政
治
的
要
請
と
い
う
装
い
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、

ま
さ
に
一
八
世
紀
の
後
葉
で
あ

り
、
こ
の
意
味
で
そ
れ
以
前
の
発
展
と
の
あ
い
だ
に
は
一
線
が
劃
さ
れ
て
よ
い
。
か
く
し
て
、
問
題
は
つ
ね
に
、
法
源
た
る
成
文
法
の
遡

及
、
立
法
の
遡
及
で
あ
り
、
法
解
釈
の
遡
及
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
か
ぎ
り
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
は
す
な
わ
ち
、
刑
法
の
効
力
不
遡
及
の

原
則
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

*
た
と
え
ば
、
出
・
〉
-
N
m
n
Eロ
丘
、
怠
己
巾

r
q
門】昂

H
E
n
r
s吋
r
g
L巾
同
門
田
ご
ロ

2
2
g
E
R
g
Z
R
p
u
w
H
E
P
-
z
-
ω
2
m
ω
叫

W
E
C
Z
H
仏

5
H
U
n
r
i
H
r
g待

相ハ

sr
ロ
2
2
T
E
R
m協同
NO---EEN-wHb
〈
・
田
山
口
去
の
3
2
N
Cロ
ιω
ロ
グ
己

ι
片
岡

HMω
可内

wpo口
}HF・
-
回

L-H・
5
8・
な
ど
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
近

時
の
す
ぐ
れ
た
研
究
と
し
て
、
。
・

ω
n
y
p
r
o
f
A
)百
肘

z
i
n
Eロ
ロ
岡
弘
g

m門

B
『円

R
E
-
-
。r
g
H
N
E円
「
宅
用

}
2
2
m
m
Z号
D
g
r
F
ω
N日
明
E
R
P
2
n
r
g

HN2d]ロ片山
Dロ
.JHmv印
M
・
が
あ
る
。

(3) 

い
ま
や
疑
問
を
免
れ
な
い
。
た
し
か
に
、
慣
習
刑
法
を
排
斥
し
、
成
文
法
を
唯
一
・
絶
対
の
法
源
と
み

る
理
解
の
も
と
で
は
、
い
わ
ゆ
る
遡
及
効
の
禁
は
も
っ
ぱ
ら
成
文
法
に
か
か
わ
り
裁
判
所
の
法
解
釈
に
は
お
よ
ば
な
い
、
と
す
る
た
て
ま

え
を
つ
ら
ぬ
き
え
た
。
い
わ
ば
、
遡
及
効
の
問
題
は
慣
習
刑
法
排
斥
の
法
理
を
前
提
と
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
こ
の

か
よ
う
な
従
前
の
認
識
は

前
提
が
破
れ
れ
ば
、
遡
及
効
を
め
ぐ
る
従
前
の
理
解
も
ま
た
動
揺
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
上
述
の
ご
と
く
、
判
例
に
一
定
の
法
源
的
効
力
を

み
と
め
る
と
き
、
判
例
に
よ
る
新
解
釈
に
つ
い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
遡
及
効
を
問
題
と
す
べ
き
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、

で
判
例
に
法
源
性
を
あ
た
え
つ
つ
、
他
方
そ
の
変
更
を
み
と
め
、

無
意
味
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。

か
っ
そ
の
遡
及
を
許
す
と
き
は
、

ひ
い
て
判
例
の
法
源
性
そ
の
も
の
が

解
釈
の
性
質
に
関
す
る
従
来
の
議
論
を
ひ
き
あ
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、

八
解
釈
〉
と
い
う
作
業
じ
た
い
、
か
、
元
来
、
遡
及
的
性
格
を

オヒ法17(4・126)660 
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お
び
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、

な
る
ほ
ど
、
法
規
に
内
在
す
る
意
味
を
発
見
し
抽
き
だ
す
作
業
で
は
あ
る
が
、

他
面
か
ら
み
れ
ば
、
解
釈
の
時
点
で
あ
ら
た
に
見
い
だ
さ
れ
た
意
味
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
法
規
に
包
摂
さ
せ
る
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
遡

及
性
は
解
釈
の
宿
命
と
も
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、
確
立
し
た
既
往
の
判
例
を
被
告
人
の
不
利
益
に
く
つ
が
え
す
と
い
う
形
で
新
解
釈
が

遡
及
す
る
ば
あ
い
、

そ
の
効
果
は
、
あ
た
か
も
刑
罰
法
規
の
遡
及
す
る
ば
あ
い
に
ひ
と
し
く
、
法
的
安
定
性
の
保
障
が
危
い
こ
と
は
す
で

に
ふ
れ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
歩
を
す
す
め
、
罪
刑
法
定
主
義
の
趣
旨
に
も
と
る
限
度
で
、
判
例
に
よ
る
法
解
釈
の
遡
及
を
ふ
せ

ぐ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

)
 

4
 

(
 
わ
が
憲
法
第
三
九
条
前
段
は
、
「
何
人
も
、
実
行
の
時
に
適
法
で
あ
っ
た
行
為
:
:
:
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
わ
れ
な
い
」

旨
を
定
め
る
o

こ
の
規
定
が
、
憲
法
第
三
一
条
を
承
け
つ
つ
、
刑
法
の
効
力
不
遡
及
の
原
則
を
宣
明
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
の
法
意
は
本
来
、

の
ち
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
行
為
を
違
法
と
す
る
法
律
の
遡
及
を
禁
ず
る
に
あ
っ
た
が
、
行
為
者
の
利
益

保
護
と
い
う
本
来
の
見
地
に
徹
し
、

か
つ
は
刑
法
第
六
条
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
、
実
行
の
際
す
で
に
違
法
で
あ
り
、
事
後
の
法
律
に
よ
っ

て
刑
の
変
更
を
こ
う
む
る
に
す
ぎ
な
い
行
為
に
つ
い
て
も
、

ひ
い
て
重
い
刑
法
の
遡
及
を
禁
ず
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。

い
ま
、
判

例
解
釈
の
変
更
を
行
為
者
の
利
益
に
照
ら
し
て
制
限
し
よ
う
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
解
釈
上
の
根
拠
を
や
は
り
本
条
な
い
し

刑
法
第
六
条
に
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
諸
条
項
の
法
意
を
汲
む
と
き
、
判
例
上
の
旧
解
釈
を
変
更
し
て
い
ま
ま
で
適

刑事判例の規範的効力

ま
た
は
よ
り
軽
い
構
成
要
件
に
該
当
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
行
為
を
重
き
に
解
し
、

か
っ
そ
の

法
と
さ
れ
て
き
た
行
為
を
違
法
と
解
し
、

効
果
を
当
の
行
為
者
に
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、

と
み
る
の
で
あ
る
o

ち
な
み
に
、

西
ド
イ
ツ
基
本
法
第
一

O
三
条

E
、
同
刑
法
第
二
条

E
と
の
関
係
で
も
同
様
の
問
題
が
あ
り
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
と
い
う

命
題
が
判
例
に
よ
る
法
解
釈
の
変
更
に
ま
で
お
よ
ぶ
べ
き
か
ど
う
か
、

に
つ
い
て
若
干
の
議
論
が
あ
る
o

以
下
、
否
定
説
の
根
拠
を
さ
ぐ

り
な
が
ら
、
そ
の
当
否
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
o

そ
れ
が
同
時
に
、
判
例
の
法
源
的
効
力
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
な
が
る
こ
と
は
、
あ
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説

ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。

E 

)
 

4
E
A
 

(
 
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
奥
行
き
は
な
お
あ
さ
い
が
、
総
じ
て
、
遡
及
効
の
禁
を
成
文
法
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
る
見
解
が
支
配

論

的
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
を
推
せ
ば
、

お
よ
そ
っ
、
ぎ
の
四
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

第
一
の
、

お
そ
ら
く
J

も
っ
と
も
重
要
な
論
拠
は
、
裁
判
の
機
能
な
い
し
裁
判
官
の
使
命
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
の

作
品
を
承
け
た
裁
判
の
機
能
は
つ
ね
に
当
の
具
体
的
事
件
の
範
囲
を
こ
え
ず
、

し
た
が
っ
て
裁
判
官
は
い
か
な
る
抽
象
的
な
法
規
の
定
立

を
も
任
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
か
れ
は
た
だ
特
定
の
個
別
事
件
に
つ
い
て
、

J
)
巳
p
z
r
k
oロ
ロ
ロ
品
。
日
ロ
牛
肉
o
E
N
N
2
〈
R
F
S
Zロ
宮
田
E
E
m
g
H片品
2
J

レ-。

印

E同

E
E
L
S
S
Z
問自丘町民話。
z
z
n
y
g
宮
m
m
g
m
r
E
O
H由
8
・∞・
2
・」〈

第
二
の
論
拠
は
か
か
る
裁
判
の
在
り
か
た
と
関
連
し
、

法
規
を
具
体
化
し
適
用
す
れ
ば
た
り
る
の
で
あ
る
(
吋
ド
ョ

お
よ
そ
判
決
に
あ
ら
ず
法
規
の
み
が
、

個
人
の
行
為
に
対
す
る
準
縄
を
あ
た
え

る
べ
き
も
の
と
説
く
(
一
出
日
J
J
d
均
九
μHHUJI何
)
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
何
が
許
さ
れ
何
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
尺

度
は
、
も
っ
ぱ
ら
法
規
に
由
来
し
、
判
決
に
由
来
し
な
い
o

た
と
え
判
例
に
よ
る
法
解
釈
を
変
更
し
て
も
、
法
規
の
側
、
が
一
貫
し
て
か
わ

ら
な
い
以
上
、
そ
の
効
果
は
ど
う
あ
れ
、
行
為
者
に
と
っ
て
不
条
理
な
規
範
観
念
の
変
更
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
o
l
-
-

つ
い
で
裁
判
所
の
組
織
な
い
し
管
轄
に
か
か
わ
る
議
論
が
あ
る
。
裁
判
所
が
単
一
で
は
な
く
、

上
下
多
数
に
わ
か
れ
、
複
数
の
裁
判
管

轄
が
併
存
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
、
判
例
上
の
法
解
釈
の
統
一
を
期
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
え
ら
れ
た
統
一
を
維

持
す
る
こ
と
は
い
っ
そ
う
困
難
で
あ
る
。
あ
る
裁
判
所
、
が
法
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
他
と
こ
と
な
っ
た
観
点
を
採
っ
た
ば
あ
い
、

い
か
に
し
て

い
か
な
る
法
内
容
を
そ
こ
に
形
成
す
べ
き
か
o

こ
の
こ
と
は
す
で
に
裁
判
所
の
法
解
釈
に
法
形
成
的
効
果
を

あ
た
え
る
こ
と
の
不
当
を
示
し
て
い
る
(
日
・
何
百
F
)

。
ー
ー

そ
の
聞
の
調
整
を
は
か
り
、

第
四
に
、
現
実
の
裁
判
慣
行
に
拠
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
一
種
の
見
解
を
あ
げ
よ
う
。

か
り
に
判
例
上
の
法
解
釈
を
重
視
し
、

こ
れ
に
形

成
的
効
果
を
み
と
め
る
説
に
し
た
が
え
ば
、
遡
及
効
を
禁
じ
て
い
る
法
条
項
の
適
用
領
域
も
ま
た
、
現
実
に
は
裁
判
所
の
解
釈
慣
行
に
よ

;jt法17(4・128)662 



っ
て
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
、
従
来
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
は
、
遡
及
禁
に
関
す
る
条
項
の
法
意
を
法
解
釈
の
変
更
・
遡
及

に
ま
で
お
よ
ほ
す
こ
と
な
く
、
変
更
さ
れ
た
解
釈
内
容
を
た
だ
ち
に
当
該
の
事
件
に
適
用
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
は
、
当
初
の

前
提
を
破
る
こ
と
な
し
に
は
そ
も
そ
も
自
説
を
つ
ら
ぬ
く
こ
と
が
で
き
な
い

(
N
A
・咋
F
)
。
ー
ー

ω

い
ず
れ
も
、
判
例
に
よ
る
法
解
釈
の
遡
及
を
許
す
に
つ
い
て
、
十
全
の
根
拠
を
あ
た
え
手

私
見
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
理
由
づ
け
は
、

も
の
で
は
な
い
。

第
一
の
論
点
は
重
要
で
あ
る
。
裁
判
の
本
質
は
あ
く
ま
で
個
別
事
件
を
前
提
と
す
る
法
の
適
用
・
実
現
に
あ
り
、

そ
の
意
味
で
抽
象
的

な
法
規
の
定
立
に
任
ず
る
立
法
と
は
一
線
が
劃
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
法
規
の
意
味
は
か
な
ら

ず
し
も
単
純
・
一
義
的
で
あ
り
え
ず
、
補
う
に
裁
判
官
の
法
解
釈
的
活
動
を
必
要
と
す
る
。
い
わ
ば
、
裁
判
官
は
、
立
法
者
の
未
完
の
作

品
を
う
け
つ
ぎ
、
個
別
事
件
に
即
し
て
こ
れ
を
具
体
化
し
完
成
す
る
使
命
を
負
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
、
裁
判
官
に
お
い
て
、

こ
の
限
度

の
法
補
充
活
動
が
許
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
範
閏
内
で
同
穫
の
事
案
に
通
ず
る
解
釈
基
準
を
た
て
、

み
ず
か
ら
そ
の
拘
束
に
し
た

が
う
と
し
て
も
、
決
し
て
裁
判
本
来
の
機
能
を
逸
脱
し
、
立
法
の
分
野
を
侵
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、

も
と
も
と
一

回
性
・
個
別
性
を
免
れ
な
い
事
案
も
、
構
成
要
件
的
把
握
の
段
階
で
は
お
の
ず
と
類
型
的
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

一
図
的
事
案
に
つ
い
て

妥
当
し
た
円
阻
止
。
骨
円
丘
町
ロ
岳
、
か
同
種
の
類
型
的
事
案
に
妥
当
す
べ
き
こ
と
は
当
然
と
い
え
よ
う
o

お
よ
そ
同
種
の
事
案
に
妥
当
し
え
ぬ
解

刑事判例の規範的効力

釈
基
準
が

判
例
に
よ
る
解
釈
基
準
の
設
定
は

い
か
に
し
て
個
別
事
案
に
お
い
て
の
み
、

す
ぐ
れ
て
合
理
的
で
あ
る
。
解
釈
の
変
更
は
、

み
ず
か
ら
の
妥
当
性
を
主
張
し
う
る
の
か
?

そ
れ
が
法
規
の
適
用
領
域
を
拡
大
す
る
か
、
ぎ
り
、
事
実
上
、
法
拡
張
(
の
巾
印
巾
片
お
お
コ

2
5・

ス
ト
レ
!
の
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
(
円
叶
-
m
)
、
正
当
な
核
心
が
み
と
め
ら
れ
な

H

ロロ肉)

に
ひ
と
し
い
、

と
の
提
言
に
は
、
こ
う
し
て
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
述
の
論
旨
に
照
ら
す
と
き
、
第
二
の
論
点
も
正
鵠
を
失
す
る
こ
と
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
立
法
が
自
足
・
十
全
を
期
し
が
た
い
以
上
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説

成
文
法
規
の
み
に
よ
っ
て
行
為
者
に
当
為
の
準
縄
を
一
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
が
許
さ
れ
何
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
の
尺
度

は
、
罪
刑
法
定
の
た
て
ま
え
の
も
と
に
お
い
て
も
な
お
、
多
か
れ
少
か
れ
、
裁
判
官
の
補
完
的
活
動
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ

論

る
。
判
例
は
か
く
て
、
成
文
法
と
あ
い
ま
っ
て
規
範
観
念
の
一
部
を
形
成
す
る
o

む
ろ
ん
、
判
例
の
影
響
力
な
い
し
惨
透
度
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
問
題
領
域
に
よ
っ
て
運
庭
が
あ
ろ
う
o

し
た
が
っ
て
、
個
々
の
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
が
現
に
従
前
の
判
例
に
よ
る
法
解
釈
を

い
ま
、
判
例
が
旧
解
釈
を
行
為
者
の
不
利
益
に
変
更
し
か
っ
そ
の
効
果
を

か
れ
の
寄
す
べ
か
り
し
期
待
を
裏
ぎ
り
、
旧
解
釈

意
識
し
、

こ
れ
を
侍
み
に
す
る
と
は
か
、
ぎ
ら
な
い
o

し
か
し
、

か
れ
に
お
よ
ぼ
す
と
き
、
行
為
者
の
現
実
の
意
識
は
ど
う
あ
れ
、
判
例
自
身
の
側
で
、

の
趣
旨
に
そ
っ
て
形
成
さ
れ
る
べ
き
規
範
観
念
を
破
っ
た
と
の
不
条
理
は
掩
い
が
た
い
。
こ
れ
を
す
な
わ
ち
不
条
理
と
み
る
こ
と
か
ら
本

稿
の
問
題
は
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
o

第
三
の
論
点
は
た
し
か
に
難
問
と
し
て
の
こ
る
。
法
解
釈
の
不
遡
及
と
い
う
志
向
を
つ
ら
ぬ
く
に
は
、

主
と
し
て
手
続
法
面
に
か
か
わ

る
技
術
上
の
困
難
を
避
け
え
な
い
が
、

そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
法
解
釈
の
遡
及
に
と
も
な
う
不
都
合
を
放
置
す
る
こ
と
は
本
末
を
あ
や
ま

っ
て
い
る
o

た
と
え
ば
、

わ
が
国
の
法
制
上
、
拘
束
力
を
も
っ
判
例
の
範
囲
を
、
前
述
の
ご
と
く
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
な
い
し
そ
れ
に

準
ず
る
判
例
に
か
ぎ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
障
碍
の
一
半
は
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
四
の
論
点
は
や
や
技
巧
に
す
ぎ
る
。
要
は
遡
及
処
罰
禁
止
の
法
青
山
を
法
解
釈
の
遡
及
に
ま
で
お
よ
ぼ
す
べ
き
か
ど
う
か
に
あ
り
、
従

来
の
判
例
、
か
無
自
覚
に
そ
の
遡
及
を
み
と
め
て
き
た
点
に
こ
そ
ま
さ
し
く
問
題
、
が
あ
っ
た
。
判
例
の
拘
束
性
を
一
般
に
否
認
す
る
議
論
が

の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
の
法
解
釈
を
重
ん
じ
、

こ
の
場
面
で
の
み
解
釈
慣
行
の
確
立
を
楯
と
す
る
こ
と
は
理
由
に
と
ぼ
し
い
。

こ
れ
に
形

成
的
効
果
を
み
と
め
る
こ
と
と
、
あ
る
解
釈
慣
行
の
当
否
を
問
う
こ
と
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
解

釈
慣
行
に
反
し
て
判
例
の
法
源
性
を
説
い
た
と
し
て
も
、
論
理
上
の
矛
盾
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
で
、
遡
及
処
罰
の
禁
を
成
文
法
の
遡
及
に
か
ぎ
る
見
解
に
対
し
、
反
論
し
え
た
か
と
お
も
う
o

い
う
ま
で
も
な
く
、
法
解
釈
の
遡
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及
を
否
認
し
た
だ
け
で
は
問
題
は
解
決
し
な
い
o

当
の
事
案
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
。
こ
れ
が
最
後
に
の
こ
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

五

解
決
へ

の

試

論

罪
刑
法
定
主
義
の
本
旨
に
省
み
る
と
き
、
従
前
の
判
例
に
よ
れ
ば
無
罪
を
期
待
し
え
た
行
為
者
を
有
罪
に
問
擬
す
る
こ
と
の
非
は
歴

然
と
し
て
い
る
。
そ
の
理
論
的
意
味
を
た
ず
ね
る
べ
く
、
本
稿
は
、

ま
ず
問
題
を
判
例
の
法
源
的
効
力
と
い
う
側
面
か
ら
と
ら
え
、

で
遡
及
処
罰
禁
止
の
保
障
が
ひ
い
て
法
解
釈
の
変
更
に
も
お
よ
ぶ
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
角
度
か
ら
展
開
し
た
わ
け
で
あ
る
o

す
で
に

く
り
か
え
し
ふ
れ
た
よ
う
に
、
法
解
釈
の
遡
及
の
問
題
は
、
こ
れ
を
容
認
す
る
か
、
ぎ
り
先
例
に
法
源
的
効
力
を
み
と
め
る
趣
旨
が
つ
ら
ぬ

け
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
じ
つ
は
判
例
の
法
源
性
と
い
う
問
題
の
一
環
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
(
♂
h
d
日
目
。

γ

引

J
A
1
}
N
h
J
H
E
m
-
-
J
S
?
)
を
は
じ
め
在
来
の
議
論
、
が
問
題
を
も
っ
ぱ
ら
解
釈
の
遡
及
性
と
い
う
見
地
か
ら
の
み
扱
っ
て
き
た
こ
と
は
、
不
充

分
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。
要
は
判
例
の
法
源
的
効
力
i
l
l
か
り
に
〈
法
源
〉
の
語
が
適
当
で
な
い
と
す
れ
ば
、

い
わ
ば
そ
の
規
範
的
効

力

l
lの
範
囲
な
い
し
限
界
如
何
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ば
あ
い
、
も
と
も
と
判
例
に
絶
対
的
な
拘
束
力
を
み
と
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
冒
頭
に
か
か
げ
た
た
ぐ
い
の
不
条
理
は
お

そ
れ
に
よ
っ
て
判
例
の
柔
軟
性
・
進
歩
性
と
い
う
よ
り
大
き
な
価
値
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
同

こ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
他
面
、

刑事半IJ例の規範的効力

ド
イ
ツ
に
お
い
て
〈
解
釈
の
変
更
と
遡
及
効
〉
の
問
題
を
提
起
し
た
デ
ユ
リ
ッ
ヒ
は
、
こ
と
が
ら
の
本
質
に
鋭
く
迫
り
な
が
ら
も
、
結

局
、
刑
法
に
お
け
る
判
例
の
変
遷
を
戒
め
、
そ
の
静
誼
を
説
く
に
と
ど
ま
っ
た

(PHH~-b
認
が
何
時
1

目…
13)。
刑
事
判
例
の
安
定

た
と
え
判
例
の
変
遷
を
禁
じ
た
と
こ
ろ
で
、
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
こ

を
旨
と
す
る
そ
の
志
向
は
大
い
に
重
ん
じ
て
よ
い
。
し
か
し
、

と
も
ま
た
、
あ
き
ら
か
で
あ
る
o

前
述
の
ご
と
く
社
会
情
勢
の
推
移
、
あ
る
い
は
判
例
み
ず
か
ら
の
反
省
に
応
じ
て
、
判
例
の
変
更
は
や

が
て
不
可
避
と
な
る
。
判
例
変
更
の
必
要
性
と
そ
の
法
源
的
効
力
と
の
矛
盾
が
、

そ
こ
に
解
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ザコ
~. 
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旧
解
釈
を
変
更
し
て
あ
ら
た
な
解
釈
基
準
を
確
立
し
つ

E 

前
節
ま
で
の
論
旨
に
照
ら
し
、
答
え
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

っ
、
同
時
に
当
の
事
案
に
対
す
る
新
解
釈
の
遡
及
を
断
つ
こ
と
、

い
い
か
え
れ
ば
、
当
の
事
案
に
つ
い
て
は
先
例
に
し
た
が
い
、
以
後
に

品

目冊

お
い
て
判
例
を
変
更
す
る
こ
と
、

の
み
が
さ
し
あ
た
り
矛
盾
を
止
揚
す
る
唯
一
の
方
策
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
方
策
に
そ
う
と
き
、

面
で
は
先
例
の
拘
束
力
を
当
の
事
案
に
つ
い
て
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
判
例
に
法
源
性
を
み
と
め
た
趣
旨
を
活
か
し
う
る
と
と
も

に
、
他
国
で
は
あ
ら
た
な
先
例
の
提
示
に
よ
っ
て
、
解
釈
変
更
の
必
要
に
応
じ
つ
つ
以
後
の
判
例
を
指
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に

も
は
や
、
行
為
者
に
対
す
る
不
条
理
が
存
し
な
い
こ
と
は
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
右
の
解
決
は
被
告
人
保
護
の
精
神
に
出
て
い
る

か
ら
、
新
解
釈
が
か
れ
の
利
益
に
帰
す
る
か
、
ぎ
り
は
、

た
だ
ち
に
そ
の
効
果
を
当
の
事
件
に
お
よ

J

ほ
し
て
よ
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
裁

判
官
は
判
決
に
際
し
、
行
為
時
に
確
立
し
て
い
る
法
解
釈
の
慣
行
を
み
だ
り
に
変
更
す
べ
か
ら
ず
(
判
例
の
法
源
的
効
力
)
、

あ
え
て
変

更
す
る
ば
あ
い
に
は
(
判
例
変
更
の
必
要
性
に
対
す
る
譲
歩
〉
、

被
告
人
の
不
利
益
に
お
い
て
、

そ
の
効
果
を
当
該
の
事
件
に
帰
し
て
は

な
ら
な
い
(
遡
及
効
の
禁
〉
の
で
あ
る
。

す
で
に
ボ
ッ
ケ
ル
マ

γ
は
か
よ
う
な
解
決
の
可
能
性
を
示
唆
し
た
が
(
時
守
口

h
H
H
H日
。
日
目
J
J
m
崎
山
山
高
)
、

そ
れ
が
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
法
規
の
定
立
を
み
と
め
る
に
ひ
と
し
い
、
と
の
理
由
で
、
こ
れ
を
排
斥
し
た
。
し
か
し
、

み
ず
か
ら
は
、

」
の
種
の
非

難
が
正
鵠
を
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

ス
ト
レ

1
の
批
判
に
こ
た
え
て
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
と
も
と
裁
判
所
に
留
保

さ
れ
た
権
限
内
の
処
分
で
あ
り
、

い
わ
ば
裁
判
所
に
よ
る
自
己
拘
束
と
い
っ
て
よ
い
。

問
題
は
む
し
ろ
判
決
手
続
の
面
に
あ
る
。
わ
が
現
行
刑
訴
の
も
と
に
お
い
て
、
解
釈
論
と
し
て
本
稿
の
た
て
ま
え
を
容
れ
る
こ
と
は
か

な
ら
ず
し
も
不
可
能
で
は
な
い
。
た
だ
し
、

た
と
え
ば
判
決
の
拘
束
力
に
関
す
る
規
定
、
な
い
し
は
当
該
の
ケ
l
ス
と
将
来
と
で
効
果
を

二
分
す
る
判
決
に
つ
い
て
の
規
定
、

を
設
け
る
こ
と
は
一
考
に
あ
た
い
し
よ
う
。
ま
た
、
最
高
裁
が
判
例
変
更
を
司
る
こ
と
に
は
問
題
が

な
い
と
し
て
も
、
下
級
裁
に
つ
い
て
は
問
題
で
あ
る
か
ら
、
下
級
裁
が
判
例
変
更
の
判
断
に
達
し
た
ば
あ
い
の
手
続
き
に
つ
い
て
、

北法17(4・132)66fi 
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り
訴
訟
法
上
の
配
慮
が
の
ぞ
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。

噌

i

E
 

最
後
に
、
錯
誤
論
と
の
関
係
に
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

従
前
の
判
決
に
対
す
る
行
為
者
の
信
頼
は
、
遡
及
禁
の
保

い
わ
ゆ
る
〈
禁
止
の
錯
誤
〉
の
問
題
と
し
て
、
せ
い
、
ぜ
い
錯
誤
論
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
、

が
本
稿
の
課
題
に
対
す
る
既
成
学
説
の
答
え
で
あ
っ
た
(ω

ぺ九
η

即
日
目
J
J
J
-
E
N
)。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
当
時
に
現
在
せ
ず
、

行
為
の
際
の
錯
誤
を
論
ず
る
こ
と
は
失
当
で
あ
ろ
う
。

障
と
は
か
か
わ
り
が
な
く

と
い
う
の

裁
判

の
場
で
は
じ
め
て
現
実
化
し
た
法
解
釈
に
つ
い
て
、

そ
れ
は
す
く
な
く
と
も
本
来

の
意
味
で
の
錯
誤
で
は
あ
り
え
な
い
。
よ
り
一
般
的
な
違
法
性
の
問
題
、
判
決
倫
理
の
問
題
で
あ
り
、

ま
さ
し
く
法
規
の
変
更
に
準
ず
ベ

き
問
題
で
あ
る
。

い
ま
被
告
人
が
、
行
為
当
時
の
法
解
釈
に
反
し
、

み
ず
か
ら
は
違
法
と
信
じ
て
行
動
し
た
と
こ
ろ
、

そ
の
判
断
が
た
ま
た
ま
裁
判
時
の

新
解
釈
に
合
致
し
た
と
し
よ
う
。
錯
誤
論
に
よ
る
解
決
は
お
の
ず
か
ら
私
見
と
結
論
を
異
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
錯
誤
論
の
見
地
か
ら

は
、
違
法
性
の
意
識
の
可
能
性
が
一
般
的
に
存
し
な
い
ば
あ
い
を
違
法
阻
却
の
一
場
面
と
し
て
構
成
す
る
立
場
に
た
て
ば
格
別
宙
開
h

…崎

一
一
一
一
地
諸
説
ト
町
]
)
、
こ
れ
を
個
別
に
責
任
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
右
の
被
告
人
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
否
定
し
え
な
い
容
で

あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
問
題
は
個
々
の
行
為
者
の
主
観
的
認
識
な
い
し
意
識
に
か
か
わ
ら
な
い
。
た
と
え
行
為
者
が
ど

の
よ
う
に
厳
格
な
意
味
を
法
規
か
ら
汲
も
う
と
、
そ
の
行
為
が
従
前
の
解
釈
基
準
に
照
ら
し
て
是
認
さ
れ
る
か
、
ぎ
り
は
、
新
解
釈
に
よ
る

刑事判例の規範的効力

不
利
益
を
こ
れ
に
お
よ
ぼ
す
べ
き
で
な
い
の
で
あ
る
。

っ“

ち
な
み
に
、
比
較
法
上
の
興
味
あ
る
一
例
と
し
て
、
米
国
イ
リ
ノ
イ
州
刑
法
第
四
条
の
規
定
を
あ
げ
よ
う
。
同
条
八
似
に
い
わ
く
、

『
自
己
の
行
為
が
犯
罪
に
該
ら
な
い
旨
の
合
理
的
な
確
信
は
、
つ
ぎ
の
ば
あ
い
に
は
抗
弁
と
な
る
。

ωω
略。

ゆ
か
れ
が
、
の
ち
に
変
更
さ
れ
も
し
く
は
廃
さ
れ
た
イ
リ
ノ
イ
上
訴
裁
判
所
・
同
最
高
裁
判
所
も
し
く
は
合
衆
国
上
訴
裁
判
所
の
判
決

意
見
す
百
一
口
一
口
口
)
に
し
た
が
っ
て
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
、

(
C同
門
戸
ゆ
る

も
し
く
は

北法17(4・133)667



説

川
明
か
れ
が
、
犯
罪
を
定
め
た
制
定
法
を
解
釈
す
べ
き
法
律
上
の
耕
地
阪
を
有
す
る
、
公
務
員
も
し
く
は
公
機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
当
該
の
制
定
法
・
規
則
も

し
く
は
命
令
に
関
す
る
公
定
の
解
釈
(
自
丘
公
2
丘
町
ロ
お
右
足

g
c
c口
)
に
依
拠
し
て
行
為
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
。
』

H， 
t加日

問
題
の
立
法
的
解
決
と
し
て
注
目
に
あ
た
い
す
る
o

こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
前
の
判
例
を
信
頼
し
た
行
為
者
に
つ
い
て
は
、

一
応
の
救
済

が
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

そ
れ
以
外
の
行
為
者
と
の
関
係
で
は
、

や
は
り
錯
誤
論
に
と
も
な
う
前
述
の
限
界
を
避
け
る
こ
と
が
で
き

《

L
h

、
o

t
L
 

ム

ノ¥

あ

zう:

き

と

刑
法
に
お
け
る
法
源
論
の
不
振
は
、
む
ろ
ん
罪
刑
法
定
主
義
の
壁
を
背
景
と
し
て
い
る
。
そ
の
支
配
の
も
と
、
正
面
か
ら
判
例
の
法
源

性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
タ
ブ

l
に
ひ
と
し
か
っ
た
。
と
く
に
、
先
例
の
拘
束
力
に
関
す
る
領
域
に
お
い
て
。
本
稿
は
こ
の
分

た
と
え
ば
類
推
解
釈
を
め
ぐ
る
争
い
に
み
る
ご
と
く
、
刑
法
解
釈
の
限
界
と
い
う
見
地

か
ら
一
種
の
法
源
論
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
も
看
の
が
す
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
今
後
、
刑
法
に
お
け
る
法
源
論
は
、
こ
の
両
国
か
ら
の

展
開
を
必
須
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
罪
刑
法
定
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ゆ
る
ぎ
な
い
外
観
に
反
し
、
な
お
の
こ
さ
れ
た
問
題
が
多
い
。

野
で
の
さ
さ
や
か
な
問
題
提
起
で
あ
る
。
他
面
、

な
ぜ
法
上
の
不
利
益
は
多
々
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ひ
と
り
刑
法
上
の
〈
刑
罰
〉
だ
け
が
、
厳
格
な
事
前
の
法
定
を
要
す
る
の
か
。

た
と
え
ば
罪
刑
法
定
主
義
の
根
源
に
位
す
べ
き
、

こ
の
た
ぐ
い
の
問
題
に
つ
い
て
さ
え
、
決
し
て
納
得
の
ゆ
く
解
答
は
寄
せ
ら
れ
て
い
な

ぃ
。
こ
の
間
題
を
つ
き
つ
め
る
と
き
、
刑
罰
の
陪
印
に
と
も
な
う
特
別
の
効
果
が
、

お
の
ず
か
ら
重
要
な
意
義
を
も
っ
に
い
た
る
。

八
前
科
〉
の
法
律
的
意
味
、
な
い
し
社
会
心
理
的
意
味
が
そ
こ
に
問
わ
れ
よ
う
。
し
か
ら
ば
罪
刑
法
定
主
義
を
支
え
る
社
会
的
条
件
は
如

{己I
ワ

問
題
は
か
、
ぎ
り
な
く
発
展
す
る
。

(
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
刑
法
研
究
所
に
て
)
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Die normative Kraft der Rechtssprechung 

in Strafsachen 

Tokuo KけGUJ~r~

a. o. Professor an der 

Universitat Hokkaido 

Der Satz“nulIa poena sine lege" ist Ausdruck des rechts. 

staatlichen Gedankens Strafrecht. Obwohl er zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts wiederholt auf Ablehnung gestosen ist， kann er 

heute als einer der Kernsatze der meisten Strafrechtsordnungen 

angesehen werden. Die herrschende Au日assungerstreckt diesen 

Satz nur auf das Gesetz und nicht auf die Rechtssprechung. Das 

damit zusammenhangende Ruckwirkungsverbot wird deshalb nur 

auf das Gesetz und nicht auch auf die Gesetzesauslegung an-

gewandet. Eine Anderung der Auslegung kann sIch daher ohne 

Rucksicht auf die bisherige Rechtssprechung unmittelbar auf die 

Aburteilung der Tat auswirl王en，selbst wenn es dem T忌terzum 

Nachtei1 gereicht. 

Der Satz "nulla poena sine !ege" hat seinen Grund in der 

Idee der Rechtssicherheit. Wenn aber der Richter eine bislang 

als straflos angesehene Tat plりtzlich fur stra{bar erklart und 

den Tater bestraft， dann steht dieser Wandel zweifelIos nicht 

mit der Idee der Rechtssicherheit im Einklang. Nicht nur das 

Gesetz sondern auch die Rechtssprechung kann und mus dem 

Tater den Masstab fur die Frage geben， was erlaubt und was 

verboten ist. Es setzt die Autoritat des Richterspruchs herab 

und es widerspricht der Gerechtigkeit， wenn eine feststehende 

Rechtssprechung ohne vorherige Warnung oder Ankundigung 

geandert wird. Die Rechtssprechung muB als “mittelbare Rechts-
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quelJe" neben dem Gesetz angesehen werden. Eine Anderung 

der Gesetzesauslegung zu Ungunsten des Taters ist deher einer 

Ausdehnung des Gesetzes selbst gleichzustellen. 

Das Vertrauen auf eine feststehende Rechtssprechung darf 

nicht erst im Rahmen des Verbotsirrtums berucksichtigt werden， 

es ist vielmehr schon bei der Frage des Ruckwirkungsverbots zu 

beachten. Auf der anderen Seite ist es unvermeidlich， eine be-

stimmte Auslegung eines Gesetzes auch einmal zu益ndern. Es 

empfiehlt sich aber， die neue Interpretation des Gesetzes nicht 

schon auf den unmittelbar zu ihr Anlass gebenden Fall， sondern 

erst auf zukunfoge Fal1e anzuwenden. 
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