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⑴　
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損
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⑵　
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づ
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⑵　
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な
事
実

Ⅴ　

お
わ
り
に

Ⅰ　

は
じ
め
に

近
時
、
最
高
裁
に
お
い
て
詐
欺
罪
の
成
否
に
関
す
る
判
断
が
立
て
続
け
に
な
さ
れ
、
注
目
を
集
め
て
い
る）

1
（

。
こ
れ
ら
の
判
決
・
決
定
に
は
、
暴
力
団
構

成
員
で
あ
る
行
為
者
が
そ
の
身
分
を
偽
っ
て
ま
た
は
秘
匿
し
て
契
約
を
締
結
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
事
案
の
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
暴
力
団

構
成
員
で
あ
る
と
の
事
実
は
、
契
約
上
、
通
知
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
解
約
事
由
に
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
当
該
事
実
の
通
知
を
行
為
者
か
ら

受
け
た
場
合
に
は
、
契
約
の
相
手
方
は
処
分
行
為
に
は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
（
以
下
、
こ
の
事
案
類
型
を
暴
力
団
事
例

と
呼
ぶ
）。

こ
の
暴
力
団
事
例
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
成
否
の
判
断
に
際
し
て
、
最
高
裁
が
異
な
る
結
論
に
至
っ
て
い
る
こ
と
も
、
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

口
座
開
設
の
事
案
、
そ
し
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
事
案
の
う
ち
の
一
つ
で
は
詐
欺
罪
を
肯
定
し
な
が
ら
（
以
下
、
肯
定
決
定
と
呼
ぶ
）、
一
方
で
、
残
り
の
二

つ
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
事
案
で
は
こ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
（
以
下
、
否
定
判
決
と
呼
ぶ
）
2
（

）。
暴
力
団
員
と
い
う
自
身
の
身
分
に
つ
い
て
行
為
者
が
偽
っ

た
と
い
う
点
で
、
事
案
の
構
造
に
共
通
点
を
有
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
の
相
違
が
生
じ
た
理
由
は
ど
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
最

高
裁
の
一
連
の
判
断
は
、
学
術
上
も
そ
の
可
罰
性
の
限
界
設
定
に
あ
た
っ
て
、
い
ま
だ
決
着
を
み
ず
、
む
し
ろ
ま
す
ま
す
議
論
が
盛
ん
に
交
わ
さ
れ
て
い

る
詐
欺
罪
の
解
釈
を
検
討
す
る
に
、
好
個
の
素
材
と
な
る
で
あ
ろ
う）

3
（

。
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本
稿
で
は
、
今
回
の
最
高
裁
の
判
断
が
、
学
説
上
ど
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
詐
欺
罪
解
釈
に
与
え
う
る
の

か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
は
先
の
最
高
裁
の
判
決
・
決
定
に
お
け
る
判
断
構
造
を
解
析
し
、
結
論
の
相
違
に
影
響
を
与
え
た
要
因
を
抽
出

す
る
（
Ⅱ
）。
他
方
、
わ
が
国
の
刑
法
解
釈
学
と
の
類
似
点
を
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
類
似
の
事
案
構
造
が
問
題
と
な
っ
た
も

の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
雇
用
者
と
の
労
働
契
約
を
締
結
す
る
際
に
、
現
在
の
身
分
や
過
去
の
経
歴
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
告
を
行
っ
た
事
案
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
雇
用
詐
欺
と
呼
ば
れ
る
類
型
で
あ
る）

4
（

。
こ
の
類
型
に
お
い
て
は
、
事
案
構
造
の
外
観
上
の
類
似
性
以
上
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
学
説
で

の
議
論
に
、今
回
の
暴
力
団
事
例
を
検
討
す
る
う
え
で
の
重
要
な
観
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
雇
用
詐
欺
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
参
照
し
、

わ
が
国
の
議
論
状
況
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
当
該
問
題
の
検
討
に
あ
た
っ
て
、
得
る
も
の
が
多
い
も
の
と
思
わ
れ
る
（
Ⅲ
）。
最
後
に
、
Ⅱ
お
よ
び
Ⅲ
を
も

と
に
、
若
干
の
検
討
を
行
い
た
い
（
Ⅳ
）。

Ⅱ　

暴
力
団
員
と
い
う
身
分
を
秘
匿
し
た
行
為
に
関
す
る
近
時
の
最
高
裁
判
断

暴
力
団
員
と
い
う
身
分
を
秘
匿
し
た
行
為
に
つ
い
て
詐
欺
罪
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
下
級
審
裁
判
例
に
も
み
ら
れ）

（
（

、
古
く
は
大
審
院
時

代
に
さ
か
の
ぼ
る）

（
（

。
ま
た
、
学
説
上
も
少
な
か
ら
ず
議
論
が
み
ら
れ
て
い
た）

（
（

。

そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
最
高
裁
が
当
該
事
案
類
型
で
そ
の
判
断
を
示
し
た
こ
と
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え

よ
う
。
本
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
最
高
裁
の
判
断
構
造
を
分
析
し
（
1
）、
そ
の
問
題
点
を
抽
出
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
（
2
お
よ
び
3
）。

1　

判
例
分
析 

⑴　

従
前
の
暴
力
団
事
例
に
関
す
る
裁
判
例

下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
、
暴
力
団
事
例
に
つ
い
て
の
詐
欺
罪
成
否
の
結
論
は
分
か
れ
て
い
た
。
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た
と
え
ば
、
住
居
の
賃
貸
借
契
約
が
問
題
と
な
っ
た
札
幌
地
判
平
成
一
九
年
三
月
一
日
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
勤
務
先
や
収
入
に
つ
い
て
虚
偽
の
申

告
を
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
詐
欺
罪
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
が
、
賃
貸
人
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
の
申
告
が
住
居
の
賃
貸
借
契
約
に
お
い
て
一
般
に
期
待

さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
告
知
義
務
が
認
め
ら
れ
ず
、
い
ま
だ
こ
の
事
実
の
秘
匿
は
欺
罔
行
為
を
構
成
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

福
岡
地
判
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
で
は
、
同
種
の
事
案
で
詐
欺
罪
が
肯
定
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

あ
る
い
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
お
け
る
暴
力
団
事
例
に
関
し
て
、
名
古
屋
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
お
よ
び
名
古
屋
地
判
平
成
二
四
年
四
月
一
二

日
は
、
暴
力
団
員
に
よ
る
利
用
が
一
般
の
利
用
客
を
敬
遠
さ
せ
る
事
情
に
な
っ
た
り
、
企
業
と
し
て
の
信
頼
を
低
下
さ
せ
る
要
因
に
な
る
こ
と
か
ら
、
利

用
者
が
暴
力
団
構
成
員
で
あ
る
か
否
か
は
、
本
件
ゴ
ル
フ
場
に
と
っ
て
、「
そ
の
利
用
を
許
可
す
る
た
め
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
実
」
で
あ
る
と

し
て
、
こ
の
点
で
の
虚
偽
は
欺
罔
行
為
と
な
り
う
る
旨
、
判
示
し
て
い
る）

（
（

。

ま
た
、
口
座
開
設
に
関
す
る
暴
力
団
事
例
で
故
意
を
否
定
し
た
も
の
に
、
鳥
取
地
米
子
支
判
平
成
二
四
年
五
月
九
日
が
あ
る
。
本
事
案
で
は
、
金
融
機

関
に
よ
る
暴
力
団
排
除
条
項
の
周
知
が
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
さ
ら
に
そ
の
チ
ェ
ッ
ク
方
法
も
完
全
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告

人
に
は
、
当
該
事
実
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
け
て
い
た
と
さ
れ
た
。
他
方
で
、
同
様
に
口
座
開
設
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
大
阪
高
判
平
成

二
五
年
七
月
二
日
は
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
取
引
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
、「
本
件
信
用
金
庫
に
と
っ
て
経
営
上
重
要
性
の
あ
る
事
項
」
で
あ
っ
て
、
通
帳
等

の
交
付
を
基
礎
づ
け
る
重
要
な
事
項
で
あ
る
か
ら
、
暴
力
団
等
と
の
関
係
性
が
な
い
旨
の
誓
約
書
に
署
名
・
押
印
し
て
、
届
出
事
項
変
更
届
け
を
提
出
し

た
行
為
は
、
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
に
あ
た
る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
は
、
暴
力
団
事
例
で
の
詐
欺
罪
成
否
に
つ
き
、
結
論
と
し
て
は
判
断
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
た
と
え
暴
力
団
を
排

除
す
る
と
の
気
運
が
社
会
的
に
高
ま
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
、
暴
力
団
排
除
条
項
が
約
款
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
事
情
だ
け
を
も
っ

て
し
て
詐
欺
罪
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
点
で
は
一
致
が
み
ら
れ
る
。
く
わ
え
て
、
具
体
的
状
況
に
あ
っ
て
は
、
暴
力
団
員
で
あ
る
か
否
か
の
事
実

が
当
該
取
引
当
事
者
に
と
っ
て
取
引
上
の
重
要
な
事
実
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
認
識
が
行
為
者
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
身
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
虚
偽
を
述
べ
た
、
ま
た
は
事
実
を
告
知
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
排
除
さ
れ
て
い
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る
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
下
級
審
裁
判
例
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
・
決
定
も
把
握
さ
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き
、
最
高
裁
の
判
断
構
造
を
解
析
す
る
必
要
が
あ
る
。

⑵　

最
高
裁
に
お
け
る
判
断
構
造

今
回
の
最
高
裁
判
決
・
決
定
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
詐
欺
罪
の
成
否
に
つ
い
て
一
般
的
な
基
準
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
は
各
判
決
・
決
定
を
対
比
し
て
、
ど
の
よ
う
な
具
体
的
事
実
が
考
慮
・
重
視
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
す
べ
て
の
事
案
で
は
共
通
し
て
、
暴
力
団
排
除
条
項
が
約
款
等
に
設
け
ら
れ
て
お
り
、
当
該
条
項
に
違
反
し
て
い
る
場
合
、
口
座
開
設
に
か
か

る
肯
定
決
定
で
は
、
新
規
預
入
申
込
み
の
拒
絶
ま
た
は
貯
金
取
扱
い
の
停
止
も
し
く
は
全
額
払
戻
し
の
措
置
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関

す
る
諸
事
案
で
は
、
利
用
が
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

ま
た
、
肯
定
決
定
に
お
い
て
は
、
入
会
手
続
な
い
し
利
用
契
約
締
結
、
口
座
開
設
時
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
や
関
係
警
察
署
へ
の
照
会
を
通
じ
て
、
契
約

の
相
手
方
が
暴
力
団
員
で
あ
る
か
否
か
の
問
い
合
わ
せ
が
当
該
銀
行
・
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

口
座
開
設
に
か
か
る
肯
定
決
定
に
お
い
て
は
、
当
該
銀
行
で
は
「
利
用
者
が
反
社
会
的
勢
力
に
属
す
る
疑
い
が
あ
る
と
き
に
は
、
関
係
警
察
署
等
に
照
会
、

確
認
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
お
り）

（（
（

、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
に
お
い
て
は
、
当
該
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
は
、
他
の
ゴ
ル
フ
場
ら
と
協
力
し
て
「
暴

力
団
排
除
情
報
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
た
上
で
、
予
約
時
又
は
受
付
時
に
利
用
客
の
氏
名
が
そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
て
い
な
い
か
確
認
す
る
」

な
ど
し
て
、
暴
力
団
員
の
利
用
を
防
止
し
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。

た
だ
し
、
実
際
に
行
為
者
ら
と
応
対
し
た
従
業
員
が
、
そ
の
場
で
、
利
用
者
が
暴
力
団
員
で
は
な
い
こ
と
を
口
頭
等
に
よ
っ
て
確
認
し
て
い
た
か
に
つ

い
て
は
、
口
座
開
設
に
か
か
る
肯
定
決
定
で
は
こ
の
確
認
が
行
わ
れ
、
と
く
に
「
本
件
申
込
み
の
際
、
被
告
人
に
対
し
、
前
記
申
込
書
三
枚
目
裏
面
の
記

述
を
指
で
な
ぞ
っ
て
示
す
な
ど
」
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
・
否
定
事
案
で
は
い
ず
れ
も
、
利
用
申
込
み
時
の
確
認
は
行

わ
れ
ず
、
被
告
人
ら
か
ら
暴
力
団
関
係
者
で
は
な
い
旨
の
虚
偽
の
申
し
出
が
行
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
点
は
、
利
用
料
金
が
適
切
に
支
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払
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
事
案
に
共
通
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
で
は
、
利
用
申
込
み
時
の
確
認
は
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
当
該
ク
ラ
ブ
の
会
員
登
録
を
す

る
際
に
、
暴
力
団
関
係
者
と
の
交
友
関
係
の
有
無
を
問
う
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
記
載
や
暴
力
団
等
と
の
関
係
が
な
い
旨
記
載
す
る
誓
約
書
へ
の
署
名
・
押
印

が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
被
告
人
の
同
伴
者
は
同
ク
ラ
ブ
の
会
員
と
な
る
際
に
実
際
に
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
回
答
、
誓
約
書
に
署
名
・
押
印
を
し
て
、
自
身

が
暴
力
団
等
と
関
係
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
点
に
も
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
と
否
定
判
決
と
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
肯
定
決
定
で
は
、
契
約
の
相
手
方
が
暴
力
団
関
係
者
か
ど
う
か
の
事
実
が
、
通
帳
等
の
交
付
ま
た
は
施
設
利
用
の
許
可
を
判
断
す
る
う
え
で

の
「
重
要
な
事
項
」
で
あ
る
旨
が
、
判
文
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
指
摘
は
、
近
時
の
最
高
裁
判
例
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
か
ら
、
否
定
判
決
で
の
反
対
意
見
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
最
高
裁
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
は
、
被
害
者
に
と
っ
て
の
処
分
行
為

の
判
断
を
基
礎
づ
け
る
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
向
け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
点
、
小
貫
裁
判
官
に
よ

る
反
対
意
見
は
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
の
判
断
基
準
に
つ
き
、
そ
の
見
解
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
欺
罔
行
為
の
存
否
は
、「
偽
る
対
象
の
重

要
性
」
と
「
偽
る
行
為
」
の
二
つ
の
要
素
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
か
り
に
最
高
裁
も
同
様
の
見
解
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
右
に
掲
げ
た
個

別
事
情
、
す
な
わ
ち
、
①
暴
力
団
排
除
条
項
の
存
否
、
②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
関
係
警
察
署
等
に
よ
る
照
会
、
③
応
対
す
る
際
又
は
入
会
す
る
際
の
口
頭
・

書
面
に
よ
る
確
認
と
い
っ
た
事
情
が
、
こ
こ
に
い
う
二
つ
の
要
素
を
判
断
す
る
う
え
で
の
材
料
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
要
素
に
加
え
て
、
同
反

対
意
見
に
よ
れ
ば
、
と
く
に
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
事
案
で
、
当
該
ク
ラ
ブ
が
④
会
員
に
よ
る
人
物
保
証
を
行
っ
て
い
た
か
ど
う
か
も
重
要
な
判
断
材
料
に
な

る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
さ
き
に
挙
げ
た
う
ち
の
い
く
つ
か
の
下
級
審
裁
判
例
も
今
回
の
最
高
裁
に
お
け
る
判
断
構
造
と
基
本
的
に
は
一
致
す
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
の
相
違
は
、
具
体
的
事
情
の
相
違
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
判
断
枠
組
み
と
し
て
の
違
い
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
欺
罔
行
為
に
関
わ
る
判
断
枠
組
み
は
、
従
来
の
議
論
と
は
ど
の
よ
う
に
整
合
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
ま
た
、
当
該
事
案
は
、
そ
の
類
型
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か
ら
し
て
財
産
的
損
害
の
問
題
を
含
ん
で
い
る）

（（
（

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
反
対
意
見
も
含
め
て
、
な
ん
ら
触
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

2　

欺
罔
行
為
の
存
否

欺
罔
行
為
と
は
、
広
く
は
、
人
を
錯
誤
に
陥
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
実
際
の
事
実
と
相
手
方
の
表
象
と
の
あ
い
だ
の
不
一
致
を
も
た
ら
す

行
為
を
指
す
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
一
般
に
、
こ
こ
に
い
う
欺
罔
行
為
に
は
三
つ
の
類
型
が
考
え
ら
れ
、
口
頭
な
い
し
書
面
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
虚
言
を
述
べ

る
明
示
的
欺
罔
、
明
示
的
に
は
虚
言
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
行
為
者
態
度
そ
れ
自
体
に
一
定
の
説
明
価
値
が
含
ま
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
相
手
方
に
錯
誤
が

生
じ
る
推
断
的
欺
罔
（
挙
動
に
よ
る
欺
罔
）、
そ
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
挙
げ
ら
れ
る
。
小
貫
裁
判
官
の
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に

関
す
る
否
定
判
決
で
は
、
こ
の
う
ち
推
断
的
欺
罔
が
問
題
に
な
る
と
い
う）

（（
（

。

推
断
的
欺
罔
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
一
般
に
、
真
実
と
は
異
な
る
事
実
に
つ
い
て
の
説
明
内
容
が
行
為
者
の
態
度
に
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
本

件
事
案
で
い
え
ば
、「
申
込
行
為
に
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
と
評
価
で
き
る
」
場
合
で
あ
る
。
こ
の
点
、
反
対
意
見
に
よ
れ

ば
、
立
入
禁
止
の
掲
示
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
以
外
に
「
暴
力
団
排
除
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
立
入
禁
止
の
措
置
の
み
が
講
じ
ら
れ
た
下
で

の
申
込
み
を
直
ち
に
偽
る
行
為
と
評
価
す
る
の
は
困
難
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
推
断
的
欺
罔
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
ゴ
ル

フ
場
利
用
事
例
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
問
題
と
な
っ
た
ク
ラ
ブ
が
「
会
員
の
人
物
保
証
に
よ
っ
て
暴
力
団
排
除
を
実
効
性
あ
る
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
」

と
い
っ
た
事
情
が
必
要
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
こ
で
、
行
為
者
態
度
に
含
ま
れ
た
説
明
内
容
の
評
価
基
準
が
当
然
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
判
例
・
学
説
上
、
議
論
は
尽

く
さ
れ
て
い
な
い
が）

（（
（

、
少
な
く
と
も
、
行
為
者
が
偽
っ
た
ま
た
は
秘
匿
し
た
事
実
の
取
引
上
の
重
要
性
、
反
対
意
見
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
偽
る
対
象
の

重
要
性
」
が
欺
罔
行
為
を
判
断
す
る
際
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
た
点
は
指
摘
で
き
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
・
決
定
や
近
時
の

そ
の
他
の
最
高
裁
判
例
に
は
共
通
性
が
み
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
小
貫
裁
判
官
の
反
対
意
見
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
第
三
者
譲
渡
の
意
思
を
秘
し
て
搭
乗
券
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の
交
付
を
申
請
し
た
事
案
（
い
わ
ゆ
る
搭
乗
券
事
例
）
で
は
、
最
高
裁
は
、
搭
乗
券
の
交
付
に
厳
重
な
本
人
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
「
当
該
乗
客
以

外
の
者
を
航
空
機
に
搭
乗
さ
せ
な
い
こ
と
が
本
件
航
空
会
社
の
航
空
運
送
事
業
の
経
営
上
重
要
」
な
た
め
で
あ
る
か
ら
、
申
込
者
自
身
が
搭
乗
す
る
か
ど

う
か
は
「
本
件
係
員
ら
に
お
い
て
そ
の
交
付
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
項
」
で
あ
る
と
し
て
欺
罔
行
為
を
肯
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
誤
っ
た
振
込

み
を
受
け
た
被
告
人
が
そ
の
情
を
秘
し
て
預
金
の
払
戻
を
う
け
た
事
案
（
い
わ
ゆ
る
誤
振
込
事
例
）
で
も
、
最
高
裁
は
、「
払
戻
請
求
を
受
け
た
預
金
が

誤
っ
た
振
込
み
に
よ
る
も
の
か
否
か
は
、
直
ち
に
そ
の
支
払
に
応
ず
る
か
否
か
を
決
す
る
上
で
重
要
な
事
項
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
告
知
義
務
が
肯
定

さ
れ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。
前
述
の
よ
う
に
今
回
の
肯
定
決
定
で
も
、
暴
力
団
で
あ
る
か
否
か
が
重
要
な
事
実
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
の
よ

う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、「
偽
る
対
象
の
重
要
性
」
は
肯
定
さ
れ
る
か
。
こ
の
点
、
反
対
意
見
に
よ
れ
ば
、
暴
力
団
員
に
よ
る
施
設
利
用
は
、「
営
業

上
無
視
で
き
な
い
事
項
」
で
あ
る
と
は
い
え
る
が
、「
暴
力
団
排
除
が
法
的
義
務
と
は
さ
れ
て
な
い
ゴ
ル
フ
場
に
お
い
て
は
、
…
…
［
中
略
］
直
ち
に
欺
く

行
為
に
必
要
と
さ
れ
る
重
要
事
項
に
当
た
る
と
は
い
え
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
害
者
が
暴
力
団
排
除
の
措
置
を
ど
の
程
度
講
じ
て
い
る
か
に

よ
っ
て
、
処
分
行
為
の
判
断
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
の
重
要
性
を
個
別
に
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
欺
罔
行
為
の
対
象
を
重
視
し
て
詐
欺
罪
の
成
否
を
検
討
す
る
傾
向
は
、
わ
が
国
の
学
説
の
な
か
に
も
み
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
法
益
関
係
的
錯

誤
説
が
そ
の
代
表
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。
同
説
か
ら
は
、
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
重
要
な

錯
誤
が
相
手
方
に
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
被
害
者
が
当
該
財
産
を
用
い
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
を
対
象
と
し
た
虚
偽
だ
け
が
、
詐
欺

罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、こ
こ
で
詐
欺
罪
が
財
産
犯
で
あ
る
こ
と
か
ら
、そ
こ
で
保
護
さ
れ
る
目
的
も
無
制
限
で
は
な
く
、

た
と
え
ば
、
当
該
取
引
の
目
的
に
含
ま
れ
た
付
随
的
目
的
は
排
除
さ
れ
る
と
か
、「
社
会
的
に
重
要
な
目
的
）
（（
（

」、
あ
る
い
は
、
よ
り
限
定
的
に
「
客
観
化
可

能
で
具
体
的
給
付
に
内
在
し
、
か
つ
経
済
的
に
重
要
な
目
的
）
（（
（

」
に
限
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。

他
方
、
財
物
や
財
産
的
利
益
の
喪
失
そ
れ
自
体
に
財
産
的
損
害
を
肯
定
す
る
形
式
的
個
別
財
産
説
か
ら
も
、
財
産
処
分
の
自
由
を
詐
欺
罪
の
保
護
法
益

に
含
め
た
う
え
で
、「
当
事
者
間
で
明
示
さ
れ
あ
る
い
は
共
通
の
認
識
に
な
っ
て
い
た
」
目
的
に
虚
偽
が
あ
っ
た
場
合
に
限
っ
て
欺
罔
行
為
を
認
め
る
と
の

見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
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偽
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こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
が
偽
っ
た
ま
た
は
秘
匿
し
た
対
象
に
重
点
を
置
い
て
、
欺
罔
行
為
の
存
否
を
判
断
し
て
い
る
点
で
、
判
例
・
学
説
に
は
共
通
性

が
み
ら
れ
る
。

3　

財
産
的
損
害
に
つ
い
て

本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
暴
力
団
事
例
は
、
い
わ
ば
暴
力
団
排
除
と
い
う
社
会
政
策
的
な
目
的
が
詐
欺
罪
の
処
罰
範
囲
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る

類
型
と
も
い
え
、
そ
の
点
で
は
、
講
壇
事
例
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
未
成
年
者
事
例
と
共
通
の
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
、
未
成
年
者
に
販
売

が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
商
品
を
未
成
年
者
が
成
年
で
あ
る
と
偽
っ
て
、
あ
る
い
は
未
成
年
者
で
あ
る
と
の
事
実
を
秘
し
て
購
入
し
た
事
例
に
お
い
て
は
、
学

説
上
、
販
売
店
側
に
財
産
的
損
害
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
詐
欺
罪
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

財
産
的
損
害
に
関
す
る
言
及
自
体
は
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
・
決
定
に
は
み
ら
れ
な
い
が
、
財
産
的
損
害
を
そ
の
基
本
的
理
解
に
従
っ
て
被
害
者
の
経

済
状
態
の
直
接
的
な
悪
化
と
し
て
理
解
し
た
場
合
、
こ
こ
で
こ
の
要
素
を
肯
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
諸
事

案
に
お
い
て
は
、
被
告
人
ら
に
よ
っ
て
利
用
料
が
適
切
に
支
払
わ
れ
て
お
り
、
口
座
開
設
に
か
か
る
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
口
座
開
設
に
対
す
る

金
銭
的
な
意
味
で
の
反
対
給
付
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
こ
で
は
被
害
者
の
経
済
状
態
に
直
接
的
な
悪
化
は
み
ら
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、

支
払
い
の
事
実
が
詐
欺
罪
に
い
う
財
産
的
損
害
を
つ
ね
に
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
犯
意
先
行
型
の
無
銭
飲
食
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
支
払
い
意
思

や
能
力
が
行
為
当
時
に
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
の
ち
に
支
払
い
の
事
実
が
あ
っ
た
と
し
て
も
財
産
的
損
害
は
、
理
論
上
、
肯
定
さ
れ
う
る
。
そ
の

場
合
に
は
、
契
約
締
結
時
（
無
銭
飲
食
で
は
遅
く
と
も
店
側
の
処
分
行
為
時
）
に
す
で
に
、
被
害
者
に
経
済
的
な
意
味
で
の
損
失
が
看
取
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
事
案
で
は
、
被
告
人
ら
の
支
払
い
能
力
や
意
思
に
つ
い
て
の
認
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の

事
情
を
基
に
財
産
的
損
害
の
肯
否
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
は
い
え
、財
産
的
損
害
の
判
断
に
は
、必
ず
し
も
金
銭
的
な
価
値
の
み
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。た
と
え
ば
、実
質
的
個
別
財
産
説
か
ら
も
、

財
産
的
損
害
の
存
否
に
お
い
て
比
較
さ
れ
る
べ
き
は
、「
被
欺
罔
者
が
当
該
取
引
に
お
い
て
『
獲
得
し
よ
う
と
し
た
も
の
』
と
『
給
付
し
た
も
の
』
で
な
け



二
七
八

れ
ば
な
ら
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
し）

（（
（

、
全
体
財
産
説
か
ら
も
「
財
産
的
損
害
の
有
無
は
、
被
害
者
が
提
供
し
た
財
産
だ
け
で
な
く
、
被
害
者
に
提
供

さ
れ
た
財
産
、
そ
し
て
、
被
害
者
の
主
観
も
考
慮
し
た
上
で
、
判
断
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
つ
ま
り
、
財
産
的
損
害
の
存
否
を
判
断
す
る
際
に
被
欺
罔

者
が
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
が
考
慮
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、た
と
え
ば
被
欺
罔
者
の
行
っ
た
交
付
・
処
分
行
為
の
「
社
会
的
な
意
味
」
で
あ
っ

た
り）

（（
（

、
錯
誤
に
基
づ
い
て
行
っ
た
処
分
行
為
か
ら
生
じ
る
副
次
的
な
経
済
損
失
の
リ
ス
ク
な
ど
も
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け
う
る
事
情
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る）

（（
（

。

た
だ
し
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
財
産
的
損
害
の
判
断
材
料
は
、
前
述
し
た
欺
罔
行
為
の
判
断
に
お
け
る
「
取
引
上
の
事
実
の
重
要
性
」
を
基
礎
づ
け
る

事
情
と
も
い
え
、実
際
に
は
欺
罔
行
為
、財
産
的
損
害
の
判
断
は
か
な
り
の
部
分
で
重
複
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。
と
す
れ
ば
、今
回
の
最
高
裁
判
決
・

決
定
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
「
重
要
な
事
実
」
と
い
え
る
か
否
か
を
、
欺
罔
行
為
、
財
産
的
損
害
の
い
ず
れ
で
考
慮
す
る
か
は
、
各
論
者
が
採
用
す
る
説
に

左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
も
い
え
る
。

4　

小　
　
　

括

こ
こ
ま
で
、
今
回
の
最
高
裁
判
決
・
決
定
に
つ
い
て
、
従
来
の
判
例
や
学
説
に
照
ら
し
て
分
析
し
て
き
た
。
最
高
裁
に
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
は
、
行

為
者
が
偽
っ
た
又
は
秘
匿
し
た
事
実
が
処
分
権
者
に
よ
る
交
付
・
処
分
行
為
に
と
っ
て
重
要
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
判
断
構
造
は
、

下
級
審
も
含
め
た
従
前
の
判
例
や
学
説
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
判
断
構
造
が
新
し
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
あ

る
い
は
そ
の
判
断
構
造
を
支
持
し
う
る
に
し
て
も
、
そ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
素
材
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
も
問
題
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
判
例
に

い
う
「
取
引
上
重
要
な
事
実
」
を
基
準
に
し
た
場
合
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
と
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
と
の
区
別
は
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
き
に
挙

げ
た
よ
う
に
、
誤
振
込
事
例
に
お
い
て
も
最
高
裁
は
、
誤
振
込
み
の
事
実
が
「
重
要
な
事
実
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
告
知
義
務
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
点
で
、作
為
に
よ
る
欺
罔
と
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
と
の
判
断
基
準
は
区
別
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
の
疑
問
が
生
じ
る
。
と
す
れ
ば
、
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自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

そ
の
よ
う
な
区
別
の
相
対
化
は
適
切
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
い
ま
だ
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
と
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
が
判
例
に
お
い
て
区
別
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
否
定
判
決
で
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
否
定
さ
れ
て
も
、
な
お
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

く
わ
え
て
、
学
説
内
部
で
つ
ね
に
議
論
の
的
と
な
る
財
産
的
損
害
に
対
す
る
最
高
裁
の
態
度
も
問
題
と
な
ろ
う
。
最
高
裁
が
こ
の
点
に
明
示
的
に
言
及

し
て
い
な
い
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
欺
罔
行
為
と
の
判
断
と
の
重
な
り
合
い
を
最
高
裁
も
認
め
て
お
り
、
す
で
に
欺
罔
行
為
に
対
す
る
結
論
が
財

産
的
損
害
に
対
す
る
結
論
を
導
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
か
。
あ
る
い
は
、
欺
罔
行
為
と
財
産
的
損
害
の
判
断
は
別
個
の
判
断
で
は
あ
る
が
、
暴
力
団
事
例

で
財
産
的
損
害
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
検
討
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
示
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
も
そ
も
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
の

に
財
産
的
損
害
は
必
要
な
要
件
で
は
な
い
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
も
、
暴
力
団
事
例
に

お
け
る
財
産
的
損
害
の
肯
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
を
考
察
す
る
前
に
、
ひ
と
ま
ず
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
に
目
を
向
け
る
こ
と
と
す
る
。
と
く
に
財
産
的
損
害
、
そ
し
て
告
知
義
務
の
問
題

に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
は
、
暴
力
団
事
例
を
考
え
る
う
え
で
示
唆
に
富
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

Ⅲ　

ド
イ
ツ
に
お
け
る
雇
用
詐
欺

ド
イ
ツ
で
は
、
行
為
者
が
自
身
の
身
分
・
経
歴
を
偽
っ
た
場
合
に
詐
欺
罪
が
問
題
と
な
る
類
型
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
雇
用
詐
欺
（A

nstellungsbetrug

）

が
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
雇
用
者
と
の
あ
い
だ
に
労
働
契
約
を
結
ぶ
際
に
、
必
要
と
さ
れ
て
い
た
資
格
や
学
歴
を
有
し
て
い
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
有
し
て
い
る
と
虚
偽
を
述
べ
た
り
、
あ
る
い
は
過
去
の
犯
罪
歴
等
を
秘
匿
し
て
い
た
場
合
に
、
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る
か
が
議
論
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
雇
用
詐
欺
は
、
い
わ
ゆ
る
締
結
詐
欺
の
一
類
型
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り）

（（
（

、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
と
く
に
財
産
的
損
害
と
の
関
連
で
議
論

さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
に
い
う
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
財
産
的
損
害
が
明
文
上
の
要
件
と
さ
れ
て
い
る
が
、
詐
欺
既
遂

が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
処
分
権
者
に
よ
る
財
産
処
分
行
為
の
前
後
に
お
い
て
被
害
者
の
財
産
状
態
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
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こ
ろ
（
い
わ
ゆ
る
、
全
体
清
算
の
原
則
（Gesam

tsaldierungsprinzip

））、
雇
用
詐
欺
の
類
型
に
お
い
て
は
、
被
雇
用
者
で
あ
る
行
為
者
は
反
対
給
付

と
し
て
の
労
働
を
雇
用
者
に
対
し
て
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
、
雇
用
者
が
当
該
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
は
行
為
者
を
採
用
し
な
か
っ
た
と
い

え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
行
為
者
に
よ
る
労
働
給
付
の
価
値
と
雇
用
者
に
よ
る
報
酬
の
価
値
と
の
あ
い
だ
に
、
経
済
的
な
意
味
で
の
隔
た
り
は
存
在
し
て

お
ら
ず
、
財
産
的
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
に
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
上
、
雇
用
詐
欺
の
事
案
に
お
い
て
、
被
雇
用
者
が
そ
の
労
働
給
付
を
適
切
に
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

財
産
的
損
害
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
詐
欺
既
遂
が
肯
定
さ
れ
う
る
こ
と
は
一
定
程
度
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
財
産
的
損
害
の
根
拠
づ
け
に
関
す
る
議

論
は
、
暴
力
団
事
例
に
お
け
る
財
産
的
損
害
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
一
定
の
視
座
を
与
え
う
る
。
本
章
で
は
、
雇
用
詐
欺
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判

例
・
学
説
の
議
論
の
推
移
を
概
観
し
（
1
）、そ
の
後
、学
説
上
も
強
い
関
心
の
寄
せ
ら
れ
た
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
（
2
）
と
、比
較
的
近
時
、

こ
の
類
型
が
実
務
で
争
わ
れ
たO

LG

（O
berlandesgericht

） Saarbrücken

の
二
重
司
法
修
習
事
例
を
詳
細
に
み
て
い
く
こ
と
と
す
る（
3
）。
そ
し
て
、

こ
こ
で
の
財
産
的
損
害
の
議
論
は
後
述
す
る
よ
う
に
欺
罔
行
為
の
内
容
に
も
関
連
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

1　

判
例
・
学
説
の
基
本
的
な
推
移

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
雇
用
詐
欺
の
議
論
は
比
較
的
長
い
歴
史
を
持
ち
、
古
く
は
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（
Ｒ
Ｇ
）
の
判
例
に
さ
か
の
ぼ
る）

（（
（

。
前
述
の
よ
う
に
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
財
産
的
損
害
は
全
体
清
算
の
原
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
、
こ
の
原
則
を
雇
用
詐
欺
に
あ
て
は
め
る
と
、
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
た

め
に
は
、
雇
用
主
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
の
価
値
が
、
被
雇
用
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
労
働
給
付
の
価
値
と
比
較
し
て
、
均
衡
し
て
い
る
と
は
い

え
な
い
こ
と
が
必
要
と
な
る）

（（
（

。
こ
の
価
値
の
衡
量
に
際
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
労
働
契
約
上
前
提
と
さ
れ
て
い
た
専
門
的
な
業
務
を
被
雇
用
者
が
そ
の
専

門
性
に
即
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
契
約
上
必
要
と
さ
れ
る
専
門
教
育
や
経
歴
が
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
労
働
契
約
の
締
結
時
に
そ
の
存
在
に
つ
い
て
欺
罔
し
て
い
た
場
合
、
た
と
え
、
そ
の
後
に
被
雇
用
者
が
専
門
的
に
み
て
問
題
な
く
業
務
を
遂
行

し
て
い
た
と
し
て
も
、
契
約
締
結
時
に
す
で
に
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
う
る）

（（
（

。
こ
こ
で
は
、
当
該
報
酬
の
程
度
は
、
特
定
の
専
門
教
育
や
経
歴
の
存
否
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自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
の
労
働
給
付
が
適
切
に
行
わ
れ
た
か
否
か
は
、
損
害
発
生
後
の
損
害
の
埋
め
合
わ
せ
と
し
て
評
価
さ

れ
る
に
す
ぎ
ず
、
す
で
に
生
じ
た
損
害
結
果
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

Ｒ
Ｇ
は
、
当
初
、
こ
の
原
則
を
雇
用
契
約
全
般
に
適
用
し
て
財
産
的
損
害
の
存
否
を
判
断
し
て
い
た
が）

（（
（

、
そ
の
後
、
公
務
員
の
雇
用
関
係
に
は
特
殊
な

考
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
公
務
員
の
雇
用
関
係
に
お
い
て
は
、「
公
務
員
が
自
身
の
全
人
格
を
［
そ
の
公
務
へ
と
：
筆
者

補
足
］
捧
げ
、
採
用
官
庁
は
そ
れ
に
対
し
て
公
職
法
上
の
配
慮
（Fürsorge

）
を
払
う
と
い
う
信
頼
関
係
が
継
続
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
が
前
提

と
さ
れ
る）

（（
（

。
さ
ら
に
は
、「
公
務
員
と
し
て
の
適
格
性
（T

auglichkeit

）
は
、
そ
の
者
の
［
労
働
：
筆
者
補
足
］
給
付
の
み
な
ら
ず
、
本
質
的
に
は
そ
の

人
格
に
も
左
右
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
当
該
公
務
員
が
そ
の
専
門
性
に
鑑
み
て
問
題
な
く
勤
務
し
て
い
る
と
し
て
も
、
国
家
業
務
に
と
っ
て

不
適
格
だ
と
思
わ
れ
る
経
歴
等
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
は
自
身
に
与
え
ら
れ
た
雇
用
関
係
上
の
「
配
慮
」
を
受
け
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う）

（（
（

。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
国
家
は
、「
犯
罪
や
不
名
誉
な
違
反
行
為
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
者
ま
た
は
道
徳
的
に
欠
点
の
あ
る
者
、
重
大
な
業
務
違
反
に
よ
っ

て
か
つ
て
の
公
職
か
ら
追
放
さ
れ
た
者
を
、
公
的
な
役
人
と
し
て
は
」
ま
っ
た
く
必
要
と
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
公
務
員
を
「
当
該
採
用

関
係
の
目
的
か
ら
し
て
は
な
は
だ
不
適
格
で
、
価
値
の
な
い
」
者
と
捉
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
の
財
産
的
損
害
は
、
国
家

自
身
が
当
該
公
務
員
に
行
っ
た
「
配
慮
」
に
対
し
て
、
そ
れ
に
見
合
う
公
職
適
格
者
と
い
う
反
対
価
値
を
国
家
が
受
け
て
い
な
い
点
に
認
め
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
公
務
員
の
雇
用
関
係
に
お
け
る
特
殊
考
慮
は
、
そ
の
後
も
判
例
で
支
持
さ
れ
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
時
代
に
入
っ
て
も
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た）

（（
（

。

た
だ
し
、
公
務
員
と
し
て
の
不
適
格
性
が
肯
定
さ
れ
る
に
は
、
採
用
官
庁
が
当
該
役
職
に
と
っ
て
不
適
切
と
考
え
る
属
性
の
み
で
は
い
ま
だ
不
充
分
で
あ
っ

て
、
当
該
者
の
雇
用
が
法
的
に
み
て
許
容
さ
れ
え
な
い
と
い
え
る
だ
け
の
深
刻
な
「
欠
陥
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
限
定
が
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
っ
て
な
さ

れ
て
い
る）

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
間
の
雇
用
契
約
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
さ
き
に
挙
げ
た
原
則
的
基
準
、
す
な
わ
ち
、
雇
用
者
に
よ
る
報
酬
と
被
雇
用
者
に
よ

る
労
働
給
付
と
の
価
値
的
な
比
較
衡
量
が
維
持
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
た
だ
し
、
た
と
え
ば
財
産
管
理
と
い
っ
た
特
別
に
信
頼
が
求
め
ら
れ
る
ポ
ス
ト
へ
の
採
用
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が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
慎
重
な
考
慮
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
ス
ト
に
あ
っ
て
は
、「
背
任
や
横
領
と
い
っ
た
被
告
人
の
複
数
の
前

科
が
、
財
産
犯
罪
に
対
す
る
被
告
人
の
強
い
関
心
を
推
論
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
こ
の
前
科
が
、
…
…
［
中
略
］
被
告
人
が
機
を
み
て
［
被
害

者
の
：
筆
者
補
足
］
財
産
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
恒
常
的
な
危
険
を
示
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う）

（（
（

。
あ
る
い
は
、

支
配
的
見
解
か
ら
は
、「
当
該
業
務
活
動
に
対
し
て
、
特
別
な
信
頼
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
よ
り
高
い
報
酬
が
約
束
さ
れ
て
お
り
、
被

雇
用
者
が
こ
の
必
要
な
条
件
を
充
足
し
て
い
な
い
場
合
」
に
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
は
、「
高
い
報
酬
・
賃
金
グ
ル
ー
プ
へ
の
格
付

け
に
必
要
と
さ
れ
る
、
年
齢
、
家
族
状
況
、
勤
務
歴
と
い
っ
た
条
件
が
存
在
し
な
い
場
合
」
に
も
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
民
間
の

雇
用
契
約
で
は
、
公
務
員
の
雇
用
契
約
と
比
べ
て
、
よ
り
経
済
的
な
側
面
が
依
然
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

2　

Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例

一
九
五
〇
年
代
に
雇
用
詐
欺
に
つ
い
て
の
判
例
理
論
が
固
ま
る
こ
と
で
、
そ
の
後
、
た
し
か
に
判
例
理
論
に
対
す
る
学
説
か
ら
の
い
く
つ
か
の
批
判
は

あ
っ
た
も
の
の）

（（
（

、
こ
の
論
点
が
議
論
に
上
る
こ
と
は
ま
れ
と
な
っ
た
。
こ
の
沈
黙
が
破
ら
れ
た
の
は
、
東
西
ド
イ
ツ
が
再
統
一
し
た
の
ち
で
あ
っ
て
、
ま

さ
に
当
時
の
ド
イ
ツ
の
混
乱
期
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
興
味
深
い
事
例
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。

本
事
案
は
、
被
告
人
が
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
（
い
わ
ゆ
る
旧
東
ド
イ
ツ
。
以
下
、
Ｄ
Ｄ
Ｒ
と
略
称
す
る
）
の
国
家
公
安
省
（M

inisterium
 für 

Staatssicherheit : 

以
下
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
と
略
称
す
る
）
に
て
非
公
式
の
活
動
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
再
統
一
後
に
、
ベ
ル
リ
ン
警
察
に
採
用
さ

れ
る
に
際
し
て
、
か
つ
て
の
自
身
の
Ｍ
ｆ
Ｓ
で
の
活
動
に
つ
い
て
虚
偽
の
申
告
を
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ
れ
に
つ
い
て
、
第
一
審
で
あ
るA

G

（A
m

tsgericht

）T
iergarten in Berlin

、控
訴
審
のLG

（Landesgericht
） Berlin

は
、と
も
に
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
否
定
し
た
が
、こ
れ
に
対
し
て
、

検
察
官
が
さ
ら
に
Ｋ
Ｇ
（K

am
m

ergericht

：
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
最
上
級
裁
判
所
）
に
上
告
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｋ
Ｇ
は
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
て
、

こ
の
上
告
を
根
拠
の
な
い
も
の
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
Ｋ
Ｇ
に
よ
れ
ば
、
た
し
か
に
、
従
前
の
判
例
に
従
っ
た
場
合
、
本
件
で
も
詐
欺
既
遂
罪
は
肯

定
さ
れ
う
る
が
、
そ
れ
ら
の
判
例
に
お
け
る
諸
原
則
は
す
で
に
時
代
に
適
合
し
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
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自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

る
）
（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ｋ
Ｇ
は
Ｇ
Ｖ
Ｇ
一
二
一
条
二
項
に
従
っ
て）

（（
（

、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
対
し
て
、「
公
務
員
の
採
用
に
応
募
し
た
者
が
、
経
歴
上
の
条
件
を
充
足
し
て

お
ら
ず
、
し
か
し
な
が
ら
、
公
務
員
と
し
て
の
採
用
後
に
専
門
的
に
問
題
な
く
［
労
働
：
筆
者
補
足
］
給
付
を
提
供
し
て
い
た
場
合
で
、
そ
の
採
用
時
に

Ｄ
Ｄ
Ｒ
の
Ｍ
ｆ
Ｓ
と
し
て
の
自
身
の
活
動
の
性
質
と
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
当
該
官
庁
を
欺
罔
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
特
徴
的
・
道
徳
的
な
欠
陥
に
つ
い
て
欺

罔
し
、
こ
れ
を
知
っ
た
な
ら
ば
採
用
官
庁
は
そ
の
者
を
採
用
し
え
な
か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
、
財
産
的
損
害
は
肯
定
さ
れ
る
の
か
」
と
の
法
的
問
題
を

提
示
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
本
件
事
案
で
財
産
的
損
害
は
肯
定
さ
れ
う
る
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
そ
の
理
由
を
示
し
た
。

ま
ず
、
雇
用
詐
欺
で
は
、
財
産
的
損
害
は
「
契
約
上
基
礎
と
な
る
相
互
の
請
求
権
の
価
値
を
比
較
す
る
こ
と
」
か
ら
算
定
さ
れ
、
具
体
的
に
は
「
欺
罔

者
か
ら
の
［
労
働
：
筆
者
補
足
］
給
付
に
対
す
る
請
求
権
の
価
値
（
当
該
事
例
で
は
、
被
告
人
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
べ
き
公
務
執
行
）
が
被
欺
罔
者
か

ら
の
反
対
給
付
に
対
す
る
債
務
の
価
値
（
当
該
事
例
で
は
、
本
質
的
に
は
、
官
庁
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
て
い
る
報
酬
の
価
値
）
に
劣
後
し
て
い
る
場
合
」

に
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、「
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
、
損
害
に
等
し
い
と
い
え
る
だ
け
の
危
殆
化
損
害
が

問
題
と
な
っ
て
い
る
」。

そ
し
て
、過
去
の
公
職
の
不
正
入
手
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
を
分
析
す
る
な
ら
ば
、こ
れ
ら
は
大
き
く
「
専
門
的
な
適
性
」
が
欠
け
て
い
る
場
合
と
、「
人

的
な
適
性
」
が
欠
け
て
い
る
場
合
の
二
つ
に
分
類
さ
れ
、
本
件
事
案
は
、
後
者
の
「
人
的
な
適
性
」
が
欠
如
し
て
い
る
類
型
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
Ｂ
Ｇ

Ｈ
第
五
刑
事
部
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
の
な
か
で
こ
の
類
型
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
は
、
前
科
の
秘
匿
や
学
位
の
詐
称
、
あ
る

い
は
特
別
な
信
頼
を
保
証
す
る
よ
う
な
経
歴
を
見
せ
か
け
た
場
合
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る）

（（
（

。
こ
の
類
型
で
は
、
行
為
者
が
被
雇
用
者
と
し
て
専
門
的
に
な
ん

ら
問
題
の
な
い
労
働
給
付
を
提
供
し
て
い
た
と
し
て
も
、
財
産
的
損
害
が
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
た
し
か
に
、
公
職
の
不
正
入
手
に

つ
い
て
判
断
を
下
し
た
近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
は
な
い
も
の
の
、「
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
自
身
の
判
例
を
そ
の
後
、
変
更
し
た
こ
と
も
、
放
棄
し
た
こ
と
も
な
い
」

の
で
あ
っ
て
、
い
ま
だ
維
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と）

（（
（

。

こ
れ
ら
の
諸
原
則
に
鑑
み
て
本
事
案
を
判
断
す
る
に
、
ま
ず
も
っ
て
「
当
該
公
務
員
が
、
自
身
の
採
用
に
法
的
に
障
害
と
な
る
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
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欺
罔
を
し
て
い
る
こ
と
」
が
危
殆
化
損
害
を
肯
定
す
る
前
提
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
当
該
官
庁
に
認
め
ら
れ
て
い
る
決
定
裁
量
が
他
の
選
択
肢
を
許
容
し

な
い
ほ
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と（Erm

essensreduzierung auf N
ull

）を
理
由
に
、採
用
官
庁
が
当
該
公
務
員
を
雇
用
し
て
は
な
ら
な
い
場
合
に
は
、

当
該
官
庁
に
は
つ
ね
に
経
済
的

0

0

0

な
財
産
的
損
害
が
生
じ
て
い
る
［
傍
点
筆
者
］」
こ
と
に
な
る
が）

（（
（

、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
「
法
律
な
い
し
行
政
規

定
に
鑑
み
て
当
該
公
務
員
に
人
的
な
適
性
が
欠
け
て
い
る
」
場
合
に
は
、「
当
該
官
庁
に
認
め
ら
れ
て
い
る
決
定
裁
量
が
他
の
選
択
肢
を
許
容
し
な
い
ほ
ど

に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
と
い
え
る
。「
人
的
な
信
頼
性
の
欠
如
が
、
そ
の
外
観
か
ら
し
て
、
公
務
執
行
─
─
公
務
員
の
業
務
執
行
の
質
─
─
に
悪
し
き
影
響

を
及
ぼ
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
採
用
の
障
害
を
基
礎
づ
け
る
場
合
」
に
は
、
危
殆
化
損
害
が
つ
ね
に
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
雇
用
契

約
締
結
時
に
被
雇
用
者
か
ら
約
束
さ
れ
た
労
働
給
付
の
提
供
は
、「
経
済
的
な
観
察

0

0

0

0

0

0

に
従
っ
て
も
、
客
観
的
に
、
官
庁
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
反
対
給
付
と

等
価
で
は
な
い
［
傍
点
筆
者
］」
と
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
判
示
し
た
。

さ
ら
に
、
本
決
定
で
は
、
民
間
企
業
で
の
雇
用
詐
欺
と
の
判
断
構
造
の
共
通
性
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
採
用
官
庁
の

財
産
減
少
は
、
も
っ
ぱ
ら
「
応
募
者
そ
の
人
の
内
面
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
（
内
在
的
な
）
性
質
に
お
い
て
の
み
根
拠
づ
け
ら
れ
る
」
わ
け
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
被
雇
用
者
に
よ
る
「
な
ん
ら
問
題
の
な
い
公
務
執
行
も
、
そ
し
て
と
く
に
そ
れ
こ
そ
が
─
─
民
間
の
雇
用
業
務
関
係
の
場
合
と
同
様
に
─
─
財
産

価
値
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
客
観
的
・
経
済
的

0

0

0

な
基
準
に
よ
っ
て
決
定
［
傍
点
筆
者
］」
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
応
募
者
が
人
的
な
信
頼

性
を
有
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
た
［
労
働
：
筆
者
補
足
］
給
付
の
価
値
は
、
契
約
義
務
の
客
観
的
・
事
実
的
価
値
に
依
然

と
し
て
劣
後
し
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

と
く
に
、
法
の
執
行
を
担
う
警
察
官
に
お
い
て
は
、「
そ
の
職
務
と
関
連
の
な
い
事
柄
に
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
独
立
性
の
保

障
は
、
雇
用
契
約
の
基
礎
と
な
る
事
情
で
あ
っ
て
、「
当
該
公
務
員
が
人
的
に
も
信
頼
で
き
る
場
合
に
限
っ
て
」
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、「
人
的
な
信
頼
性
は
当
該
公
務
員
の
約
束
さ
れ
た
［
労
働
：
筆
者
補
足
］
給
付
の
経
済
的
価
値

0

0

0

0

0

を
評
価
す
る
た
め
の
重
要
な
客
観
的
要
素
で
も
［
傍
点

筆
者
］」
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
か
り
に
、
そ
れ
以
外
の
点
で
は
、「
専
門
的
な
適
性
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
「
責
任
の
範
囲

で
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
で
は
あ
る
」
が
、「
─
─
契
約
締
結
当
時
に
存
在
し
た
─
─
財
産
危
殆
化
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う）

（（
（

。
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自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

以
上
の
検
討
か
ら
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
、「
本
件
で
は
、
─
─
Ｋ
Ｇ
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
公
務
員
法
上
の
採
用
禁
止
を
基
礎
と
す
る
と
─
─
損
害

に
等
し
い
財
産
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
た）

（（
（

。

こ
の
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
、
財
産
的
損
害
の
根
拠
づ
け
を
従
来
の
公
職
の
不
正
入
手
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
と
比
べ
て
、

よ
り
経
済
的
な
関
連
の
な
か
で
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
従
前
の
判
例
が
公
務
員
に
求
め
ら
れ
る
「
信
頼
性
」
や
「
人
的
な
適
性
」
が
欠

如
し
て
い
る
場
合
に
は
、
採
用
官
庁
に
よ
る
「
配
慮
」
を
受
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
点
に
財
産
的
損
害
の
論
拠
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｂ

Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
、
具
体
的
な
危
殆
化
損
害
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
で
、
従
来
の
判
例
の
理
論
を
経
済
的
な
意
味
で
把
握
し
な
お
そ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
が
、
従
前
、
公
務
員
の
雇
用
契
約
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
扱
わ
れ
て
き
た
民
間
の
雇
用
契
約
と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
読
み
取
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
が
、
再
三
に
わ
た
っ
て
、「
人
的
な
適
性
」
ま
た
は
「
信
頼
性
」
を
、
当
該
公
務
員
に

よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
労
働
給
付
の
「
経
済
的

0

0

0

」
価
値
を
評
価
す
る
際
の
重
要
な
要
素
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
お
い
て
経
済
的
な
側
面
が
重

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

3　

二
重
司
法
修
習
事
例

以
上
、
確
認
し
た
よ
う
に
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
雇
用
詐
欺
に
お
け
る
財
産
的
損
害
を
具
体
的
な
危
殆
化
損
害
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
い

ま
一
度
、
本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
最
高
裁
の
判
断
に
立
ち
戻
れ
ば
、
そ
こ
で
の
関
心
事
は
財
産
的
損
害
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
最
高
裁

の
判
断
構
造
か
ら
す
れ
ば
、
欺
罔
行
為
の
判
断
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
て
い
た
。
さ
き
の
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
で
は
、
欺
罔
行
為
の
存
在
は
中
心

的
な
論
点
と
し
て
は
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
以
下
で
詳
述
す
る
二
重
司
法
修
習
事
例
でO

LG Saarbrücken

は
、
欺
罔
行
為
、
と
く
に
不
作
為
に
よ

る
欺
罔
に
つ
い
て
、
詐
欺
罪
の
財
産
犯
と
し
て
の
性
質
と
関
連
さ
せ
た
興
味
深
い
考
察
を
行
っ
て
い
る）

（（
（

。

本
件
事
案
は
、
大
要
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
ま
ずSaarland

州
で
、
司
法
修
習
（Referendariat

）
に
応
募
し
た
。
そ
の
際
、
被
告
人
は
、
自
身
が
す
で
に
他
の
州
で
司
法
修
習
生
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と
し
て
採
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
問
わ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
は
、
続
け
てH

essen

州
で
の
司
法
修
習
の
許
可
申
請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

の
応
募
の
際
に
、「
あ
な
た
は
す
で
に
他
の
州
で
司
法
修
習
の
許
可
を
受
け
、
ま
た
は
、
他
の
州
で
許
可
を
申
請
し
ま
し
た
か
？
」
と
の
質
問
に
対
し
て
、

「
は
い
」
と
回
答
し
た
。
被
告
人
は
、Saarland

・H
essen

両
州
で
そ
れ
ぞ
れ
司
法
修
習
が
許
可
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
第
二
次
国
家
試
験
の
受
験
回
数

を
増
や
す
目
的
、
さ
ら
に
両
州
で
の
司
法
修
習
に
対
す
る
住
居
手
当
や
移
動
手
当
を
二
重
に
得
る
目
的
で
、
両
州
で
修
習
を
行
う
こ
と
を
決
意
・
実
行
し

た
。Saarland
州
で
の
司
法
修
習
開
始
時
に
、
被
告
人
は
、
業
務
報
酬
に
関
す
る
申
請
用
紙
中
に
、
業
務
・
個
人
的
な
事
項
に
関
す
る
重
要
な
変
更
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
が
、Hessen

州
に
お
い
て
司
法
修
習
生
と
し
て
の
地
位
を
得
た
こ
と
をSaarland

州
に
対
し
て
申
告
し
な
か
っ

た
。
ま
た
、H

essen

州
で
は
、
個
人
デ
ー
タ
記
入
用
紙
の
「
職
業
訓
練
や
兵
役
／
民
事
役
、
正
規
雇
用
以
外
の
活
動
を
含
め
た
職
業
上
の
活
動
」
の
欄
に
、

Saarland

州
で
の
司
法
修
習
生
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
事
実
を
記
入
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
二
重
の
司
法
修
習
の
事
実
が
発
覚
し
た
た
め
に
、
被
告

人
はSaarland

州
で
の
司
法
修
習
を
取
り
下
げ
た
が
、H

essen

州
で
の
修
習
は
引
き
続
き
継
続
し
た
。

A
G Saarbrücken

はH
essen

州
で
の
被
告
人
の
行
為
に
は
欺
罔
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
訴
訟
対
象
をSaarland

州
で
の
事
実
に
限
定

し
た
う
え
で
、Saarland

州
で
の
行
為
に
つ
い
て
も
、
財
産
的
損
害
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
否
定
し
た）

（（
（

。A
G 

Saarbrücken

に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
対
す
る
生
活
扶
助
の
目
的
が
失
敗
し
た
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
財
産
的
損
害
が
生
じ
た
と
い
え
る
た
め
に
は
、

被
告
人
が
採
用
団
体
の
了
解
の
も
と
、
自
身
の
業
務
を
放
棄
し
た
場
合
で
あ
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
他
の
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
、
と
く

に
告
知
義
務
は
、
法
律
上
の
規
定）

（（
（

お
よ
び
被
告
人
がSaarland
州
で
の
修
習
開
始
時
に
渡
さ
れ
た
申
請
用
紙
に
基
づ
い
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、O

LG Saarbrücken

は
、
行
為
者
の
態
度
に
は
そ
も
そ
も
欺
罔
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
と
い
う
の
も
、
不
作
為
の
不

法
が
刑
罰
に
服
す
る
の
は
、行
為
者
が「
結
果
が
生
じ
な
い
こ
と
に
対
し
て
法
的
に
責
任
を
負
う
べ
き
」場
合
で
あ
っ
て
、つ
ま
り
は
、犯
罪
構
成
要
件
に
よ
っ

て
保
護
さ
れ
る
法
益
を
保
持
す
る
こ
と
が
行
為
者
に
義
務
づ
け
ら
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う）

（（
（

。
詐
欺
罪
に
よ
っ
て
「
保
護
さ
れ
る
法
益

と
は
個
人
の
財
産
で
あ
る
」
か
ら
、
本
件
事
案
で
い
え
ば
、
被
告
人
に
告
知
義
務
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、Saarland

州
の
財
産
の
保
護
に
対
し
て
答
責
的

で
あ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
い
う）

（（
（

。
す
な
わ
ち
、「
単
に
被
害
者
の
錯
誤
を
取
り
除
く
だ
け
の
告
知
義
務
は
、［
こ
の
詐
欺
罪
固
有
の
保
証
人
的
義
務
を
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七

自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

基
礎
づ
け
る
に
は
：
筆
者
補
足
］
不
充
分
」
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、O

LG Saarbrücken

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
た
法
律
上
の
告
知
義
務
は
い
ず
れ
も
、Saarland

州
の
財
産
保
護
と
関
連
し
た
義
務

と
は
い
え
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
、SaarlJA

G

二
二
条
四
項
二
号
の
規
定
は
、
副
業
を
行
う
際
に
は
事
前
に
許
可
を
得
る
こ
と
を
修
習
生
に
義
務
づ
け

て
い
る
が
、
こ
の
規
定
も
、「
国
庫
の
利
益
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
副
業
に
よ
っ
て
生
じ
る
業
務
上
の
利
益
（Belange

）
が
侵
害
さ

れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
る）

（（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
保
証
人
的
義
務
は
法
律
か
ら
の
み
生
じ
る
も
の
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
通
説
的

見
解
に
よ
れ
ば
、
契
約
や
事
実
上
の
引
受
け
、
ま
た
は
先
行
行
為
（Ingrenz

）
か
ら
も
生
じ
う
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、O

LG Saarbrücken

に
よ
れ
ば
、

こ
れ
ら
の
根
拠
か
ら
本
件
で
告
知
義
務
が
被
告
人
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、「
任
意
の
引
受
け
、
と
く
に
契
約
上
の
引
受
け
か
ら

生
ず
る
保
証
人
的
義
務
は
、
少
な
く
と
も
、
相
手
方
の
財
産
的
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
を
も
含
ん
だ
特
別
な
信
頼
関
係
を
前
提
と
す
る
」
が
、「
そ
の
よ
う

な
特
別
な
信
頼
関
係
は
、
た
と
え
ば
、
緊
密
な
人
的
関
係
が
存
在
し
て
い
る
場
合
や
、
特
別
な
助
言
義
務
、
と
く
に
財
産
に
関
連
す
る
助
言
義
務
が
存
在

す
る
場
合
」
に
肯
定
さ
れ
る
。
本
件
で
の
被
告
人
と
そ
の
修
習
を
受
け
入
れ
た
機
関
と
の
関
係
は
、「
最
初
か
ら
時
間
的
に
期
限
が
設
定
さ
れ
、
…
…
［
中

略
］
公
法
的
な
専
門
教
育
関
係
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
「
採
用
団
体
の
財
産
的
利
益
を
も
含
ん
だ
特
別
な
信
頼
関
係
は
想

定
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
行
行
為
に
つ
い
て
は
、
告
知
義
務
を
基
礎
づ
け
る
先
行
行
為
は
、「
客
観
的
に
義
務
に
反
す
る
説
明
」
を
前
提
と

す
る
の
で
あ
っ
て
、
本
件
で
は
「
被
告
人
は
修
習
許
可
の
申
込
時
に
、
不
適
切
な
い
し
不
完
全
な
申
し
出
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
義

務
に
反
し
た
先
行
行
為
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

以
上
の
理
由
か
ら
、O

LG Saarbrücken

に
お
い
て
も
、
二
重
司
法
修
習
事
例
で
詐
欺
罪
の
可
罰
性
は
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

4　

小　
　
　

括

以
上
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
行
為
者
が
自
身
の
身
分
・
経
歴
を
隠
匿
し
て
契
約
を
締
結
し
た
類
型
と
し
て
、
ド
イ
ツ
で
は
雇
用
詐
欺
が
問
題
と
さ

れ
て
い
た
。
こ
こ
ま
で
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
要
約
す
れ
ば
、
雇
用
詐
欺
の
類
型
で
財
産
的
損
害
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
原
則
的
に
被
雇
用
者
に
よ
っ
て
提
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供
さ
れ
る
労
働
給
付
が
雇
用
者
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
る
報
酬
に
価
値
的
に
合
致
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
外
は
、
特
定
の
資
格
や
身
分
、
そ
の
他
の

条
件
が
当
該
雇
用
契
約
に
お
い
て
報
酬
を
高
め
る
要
素
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
公
務
員
の
雇
用
契
約
の
場
合
に
は
、
こ
れ
に

加
え
て
、
当
該
人
物
の
「
人
的
適
性
」
が
経
済
的
な
要
素
と
し
て
「
具
体
的
な
危
殆
化
損
害
」
の
存
否
を
判
断
す
る
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
。
い

ず
れ
に
し
て
も
、
経
歴
・
身
分
を
秘
匿
し
た
場
合
の
財
産
的
損
害
を
肯
定
す
る
際
に
は
、
経
済
的
な
意
味
で
の
リ
ス
ク
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
危
殆
化
損
害
の
概
念
は
、
暴
力
団
事
例
に
お
け
る
財
産
的
損
害
を
検
討
す
る
に
重
要
な
視
点
と
な
ろ
う
。
さ
き
に
確
認
し
た
よ
う
に
（
Ⅱ
・

3
）、
暴
力
団
事
例
に
お
い
て
も
相
当
対
価
の
反
対
給
付
が
行
わ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
反
対
給
付
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
た
し
か
に

被
害
者
の
経
済
状
態
に
直
接
的
な
悪
化
は
み
ら
れ
な
い
も
の
の
、
い
ま
だ
顧
客
の
敬
遠
と
い
っ
た
副
次
的
な
経
済
的
リ
ス
ク
は
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
リ
ス
ク
が
危
殆
化
損
害
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

く
わ
え
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
で
は
、
詐
欺
罪
に
い
う
保
証
人
的
義
務
も
、
単
な
る
告
知
義
務
で
は
不
充
分
で
、
財
産
と
の
関
連
性
を
有
し
た
告
知
義
務

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
財
産
と
の
関
連
性
は
、
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
か
ら
の
要
請
で
あ
り
、
わ
が
国
で
も
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
は

ま
ず
も
っ
て
財
産
で
あ
る
と
の
主
張
が
有
力
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
暴
力
団
事
例
で
の
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
を
検
討
す
る
う
え
で
、
同
様

の
こ
と
が
妥
当
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
し
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
、
二
重
司
法
修
習
事
例
に
関
す
る
各
裁
判
所
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
学
説
内
部
で
も
批
判
的
な
検

討
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
批
判
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
取
引
上
の
重
要
な
事
実
」
の
議
論
に
も
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
章
で
は
、
そ
の
ド

イ
ツ
学
説
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
暴
力
団
事
例
で
の
詐
欺
罪
の
成
否
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ⅳ　

暴
力
団
事
例
に
お
け
る
財
産
的
損
害
と
欺
罔
行
為

こ
こ
ま
で
、
暴
力
団
事
例
に
関
す
る
近
時
の
最
高
裁
の
判
断
を
分
析
し
、
こ
れ
と
事
案
的
な
類
似
性
を
も
つ
ド
イ
ツ
の
雇
用
詐
欺
の
問
題
を
参
照
し
て
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き
た
が
、
い
ず
れ
の
事
案
類
型
に
お
い
て
も
、
判
断
を
分
け
て
い
た
の
は
、
財
産
的
損
害
の
捉
え
方
と
欺
罔
行
為
の
判
断
基
準
で
あ
っ
た
。
以
下
で
は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
う
が
、
考
察
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
財
産
的
損
害
の
問
題
に
言
及
し
た
後
に
、
欺
罔
行
為
を
検
討
し
た
い
。
体
系
的
な

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
欺
罔
行
為
か
ら
検
討
す
べ
き
も
の
と
も
思
わ
れ
る
が
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
損
害
を
な
ん
と
す
る
か
に
つ
い
て
の
態
度
決
定
は
、
行
為

の
内
容
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
順
序
で
の
検
討
と
し
た
。

1　

財
産
的
損
害

暴
力
団
事
例
と
雇
用
詐
欺
の
事
案
は
、
経
歴
・
身
分
に
つ
い
て
の
欺
罔
が
み
ら
れ
る
と
い
う
点
で
共
通
性
を
有
す
る
も
の
の
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
取
引
類
型
が
異
な
る
た
め
、
雇
用
詐
欺
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
事
情
を
基
礎
に
暴
力
団
事
例
で
の
検
討
を
行
う
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
雇
用

契
約
が
そ
の
性
質
上
、
雇
用
者
と
被
雇
用
者
と
の
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る
契
約
で
あ
っ
て
、
被
雇
用
者
の
人
格
を
比
較
的
に
考
慮
し
や
す
い
類
型
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
暴
力
団
事
例
は
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
人
格
は
直
接
的
に
は
契
約
の
本
質
に
影
響
を
与

え
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、
雇
用
詐
欺
に
お
け
る
財
産
的
損
害
の
問
題
は
、
暴
力
団
事
例
に
お
け
る
財
産
的

損
害
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
に
つ
い
て
、
一
定
の
示
唆
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑴　

危
殆
化
損
害
に
よ
る
根
拠
づ
け
の
可
能
性

ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
で
は
、
原
則
的
に
財
産
的
損
害
は
全
体
清
算
の
原
則
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
、
処
分
権
者
に
よ
る
処
分
行
為
の
前
後
に
お
い
て
被

害
者
に
財
産
状
態
の
悪
化
が
生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
暴
力
団
事
例
で
は
、
被
告
人
ら
に
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
さ
せ

る
こ
と
や
通
帳
等
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
件
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
ま
た
は
銀
行
に
直
接
的
な
金
銭
的
損
失
は
み
ら
れ
ず
、
こ
の
意
味
で
の
財
産
的
損

害
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
暴
力
団
と
の
関
係
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
信
頼
が
低
下
し
た
結
果
、
顧
客
の
敬
遠
を

招
く
こ
と
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
損
失
リ
ス
ク
が
ゴ
ル
フ
場
運
営
者
や
銀
行
に
生
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
う
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
は
、
危
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殆
化
損
害
と
し
て
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け
う
る
の
か
。

Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
は
、
公
務
員
と
し
て
の
人
的
な
適
性
が
経
済
的
な
意
味
で
の
リ
ス
ク
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
、
公
務
員
が
特
別
な
信
頼
を

要
求
さ
れ
る
地
位
に
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
人
的
な
適
性
が
経
済
的
な
意
味
で
の
リ
ス
ク
と
さ
れ
る
の
は
例
外
的
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
暴
力
団
事
例
で
の
危
殆
化
損
害
を
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
と
パ
ラ
レ
ル
に
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
。

く
わ
え
て
公
務
員
の
雇
用
関
係
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
特
殊
な
考
慮
を
働
か
せ
て
い
る
こ
と
に
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
学
説
か
ら
か
な
り
強
い
批
判
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、G

eppert

は
、
の
ち
の
公
務
の
執
行
に
悪
し
き
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
と
い
う
危
険
を
も
っ
て
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
、「
結

局
の
と
こ
ろ
、
財
産
保
護
と
い
う
よ
り
は
、
実
際
に
は
公
的
業
務
の
保
護
を
問
題
と
し
て
い
る
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
「
財
産
保
護
で

は
な
く
、
処
分
自
由
を
問
題
と
し
て
い
る
」
と
批
判
し
て
い
る）

（（
（

。
あ
る
い
は
、
他
の
批
判
に
よ
れ
ば
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
「
民
間
の
労
働
契
約
の

不
正
入
手
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
反
し
て
、
相
当
と
い
え
る
範
囲
を
逸
脱
し
て
、
具
体
的
な
財
産
危
殆
化
の
想
定
を
早
め
て
い
る
」
と
さ
れ
る）

（（
（

。

た
と
え
ば
、
財
産
犯
の
前
科
を
秘
匿
し
て
財
産
管
理
の
役
職
に
就
い
た
場
合
と
比
較
し
て
も
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
問
題
と
さ
れ
た
「
不
名
誉
な
警
察
官
は
財

産
犯
の
前
科
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、こ
の
警
察
官
が
不
誠
実
な
財
産
管
理
を
行
う
連
結
点
が
存
在
す
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
」
の
で
あ
っ
て
、「
考

慮
に
値
す
る
ほ
ど
の
国
家
の
財
産
的
価
値
を
処
分
す
る
可
能
性
は
、
ま
っ
た
く
存
在
し
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
財
産
危
殆

化
が
生
じ
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

さ
ら
に
は
、
前
科
を
秘
匿
し
た
場
合
で
す
ら
、
か
り
に
そ
の
前
科
が
財
産
犯
に
関
連
す
る
も
の
で
、
被
雇
用
者
が
そ
の
秘
匿
に
よ
っ
て
財
産
管
理
を
行

う
地
位
を
得
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
即
座
に
具
体
的
な
危
殆
化
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
過

去
の
犯
罪
的
経
歴
が
認
め
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
被
雇
用
者
が
将
来
的
に
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
か
に
つ
い
て
の
信
頼
す
る
に
足
る
予
想
は
、

通
常
は
い
ま
だ
許
さ
れ
て
は
い
な
い
」の
で
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、被
雇
用
者
に
業
務
上
託
さ
れ
た「
具
体
的
な
活
動
範
囲
に
鑑
み
て
、そ
の
よ
う
な［
財
産
：

筆
者
補
足
］
犯
罪
の
さ
ら
な
る
実
行
が
現
実
に
必
然
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
前
科
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
例
外
的
に
、
他
人
の
財
産
に
対
す

る
明
ら
か
な

0

0

0

0

危
険
が
、
そ
の
者
を
雇
用
し
た
時
点
で
、
認
め
ら
れ
う
る
［
傍
点
は
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
に
よ
る
強
調
］」
の
で
あ
る）

（（
（

。
と
す
れ
ば
、
過
去
に
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Ｍ
ｆ
Ｓ
の
活
動
に
従
事
し
て
い
た
事
実
は
、
そ
の
よ
う
な
財
産
上
の
リ
ス
ク
を
雇
用
者
に
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
に
は
い
た
ら
ず
、
こ
こ

で
財
産
的
損
害
を
具
体
的
な
財
産
危
殆
化
の
概
念
で
肯
定
す
る
こ
と
は
、「
損
害
の
擬
制
」
で
あ
っ
て
首
肯
し
が
た
い
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

と
す
れ
ば
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
暴
力
団
事
例
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
暴
力
団
員
に
よ
る
利
用
が
他
の
利
用
客
の
敬
遠
、
あ
る
い
は
暴
力
団

と
関
係
を
持
つ
こ
と
で
の
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
（
世
評
）
の
低
下
を
招
く
と
い
っ
た
事
情
か
ら
危
殆
化
損
害
が
導
か
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

当
該
事
案
で
被
告
人
ら
に
一
回
だ
け
プ
レ
イ
を
許
可
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
「
現
実
に
生
じ
た
損
害
に
等
し
い
と
い
え
る
だ
け
の
具

体
的
な
財
産
危
殆
化
」
を
招
来
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ク
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
い
ま
だ
抽
象
的

で
あ
っ
て
、
財
産
的
損
害
の
な
か
で
考
慮
に
値
す
る
事
情
と
は
い
え
な
い
。
複
数
の
財
産
犯
の
前
科
を
有
し
た
被
雇
用
者
が
財
産
管
理
の
ポ
ス
ト
に
つ
い

た
場
合
と
比
較
し
て
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
考
え
ら
れ
う
る
損
失
リ
ス
ク
が
い
ま
だ
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
ゴ

ル
フ
ク
ラ
ブ
側
に
生
じ
う
る
損
失
リ
ス
ク
も
充
分
に
具
体
的
な
も
の
と
は
お
お
よ
そ
言
い
が
た
い）

（（
（

。

同
様
の
こ
と
は
、
口
座
開
設
に
関
す
る
事
案
に
も
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
暴
力
団
に
預
金
通
帳
等
を
交
付
し
、
当
該
口
座
を
自
由
に
利
用
さ
せ
る

こ
と
で
、
な
ん
ら
か
の
犯
罪
用
途
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
銀
行
側
が
不
法
行
為
に
基
づ
く
犯
罪
被
害
者
か
ら
の
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
危
険
性

が
あ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
利
用
を
放
置
す
る
こ
と
で
銀
行
側
の
信
頼
が
低
下
す
る
と
い
っ
た
事
情
、
あ
る
い
は
、
暴
力
団
員
に
口
座
開
設
を
許
可
し
な

い
た
め
の
銀
行
側
の
経
済
的
負
担
が
生
じ
う
る
と
い
っ
た
事
情
も
、
い
ま
だ
財
産
的
損
害
と
同
視
で
き
る
ほ
ど
に
具
体
的
な
損
失
リ
ス
ク
と
は
い
え
な
い

で
あ
ろ
う）

（（
（

。
と
す
れ
ば
、
口
座
開
設
に
関
す
る
事
案
で
も
危
殆
化
損
害
に
よ
っ
て
財
産
的
損
害
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑵　

目
的
不
達
成
論
に
よ
る
根
拠
づ
け
の
可
能
性

こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
目
的
不
達
成
論
を
基
礎
と
し
た
場
合
、
前
述
の
危
殆
化
損
害
を
判
断
す
る
に
際
し
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
事
情
は
す
べ
て
考

慮
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
い
ま
だ
契
約
時
に
具
体
的
と
は
い
え
な
い
リ
ス
ク
も
、
そ
の
回
避
を
被
害
者
が
当
該
契
約
に
内
在
さ
せ
た
「
目
的
」
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
で
、
財
産
的
損
害
を
根
拠
づ
け
う
る
事
情
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
も
目
的
不
達
成
論
を
採
用
す
れ
ば
、
つ
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ね
に
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。

と
は
い
え
、
目
的
不
達
成
論
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
一
様
の
も
の
で
は
な
く
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
目
的
の
外
延
に
つ
い
て
は
、
争
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

と
く
に
わ
が
国
に
お
い
て
顕
著
で
は
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
財
産
的
損
害
の
存
否
は
全
体
清
算
の
原
則
に
従
っ
て
経
済
的
・
金
銭
的
側
面
を
重
視
し
て
判
断
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、
寄
付
金
事
例
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
反
対
給
付
が
想
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
や
相
当
対
価
の
反
対
給
付
が
な
さ
れ
て
い
る
場

合
で
、被
害
者
が
当
該
取
引
で
達
成
し
よ
う
と
し
た
目
的
が
達
成
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、目
的
不
達
成
論
を
例
外
的
に
用
い
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
の
判
例
・

通
説
か
ら
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
人
格
的
財
産
概
念）

（（
（

を
採
用
す
る
、
ま
た
は
処
分
意
思
の
自
由
を
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
に
含
め
て
、

目
的
不
達
成
論
を
財
産
的
損
害
の
判
断
に
際
し
て
の
原
則
的
な
基
準
と
す
る
こ
と（
か
り
に
、こ
れ
を「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」と
呼
ぶ
）に
つ
い
て
は
、

「
財
産
的
損
害
と
い
う
構
成
要
件
要
素
の
独
立
し
た
意
義
を
示
し
え
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
し
な
が
ら
も）

（（
（

、
一
定
の
場
合
に
限
っ
て
例
外
的
に
目
的
不
達
成

論
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
前
述
の
用
語
に
対
比
さ
せ
て
、
こ
れ
を
「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
と
呼
ぶ
）。
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
は
、「
目

的
不
達
成
論
を
、
場
合
に
よ
っ
て
は
用
い
ら
れ
う
る
清
算
原
則
の
例
外

0

0

と
し
て
定
義
づ
け
る
［
傍
点
は
原
文
に
て
イ
タ
リ
ッ
ク
で
強
調
］」
こ
と
で
、
い
ま

だ
全
体
清
算
の
原
則
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
目
的
不
達
成
論
が
例
外
的
な
基
準
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
詐
欺
罪
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
目
的
の
内

容
は
無
制
限
で
は
あ
り
え
な
い
。
保
護
に
値
す
る
目
的
は
、
た
と
え
ば
「
具
体
的
な
給
付
の
意
味
に
内
在
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

。

事
実
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
の
よ
う
に
身
分
・
経
歴
を
偽
っ
て
雇
用
契
約
を
結
ん
だ
場
合
に
、
目
的
不
達
成
論
か
ら
は
財
産
的
損
害
が
つ
ね
に
肯
定
さ
れ
る
と

の
前
述
の
指
摘
に
つ
い
て
も
、疑
念
が
向
け
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、判
例
・
通
説
上
は
、目
的
不
達
成
論
で
顧
慮
さ
れ
る
目
的
は
「
被
害
者
に
と
っ

て
の
基
本
条
件
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
く
わ
え
て
、
そ
の
取
引
が
「
経
済
的
利
益
と
社
会
的
な
目
的
設
定
と
が
混
じ
り
合
っ
た
交
換
取
引
」
で
あ
る
こ

と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
目
的
が
混
合
し
た
取
引
に
お
い
て
、
そ
の
取
引
が
「
総
じ
て
『
社
会
的
目
的
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
た
』

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。
た
と
え
ば
、
二
重
司
法
修
習
事
例
を
引
き
合
い
に
し
て
み
れ
ば
、
修
習
生
を
受
け
入
れ
た
官
庁
に
よ
っ
て
追

求
さ
れ
て
い
る
「
社
会
的
な
目
的
」
の
内
容
が
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
州
法
・
連
邦
法
が
複
数
箇
所
で
の
修
習
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
は
、Saarland
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自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

州
が
修
習
生
と
の
あ
い
だ
で
締
結
し
た
契
約
、
つ
ま
り
修
習
受
入
れ
に
含
ま
れ
た
目
的
と
も
い
え
る
が
、
こ
の
目
的
の
失
敗
を
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け

る
目
的
不
達
成
と
み
る
な
ら
ば
、「
財
産
的
損
害
の
経
済
的
要
素
が
放
棄
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
て
よ
い
目
的
と
は
、
当
該
契

約
の
根
幹
を
な
す
も
の
に
限
ら
れ
、
司
法
修
習
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
修
習
受
入
れ
の
根
幹
的
な
目
的
と
は
、「
実
務
的
な
法
曹
実
習
を
可
能
に
す
る

こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
州
は
修
習
生
に
対
し
て
充
分
な
生
活
扶
助
を
約
束
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
こ
の
目
的
は
経
済
的
側
面
も
有

し
て
い
る
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
生
活
扶
助
を
受
け
て
い
る
修
習
生
が
州
の
行
っ
た
給
付
の
目
的
を
失
敗
さ
せ
た
と
い
え
る
の
は
、
こ
の
「
実
務
的
な

法
曹
実
習
」
を
不
可
能
に
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
二
重
に
修
習
を
行
っ
た
者
が
、
こ
の
目
的
を
失
敗
さ
せ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
な
ぜ

な
ら
ば
、「
二
重
に
修
習
業
務
に
従
事
し
て
い
る
修
習
生
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
目
的
を
充
分
に
達
成
し
て
い
る
」
と
も
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う

に
「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
を
基
礎
と
す
れ
ば
、そ
の
目
的
の
内
容
の
制
限
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
詐
欺
罪
の
法
益
と
の
関
係
で
い
え
ば
、「
原

則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
が
処
分
自
由
を
、「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
が
経
済
的
な
意
味
で
の
財
産
を
法
益
の
な
か
に
強
く
認
め
る
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
目
的
不
達
成
論
の
捉
え
方
は）

（（
（

、
わ
が
国
に
お
い
て
も
妥
当
し
、
い
わ
ゆ
る
形
式
的
個
別
財
産
説
が
「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
、
実

質
的
個
別
財
産
説
が
「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
親
和
的
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
実
質
的
個
別
財
産
説
に
つ
い
て
は
、
な
に
を
も
っ
て
実
質
的
な

損
害
と
み
る
か
に
か
な
り
の
相
違
が
み
ら
れ
、
こ
こ
で
経
済
的
な
側
面
以
外
の
点
に
損
害
の
実
質
性
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
具
体
的
結
論
は
「
原
則

的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
近
く
な
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
け
ば
、
暴
力
団
事
例
で
の
財
産
的
損
害
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
。「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
立
て
ば
、
そ
こ
で

追
求
さ
れ
る
目
的
に
経
済
的
側
面
が
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
ら
が
暴
力
団
排
除
と
い
う
目
的
を
当
該
契
約
の
な
か

に
認
め
て
い
れ
ば
、
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
立
て
ば
、
そ
こ
に
は
、
被
害
者
の
目

的
に
経
済
的
な
側
面
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
、
前
述
し
た
危
殆
化
損
害
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
た
事
情
は
、
暴
力
団
事
例
に
お
け
る

被
害
者
の
目
的
の
経
済
的
側
面
を
示
す
も
の
と
な
る
の
か
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
一
般
に
暴
力
団
排
除
条
項
は
、
暴
力
団
排
除
に
伴
う
経
済
的
側
面
を
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
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は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
反
社
会
的
組
織
を
市
民
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。「
企
業
が
反
社
会
的
勢
力
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た

め
の
指
針
」
を
例
に
挙
げ
て
み
れ
ば
、
暴
力
団
排
除
条
項
を
契
約
約
款
に
設
け
る
の
は
、
暴
力
団
と
の
関
係
性
を
断
つ
こ
と
が
「
暴
力
団
の
資
金
源
に
打

撃
を
与
え
、
治
安
対
策
上
、
極
め
て
重
要
な
課
題
」
で
あ
っ
て
、「
企
業
に
と
っ
て
も
、
社
会
的
責
任
の
観
点
か
ら
必
要
か
つ
重
要
な
こ
と
」
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
り
、「
反
社
会
的
勢
力
に
対
し
て
屈
す
る
こ
と
な
く
法
律
に
則
し
て
対
応
す
る
こ
と
や
、
反
社
会
的
勢
力
に
対
し
て
資
金
提
供
を
行
わ
な
い
こ

と
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
重
視
さ
れ
て
い
る
暴
力
団
排
除
と
い
う
「
目
的
」
の
趣
旨
は
、

社
会
政
策
的
側
面
に
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
ゴ
ル
フ
場
経
営
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
異
な
る
趣
旨
を
見
い
だ
す
合
理
性
は
乏
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
則
っ
て
詐
欺
罪
の
保
護
に
値
す
る
目
的
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
ら
の

「
目
的
」
は
暴
力
団
排
除
と
い
う
社
会
政
策
的
側
面
を
除
外
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
暴
力
団
事
例
に
つ
い
て
み
る
と
、

そ
の
「
目
的
」
は
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
料
金
の
獲
得
な
い
し
は
顧
客
と
預
金
の
獲
得
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
目
的
の
不
達
成
は
み
ら
れ
な
い
と
考

え
ら
れ
る）

（（
（

。
ゴ
ル
フ
場
の
利
用
を
許
可
す
る
ま
た
は
通
帳
等
を
交
付
す
る
の
は
、
暴
力
団
を
排
除
す
る
た
め
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
た
場
合
、
今
回
の
暴
力
団
事
例
で
最
高
裁
が
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
肯
定
し
て
い
る
そ
の
実
質
と
し
て
は
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
財
産
的

損
害
の
要
素
が
そ
も
そ
も
不
要
と
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
経
済
的
側
面
よ
り
も
被
害
者
の
処
分
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
の
如
何
が
重
視
さ

れ
て
い
る
と
み
る
の
が
、
自
然
な
見
方
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（
（

。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
高
裁
の
考
え
る
詐
欺
罪
の
性
質
は
、
財
産
（V

erm
ögen

）
に
対

す
る
罪
と
い
う
よ
り
は
、
自
由
（Freiheit

）
に
対
す
る
罪
と
し
て
の
性
格
を
強
く
帯
び
る
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

2　

欺
罔
行
為

前
述
の
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
欺
罔
行
為
の
判
断
に
も
影
響
を
与
え
る
。
そ
れ
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
（
Ⅱ
・
3
）、
わ
が
国
で
は

財
産
的
損
害
に
お
け
る
判
断
と
欺
罔
行
為
に
お
け
る
判
断
と
が
実
質
的
に
は
多
く
の
部
分
で
競
合
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
さ
ら
に

い
え
ば
、告
知
義
務
に
お
い
て
行
為
者
が
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
の
範
囲
や
、作
為
に
よ
る
欺
罔
行
為
を
判
断
す
る
際
の
「
取
引
上
重
要
な
事
実
」
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の
射
程
を
考
え
る
に
お
い
て
、
詐
欺
罪
の
法
益
、
財
産
的
損
害
の
理
解
が
重
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
で
欺
罔
行
為
を
考
え
る
う
え
で
は
、
通
常
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
を
最
初
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
こ
と
を
背
景
に
、
財
産
的
損
害
の

理
解
に
よ
る
影
響
が
と
く
に
顕
著
に
現
れ
る
保
証
人
的
義
務
、
す
な
わ
ち
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
に
つ
い
て
、
ま
ず
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

⑴　

保
証
人
的
義
務

な
に
ゆ
え
に
、
財
産
的
損
害
の
理
解
の
仕
方
が
欺
罔
行
為
に
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
前
述
の
二
重
司
法
修
習
事
例
で
、O

LG 
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が
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
単
に
相
手
方
の
錯
誤
を
取
り
除
く
と
い
う
意
味
で
の
告
知
義
務
だ
け
で
は
な
く
、

行
為
者
が
相
手
方
の
財
産
に
対
し
て
も
答
責
的
で
あ
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
要
請
は
、
詐

欺
罪
の
保
護
法
益
の
理
解
か
ら
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
ド
イ
ツ
で
の
有
力
説
が
主
張
す
る
よ
う
に
、「
詐
欺
罪
は
、
錯
誤
の
惹
起
・
維
持
に
対
し
て
制
裁
を

加
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
錯
誤
の
惹
起
や
維
持
を
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
た
財
産
侵
害
に
対
し
て
制
裁
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
犯

の
可
罰
性
も
、
真
実
を
保
護
す
る
た
め
の
単
な
る
告
知
義
務
を
そ
の
条
件
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
行
為
者
は
、
被
害
者
が
自
ら
侵
害

へ
と
至
ら
な
い
こ
と
も
保
証
し
て
」
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

。
前
述
の
よ
う
に
、
二
重
司
法
修
習
事
例
で
被
告
人
に
課
さ
れ
た
法
律
上
の
告
知

義
務
は
、
国
家
の
財
産
の
保
護
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
財
産
と
の
関
連
性
を
有
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
通
説
に

従
え
ば
、
詐
欺
罪
の
保
証
人
的
義
務
は
特
別
な
信
頼
関
係
を
理
由
と
し
て
も
肯
定
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
信
頼
関
係
は
、「
緊
密
な
人

的
関
係
性
、
と
り
わ
け
、
特
別
な
財
産
と
関
連
す
る
助
言
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
」
に
限
っ
て
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
二
重
司
法
修
習
事
例
の
よ

う
に
、
司
法
修
習
を
基
礎
と
す
る
被
告
人
と
修
習
受
入
れ
先
と
の
関
係
性
は
こ
れ
に
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る）

（（
（

。

翻
っ
て
、
わ
が
国
の
詐
欺
罪
の
理
解
に
お
い
て
も
、
詐
欺
罪
の
法
益
に
経
済
的
側
面
を
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
告
知
義
務
の
な

か
に
も
、
財
産
と
の
関
連
性
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
に
い
う
保
証
人
的
義
務
は
、
単
に
法
律

上
の
告
知
義
務
と
さ
れ
、
財
産
と
の
関
連
性
が
強
く
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
の
、
一
部
学
説
の
な
か
で
は
、「
作
為
義
務
（
結
果
回
避
義
務
）
も
相
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手
方
の
処
分
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
財
産
的
損
害
を
回
避
す
べ
き
義
務
を
指
す
こ
と
に
な
る
（
そ
の
た
め
の
作
為
は
、
た
し
か
に
錯
誤
の

覚
醒
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
重
点
は
あ
く
ま
で
財
産
的
損
害
の
回
避
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）」
と
の
指
摘
が
す
で
に
み
ら
れ
る）

（（
（

。

こ
れ
は
、
詐
欺
罪
が
財
産
侵
害
を
基
礎
と
す
る
と
の
理
解
に
基
づ
い
て
、
ま
さ
に
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
行
為
者
に
認
め
ら

れ
る
保
証
人
的
義
務
が
財
産
と
の
関
連
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
を

採
用
し
て
、
財
産
的
損
害
の
判
断
に
お
い
て
経
済
的
側
面
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
暴
力
団
事
例
に
お
い
て
も
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
問
題
と
な
る
場
合
に

は
、
告
知
義
務
と
財
産
と
の
関
連
性
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
暴
力
団
排
除
条
項
が
設
け
ら
れ
た
背
景
か
ら
す
れ
ば
、

こ
こ
で
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
義
務
に
財
産
と
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
や
財
産
概
念
に
経
済
的
側
面
よ
り
も
意
思
決
定
の
自
由
の
側
面
を
強
調
す
る
考
え
、
本
稿
で
い
う
「
原
則
的
─

目
的
不
達
成
論
」
に
従
え
ば
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
保
証
人
的
義
務
も
、
よ
り
純
粋
な
告
知
義
務
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
は
い
え
、
法

令
や
契
約
に
よ
っ
て
告
知
義
務
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
即
座
に
詐
欺
罪
に
い
う
保
証
人
的
義
務
を
基
礎
づ
け
る
と
す
る
こ
と
に
は
な
お
疑
問
が
残

る
。
不
真
正
不
作
為
犯
が
あ
く
ま
で
例
外
的
な
処
罰
拡
張
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
刑
法
の
謙
抑
性
に
鑑
み
れ
ば
、
行
政
法
上
の
義
務
や
契
約
上
の
義
務
に

違
反
す
る
こ
と
が
、
刑
法
上
の
処
罰
と
等
し
く
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
法
律
上
の
告
知
義
務
に
加
え
て
、
行

為
者
と
被
害
者
と
の
あ
い
だ
に
緊
密
な
人
間
関
係
を
要
求
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
の
保
証
人
的
義
務
を
限
定
す
る
条
件
と
す
る
の
が

適
切
か
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
で
、
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
は
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
と
の
区
別
を
維
持
し
、
独
立
し
た
意
義
を
残
す
こ
と

が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
詐
欺
罪
に
い
う
保
証
人
的
義
務
を
厳
格
に
解
し
た
と
し
て
も
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
を
肯
定
す
る
「
取
引
上
の
重
要

な
事
実
」
を
広
く
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
全
体
と
し
て
詐
欺
罪
の
処
罰
範
囲
は
広
い
も
の
と
な
る
。「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
か
ら
の
告
知
義
務
に
つ

い
て
は
、
必
ず
し
も
論
証
が
充
分
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
他
日
を
期
し
て
、
再
度
、
詳
細
な
検
討
を
加
え
た
い
。

付
言
す
れ
ば
、小
貫
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る「
人
物
保
証
」も
本
来
的
に
は
、こ
の
保
証
人
的
義
務
を
基
礎
づ
け
る
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
否
定
判
決
で
こ
の
事
情
に
基
づ
い
た
保
証
人
的
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
告
人
で
は
な
く
、
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
の
会
員
で
あ
っ
た
そ
の
同
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自
身
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身
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を
偽
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欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

行
者
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
、
他
人
に
課
さ
れ
た
告
知
義
務
に
基
づ
い
て
、
被
告
人
本
人
に
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
被
告
人
と
会
員
で
あ
る
同
行
者
と
の
あ
い
だ
に
共
犯
関
係
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
共
同
の
作
為
義
務
に
共
同
し
て
違
反
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
会
員
と
い
う
身
分
に
基
づ
い
た
告
知
義
務
は
、
本
件
で
は
同
行
者
に
の
み
向
け
ら
れ
て
お
り
、
被
告
人
に
は
課
せ
ら

れ
て
い
な
い
。

⑵　

取
引
上
の
重
要
な
事
実

今
回
の
最
高
裁
の
判
断
で
は
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
を
判
断
す
る
際
に
、
行
為
者
が
偽
っ
た
ま
た
は
秘
匿
し
た
事
実
が
、
相
手
方
の
処
分
行
為
を
決
定
づ

け
る
取
引
上
の
重
要
な
事
実
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
が
基
準
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
雇
用
詐
欺
の
類
型
は
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
事
例
で
は
財
産
的
損
害
が
、

二
重
司
法
修
習
事
例
で
は
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
問
題
と
さ
れ
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
が
直
接
的
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
、
両

類
型
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
部
の
学
説
か
ら
は
、
二
重
司
法
修
習
事
例
に
お
い
て
、
被
告
人
が
司
法
修
習
の
許
可
を
申
請
し
た
時
点
で
虚
偽
の
申
告
を
し
て
い

な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
、O

LG Saarbrücken

が
作
為
に
よ
る
欺
罔
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
近
時
の
Ｂ
Ｇ

Ｈ
判
例
、
と
く
に
、
行
為
者
が
プ
ロ
サ
ッ
カ
ー
の
審
判
員
を
買
収
し
て
、
そ
の
試
合
結
果
に
対
し
て
自
己
に
有
利
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
の
事
実
を
秘

し
て
賭
博
契
約
を
締
結
し
た
事
案
が
問
題
と
な
っ
たH

oyzer

事
例
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
本
件
事
案
に
お
い
て
も
、
推
断
的
欺
罔
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と

は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
い
う）

（（
（

。H
oyzer

事
例
に
お
い
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、「
取
引
上
の
不
可
欠
な
基
盤
」
を
損
な
う
よ
う
な
事
実
を
行
為
者
が
そ
れ
と
知

り
な
が
ら
相
手
方
に
通
知
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
で
は
な
く
、
推
断
的
欺
罔
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
た）

（（
（

。
こ
こ
で
の
「『
当
然
の

よ
う
に
前
提
と
さ
れ
る
取
引
基
盤
』
と
い
うH

oyzer

事
例
で
の
基
準
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
取
引
基
盤
が
こ
こ
［
二
重
司
法
修
習
事
例
：
筆
者

補
足
］
で
も
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
取
引
上
の
基

盤
は
、
取
引
当
事
者
の
「
明
白
な
見
込
み
」（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
い
う
事
実
的
観
点
）
や
「
社
会
通
念
」
及
び
「
具
体
的
状
況
に
関
係
す
る
重
要
な
法
規
定
」（
Ｂ
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Ｇ
Ｈ
が
い
う
規
範
的
観
点
）
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が）

（（
（

、当
該
事
案
で
は
、司
法
修
習
の
受
入
れ
先
で
あ
る
官
庁
の
「
明
白
な
見
込
み
」
と
は
、

「
同
時
に
他
の
州
で
司
法
修
習
生
と
な
る
よ
う
な
修
習
生
を
採
用
し
な
い
こ
と
」
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
取
引
上
の
不
可
欠
な
基
盤
」
を
侵
害
す
る

事
実
を
被
告
人
が
秘
匿
し
て
い
る
場
合
に
は
、
推
断
的
欺
罔
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
取
引
当
事
者
の
明

白
な
見
込
み
や
社
会
通
念
・
関
連
法
規
か
ら
形
成
さ
れ
る
「
取
引
上
の
不
可
欠
な
基
盤
」
の
存
否
に
よ
っ
て
推
断
的
欺
罔
を
判
断
し
て
い
る
点
で
、
わ
が

国
の
判
例
が
「
取
引
上
重
要
な
事
実
」
に
よ
っ
て
欺
罔
行
為
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
と
の
類
似
性
が
み
ら
れ
る）

（（
（

。

も
っ
と
も
、
な
に
が
「
取
引
上
の
重
要
な
事
実
」
と
い
え
る
か
の
判
断
は
、
わ
が
国
で
は
前
述
し
た
財
産
的
損
害
で
問
題
と
な
る
被
害
者
の
目
的
の
判

断
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
学
説
上
は
、
財
産
的
損
害
を
詐
欺
罪
の
独
立
し
た
構
成
要
件
と
し
て
考
え
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る）

（（
（

が
、
財
産
的
損
害
の

必
要
性
を
支
持
す
る
学
説
の
多
く
は
、
財
産
的
損
害
を
基
礎
づ
け
る
欺
罔
だ
け
を
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
す
る
こ
と
で
、
欺
罔
行
為
の
判
断
の
な
か

に
財
産
的
損
害
を
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

（（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
財
産
的
損
害
に
お
け
る
結
論
の
相
違
、
と
く
に
目
的
不
達
成
論
に

対
す
る
理
解
の
相
違
が
、
取
引
上
の
重
要
な
事
実
の
判
断
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
だ
け
を
指
摘
し
、
検
討
の
重
複
を
避
け
る
こ
と
と
す
る
。
つ
ま
り
、

最
高
裁
が
「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、こ
こ
に
い
う
「
取
引
上
の
重
要
な
事
実
」
は
相
当
に
幅
を
も
っ
た
概
念
と
な
り
う
る
。

で
は
、
他
の
観
点
か
ら
欺
罔
行
為
を
限
定
す
る
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
翻
っ
て
、
最
高
裁
判
決
・
決
定
で
は
、
前
述
（
Ⅱ
・
1
⑵
）
の
よ
う
に
、

①
暴
力
団
排
除
条
項
の
存
否
、
②
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
及
び
関
係
警
察
署
等
に
よ
る
照
会
、
③
応
対
又
は
入
会
す
る
際
の
口
頭
・
書
面
に
よ
る
確
認
と
い
っ
た

事
情
が
重
視
さ
れ
て
い
た
。
小
貫
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
暴
力
団
排
除
の
措
置
と
し
て
一
括
し
て
、
取
引
上
の
重
要
な
事
実
と
い
え
る
か

ど
う
か
の
個
別
の
判
断
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
暴
力
団
排
除
の
措
置
も
厳
密
に
み
れ
ば
、
二
つ
の
段
階
が
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
約
款
上
に
て
暴
力
団
排
除
条
項
を
設
け
た
り
、
暴
力
団
の
立
入
禁
止
を
掲
示
す
る
な
ど
し
て
、
自
身
が
暴
力
団
員
と
の
取
引
を
拒
絶
す
る
こ

と
を
表
明
す
る
措
置
（
①
）
と
、
自
身
の
取
引
相
手
が
暴
力
団
員
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
情
報
収
集
と
い
う
措
置
（
②
、
③
）
で
あ
る
。
今
回
、

問
題
と
な
っ
た
暴
力
団
事
例
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
前
者
の
表
明
措
置
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
肯
定
決
定
と
否
定
判
決
と
で
そ
の
結
論
を
分

け
た
の
は
後
者
の
情
報
収
集
措
置
の
存
否
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る）

（（（
（

。
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最
高
裁
で
考
え
ら
れ
て
い
る
詐
欺
罪
の
性
質
が
、
被
害
者
の
財
産
の
侵
害
と
い
う
側
面
よ
り
も
、
そ
の
意
思
決
定
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
の
側
面
に
重

点
が
お
か
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
処
罰
範
囲
の
拡
張
が
懸
念
さ
れ
、
こ
の
点
は
、
学
説
か
ら
も
何
度
も
危
惧
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
処

罰
範
囲
の
拡
張
を
防
ぐ
意
味
で
、こ
の
被
害
者
側
の
情
報
収
集
措
置
の
実
施
の
如
何
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、一
定
の
役
割
を
果
た
し
う
る
。
簡
潔
に
い
え
ば
、

被
害
者
側
は
「
か
り
に
そ
の
事
実
を
重
要
だ
と
考
え
て
、
交
付
・
処
分
行
為
を
決
定
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
実
を
確
認
す
る
努
力
を
す
べ
き
」
な
の

で
あ
る）

（（（
（

。

た
と
え
ば
、
口
座
開
設
に
関
す
る
肯
定
決
定
に
お
い
て
は
、
誓
約
書
へ
の
署
名
に
よ
っ
て
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と
の
確
約
が
行
わ
れ
、
さ
ら
に
は
「
本

件
申
込
み
の
際
、
被
告
人
に
対
し
、
前
記
申
込
書
三
枚
目
裏
面
の
記
述
を
指
で
な
ぞ
っ
て
示
す
な
ど
」
し
て
、
暴
力
団
員
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
情

報
収
集
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、否
定
判
決
で
は
、利
用
申
込
み
時
の
口
頭
・
書
面
に
よ
る
確
認
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
で
も
、
利
用
申
込
み
時
の
確
認
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
口
座
開
設
の
事

例
同
様
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
問
い
合
わ
せ
が
行
わ
れ
る
と
の
事
情
が
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
ゴ
ル
フ
場
側
に
お
い
て
情
報
収
集
措
置
が
実
施
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
く
わ
え
て
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
で
は
、
利
用
申
込
み
時
に
氏
名
が
交
錯
し
て
乱
雑
に
書
き
加
え
ら
れ
て

お
り
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
照
合
を
困
難
に
さ
せ
る
よ
う
な
事
情
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
被
害
者
に
よ
る
情
報
収
集
措
置
を
妨
害
す

る
行
為
で
あ
っ
て
、
欺
罔
行
為
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
考
慮
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
本
件
事
案
で
実
際
に
被
害
者
側
に
お
い
て
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
照
合
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た
、
氏
名
が
乱
雑
に
記
入
さ

れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
照
合
が
困
難
と
な
っ
た
の
か
ど
う
か
は
判
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
最
高
裁
が
実
際

に
本
稿
で
の
主
張
と
同
じ
よ
う
な
立
場
に
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
情
報
収
集
措
置
へ
の
考
慮
は
、
詐
欺
罪
の

処
罰
範
囲
の
拡
張
に
一
定
の
歯
止
め
を
か
け
う
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
今
回
の
一
連
の
暴
力
団
事
例
に
つ
い
て
の
最
高
裁
判
断
の
意

義
が
認
め
ら
れ
る
。



三
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Ⅴ　

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
行
為
者
が
自
身
の
身
分
や
経
歴
を
偽
っ
た
ま
た
は
秘
匿
し
た
場
合
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
成
否
に
つ
い
て
、
近
時
の
暴
力
団
事
例
に

関
す
る
最
高
裁
判
断
を
素
材
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
雇
用
詐
欺
の
問
題
と
対
比
さ
せ
て
、
検
討
・
考
察
し
て
き
た
。

ま
ず
、
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
暴
力
団
事
例
で
こ
れ
を
根
拠
づ
け
う
る
も
の
と
し
て
、
危
殆
化
損
害
と
目
的
不
達
成
論
の
二
つ
が
考
え
ら

れ
る
と
こ
ろ
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
ゴ
ル
ク
ク
ラ
ブ
や
銀
行
に
お
い
て
そ
の
信
頼
低
下
に
伴
っ
て
生
じ
う
る
損
失
リ
ス
ク
が
い
ま
だ
抽
象
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
を
理
由
に
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
に
い
う
「
目
的
」
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
二
つ
の

見
解
、
つ
ま
り
「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
と
「
例
外
的
─
目
的
不
達
成
論
」
が
考
え
ら
れ
う
る
。
前
者
が
被
害
者
の
処
分
意
思
を
財
産
概
念
な
い
し

詐
欺
罪
の
保
護
法
益
に
直
截
に
認
め
、
目
的
不
達
成
論
を
財
産
的
損
害
の
判
断
の
原
則
的
基
準
で
あ
る
と
捉
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
詐
欺
罪
の
も
つ

財
産
犯
と
し
て
の
特
性
を
重
視
し
、
経
済
的
側
面
を
強
く
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
、
目
的
不
達
成
論
を
例
外
的
に
用
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・

通
説
が
後
者
に
分
類
さ
れ
る
。「
原
則
的
─
目
的
不
達
成
論
」
か
ら
は
詐
欺
罪
処
罰
を
基
礎
づ
け
る
目
的
の
不
達
成
が
広
く
認
め
ら
れ
、「
例
外
的
─
目
的

不
達
成
論
」
か
ら
は
、
こ
の
目
的
が
経
済
的
側
面
を
重
視
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
暴
力
団
排
除
と
い
う
目
的
が
社
会
政
策
的
側

面
を
第
一
義
的
に
捉
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
暴
力
団
事
例
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
前
者
の
見
解
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
が
導
か

れ
た
。

こ
の
よ
う
な
詐
欺
罪
法
益
や
財
産
的
損
害
の
理
解
は
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
の
保
証
人
的
義
務
の
考
え
方
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
財
産
的
損
害
に
経
済
的
側
面
を
よ
り
強
調
す
る
の
で
あ
れ
ば
、O

LG Saarbrücken

が
い
う
よ
う
に
、
そ
の
義
務
は
財
産
と
の
関
連
性
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
に
対
し
て
、
処
分
自
由
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
保
証
人
的
義
務
も
よ
り
純
粋
な
告
知
義
務
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
作
為
に
よ
る
欺
罔
に
お
い
て
は
、
取
引
上
の
重
要
な
事
実
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
実
質
的
に
は
財
産
的
損
害
の
判
断
と
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罪
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重
な
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
不
達
成
の
内
容
を
い
か
に
解
す
る
か
に
よ
っ
て
結
論
が
分
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
作
為
に
よ
る
欺
罔
に
お
い
て
、
別
途
検
討

さ
れ
る
べ
き
は
、
む
し
ろ
被
害
者
に
よ
る
情
報
収
集
措
置
の
実
施
の
如
何
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
考
察
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
の
諸
判
断
で
、
最
高
裁
は
学
説
上
議
論
さ
れ
て
い
る
財
産
的
損
害
の
概
念
と
は
あ
る
程
度
距
離
を
お
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
あ
る
い
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
観
点
で
の
財
産
的
損
害
概
念
と
は
異
な
る
独
自
の
概
念
を
基
礎
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の

姿
勢
に
断
固
と
し
て
批
判
を
加
え
て
い
く
こ
と
も
解
釈
学
が
負
う
使
命
で
は
あ
る
が
、
新
た
な
方
向
に
詐
欺
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
論
理
を
求
め
て

い
く
こ
と
も
ま
た
肝
要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
新
た
な
論
理
の
構
築
の
可
能
性
、
そ
し
て
、
そ
の
体
系
的
な
基
礎
づ
け
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題

と
し
た
い
。

（
1
）
す
な
わ
ち
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
三
事
案
（
最
二
小
決
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平
成
二
五
年
（
あ
）
第
七
二
五
号
、
最
二
小
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平

成
二
五
年
（
あ
）
第
三
号
、
最
二
小
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平
成
二
五
年
（
あ
）
第
九
一
一
号
）
と
、
口
座
開
設
に
関
す
る
事
案
（
最
二
小
決
平
成
二
六
年
四
月

七
日
平
成
二
四
年
（
あ
）
第
一
五
九
五
号
）
で
あ
る
。
判
文
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
最
高
裁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
照
し
た
（http://w

w
w

.courts.go.jp/hanrei.
htm

l

（
二
〇
一
四
年
五
月
二
八
日
確
認
））。

（
2
）
た
だ
し
、
否
定
判
決
で
は
一
部
、
同
一
事
件
の
共
犯
者
の
事
件
が
問
題
と
な
っ
た
。
な
お
、
以
下
で
の
否
定
判
決
の
考
察
は
、
二
つ
の
ゴ
ル
フ
場
に
対
す
る
詐
欺
罪

が
問
題
と
な
っ
た
最
二
小
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平
成
二
五
年
（
あ
）
第
三
号
を
基
礎
と
す
る
。

（
3
）
暴
力
団
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
詐
欺
事
案
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
松
宮
孝
明
「
暴
力
団
員
の
ゴ
ル
フ
場
利
用
と
詐
欺
罪
」
浅
田
和
茂
ほ
か
編
『
斎
藤
豊
治
先

生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
一
四
七
頁
が
あ
る
。

（
4
）
雇
用
詐
欺
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
樋
口
亮
介
「
ド
イ
ツ
財
産
犯
講
義
ノ
ー
ト
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
八
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
四
四
頁
（
一
九
四

頁
）。

（
（
）
札
幌
地
判
平
成
一
九
年
三
月
一
日 LEX

D
B/2（13（1（（ 

や
福
岡
地
判
平
成
二
〇
年
三
月
二
五
日
公
刊
物
未
登
載
で
は
、
住
居
の
賃
貸
借
契
約
が
問
題
と
な
っ
た
。
ま

た
、
口
座
開
設
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
鳥
取
地
米
子
支
判
平
成
二
四
年
五
月
九
日 LEX

D
B/2（4（2211

、
大
阪
高
判
平
成
二
五
年
七
月
二
日 LEX

D
B/2（44（21（

。

ゴ
ル
フ
場
利
用
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
名
古
屋
地
判
平
成
二
四
年
三
月
二
九
日
公
刊
物
未
登
載
、
名
古
屋
地
判
平
成
二
四
年
四
月
一
二
日
公
刊
物
未
登
載
。

（
（
）
大
判
昭
和
七
年
一
二
月
一
二
日
法
律
新
聞
三
五
一
〇
号
一
五
頁
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
名
義
人
に
関
す
る
虚
偽
申
告
が
欺
罔
行
為
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
。

（
（
）
松
宮
・
前
掲
注（
3
）一
四
七
頁
の
ほ
か
に
も
、
佐
伯
仁
志
「
詐
欺
罪
（
1
）」
法
学
教
室
三
七
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
頁
（
一
一
四
頁
）
や
橋
爪
隆
「
詐
欺
罪



三
〇
二

成
立
の
限
界
に
つ
い
て
」『
植
村
立
郎
判
事
退
官
記
念
論
文
集
』
一
巻
一
編
（
二
〇
一
一
年
）
一
七
五
頁
（
一
九
八
頁
）
に
、暴
力
団
事
例
に
つ
い
て
の
指
摘
が
み
ら
れ
る
。

（
（
）
詳
細
に
つ
い
て
は
、
宮
地
佐
都
季
「
判
批
」
研
修
七
二
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
七
頁
以
下
（
九
六
頁
以
下
）
参
照
。
な
お
、
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
身
分
秘
匿
が

問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
賃
貸
借
契
約
に
お
け
る
暴
力
団
排
除
条
項
と
詐
欺
罪
の
成
否
に
つ
い
て
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
編

四
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
一
頁
参
照
。

（
（
）
詳
細
は
、
松
宮
・
前
掲
注（
3
）一
四
九
頁
脚
注
（
お
よ
び
一
六
四
頁
参
照
。
た
だ
し
、
後
者
の
判
決
で
は
、
被
告
人
が
当
該
事
実
の
重
要
性
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠

け
て
い
る
こ
と
、
申
込
み
行
為
が
欺
く
行
為
に
あ
た
る
と
の
認
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
故
意
を
否
定
し
て
い
る
。

（
10
）
最
二
小
決
平
成
二
六
年
四
月
七
日
平
成
二
四
年
（
あ
）
第
一
五
九
五
号
二
頁
（
以
下
、
頁
数
は
最
高
裁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
閲
覧
し
た
判
文
で
の
頁
数
を
指
す
）。

（
11
）
最
二
小
決
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平
成
二
五
年
（
あ
）
第
七
二
五
号
三
頁
。

（
12
）
最
二
小
決
平
成
二
六
年
四
月
七
日
平
成
二
四
年
（
あ
）
第
一
五
九
五
号
三
頁
、
最
二
小
決
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
平
成
二
五
年
（
あ
）
第
七
二
五
号
四
頁
。

（
13
）
松
宮
・
前
掲
注（
3
）一
四
七
頁
以
下
は
、
暴
力
団
事
例
の
問
題
を
財
産
的
損
害
に
求
め
て
い
る
。

（
14
）
前
田
雅
英
ほ
か
『
条
解
刑
法
［
第
二
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
七
一
八
頁
。

（
1（
）
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
で
も
、施
設
利
用
の
申
込
み
そ
れ
自
体
が
「
そ
の
同
伴
者
が
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
旨
の
意
思
を
表
し
て
い
る
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
様
に
推
断
的
欺
罔
が
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
、
口
座
開
設
に
か
か
る
肯
定
決
定
で
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
事
案
と

は
異
な
り
、
交
付
の
申
込
み
が
「
暴
力
団
関
係
者
で
な
い
こ
と
を
保
証
す
る
旨
の
意
思
を
表
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
表
現
が
み
ら
れ
な
い
た
め
、
担
当
者
か
ら
の
書
面

に
よ
る
確
認
が
行
わ
れ
て
い
る
点
を
重
視
し
て
、
明
示
的
欺
罔
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
関
す
る
肯
定
決
定
で
の
意
見
中
で
も
同
裁
判
官
は
、「
被
告
人
が
暴
力
団
員
で
な
い
と
の
会
員
に
よ
る
人
物
保
証
の
下
で
申
込
み
が
な
さ
れ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
も
っ
て
偽
る
行
為
に
該
当
す
る
」
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
人
物
保
証
の
有
無
を
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
橋
爪
・
前
掲
注（
（
）

一
九
八
頁
は
、
住
居
の
賃
貸
借
が
問
題
と
な
る
暴
力
団
事
例
で
挙
動
に
よ
る
欺
罔
を
認
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
く
わ
え
て
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
に
つ
い
て
も
「
賃

貸
人
が
調
査
・
照
会
を
す
れ
ば
判
明
し
う
る
事
情
に
つ
い
て
、
申
込
人
が
自
ら
義
務
を
負
う
と
は
考
え
に
く
い
」
と
し
て
、
告
知
義
務
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
消
極
的

で
あ
る
。

（
1（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
推
断
的
欺
罔
の
概
念
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
編
四
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
三
頁
参
照
。

（
1（
）
最
決
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日
刑
集
六
四
巻
五
号
八
二
九
頁
（
搭
乗
券
事
例
）、
最
小
二
決
平
成
一
五
年
三
月
一
二
日
刑
集
五
七
巻
三
号
三
二
二
頁
（
誤
振
込
事
例
）。

た
だ
、
誤
振
込
事
例
で
、
最
高
裁
は
、
か
よ
う
な
事
情
か
ら
被
告
人
に
信
義
則
上
の
告
知
義
務
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
本
件
被
告
人
の
行
為
を
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
と

し
て
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
。
と
す
れ
ば
、
最
高
裁
に
お
い
て
は
、
当
該
事
実
の
取
引
上
の
重
要
性
は
、
作
為
・
不
作
為
に
共
通
す
る
欺
罔
を
判
断
す
る
要

素
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
も
分
析
で
き
る
。

（
1（
）
反
対
意
見
で
は
、「
偽
る
行
為
」
の
存
否
の
判
断
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
人
物
保
証
の
有
無
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
偽
る
対
象
の
重



三
〇
三

自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

要
性
」
と
「
偽
る
行
為
」
の
判
断
は
、
同
じ
要
素
を
み
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
に
両
者
を
分
け
て
考
え
る
必
要
性
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
明

示
的
欺
罔
の
場
合
は
、
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
後
者
の
「
偽
る
行
為
」
の
存
否
の
詳
細
な
検
討
は
不
要
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
本
文
中
で
指
摘
し

た
よ
う
に
、
従
前
の
判
例
か
ら
す
れ
ば
、
通
常
は
前
者
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
後
者
も
肯
定
さ
れ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
両
要
素
は
別
個
に
検
討
さ
れ
る

も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
、
推
断
的
欺
罔
の
取
扱
い
に
関
す
る
過
去
の
裁
判
例
に
つ
い
て
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1（
）一
九
五
頁
以
下
参
照
。

（
20
）
山
口
厚
『
刑
法
各
論
［
第
二
版
］』（
有
斐
閣
、二
〇
一
〇
年
）
二
六
七
頁
や
佐
伯
仁
志
「
詐
欺
罪
の
理
論
的
構
造
」
山
口
厚
ほ
か
著
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
Ⅱ
』（
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）
九
五
頁
、
橋
爪
・
前
掲
注（
（
）一
七
五
頁
以
下
で
あ
る
。

（
21
）
橋
爪
・
前
掲
注（
（
）一
七
五
頁
。

（
22
）
佐
伯
・
前
掲
注（
20
）一
〇
七
頁
。

（
23
）
足
立
友
子
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
欺
罔
行
為
に
つ
い
て
（
五
・
完
）」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
二
一
五
巻
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
一
頁
（
四
一
八
頁
）。

（
24
）
財
産
的
損
害
の
必
要
性
を
主
張
す
る
見
解
に
、
い
わ
ゆ
る
全
体
財
産
説
（
林
幹
人
『
刑
法
各
論
［
第
二
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
一
四
三
頁
や

裵
美
蘭
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
上
の
損
害
」
法
政
研
究
七
八
巻
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
〇
頁
）
や
、
実
質
的
個
別
財
産
説
（
そ
の
代
表
的
論
者
と
さ
れ
る
の

は
、
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
［
第
五
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
三
五
〇
頁
や
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
［
第
六
版
］』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）

二
〇
三
頁
以
下
）
が
あ
る
。
と
く
に
近
時
の
論
稿
で
、
財
産
的
損
害
を
構
成
要
件
上
独
立
し
た
要
件
と
し
た
う
え
で
実
質
的
個
別
財
産
説
を
主
張
す
る
も
の
に
、
田
山

聡
美
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
下
巻
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
一
五
一
頁
。

（
2（
）
い
わ
ゆ
る
、
危
殆
化
損
害
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注（
3（
）参
照
。

（
2（
）
西
田
・
前
掲
注（
24
）二
〇
四
頁
。
も
っ
と
も
、
多
く
の
論
稿
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
実
質
的
個
別
財
産
説
の
論
者
の
な
か
で
も
、
な
に
を
も
っ
て
「
実
質
的

な
損
害
」
と
捉
え
る
か
に
は
か
な
り
の
幅
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
に
、
た
と
え
ば
、
渡
辺
靖
明
「
実
質
的
個
別
財
産
説
の
錯
綜
」
横
浜
国
際
経
済
法

学
二
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
一
頁
。

（
2（
）
林
・
前
掲
注（
24
）一
四
三
頁
。

（
2（
）
た
と
え
ば
、
木
村
光
江
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
損
害
概
念
と
処
罰
範
囲
の
変
化
」
法
曹
時
報
六
〇
巻
四
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
（
二
四
頁
）。

（
2（
）
た
と
え
ば
、
西
田
・
前
掲
注（
24
）二
〇
四
頁
は
第
三
者
譲
渡
の
意
図
を
秘
し
て
口
座
開
設
を
行
っ
た
事
例
で
、
銀
行
に
は
「
場
合
に
よ
っ
て
は
被
害
者
に
よ
る
不
当

利
得
の
返
還
請
求
ま
た
は
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。

（
30
）
拙
稿
・
前
掲
注（
（
）一
六
二
頁
。
ま
た
同
様
の
指
摘
と
し
て
、
橋
爪
・
前
掲
注（
（
）一
七
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
設
楽
裕
文
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
錯
誤
と
損
害
」

日
本
法
学
七
一
号
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
八
四
頁
は
、
詐
欺
罪
の
成
否
を
適
切
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
両
者
（
正
確
に
は
錯
誤
と
損
害
）
の
観
点
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
。

（
31
）
わ
が
国
で
も
、
医
師
で
あ
る
と
詐
称
し
て
病
院
に
勤
務
し
診
療
行
為
に
対
す
る
報
酬
と
し
て
給
料
等
の
支
払
い
を
受
け
た
事
案
（
東
京
高
判
昭
和
五
九
年
一
〇
月



三
〇
四

二
九
日
判
例
時
報
一
一
五
一
号
一
六
〇
頁
）
に
お
い
て
、
こ
の
報
酬
が
医
師
の
資
格
と
「
不
可
分
一
体
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
し
て
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た

も
の
が
あ
る
。

（
32
）
雇
用
詐
欺
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
樋
口
・
前
掲
注（
4
）一
九
四
頁
。
ま
た
、
本
稿
で
以
下
に
取
り
上
げ
たBGH

St 4（, 1

を
紹
介
し
て
い
る
も
の
に
、
橋
爪
・
前
掲

注（
（
）二
〇
〇
頁
。

（
33
）
締
結
詐
欺
（Eingehungsbetrug

）
と
は
、
契
約
当
事
者
間
で
契
約
が
交
わ
さ
れ
た
時
点
で
、
の
ち
の
契
約
履
行
が
な
さ
れ
た
か
否
か
を
問
わ
ず
、
詐
欺
罪
の
既
遂

が
認
め
ら
れ
る
類
型
で
あ
り
、
契
約
履
行
段
階
で
詐
欺
既
遂
が
認
め
ら
れ
る
履
行
詐
欺
（Erfüllungsbetrug

）
と
対
置
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
締
結
詐
欺
に
つ
い
て

は
、
渡
辺
靖
明
「
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
『
締
結
詐
欺
』
を
め
ぐ
る
裁
判
例
─
─
民
事
契
約
取
引
で
の
全
体
損
害
─
─
」
ク
レ
ジ
ッ
ト
研
究
四
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）

二
〇
七
頁
（
二
一
四
頁
以
下
）
が
詳
し
い
。

（
34
）
た
と
え
ば
、RGSt （4, 3（
。

（
3（
）V

gl. z.B. K
indhäuser, in: K

indhäuser/N
eum

ann/Paeffgen

（H
rsg.

）, N
om

os K
om

m
entar, StGB, 4. A

ufl. 2013,§
2（3, Rn. 322; D

uttge, in: D
ölling/

D
uttge/Rössner

（H
rsg.

）, H
andkom

m
entar, Gesam

tes Strafrecht, 3. A
ufl. 2013,§

2（3 StGB Rn. （（.

（
3（
）
そ
の
意
味
で
、
雇
用
詐
欺
は
締
結
詐
欺
の
一
類
型
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
締
結
詐
欺
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
危
殆
化
損
害
（Gefährdungsschaden

）」（
あ

る
い
は
「
具
体
的
な
財
産
危
殆
化
（konkrete V

erm
ögensgefährdung

）」
と
も
呼
ば
れ
る
）
の
概
念
を
用
い
て
、
双
務
契
約
の
締
結
時
に
、
す
で
に
し
て
被
害
者

の
財
産
状
態
に
「
損
害
と
同
視
で
き
る
ほ
ど
に
具
体
的
な
財
産
的
損
害
の
危
険
性
が
生
じ
て
い
た
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
刑
事
判
例
研
究
（
（3
）
冒
険
的
取
引
に
お
け
る
詐
欺
損
害
」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
三
一
頁
を
参
照
。

（
3（
）RGSt （4, 33, 3（ f.

（
3（
）
こ
こ
に
い
う
配
慮
と
は
、
給
与
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
年
金
や
遺
族
手
当
な
ど
の
そ
の
他
の
手
当
も
含
ん
だ
、
財
産
法
上
の
す
べ
て
の
給
付
行
為
を
指
す
（vgl. 

dazu RGSt （3, 2（（

）。

（
3（
）RGSt （（, 2（1, 2（2.  

本
事
案
で
は
具
体
的
に
、
過
去
に
職
務
上
の
義
務
違
反
や
品
位
を
欠
く
態
度
を
行
っ
た
こ
と
で
、
無
期
限
の
懲
戒
を
受
け
た
警
察
官
が
、
偽
造

証
書
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
当
該
事
実
の
存
在
に
つ
い
て
欺
罔
し
、
地
方
公
共
団
体
に
採
用
さ
れ
た
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
。

（
40
）RGSt （（, 2（1, 2（2. 

こ
の
よ
う
に
雇
用
関
係
の
目
的
を
重
視
し
て
、財
産
的
損
害
を
考
慮
し
て
い
る
点
で
、後
述
す
る
目
的
不
達
成
論
の
萌
芽
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
41
）BGH
St （, 3（（. RGSt （（, 2（1 

か
ら
、BGH

St （, 3（（ 

ま
で
に
至
る
判
例
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、G

eppert, Zur Strafbarkeit des A
nstellungsbetruges, 

insbesondere bei Erschleichung einer A
m

tsstellung, in: W
eigend/K

üper
（H

rsg.

）, FS H
irsch, 1（（（, S. （2（

（S. （3（f.

）.

（
42
）BGH

St 4（, 1, 10 

で
引
用
さ
れ
て
い
るBGH

 U
rt. v. 10. 1. 1（（1

─（ StR 3（3/（0
を
参
照
。

（
43
）BGH

St 1, 13, 14; BGH
 N

JW
 1（（1, 202（, 202（; BGH

St 1（, 2（4, 2（（ f.; BGH
 N

JW
 1（（（, 2042.

（
44
）BGH

St 1（, 2（4, 2（（.



三
〇
五

自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

（
4（
）K

indhäuser 

（Fn. 3（

）, Rn. 32（. 

な
お
、BGH

 N
JW

 1（（（, 20（（ 

も
、
そ
の
よ
う
な
特
別
な
信
頼
を
必
要
と
す
る
ポ
ス
ト
で
は
、「
報
酬
の
程
度
に
と
っ
て
重
要

な
前
提
と
さ
れ
て
い
る
事
実
や
、
そ
の
信
頼
的
地
位
に
と
っ
て
必
要
な
人
的
な
信
頼
性
」
が
特
別
な
契
約
締
結
の
条
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
4（
）H

efendehl, in: M
ünchener K

om
m

entar StGB, 2. A
ufl. 2014,§

2（3 Rn. （（（.
（
4（
）
た
と
え
ば
、Jaugsch, in: LK

, （. A
ufl. 1（（（, A

nm
.Ⅲ

4 i vor§
24（ 

は
、
公
職
の
不
正
入
手
に
関
す
る
判
例
は
、
基
本
的
に
は
公
的
な
管
理
の
秩
序
や
威
信

を
問
題
と
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
詐
欺
罪
で
保
護
す
る
こ
と
は
「
財
産
概
念
の
濫
用
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
、W

elzel, D
etusches Strafrecht, 

11. A
ufl. 1（（1, S. 3（4; Bockelm

ann, Zum
 Begriff des V

erm
ögensschadens beim

 Betrug, JZ 1（（2, 4（1ff. 

（4（3

）; E
ndem

ann, D
er sogenannte 

A
nstellungsbetrug nach geltendem

 und zukünftigem
 Recht, 1（（3, S. 11（.

（
4（
）BGH

St 4（, 1 = N
JW

 1（（（, 14（（ = N
StZ 1（（（, 302 = JZ 1（（（, （3（.

（
4（
）JR 1（（（, 434. 

た
と
え
ば
、D

uttge

も
、「
役
人
が
自
身
の
『
人
格
す
べ
て
』
を
捧
げ
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
の
考
え
は
、
た
し
か
に
ま
っ
た
く
伝
統
的
な

0

0

0

0

役
割
関

係
に
合
致
し
て
い
る
が
、
学
説
が
『
特
別
権
力
関
係
』
を
放
棄
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
基
本
法
（
Ｇ
Ｇ
）
一
条
な
い
し
二
条
に
関
連
し
て
、
も
は
や
公
的
業
務

の
今
日
的
な

0

0

0

0

権
利
関
係
に
は
合
致
し
て
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
［
傍
点
は
原
文
で
イ
タ
リ
ッ
ク
に
よ
る
強
調
］」
と
指
摘
し
て
い
る
（D

uttge, JR 2002, 2（1

（2（3

））。

（
（0
）
ド
イ
ツ
裁
判
所
法
（Gerichtsverfassungsgesetz: 

Ｇ
Ｖ
Ｇ
）
一
二
一
条
二
項
に
よ
れ
ば
、「
上
級
地
方
裁
判
所
が
そ
の
判
断
に
お
い
て
、
前
条
…
…
［
中
略
］
の

規
定
に
従
っ
て
、
他
の
上
級
地
方
裁
判
所
の
…
…
［
中
略
］
判
断
又
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
か
ら
逸
脱
し
た
判
断
を
下
す
場
合
に
は
、
当
該
事
案
を
連
邦
通
常
裁

判
所
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

（
（1
）BGH

St 4（, 1, （ f.

（
（2
）BGH

St 4（, 1, 11.

（
（3
）
こ
の
「
当
該
官
庁
に
認
め
ら
れ
て
い
る
決
定
裁
量
が
他
の
選
択
肢
を
許
容
し
な
い
ほ
ど
に
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
は
、
行
政
法
上
の
概
念
で
あ
る
。
一
定
の
範
囲

に
つ
い
て
決
定
権
を
有
す
る
官
庁
に
は
、
本
来
、
そ
の
範
囲
の
な
か
で
自
由
な
判
断
裁
量
（Erm

essen

）
を
有
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
り
に
法
的
に
瑕
疵
の
な
い

選
択
肢
が
一
つ
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
裁
量
権
限
は
著
し
く
制
限
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
（4
）BGH

St 4（, 1, 11 ff.

（
（（
）BGH

St 4（, 1, 12.  

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
く
わ
え
て
、
Ｍ
ｆ
Ｓ
と
し
て
の
非
公
式
の
活
動
へ
の
従
事
が
、
公
務
員
法
上
の
採
用
拒
否
の
事
由
に
な
る
こ
と
に
つ
き
、
ド
イ
ツ

統
一
条
約
（Eignungsvertrag

）
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、BverfGE （（, 1（1, 1（（ f.  

は
、「
人
的
な
姿
勢
は
、
自
身
の

過
去
に
対
す
る
考
え
方
と
同
様
に
、
時
の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
う
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
長
期
間
、
被
雇
用
者
が
問
題
な
く
労
働
に
従
事
し
て
い
た
場
合
に
は
、
採

用
時
の
「
人
的
な
適
性
の
欠
如
」
が
も
は
や
考
慮
さ
れ
な
く
な
る
か
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
れ
ば
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
、
Ｍ
ｆ

Ｓ
と
し
て
の
活
動
時
か
ら
訴
追
当
時
ま
で
の
期
間
に
そ
れ
ほ
ど
隔
た
り
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
間
経
過
は
、
被
告
人
の
「
人
的
適
性
」
の
判
断
に
と
っ
て
い
ま
だ

重
要
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
（BGH

St 4（, 1, 13 ff.

）。
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（
（（
）BGH

St 4（, 1, 1（ f.
（
（（
）O

LG Saarbrücken N
JW

 200（, 2（（（.
（
（（
）A

G Saarbrücken, U
rt. v. 1（.11.200（; A

z: 11（

─1（（/0（, S. 1（. 

な
お
、H

essen

州
に
対
す
る
推
断
的
欺
罔
の
可
能
性
に
言
及
す
る
も
の
に
、K

argl, 
O

ffenbarungspflicht und V
erm

ögensschaen beim
 A

nstellungsbetrug, w
istra 200（, 121, 123.

（
（（
）Saarland

州
法
曹
専
門
教
育
法
（Juristenausbildungsgesetz: SaarlJA

G

）
二
一
条
三
項
三
号
に
よ
れ
ば
、
充
分
な
労
働
力
を
も
っ
て
準
備
修
習
に
寄
与
で
き
な

い
修
習
生
は
、
準
備
修
習
へ
の
採
用
を
拒
否
さ
れ
う
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
裁
判
官
法
（D

eutsches Richtergesetz: D
RiG

）
五
条
ｄ
第
五
項
一
文
は
、
国
家
試
験
の

受
験
が
二
回
だ
け
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。

（
（0
）
な
お
、O

LG Saarbrücken

は
作
為
に
よ
る
欺
罔
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
い
る
が
、
被
告
人
はSaarland

州
で
の
修
習
許
可
の
申
請
時
に
、
い
ま
だH

essen

州
に

対
し
て
応
募
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
点
で
は
虚
偽
の
申
告
を
行
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
れ
を
否
定
し
た
（N

JW
 200（, 2（（（

）。

（
（1
）N

JW
 200（, 2（（（, 2（（（. V

gl. dazu auch BGH
St 43, （2; BGH

 N
JW

 2000, 3013.

（
（2
）O

LG Saarburücken

は
そ
の
他
の
法
律
上
の
義
務
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
い
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
財
産
と
の
関
連
性
を
否
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、D

RiG

五

条
ｂ
お
よ
び
ｄ
に
い
う
第
二
次
国
家
試
験
の
二
回
目
以
降
の
再
受
験
の
禁
止
は
、
同
法
二
項
に
よ
れ
ば
、
同
法
が
職
業
裁
判
官
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

本
件
被
告
人
に
は
関
連
し
な
い
。SaarlJA

G
二
一
条
三
項
三
号
の
規
定
は
、
修
習
生
の
義
務
で
は
な
く
、
採
用
官
庁
の
義
務
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
法
四
項
一

文
は
、「
司
法
修
習
中
に
そ
の
労
力
の
す
べ
て
を
当
該
専
門
教
育
に
捧
げ
る
責
任
を
修
習
生
に
認
め
て
い
る
」
も
の
の
、
修
習
生
が
「
二
重
に
［
修
習
業
務
に
：
筆
者
補

足
］
従
事
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
専
門
修
習
に
全
力
を
注
い
で
い
る
と
の
主
張
に
も
ま
た
充
分
な
理
由
」
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
当
該
規
定
か
ら

生
ず
る
義
務
に
本
件
被
告
人
が
違
反
し
て
い
る
か
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
全
労
力
を
専
門
教
育
に
捧
げ
る
義
務
に
違
反
す
る
こ
と
か
ら

は
、
財
産
に
関
連
す
る
保
証
人
的
義
務
は
導
か
れ
え
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
（N

JW
 200（, 2（（（

）。

（
（3
）V

gl. dazu etw
a W

ohlers/G
aede, in: K

indhäuser/N
eum

ann/Paeffgen

（H
rsg.

）, N
om

os K
om

m
entar, StGB, 4. A

ufl. 2013,§
13 Rn. 30; Stree/Bosch, 

in: Schönke/Schröder, StGB, K
om

m
entar, 2（. A

ufl. 2014, Rn. （ ff.

（
（4
）G

eppert, N
StZ 1（（（, 302, 30（.

（
（（
）Jerouschek/K

och, Zur N
eubegründung des V

erm
ögensschadens bei »A

m
tserschleichungen«, GA

 2001, 2（3

（2（（ f.

）.  

ま
た
、D

uttge

（Fn. 4（

）, 
2（3

は
、
こ
こ
で
は
、「
財
産
上
重
要
な

0

0

0

労
働
給
付
と
、
ま
ず
も
っ
て
財
産
上
無
関
係
に

0

0

0

0

す
ぎ
な
い
適
性
と
の
あ
い
だ
に
橋
が
渡
さ
れ
て
い
る
［
傍
点
は
原
文
で
イ
タ

リ
ッ
ク
に
よ
る
強
調
］」
と
い
う
。

（
（（
）Jerouschek/K

och

（Fn. （（

）, 2（0 f.

（
（（
）D

uttge

（Fn. 4（

）, 2（4.

（
（（
）D

uttge

（Fn. 4（

）, 2（4. 



三
〇
七

自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

（
（（
）
近
時
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
危
殆
化
損
害
が
詐
欺
罪
に
い
う
損
害
と
す
る
こ
と
に
は
、
Ｇ
Ｇ 

一
〇
三
条
二
項
に
照
ら
し
て
問
題
が
あ
る
と
し
た
（BGH

St （3, 11（, 202

）。
こ

の
判
文
の
全
訳
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
3（
）三
三
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
（0
）
松
宮
・
前
掲
注（
3
）一
六
五
頁
は
、
処
分
行
為
と
財
産
的
損
害
の
直
接
性
を
要
求
す
る
立
場
か
ら
、
他
の
利
用
客
ら
が
暴
力
団
が
利
用
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
ゴ

ル
フ
場
を
敬
遠
す
る
こ
と
は
、「
ゴ
ル
フ
ク
ラ
ブ
側
の
ゴ
ル
フ
プ
レ
ー
許
可
と
い
う
処
分
行
為
と
は
別
の
行
為
」
で
あ
っ
て
、「
処
分
行
為
と
財
産
的
損
害
と
の
間
に
直

接
性
」
が
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

（
（1
）
こ
れ
ら
の
論
拠
は
、
第
三
者
譲
渡
の
目
的
を
秘
し
て
通
帳
等
の
交
付
を
申
請
し
た
事
例
（
最
決
平
成
一
九
年
七
月
一
七
日
刑
集
六
一
巻
五
号
五
二
一
頁
）
に
際
し
て
、

学
説
上
、
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
田
・
前
掲
注（
24
）二
〇
四
頁
以
下
、
松
宮
孝
明
「
判
批
」
立
命
館
法
学
三
二
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
三
五
頁
以
下
（
二
五
四 

頁
）、
林
幹
人
「
詐
欺
罪
の
現
状
」『
判
例
刑
法
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
）
二
九
三
頁
以
下
（
二
九
九
頁
）。

（
（2
）K

indhäuser （Fn. 3（
）, Rn. 324.

（
（3
）
人
格
的
財
産
概
念
に
つ
い
て
は
、
長
井
圓
「
証
書
詐
欺
罪
の
成
立
要
件
と
人
格
的
財
産
概
念
」『
板
倉
宏
博
士
古
稀
祝
賀
論
文
集
』
三
一
五
頁
以
下
（
三
三
一
頁
以
下
）

参
照
。
人
格
的
財
産
概
念
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
れ
ば
、
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
に
は
、「
財
産
所
有
者
と
客
体
と
の
関
係
性
」
が
含
ま
れ
て
い
る
と
の
見
解
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
財
産
に
は
、
財
産
所
有
者
の
経
済
的
な
能
力
（Potenz

）
や
そ
れ
を
実
際
に
行
使
す
る
範
囲
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
が
侵
害
さ
れ

て
い
る
場
合
に
財
産
的
損
害
が
肯
定
さ
れ
る
。

（
（4
）H

efendehl 

（Fn. 4（

）, Rn. 3（（. 

な
お
、
近
時
、
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
（BV

erfG

）
は
、
財
産
的
損
害
の
要
件
は
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
限
定
す
る
機
能
を
有
す
る
と

と
も
に
、
詐
欺
罪
を
財
産
犯
お
よ
び
結
果
犯
と
し
て
特
徴
づ
け
る
要
素
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
必
要
性
を
確
認
し
た
（BV

erfGE 130, 1

）。

（
（（
）K

indhäuser （Fn. 3（

）, Rn. 2（（, 2（（.

（
（（
）W

essels/H
illenkam

p, Strafrecht, BT
, Bd. 2, 3（. A

ufl. 2012, Rn. （（4.

（
（（
）K

argl 

（Fn. （（

）, 123. 

ま
た
、
前
述
し
たA

G Saarbrücken
も
二
重
司
法
修
習
事
例
で
目
的
不
達
成
論
的
な
理
解
を
示
し
な
が
ら
、
か
つ
、
財
産
的
損
害
を
否
定

し
て
い
た
。

（
（（
）K

argl （Fn. （（

）, 12（.

（
（（
）K

argl （Fn. （（

）, 12（. D
azu s.a. BGH

 w
istra 2003, 4（（. 

こ
れ
に
対
し
て
、
人
格
的
財
産
概
念
に
基
づ
い
て
目
的
不
達
成
論
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、
以
上
の
よ

う
な
限
定
は
本
来
的
に
は
不
要
で
あ
り
、
被
害
者
が
設
定
し
た
あ
ら
ゆ
る
目
的
設
定
が
、
そ
れ
が
人
格
の
発
展
に
資
す
る
限
り
で
、
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（D

azu 
vgl. H

efendehl （Fn. 4（

）, Rn. 3（（

）。

（
（0
）K

argl （Fn. （（

）, 12（.

（
（1
）K

argl 

（Fn. （（

）, 12（. 

た
だ
し
、K

argl

自
身
は
、
目
的
不
達
成
論
自
体
に
懐
疑
的
で
あ
り
、
か
り
に
同
説
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
原
則
的
・
例
外
的
適
用
を
問

わ
ず
、
前
述
の
よ
う
な
制
限
が
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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（
（2
）
同
様
に
目
的
不
達
成
論
に
お
け
る「
目
的
」の
理
解
に
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
に
、足
立
友
子「
詐
欺
罪
に
お
け
る『
欺
罔
』と『
財
産
的
損
害
』

を
め
ぐ
る
考
察
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
（
』（
成
文
堂
、二
〇
一
三
年
）
一
三
三
頁
（
一
五
三
頁
）。
た
だ
、そ
こ
で
足
立
が
示
す
「
日
本
的
」
な
理
解
は
、

た
し
か
に
強
い
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

（
（3
）
そ
の
よ
う
な
事
実
が
取
引
当
事
者
間
で
共
通
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
見
解
（
足
立
・
前
掲
注（
23
）四
一
八
頁
）
も
あ
る
が
、
か
り
に
詐
欺
罪
の
法

益
に
処
分
自
由
を
含
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
果
要
件
と
し
て
相
手
方
の
処
分
自
由
の
侵
害
が
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
は
故
意
の
内
容
と
し
て
捕
捉
さ
れ
、
固
有

の
要
件
と
す
る
必
要
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
そ
の
共
通
認
識
の
要
素
を
欺
罔
行
為
の
存
否
の
判
断
に
含
め
て
い
る
の
で
、
意
思
自
由
の

侵
害
を
構
成
要
件
的
結
果
と
し
て
は
捉
え
て
お
ら
ず
、
共
通
認
識
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
事
情
（
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
目
的
）
が
故
意
の
対
象
に
含
ま
れ
な
い
と
考
え

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
（4
）
法
務
省
Ｈ
Ｐ
参
照
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/keiji1/keiji_keiji42.htm

l

（
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
確
認
））。

（
（（
）
も
っ
と
も
、
同
指
針
で
は
、「
さ
ら
に
は
、
反
社
会
的
勢
力
は
、
企
業
で
働
く
従
業
員
を
標
的
と
し
て
不
当
要
求
を
行
っ
た
り
、
企
業
そ
の
も
の
を
乗
っ
取
ろ
う
と
し

た
り
す
る
な
ど
、
最
終
的
に
は
、
従
業
員
や
株
主
を
含
め
た
企
業
自
身
に
多
大
な
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
反
社
会
的
勢
力
と
の
関
係
遮
断
は
、

企
業
防
衛
の
観
点
か
ら
も
必
要
不
可
欠
な
要
請
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
面
を
強
調
す
れ
ば
、
暴
力
団
排
除
と
い
う
目
的
の
経
済
的
側
面
を
認
め
る

こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
（（
）
な
お
、
松
宮
・
前
掲
注（
3
）一
六
三
頁
以
下
は
、
取
引
主
体
の
「
役
割
」
に
応
じ
て
詐
欺
罪
に
い
う
目
的
を
限
定
す
る
立
場
か
ら
、
ゴ
ル
フ
場
経
営
者
の
役
割
は
「
商

人
」
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
に
ゴ
ル
フ
場
経
営
者
が
「
暴
力
団
排
除
」
に
つ
い
て
公
共
的
役
割
を
も
担
う
と
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
利
益
追
求
の
み
が
財
産

的
損
害
を
基
礎
づ
け
る
目
的
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
（（
）
こ
れ
は
、
従
前
み
ら
れ
て
い
た
「
経
営
上

0

0

0

重
要
な
」
事
項
で
あ
る
か
ら
「
そ
の
交
付
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
項
」
と
し
て
（
た
と
え
ば
、
最
高
裁
で
は
、

最
決
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日
刑
集
六
四
巻
五
号
八
二
九
頁
（
搭
乗
券
事
例
））
取
引
上
重
要
な
事
実
が
経
済
的
側
面
を
有
し
て
い
る
と
の
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
た

の
に
対
し
て
、
今
回
の
肯
定
決
定
で
は
単
に
、
通
帳
等
の
交
付
や
利
用
許
可
を
判
断
す
る
際
の
「
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
項
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

（
（（
）
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と
し
て
も
、
わ
が
国
の
詐
欺
罪
が
「
財
物
」
お
よ
び
「
財
産
上
の
利
益
」
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
以
上
、
詐
欺
罪
が
財
産
犯
と
し

て
の
性
質
を
ま
っ
た
く
失
う
わ
け
で
は
な
い
。

（
（（
）Perron, in: Schönke/Schröder, StGB, K

om
m

entar, 2（. A
ufl. 2014,§

2（3 Rn. 1（. 

た
だ
し
、Perron

は
、
二
重
司
法
修
習
で
の
告
知
義
務
の
存
在
を
、「
公

法
上
の
業
務
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
肯
定
し
て
い
る
（Rn. 22, （（

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
告
知
義
務
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
に
、H

efendehl 

（Fn. 4（

）, Rn. 
20（; Lackner/K

ühl, Strafgesetzbuch, K
om

m
entar, 2（. A

ufl. 2014,§
23（ Rn. 14; K

indhäuser （Fn. 3（

）, Rn. 1（4, 1（3.

（
（0
）K

argl （Fn. （（

）, 123.



三
〇
九

自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性
（
冨
川
）

（
（1
）
浅
田
和
茂
「
詐
欺
罪
の
問
題
点
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
四
巻
・
刑
法
各
論
の
諸
問
題
』（
成
文
堂
、
一
九
八
二
年
）
三
一
一
頁
（
三
二
三
頁
）。

（
（2
）
た
と
え
ば
、
浅
田
・
前
掲
注（
（1
）三
二
三
頁
も
、
そ
も
そ
も
「
現
行
法
の
解
釈
と
し
て
は
、『
不
真
正
不
作
為
犯
』
と
し
て
の
詐
欺
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
罪
刑
法
定

主
義
上
の
疑
問
」
が
あ
り
、
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
の
は
極
め
て
ま
れ
な
場
合
に
限
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。

（
（3
）H

oyzer

事
例
の
事
案
概
要
と
判
決
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1（
）二
〇
一
頁
以
下
参
照
。

（
（4
）BGH

St （1, 1（（ = N
StZ 200（, 1（1 = JA

 200（, 3（（ = N
JW

 200（, 131 = JZ 200（, （00 = w
istra 200（, 102 u.a.

（
（（
）K

udlich, JA
 200（, （2, （4. 

な
お
、
正
規
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
際
に
は
、
そ
の
契
約
締
結
に
は
他
の
雇
用
主
の
も
と
で
同
時
に
労
働
を
し
て
い
な
い
と
の
説
明
内

容
が
含
ま
れ
る
と
し
て
、
推
断
的
欺
罔
が
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
に
言
及
す
る
も
の
に
、Perron, （Fn. （（

）, Rn. 1（ e

。

（
（（
）BGH

St （1, 1（（, 1（0.

（
（（
）Fahl, Jura 200（, 4（3, 4（（ f. 

な
お
、Fahl

に
よ
れ
ば
、
二
重
司
法
修
習
事
例
で
は
、
ド
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
に
従
え
ば
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
詐
欺
罪
の
そ
の

他
の
構
成
要
件
も
充
足
さ
れ
、
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
（Jura 200（, 4（（

）。

（
（（
）
た
だ
し
、
こ
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
基
準
に
は
、
た
と
え
ば
、「［
判
例
が
い
う
：
筆
者
補
足
］
事
実
的
・
規
範
的
観
点
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
が
財
産
概
念
を
も
規
範
的
に
制
限
・

基
礎
づ
け
る
こ
と
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
詐
欺
罪
を
規
範
的
に
完
全
に
つ
く
り
変
え
て
し
ま
う
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
社
会
に
広
く
存
在
す
る
処
罰
感
情
を
満
足
さ

せ
る
た
め
に
、『
規
範
的
に
み
て
そ
の
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
』
と
い
う
不
作
為
非
難
が
、
保
証
人
的
地
位
の
要
件
の
な
い
積
極
的
（
推
断
的
）

作
為
の
非
難
の
目
的
へ
と
作
り
か
え
ら
れ
て
、
利
用
さ
れ
る
危
険
、
そ
の
結
果
、
詐
欺
罪
構
成
要
件
が
過
度
に
拡
張
す
る
危
険
」
を
も
た
ら
し
か
ね
な
い
と
の
批
判
が

向
け
ら
れ
て
い
る
（K

raatz, Individualisierung contra N
orm

ativierung, in: Geisler/K
raatz/K

retschm
er/Schneider/Sow

ada, FS Geppert, 2011, S. 
2（（ ff. （2（（

））。O
LG Saarbrücken

が
こ
の
批
判
を
考
慮
し
て
、
本
件
事
案
で
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
罪
を
検
討
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）
全
体
財
産
説
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
実
質
的
個
別
財
産
説
か
ら
も
、
た
と
え
ば
、
田
山
・
前
掲
注（
24
）一
五
一
頁
。

（
100
）
た
と
え
ば
、
伊
藤
渉
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
─
─
そ
の
要
否
と
限
界
（
五
・
完
）」
警
察
研
究
六
三
巻
八
号
（
一
九
九
二
年
）
三
〇
頁
（
四
三
頁
）
や
松
宮
・

前
掲
注
（
3
）一
六
三
頁
な
ど
。

（
101
）
私
見
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
に
お
い
て
情
報
収
集
措
置
が
行
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
欺
罔
行
為
の
存
否
を
分
け
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
す
で
に
、
拙
稿
・
前
掲
注（
1（
）一
九
三
頁
以
下
、
拙
稿
・
前
掲
注（
（
）一
五
一
頁
以
下
。

（
102
）
な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、「
不
用
意
な
人
間
を
、
そ
の
者
自
身
の
不
用
意
さ
か
ら
生
じ
た
結
果
か
ら
保
護
す
る
こ
と
は
、
詐
欺
罪
構
成
要
件
に
い
う
保
護
法
益
に

は
属
さ
な
い
」
と
し
て
、
被
害
者
に
は
一
定
程
度
の
注
意
深
さ
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
あ
り
（BGH

St 4（, 1, 4

）、
被
害
者
側
の
自
己
防
御
の
有
無
が
詐

欺
罪
の
可
罰
性
に
影
響
を
与
え
う
る
か
の
よ
う
な
指
摘
も
み
ら
れ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
脱
稿
（
二
〇
一
四
年
六
月
一
三
日
脱
稿
）
後
、
松
宮
孝
明
「
挙
動
に
よ
る
欺
罔
と
詐
欺
罪
の
故
意
」
岩
瀬
徹
ほ
か
編
『
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念
［
上
巻
］』（
信



三
一
〇

山
社
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
九
頁
に
接
し
た
。「
個
別
に
問
い
合
わ
せ
を
す
る
管
轄
」
を
問
題
と
す
る
点
で
私
見
と
同
一
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
作
為
に
よ

る
欺
罔
に
お
い
て
も
作
為
義
務
を
問
題
と
し
て
い
る
点
で
は
（
松
宮
・
前
掲
五
三
八
頁
）
疑
問
が
残
る
。（

本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）


