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Ⅰ　

は
じ
め
に

わ
が
国
の
刑
法
二
四
六
条
は
欺
罔
行
為
に
つ
い
て
「
人
を
欺
い
て
」
と
だ
け
規
定
し
、
そ
の
方
法
や
態
様
に
つ
い
て
特
段
に
制
限
を
設
け
て
い
な
い
。

判
例
・
学
説
上
、
こ
の
欺
罔
行
為
に
つ
い
て
三
つ
の
行
為
類
型
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
ひ
と
つ
に
、
行
為
者
が
明
示
的
に
虚
言
を
述
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
相
手
方
を
錯
誤
に
陥
れ
る
、
も
っ
と
も
一
般
的
な
欺
罔
類
型
で
あ
る
明
示
的
欺
罔
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
く
わ
え
て
、
行
為
者
が
事
実
を
述
べ

な
か
っ
た
場
合
に
、
告
知
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
認
め
ら
れ
る
不
作
為
に
よ
る
欺
罔
、
そ
し
て
、
行
為
者
が
挙
動
そ
の
他
の
方
法
に
よ
っ
て
相
手
方
に

真
実
と
は
異
な
る
説
明
内
容
（
説
明
価
値
）
を
黙
示
的
に
伝
達
す
る
、
い
わ
ゆ
る
推
断
的
欺
罔
（
挙
動
に
よ
る
欺
罔
、
黙
示
的
欺
罔
）
が
あ
る
。
こ
の
三

つ
の
行
為
類
型
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
真
実
と
は
異
な
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
か
、
少
な
く
と
も
真
実
を
述
べ
て
い
な
い
こ
と
が
欺
罔
行
為
を
肯
定
す

る
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
か
り
に
行
為
者
が
相
手
方
に
対
し
て
真
実
を
述
べ
て
い
た
場
合
に
も
詐
欺
罪
は
肯
定
さ
れ
う
る
か
。
一
見
す
る
と
、
真
実
を
述
べ
る
と
の
行
為

者
の
態
度
は
、「
人
を
欺
く
」
も
の
と
は
い
え
ず
、
詐
欺
罪
の
実
行
行
為
に
は
な
り
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
行
為
者
が
真
実
を
述
べ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
相
手
方
が
ま
っ
た
く
異
な
る
事
実
を
想
定
し
て
し
ま
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
単
な
る
「
勘
違
い
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
被
害
者
の
誤
っ
た
想
定
は
、

た
と
え
そ
の
勘
違
い
が
行
為
者
の
態
度
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
刑
法
二
四
六
条
で
の
処
罰
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
行
為
者
が
狡
猾
に
も
そ
の
真
実
の
適
示
を
相
手
方
が
認
識
で
き
な
い
よ
う
に
意
図
的
に
偽
装
し
、
そ
れ
で
も
相
手
方
が
注
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詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

意
深
く
確
認
し
て
い
れ
ば
こ
の
真
実
発
見
が
不
可
能
で
は
な
か
っ
た
場
合
（
以
下
、
本
稿
で
は
こ
の
類
型
を
「
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
」
ま
た
は
「
真
実

主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
」
と
呼
称
す
る
）
で
の
詐
欺
罪
の
成
否
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
数
多
の
契
約
条
項
の
な
か
で
相
手
方
が
想
起
し

え
な
い
よ
う
な
条
件
を
行
為
者
が
意
図
的
に
忍
ば
せ
て
い
た
場
合
、
ど
れ
ほ
ど
行
為
者
が
真
実
の
隠
蔽
を
巧
妙
に
行
っ
て
い
る
と
し
て
も
相
手
方
に
真
実

を
通
知
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
は
欺
罔
行
為
に
な
り
え
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
民
事
法
に
お
い
て
、
不
当
条
項
や
不
意
打

ち
条
項
の
契
約
上
の
有
効
性
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た）

1
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
法
学
の
領
域
で
は
、
か
つ
て
大
審
院
が
「
苟
も
財
物
騙
取
の
手
段
と
し
て

欺
罔
手
段
の
用
い
ら
れ
た
る
以
上
、
其
の
欺
罔
手
段
と
共
に
真
実
な
る
手
段
が
併
用
せ
ら
れ
た
る
と
否
と
は
、
同
罪
の
成
立
に
影
響
あ
る
こ
と
な
し
」）

2
（

と

判
示
し
た
こ
と
が
あ
る
の
み
で
、
そ
れ
以
上
の
議
論
の
蓄
積
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
る
。

こ
の
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
と
い
う
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
被
害
者
に
要
求
さ
れ
る
確
認
措
置
の
限
界
を
明
ら
か
す
る
こ
と
に
あ
る
。
と

り
わ
け
、
被
害
者
の
確
認
措
置
が
欺
罔
行
為
の
判
断
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
る
判
例
・
学
説
の
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
欺
罔
行
為
概
念
を
再

考
す
る
た
め
の
好
個
の
素
材
と
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
搭
乗
券
事
例）

3
（

に
お
い
て
は
、
航
空
会
社
の
本
人
確
認
措
置
に
関
す
る
詳
細
な
認
定
が
行

わ
れ
て
お
り
、
ま
た
は
、
暴
力
団
員
が
自
身
が
暴
力
団
員
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
ゴ
ル
フ
場
利
用
に
か
か
る
契
約
を
締
結
し
た
事
例）

4
（

に
お
い
て
は
、
と
く

に
そ
の
反
対
意
見
中
に
お
い
て
、
被
害
者
の
確
認
措
置
が
欺
罔
行
為
を
判
断
す
る
際
に
中
心
的
な
検
討
を
受
け
る
と
さ
れ
て
い
た
。
学
説
上
も
、
こ
の
判

例
の
傾
向
に
着
目
し
て
、
詐
欺
罪
の
成
否
を
検
討
す
る
際
に
被
害
者
の
確
認
措
置
に
一
定
の
地
位
を
認
め
る
見
解
が
み
ら
れ
る）

（
（

。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
も
、

「
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
は
、
一
般
人
を
錯
誤
に
陥
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
こ
と
に
は
見
解
の
一
致
が
み
ら
れ
て
お
り）

（
（

、
こ
の
こ
と
と
関
連

し
て
、「
被
害
者
が
一
般
人
に
要
求
さ
れ
る
配
慮
を
尽
く
せ
ば
看
破
し
う
る
よ
う
な
虚
偽
表
示
は
欺
罔
と
な
ら
な
い
」
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た）

（
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
の
程
度
の
確
認
措
置
が
被
害
者
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
不
明
な
点
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
先
の
暴
力
団
員

の
ゴ
ル
フ
場
利
用
の
事
例
で
は
、
暴
力
団
関
係
者
の
施
設
利
用
を
拒
絶
す
る
旨
の
規
定
が
契
約
約
款
等
で
み
ら
れ
る
、
あ
る
い
は
同
旨
の
立
入
禁
止
の
掲

示
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
暴
力
団
関
係
者
と
の
取
引
を
行
わ
な
い
意
思
を
示
す
表
明
措
置
で
は
欺
罔
行
為
を
認
め
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ

れ
以
上
の
確
認
措
置
、
つ
ま
り
相
手
方
が
暴
力
団
員
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
の
情
報
収
集
措
置
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が）

（
（

、
な
ぜ
表
明
措
置
で
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は
欺
罔
行
為
を
肯
定
す
る
に
不
十
分
な
の
で
あ
ろ
う
か）

（
（

。
判
例
・
学
説
上
は
、
不
注
意
さ
や
軽
信
性
と
い
っ
た
被
害
者
の
落
ち
度
は
詐
欺
罪
の
成
否
に
影

響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
の
主
張
も
、
他
方
で
は
一
般
に
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
被
害
者
が
十
分
な
確
認
措
置
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
欺
罔

行
為
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学
説
上
十
分
な
議
論
が
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

以
上
の
こ
と
を
問
題
意
識
と
し
て
掲
げ
、本
稿
は
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
を
例
証
と
し
て
、被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
、す
な
わ
ち
、

確
認
措
置
の
存
在
が
欺
罔
行
為
を
根
拠
づ
け
る
理
由
、
さ
ら
に
、
欺
罔
行
為
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
確
認
措
置
の
程
度
の
二
点
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
真
実
を
述
べ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
が
行
為
者
の
説
明
を
十
分
に
調
査
し
な
か
っ
た
が
ゆ
え

に
錯
誤
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
と
は
、
換
言
す
れ
ば
、
被
害
者
が
確
認
措
置
を
十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
が
た
め
に
錯
誤
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
っ

て
、
こ
の
被
害
者
の
確
認
措
置
の
不
徹
底
が
欺
罔
行
為
の
判
断
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
を
精
査
す
る
こ
と
は
、
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行

為
と
の
結
び
つ
き
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
の
際
に
、本
稿
で
は
、行
為
者
が
真
実
を
述
べ
た
場
合
の
詐
欺
罪
の
成
否
に
つ
い
て
す
で
に
前
世
紀
の
一
九
七
〇
年
代
か
ら
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、

判
例
実
務
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
問
題
と
さ
れ
て
き
た
ド
イ
ツ
で
の
判
例
・
学
説
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
真
実
主
張
を
と
も
な

う
欺
罔
の
議
論
の
発
端
を
確
認
し
、
初
期
の
議
論
の
様
相
を
描
写
し
（
Ⅱ
章
）、
つ
い
で
、
当
該
行
為
類
型
に
お
い
て
、
実
務
の
傾
向
を
大
き
く
変
え
た
と

評
さ
れ
る
二
つ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
（
Ｂ
Ｇ
Ｈ
）
判
決
を
、
学
説
で
の
批
判
も
踏
ま
え
て
、
参
照
な
ら
び
に
分
析
し
て
い
く
（
Ⅲ
章
）。
そ
の
歴
史
的
分
析

に
基
づ
い
て
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
類
型
で
の
欺
罔
行
為
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
が
、
そ
の
際
、
同
時
に
欺
罔
行
為
概
念
の
内
実
を
示
す

こ
と
と
す
る
（
Ⅳ
章
）。
被
害
者
が
行
為
者
に
よ
る
欺
罔
を
看
破
可
能
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
、
い
わ
ば
例
外
的
事
案
で
の
欺
罔
行
為
の
肯
否
を
検
討
す
る
こ

と
は
、
欺
罔
行
為
概
念
を
検
討
す
る
う
え
で
も
、
そ
の
概
念
規
定
に
際
し
て
の
十
分
な
基
盤
を
提
供
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

さ
ら
に
近
年
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
は
じ
め
と
す
る
電
子
通
信
技
術
の
普
及
に
よ
り
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
よ
う
な
技
術
を
用
い
た
真
実
主
張
に
よ
る
欺

罔
の
類
型
も
実
務
上
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
Ｅ
Ｕ
法
と
の
関
連
で
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
類
型
に
お
い
て
新
た
な
展
開
を

示
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
展
開
を
参
照
す
る
こ
と
も
比
較
法
研
究
と
し
て
大
き
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
思
わ
れ
（
Ⅴ
章
）、
つ
い
て
は
、



詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

一
八
七

近
時
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
新
た
な
問
題
点
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
（
Ⅵ
章
）。

Ⅱ　

真
実
主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
の
基
本
的
問
題
点

前
述
の
よ
う
に
、
真
実
主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
が
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
か

ら
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
口
火
を
切
っ
た
の
は
、
判
例
実
務
に
お
け
る
具
体
的
事
案
で
は
な
く
、
学
説
か
ら
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
、

民
事
法
に
お
い
て
類
似
の
事
案
が
問
題
に
な
っ
た
こ
と
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
刑
事
法
の
領
域
に
、
こ
の
問
題
を
は
じ
め
て
引
き
込
ん

だ
の
は
、Schröder

で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
判
例
に
お
い
て
、
こ
のSchröder

の
見
解
が
明
示
的
に
意
識
さ
れ
、
真
実
主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
と
し
て
類
型
化
さ
れ
る
の
は
二
〇
〇
〇
年

代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
な
る
が
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
事
案
類
型
そ
れ
自
体
は
や
は
り
一
九
七
〇
年
代
か
ら
す
で
に
し
て
判
例
実
務
に
お
い
て
も

問
題
と
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
期
の
判
例
を
概
観
す
る
こ
と
は
、
後
の
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
に
関
す
る
判
例
実
務
の
動
向
を
参
照
す
る

う
え
で
の
重
要
な
前
提
と
な
る
。
以
下
で
は
、
真
実
主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
に
関
連
す
る
判
例
・
学
説
上
の
議
論
を
そ
の
草
創
期
か
ら
追
っ
て
い
く
こ
と

と
し
、
そ
の
基
本
的
な
問
題
点
の
所
在
を
明
確
に
す
る
。

1　

Schröder

に
よ
る
問
題
提
起
とSchum

ann

に
よ
る
批
判

⑴　

Schröder

に
よ
る
可
罰
性
肯
定
説
の
提
唱

真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
問
題
に
は
じ
め
て
真
摯
に
取
り
組
み
、
そ
の
処
罰
の
可
能
性
を
主
張
し
た
の
は
、Schröder

で
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

に
お
い
て
も
彼
の
論
稿
を
ま
ず
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

Schröder

以
前
の
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
は
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
が
可
罰
的
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
は
そ
も
そ
も
検
討
さ
え
さ
れ
て
い
な
か
っ



一
八
八

た
よ
う
で
あ
る
が
、お
そ
ら
く
は
可
罰
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
とSchröder

は
分
析
す
る）

（（
（

。
と
い
う
の
も
、ド
イ
ツ
刑
法（
Ｓ
ｔ
Ｇ
Ｂ
）

二
六
三
条
が
掲
げ
る
詐
欺
罪
の
実
行
行
為
と
は
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
（V

orspiegelung falscher T
atsachen

）、
真
実
を
歪
曲
ま
た
は
隠

蔽
す
る
こ
と
（Entstellung oder U

nterdrückung w
ahrer T

atsachen

）
で
あ
り）

（（
（

、
行
為
者
が
客
観
的
に
真
実
と
合
致
す
る
こ
と
を
述
べ
た
場
合
に

は
、条
文
に
挙
げ
ら
れ
る
行
為
類
型
に
は
あ
た
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
と
は
い
え
、行
為
者
が
被
害
者
の
錯
誤
を
認
識
し
て
い
た
場
合
に
は
、

事
前
の
説
明
と
い
う
先
行
行
為
（Ingerenz

）
に
基
づ
く
不
作
為
類
型
で
の
詐
欺
罪
が
肯
定
さ
れ
る
と
考
え
る
余
地
は
そ
れ
ま
で
の
見
解
か
ら
も
認
め
ら

れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
不
作
為
に
よ
る
構
成
に
つ
い
て
、Schröder

は
、「
真
実
を
述
べ
る
こ
と
が
一
般
的
見
解
に
従
え
ば
義
務
違
反
態
度
と
考
え
ら
れ
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
態
度
が
先
行
行
為
に
基
づ
く
こ
と
だ
け
を
理
由
に
保
証
人
的
義
務
を
基
礎
づ
け
う
る
」）

（（
（

と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
て
批
判
し
た
。
ま
た
、Schröder

に
よ
れ
ば
、
か
り
に
行
為
者
の
事
前
の
真
実
主
張
が
、
先
行
行
為
と
し
て
、
被
害
者
の
錯
誤
を
解
消
す
べ

き
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
と
し
て
も
、
と
く
に
不
特
定
多
数
を
対
象
と
す
る
大
規
模
広
告
の
場
合
に
、
な
お
問
題
が
残
る
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、「
行

為
者
の
態
度
が
不
特
定
多
数
を
相
手
方
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
う
ち
の
い
っ
た
い
だ
れ
が
行
為
者
の
説
明
を
誤
っ
て
理
解
し
た
の
か
、
そ
し
て
、
行
為

者
が
事
情
を
説
明
し
た
場
合
に
そ
の
時
点
で
な
お
相
手
方
の
錯
誤
を
…
…
［
中
略
］
解
消
し
え
た
の
か
ど
う
か
は
確
認
さ
れ
え
な
い
か
ら
」
で
あ
る）

（（
（

。
し

た
が
っ
て
、
真
実
主
張
が
先
行
行
為
と
し
て
作
為
義
務
を
根
拠
づ
け
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、Schröder

は
い
う
の
で
あ
る
。

Schröder

は
、
前
述
の
よ
う
に
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
不
作
為
犯
と
し
て
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
可
罰

性
を
排
除
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
一
定
の
場
合
に
は
作
為
に
よ
る
欺
罔
行
為
と
し
て
詐
欺
罪
に
該
当
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

Schröder

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
本
質
的
に
問
わ
れ
る
べ
き
は
、「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
」
と
い
う
構
成
要
件
的
行
為
が
真
実
主
張
に
よ
っ
て

も
実
現
さ
れ
う
る
の
か
で
あ
っ
て
、
条
文
の
表
面
的
な
解
釈
で
は
な
い
と
い
う
。
こ
の
問
い
に
回
答
す
る
際
にSchröder

が
着
目
し
た
の
は
、
詐
欺
罪
と

い
う
犯
罪
の
性
質
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、詐
欺
罪
の
構
成
要
件
該
当
行
為
と
な
り
う
る
の
は
、基
本
的
に「
人
の
考
え
の
表
現（Ä

ußerung

）」で
あ
っ
て
、

こ
の
表
現
の
内
容
は
そ
の
受
け
手
の
理
解
と
無
関
係
に
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
当
該
表
現
が
、
そ
の
受
け
手
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
理
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詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

解
さ
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
理
解
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
を
も
考
慮
し
て
、
そ
の
表
現
が
い
わ
ん
と
す
る
内
容
は
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
詐
欺
罪
の
特
徴
に
鑑
み
れ
ば
、
詐
欺
罪
に
い
う
事
実
の
主
張
は
、
行
為
者
に
よ
る
表
現
と
被
害
者
に
よ
る
そ
の
内
容
の
理
解
と

い
う
双
方
向
的
関
係
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
行
為
者
が
自
身
の
態
度
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
他
人
に
対
し
て
惹
起
し
よ

う
と
目
論
ん
で
い
た
の
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
為
者
が
、
他
人
に
錯
誤
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
を
財
産
侵
害
的
な
処
分
行
為
に
誘
引
す
る
た
め

に
行
動
し
て
い
た
の
か
」）

（（
（

と
い
う
行
為
者
的
側
面
が
重
要
な
判
断
要
素
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
が
、「
も
っ
ぱ
ら
行
為
者
の
表
現
内
容
の

客
観
的
な
真
偽
だ
け
を
も
っ
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
受
け
手
の
理
解
や
批
判
能
力
が
考
慮
さ
れ
る
」）

（（
（

こ
と
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
が
「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、Schröder

の
見
解
に
従
え
ば
、
事

実
の
虚
偽
性
そ
れ
自
体
が
客
観
的
評
価
の
み
に
よ
っ
て
定
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
真
実
主
張
を
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
に
包
摂
す
る
こ
と
は
十
分

に
可
能
と
な
る
。

Schröder

は
こ
の
類
型
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
、
行
為
者
が
他
人
に
対
し
て
「frugal

」
な
食
事
を
高
額
で
提
供
す
る
こ
と
を
約
束
し
た
場
合
を
具
体

例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
「frugal

」
と
は
「
つ
つ
ま
し
い
、
質
素
な
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
慣
用
と
し
て
「
ぜ
い
た
く

な
」
と
の
意
味
で
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
単
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
こ
れ
を
「
豪
華
な
」
食
事
と
し
て
理
解
し
た
相
手
方
に
対
し
て
、
行
為
者
が
「
豪

華
な
」
食
事
に
相
当
す
る
金
額
で
「
質
素
な
」
食
事
を
提
供
し
た
場
合
に
、
行
為
者
の
事
実
主
張
は
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
な
る
の
か
。
こ
の
問
題

に
つ
い
て
、Schröder

は
、
行
為
者
が
、
当
該
説
明
を
受
け
た
者
が
「frugal

」
と
い
う
言
葉
か
ら
豪
華
な
食
事
を
期
待
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る

場
合
に
は
、
当
該
事
実
主
張
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
に
い
う
「
虚
偽
の
事
実
の
見
せ
か
け
」
と
い
え
る
と
す
る
。
た
し
か
に
、「frugal

」
な
食
事
と

い
う
言
葉
そ
れ
自
体
か
ら
は
、
質
素
な
食
事
を
提
供
す
る
こ
と
は
客
観
的
に
み
て
真
実
に
合
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
言
葉
が
被
害
者
に
よ
っ

て
「
豪
華
な
」
食
事
と
し
て
理
解
さ
れ
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
な
被
害
者
の
誤
っ
た
表
象
を
目
的
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
は
「
虚
偽
の
事
実
の
見

せ
か
け
」
と
し
て
欺
罔
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

た
だ
し
、
詐
欺
罪
は
危
険
犯
で
は
な
く
侵
害
犯
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
に
よ
る
説
明
が
そ
の
受
け
手
に
よ
っ
て
誤
っ
て
理
解
さ
れ
う
る
危
険
性
だ
け
で
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は
可
罰
性
を
肯
定
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、Schröder

に
よ
れ
ば
、「
詐
欺
罪
に
お
い
て
は
、
具
体
的
な
受
け
手
が
行
為
者
の
主
張
に

よ
っ
て
錯
誤
に
陥
っ
た
こ
と
、
そ
の
錯
誤
に
基
づ
い
て
財
産
侵
害
的
な
処
分
へ
と
導
か
れ
た
こ
と
の
証
明
が
行
わ
れ
る
べ
き
」）

（（
（

で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
詐

欺
罪
に
お
い
て
は
だ
れ
が
錯
誤
者
で
あ
る
か
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
認
定
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
行
為
者
は
自
身
の
説
明

か
ら
少
な
く
と
も
一
部
の
受
け
手
が
誤
っ
た
内
容
を
理
解
し
、
そ
の
誤
っ
た
理
解
に
基
づ
い
て
処
分
行
為
を
行
う
と
認
識
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
、
詐
欺
未

遂
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

さ
ら
に
、
故
意
の
面
で
もSchröder

は
制
限
を
か
け
、
未
必
の
故
意
で
は
詐
欺
未
遂
な
い
し
既
遂
は
肯
定
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、「
商

取
引
を
欺
罔
か
ら
保
護
す
る
と
の
刑
法
二
六
三
条
の
基
本
姿
勢
」
に
従
え
ば
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
類
型
に
お
い
て
答
責
的
と
さ
れ
る
べ
き
者
と
は
、

相
手
方
に
事
実
主
張
を
行
う
際
に
、「
も
の
ご
と
を
批
判
的
に
観
察
す
る
能
力
に
乏
し
い
相
手
方
に
、
自
身
の
説
明
が
も
つ
客
観
的
な
意
味
内
容
を
理
解
さ

せ
な
い
よ
う
に
、
表
現
方
法
を
意
識
的
に
選
択
し
て
」
い
る
者
に
限
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
自
身
の
説
明
が
、
批
判
能
力
の
な
い
者
に
よ
っ

て
誤
解
さ
れ
う
る
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
目
的
と
し
て
い
な
い
者
に
対
し
て
は
、
詐
欺
罪
は
未
遂
も
含
め
て
認
め
ら
れ
な
い
とSchröder

は
い
う
の
で
あ
る
。

簡
潔
に
ま
と
め
れ
ば
、Schröder

に
よ
れ
ば
、
真
実
主
張
が
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
な
る
の
は
、
具
体
的
な
相
手
方
の
錯
誤
惹
起
を
目
的
と
し
て

行
為
者
が
真
実
を
適
示
し
て
い
る
場
合
で
、
相
手
方
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
行
為
者
の
説
明
に
は
そ
の
よ
う
な
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る

場
合
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
詐
欺
既
遂
罪
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
に
だ
れ
が
錯
誤
に
陥
っ
た
の
か
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
認

定
を
欠
く
場
合
に
は
行
為
者
の
罪
責
は
詐
欺
未
遂
罪
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
。

⑵　

可
罰
性
肯
定
説
へ
のSchum

ann

の
批
判
（
可
罰
性
否
定
説
）

当
時
、
こ
のSchröder

の
見
解
に
賛
同
す
る
論
者
も
一
部
み
ら
れ
た
も
の
の）

（（
（

、Schum
ann

は
こ
れ
を
強
く
批
判
し
た）

（（
（

。Schum
ann

に
よ
れ
ば
、
真

実
主
張
に
よ
る
欺
罔
を
詐
欺
罪
と
し
て
認
め
る
の
は
、
ま
ず
類
推
解
釈
の
禁
止
、
さ
ら
に
自
己
答
責
の
原
則
に
鑑
み
て
疑
問
が
あ
る
と
い
う
。
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詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
は
、
前
述
の
よ
う
に
、「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
又
は
真
実
を
歪
曲
し
隠
蔽
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
文
言
ど
お
り
に
受

け
取
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
行
為
類
型
に
は
真
実
主
張
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、Schum

ann

は
「
簡
潔
に

い
え
ば
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
刑
法
二
六
三
条
の
文
言
に
矛
盾
し
、
し
た
が
っ
て
、
刑
法
一
条
お
よ
び
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
［
と

も
に
、
罪
刑
法
定
主
義
を
規
定
す
る
条
文
で
あ
る
：
筆
者
補
足
］
に
抵
触
す
る
」）

（（
（

と
い
う
の
で
あ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
違
反
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に

Schröder

自
身
も
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が）

（（
（

、
前
述
の
よ
う
にSchröder

は
、
行
為
者
の
主
張
が
「
虚
偽
の
事
実
の
見
せ
か
け
」
に
な
る
か
ど
う

か
は
、
客
観
的
な
真
偽
の
評
価
で
は
な
く
、
受
け
手
の
理
解
の
仕
方
を
考
慮
し
た
う
え
で
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
真
実
主
張
を
欺
罔
行
為
と
す

る
こ
と
は
類
推
解
釈
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、Schum

ann

は
、
行
為
者
態
度
に
含
ま
れ
る
説
明
価
値
（Erklärungsw

ert

）

は
あ
く
ま
で
社
会
生
活
上
の
通
念
（V

erkehrsanschauung

）
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、Schröder

が
重
要
視
し
て
い
る
説
明
の
受
け

手
の
観
点
は
排
除
さ
れ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。

く
わ
え
て
、Schröder

は
、「
詐
欺
罪
構
成
要
件
の
使
命
は
、
取
引
に
熟
練
し
て
い
な
い
者
や
ほ
と
ん
ど
教
育
を
受
け
て
い
な
い
者
を
も
、
自
身
の
財

産
を
減
少
さ
せ
る
よ
う
な
処
分
行
為
か
ら
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
詐
欺
罪
の
保
護
目
的
を
設
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
保
護
目
的
か
ら
す
れ
ば
真
実
主

張
に
よ
る
欺
罔
を
詐
欺
罪
に
い
う
「
虚
偽
の
事
実
の
見
せ
か
け
」
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て）

（（
（

、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
詐
欺

罪
構
成
要
件
の
想
定
す
る
欺
罔
行
為
概
念
の
含
意
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
とSchum

ann

は
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
説
明
そ
れ
自
体
の
属
性
に
虚

偽
性
が
含
ま
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
こ
の
説
明
を
『
虚
偽
の
事
実
の
見
せ
か
け
』
な
い
し
『
虚
偽
の
事
実
主
張
』
と
捉
え
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の

持
つ
意
味
の
限
界
を
超
え
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

ま
た
、Schum

ann

は
、
そ
も
そ
も
詐
欺
罪
の
保
護
目
的
の
捉
え
方
か
ら
し
て
、Schröder

と
は
異
な
る
見
解
に
立
っ
て
い
る
。Schum

ann

は
「
た

だ
考
え
ら
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
リ
ス
ク
す
べ
て
か
ら
個
々
人
を
守
る
こ
と
は
、
刑
法
の
使
命
で
は
な
い
」）

（（
（

と
し
、
こ
の
考
え
は
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
こ
そ

守
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
著
し
く
軽
信
的
な
者
で
あ
ろ
う
と
、
あ
り
え
な
い
事
実
の
存
在
を
信

じ
て
し
ま
っ
た
者
で
あ
ろ
う
と
、
詐
欺
罪
に
よ
る
保
護
は
与
え
ら
れ
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、「vigilantibus leges scriptae sunt

（
目
を
開
い
て
い
る
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者
の
た
め
に
法
は
記
述
さ
れ
て
い
る
）」
と
の
法
格
言
に
従
え
ば
、
法
と
は
そ
も
そ
も
「
す
べ
て
の
者
が
権
利
取
引
に
関
与
す
る
た
め
に
必
要
な
能
力
、
つ

ま
り
他
人
の
説
明
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
射
程
を
評
価
す
る
の
に
必
要
な
能
力
を
持
ち
合
わ
せ
、
か
つ
、
こ
の
能
力
を
用
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
」

の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
詐
欺
罪
の
保
護
目
的
は
、「
自
分
自
身
の
無
能
力
さ
や
評
価
の
誤
り
が
原
因
で
生
じ
る
被
害
か
ら
人
々
を
守
る
こ
と
に
は
な

い
」）

（（
（

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
己
答
責
の
原
則
は
詐
欺
罪
の
成
否
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
指
針
と
さ
れ
る
べ
き
とSchum

ann

は
述
べ
る
。

た
と
え
ば
、
単
な
る
価
値
判
断
や
将
来
の
事
実
に
つ
い
て
は
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
と
な
ら
な
い
こ
と
は
、
日
独
両
国
に
お
い
て
、
現
在
も
判
例
・

学
説
上
一
般
に
是
認
さ
れ
て
い
る
結
論
で
あ
る
が
、
そ
の
際
に
、
行
為
者
に
よ
る
事
実
主
張
が
価
値
判
断
に
と
ど
ま
る
も
の
や
将
来
の
事
実
に
向
け
ら
れ

た
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
当
該
事
実
の
客
観
的
評
価
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
誇
張
的
表
現
を
含
ん
だ
広
告
や
、
周
知
の
市
場
価
格
よ

り
も
高
い
価
格
設
定
は
、
い
ま
だ
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
行
為
と
さ
れ
て
い
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
処
分
行
為
者
の
判
断
能
力
の
有
無
と
は
関
係
な

く
、
詐
欺
罪
が
否
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
結
論
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
真
実
主
張
を
処
分
行
為
者
が
誤
解
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
も
、
処

分
行
為
者
の
判
断
能
力
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
とSchum

ann

は
主
張
す
る
。
真
実
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
処
分
行
為
者
が
錯
誤
に

陥
っ
た
場
合
、
こ
の
錯
誤
は
行
為
者
に
よ
る
事
実
主
張
を
処
分
行
為
者
が
誤
っ
て
推
測
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
た

と
え
「
説
明
者
が
他
人
の
錯
誤
を
予
見
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
説
明
者
は
刑
法
二
六
三
条
に
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
す
べ
て
行
っ
た
」
と

い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
答
責
の
原
則
に
照
ら
し
て
、「
処
分
行
為
者
は
、
行
為
者
の
真
実
の
言
明
に
自
身
の
推
論
を
加
え
た
が
ゆ
え
に
、
答
責
的
で
あ

る
」
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
み
る
とSchröder

とSchum
ann

と
の
相
違
は
、Schröder

が
説
明
の
受
け
手
の
主
観
的
・
個
人
的
要
素
を
考
慮
す
る
の
に
対
し
て
、

Schum
ann

が
こ
れ
を
排
除
し
、
客
観
的
な
基
準
に
よ
っ
て
、
欺
罔
行
為
の
存
否
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
よ
う）

（（
（

。
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詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

2　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
九
年
決
定
と
そ
の
後
の
判
例
実
務
の
動
向

⑴　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
九
年
決
定
（
詐
欺
罪
否
定
）
と
そ
の
影
響

前
述
のSchröder

とSchum
ann

と
の
論
争
に
よ
っ
て
そ
の
は
じ
ま
り
を
み
た
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
問
題
は
、
し
か
し
、
一
九
七
〇
年
代
の
刑

事
判
例
実
務
に
お
い
て
は
、
論
点
と
し
て
い
ま
だ
根
づ
い
た
も
の
で
は
な
く
、Schröder

の
見
解
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
代
に

入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
代
表
例
と
さ
れ
る
事
例
が
実
務
上
争
わ
れ
は
じ
め
た
の
は
、
奇
し
く

もSchröder

とSchum
ann

に
よ
る
論
争
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
。

一
九
七
九
年
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
、
行
為
者
が
広
告
掲
載
に
関
し
て
、
請
求
書
に
外
見
上
類
似
し
た
契
約
申
込
書
を
作
成
し
て
相
手
方
に
送
付
し

た
と
こ
ろ
、
当
該
申
込
書
の
受
け
手
が
こ
れ
を
す
で
に
自
身
が
受
け
た
給
付
に
対
す
る
請
求
書
だ
と
誤
信
し
、
添
付
さ
れ
た
振
込
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額

を
支
払
っ
た
事
案）

（（
（

（
以
下
、
こ
の
類
型
を
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
と
呼
ぶ
）
に
つ
き
、
原
審
で
あ
るH

ildesheim

地
方
裁
判
所
（
Ｌ
Ｇ
）
が
詐
欺

罪
を
肯
定
し
た
の
に
対
し
て
、
当
該
行
為
は
詐
欺
罪
に
あ
た
ら
な
い
旨
判
示
し
た
（
以
下
、
こ
の
決
定
を
一
九
七
九
年
決
定
と
呼
ぶ
））

（（
（

。
当
該
申
込
書
は
た

し
か
に
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
掲
載
さ
れ
た
広
告
に
対
す
る
請
求
書
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
そ
の
文
面
に
は
裏
面
等
に
当
該
書
類
が
請
求
書
で
は
な

く
、
契
約
申
込
書
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
た
。
当
該
書
類
の
受
け
手
は
、
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
（Gelbe Seiten

：
い
わ
ゆ
る
、
わ
が
国
で
い
う
タ
ウ

ン
ペ
ー
ジ
に
あ
た
り
、
業
種
別
電
話
帳
（Branchen–T

elefon–V
erzeichnis

）
で
あ
る
）
な
ど
に
自
身
の
企
業
に
関
す
る
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
と

こ
ろ
、被
告
人
送
付
の
書
類
を
そ
の
情
報
掲
載
に
対
す
る
請
求
書
で
あ
る
と
誤
信
し
、記
載
さ
れ
た
金
額
を
支
払
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、実
際
に
は
イ
エ
ロ
ー

ペ
ー
ジ
に
基
本
情
報
を
掲
載
す
る
こ
と
は
無
料
で
あ
っ
た
。

当
該
事
案
で
、LG H

ildesheim

は
、「
被
告
人
は
事
前
に
広
告
掲
載
の
依
頼
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
詐
欺
的
な
手
法
に
よ
っ
て
装
い
、
当
該
雑
誌
広

告
が
『
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
』
ま
た
は
こ
れ
と
同
程
度
以
上
の
価
値
を
有
す
る
公
刊
物
に
掲
載
さ
れ
る
と
見
せ
か
け
た
」
と
し
て
詐
欺
罪
を
肯
定
し
た
が
、

こ
れ
に
対
し
て
、
第
五
刑
事
部
は
「
事
実
審
は
詐
欺
罪
構
成
要
件
の
限
界
に
つ
い
て
不
適
切
な
判
断
を
下
し
て
い
る
」
と
し
て
欺
罔
行
為
を
否
定
し
た
。
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第
五
刑
事
部
に
よ
れ
ば
、「
本
件
で
の
広
告
主
は
そ
の
大
多
数
が
商
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
広
告
主
が
被
告
人
に
よ
る
契
約
の
申
し
出
を
誤
解
し
、
か
つ
、

被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
計
画
的
に
利
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、
詐
欺
罪
構
成
要
件
に
い
う
欺
罔
行
為
の
要
素
が
充
足
さ
れ
る
と
い

え
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
作
成
し
た
文
言
か
ら
す
れ
ば
、
書
面
記
載
の
金
額
を
支
払
っ
た
の
ち
に
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
有
料
で
の
情
報
掲
載
が
、
こ
れ
を
無
料
と
す
る
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
、「
商
取
引
に
慣
れ
た
読
み
手
に
お
い
て

は
想
定
し
が
た
い
」
事
態
な
の
で
あ
る）

（（
（

。「
請
求
額
」
と
の
表
記
も
、
書
面
の
受
け
手
が
注
文
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
し
、「
業
種
別

電
話
帳
」
と
の
表
記
も
、
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
と
同
程
度
以
上
の
価
値
を
有
す
る
広
告
掲
載
を
約
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
本
件
で
の
行
為
者
の
提

供
す
る
広
告
の
価
値
が
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
広
告
が
ド
イ
ツ
全
州
で
読
ま
れ
る
点
か
ら
す
れ
ば
、
十
分
に
価

値
の
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
た
し
か
に
、
本
事
案
で
電
話
帳
が
公
刊
の
た
め
に
必
要
な
準
備
期
間
を
経
た
の
ち
に
も
依
然
と
し
て
公
刊
さ
れ
る
見
込
み
が

な
く
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
者
が
な
お
広
告
主
を
募
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
詐
欺
罪
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
う
る）

（（
（

が
、
し
か
し
な
が
ら
、
電
話
帳

の
公
刊
は
長
期
の
準
備
期
間
を
要
す
る
も
の
で
、
Ｌ
Ｇ
も
、
こ
の
業
界
に
お
い
て
、
ど
の
程
度
の
期
間
が
通
常
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
を
認
定
し
て
お
ら

ず
、ま
た
、被
告
人
が
当
該
電
話
帳
の
公
刊
の
失
敗
を
そ
の
計
画
の
当
初
か
ら
企
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
も
認
定
し
て
い
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

当
該
事
案
に
お
い
て
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
欺
罔
行
為
は
認
め
ら
れ
な
い
と
第
五
刑
事
部
は
判
示
し
た
。

こ
こ
で
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
の
見
解
は
、
実
際
に
行
為
者
が
自
身
の
約
束
し
た
広
告
掲
載
が
行
え
な
か
っ
た
場
合
に
限
っ
て
詐
欺
罪
が
認
め
ら
れ
る

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
行
為
者
の
説
明
が
客
観
的
に
見
て
も
虚
偽
と
な
る
場
合
に
欺
罔
行
為
を
肯
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
、
行
為
者
態
度

の
客
観
的
評
価
を
重
視
す
るSchum

ann

の
見
解
に
親
和
的
と
い
え
よ
う
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
否
定
し
た
こ

と
に
と
も
な
い
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
裁
判
所
に
お
い
て
当
該
事
案
類
型
が
争
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
判
例
実
務
に
お
い
て
再
度
取
り
上
げ
ら
れ
る
に

至
る
ま
で
、
実
に
二
〇
年
近
く
の
歳
月
を
経
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
間
、
い
く
つ
か
の
検
察
庁
か
ら
は
当
該
事
案
類
型
で
の
公
訴
の
提
起
が
停
止
さ
れ）

（（
（

、

請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
は
、
し
ば
し
判
例
・
学
説
上
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。



一
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五
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被
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冨
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⑵　

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
下
級
審
の
混
乱

空
白
の
時
期
を
経
て
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
が
い
ま
い
ち
ど
問
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
の
ひ
と
つ
に
は
、
経
済
的
な
観
点
が
存
在
す

る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
七
年
で
の
当
該
手
法
に
よ
る
損
害
は
、
年
間
一
億
二
〇
〇
〇
万
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
に
達
し
て
い
た
と
い

う
）
（（
（

。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
受
け
て
、
一
九
九
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
終
わ
り
に
か
け
て
当
該
事
案
類
型
に
対
す
る
訴
追
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の
裁
判
所
は
、
当
初
、
先
の
一
九
七
九
年
決
定
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
と
く
に
商
人
に
対
す
る
請
求
書
類
似
書
類
の
送
付

行
為
に
つ
い
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
否
定
し
た）

（（
（

。
た
と
え
ば
、Frankfurt a.M

. 

上
級
地
方
裁
判
所
（
Ｏ
Ｌ
Ｇ
）
は
、
一
九
九
四
年
に
、
請
求
書
に
類

似
し
た
契
約
申
込
書
を
送
付
し
た
行
為
に
つ
き
、
詐
欺
未
遂
罪
を
理
由
と
す
る
公
訴
提
起
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
案
で
、
被
訴
追
者

（A
ngeschuldigte

））
（（
（

の
行
為
は
「
競
争
法
上
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
は
、
い
ま
だ
詐
欺
未
遂
罪
の
構
成
要
件
は
充
足
さ

れ
な
い
」
と
し
て
、
十
分
な
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
（hinreichender T

atverdacht

））
（（
（

の
存
在
を
否
定
し
た）

（（
（

。O
LG Frankfurt a.M

. 

に
よ
れ
ば
、
当
該
書

面
の
表
側
が
請
求
書
と
し
て
作
成
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、裏
面
の
一
般
契
約
条
項
（allgem

eine Geschäftsbedingung

：
以
下
、Ａ
Ｇ
Ｂ
と
略
称
す
る
）

か
ら
は
、
当
該
書
面
が
請
求
書
で
は
な
く
契
約
申
込
書
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、「
当
該
申
し
出
が
商
取
引
に
不
慣
れ
な
人
間
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
当
該
書
面
の
裏
面
も
読
ま
れ
、
申
し
出
と
し
て
の
性
質
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
ほ
か
に
も
、O

LG H
am

burg

は
、
書
類
の
送
付
者
に
は
、「
当
該
書
面
の
有
す
る
給
付
提
供
と
い
う
性
質
を
受
取
人
が
認
識
す
る
こ
と
は
前
提
と

さ
れ
て
よ
い
」
と
し
、Passau

区
裁
判
所
（
Ａ
Ｇ
）
も
、「
送
り
状
の
受
け
手
に
は
、
当
該
書
類
を
不
足
な
く
注
意
深
く
読
む
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
」

こ
と
を
認
め
て
い
る）

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
中
頃
の
判
例
実
務
で
は
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
お
い
て
詐
欺
罪
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
傾
向
が
形
成
さ
れ
て

い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
そ
の
後
も
定
着
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
一
部
の
下
級
審
に
お
い
て
当
該
事
例
類
型
で
詐
欺

罪
を
肯
定
す
る
事
案
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
新
た
な
流
れ
の
兆
し
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
判
例
実
務
は
、
統

一
的
な
指
針
を
持
た
な
い
混
迷
期
に
あ
っ
た
と
も
い
え
よ
う）

（（
（

。



一
九
六

下
級
審
の
判
例
実
務
が
混
迷
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
、
一
九
九
九
年
のLG Bochum

の
判
決）

（（
（

と
同
年
のLG Frankfurt a.M

.

の
決
定）

（（
（

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
両
裁
判
例
で
は
、
訴
追
さ
れ
た
行
為
者
が
異
な
る
も
の
の
、
そ
こ
で
問
題
と
さ
れ
た
書
面
が
ま
っ
た
く
同
一
の
形
式
で
あ
り
、
そ

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
で
詐
欺
罪
肯
定
と
否
定
と
い
う
ま
っ
た
く
正
反
対
の
結
論
が
導
か
れ
た
の
で
あ
っ
た）

（（
（

。

両
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
書
面
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
公
官
庁
の
行
っ
た
商
業
登
記
に
対
す
る
請
求
書
で
あ
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
有
し
て
い
る

も
の
の
、
現
実
に
は
、
被
告
人
の
提
供
す
る
民
間
デ
ー
タ
バ
ン
ク
へ
の
登
録
を
促
す
契
約
申
込
書
で
あ
っ
た
。
当
該
書
面
に
は
、「
商
業
デ
ー
タ
の
公
的
登

記
」
と
の
標
題
の
も
と
、「
管
轄
区
裁
判
所
」、「
レ
ジ
ス
タ
ー
番
号
」
と
い
っ
た
文
言
が
用
い
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
文
言
は
、
通
常
は
国
お
よ
び
地
方
公
共
団

体
に
よ
る
文
章
で
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
書
面
の
裏
面
に
記
載
さ
れ
て
い
た
Ａ
Ｇ
Ｂ
に
は
、
小
さ
な
文
字
で
は
あ
っ
た
が
、
た
し
か
に
、

当
該
書
面
が
契
約
申
込
書
で
あ
る
と
の
説
明
が
み
ら
れ
た
。

LG Bochum

は
、
前
記
書
面
を
送
付
す
る
こ
と
で
、
送
付
先
の
企
業
の
う
ち
四
〇
九
社
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
約
一
二
〇
〇
ド
イ
ツ
マ
ル
ク
の
口
座
振
替
を

受
け
た
被
告
人
に
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。LG Bochum

は
、
先
の
一
九
七
九
年
決
定
を
引
用
し
た
う
え
で
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で

欺
罔
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
か
否
か
は
個
別
具
体
的
な
問
題
で
あ
り
、
当
該
事
案
に
お
い
て
は
、
欺
罔
行
為
を
認
め
る
だ
け
の
特
殊
事
情
が
存
在
す
る
と
し

た
。
す
な
わ
ち
、「
商
業
デ
ー
タ
の
公
的
登
記
」
と
の
標
題
は
、
当
該
書
面
の
作
成
が
民
間
企
業
で
は
な
く
公
的
機
関
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
と
り
わ
け
、「
管
轄
区
裁
判
所
」
と
の
表
記
が
当
該
書
面
上
部
に
太
字
で
印
字
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
書
面
の
送
付
が
裁
判
所
に
よ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
レ
ジ
ス
タ
ー
番
号
」
と
の
表
現
が
、
通
常
は
国
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
の
担
当
者
か
ら
の
請
求

書
に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
、
特
殊
事
情
に
挙
げ
ら
れ
る
と
い
う
。
た
し
か
に
、
当
該
書
面
に
は
「
企
業
登
録
」
と
か
「
登
録
の
提
供
」

と
い
っ
た
文
言
も
み
ら
れ
る
も
の
の
、「
管
轄
区
裁
判
所
」
と
い
っ
た
表
記
が
目
立
つ
よ
う
に
印
字
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
読
み
落
と
し
や
す
い

も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、「
当
該
書
類
は
、
こ
れ
が
完
全
に
裁
判
所
に
よ
る
請
求
で
あ
る
と
の
印
象
を
惹
起
し
て
い
る
」）

（（
（

の
で
あ
っ
て
、
当
該
書
面

に
必
要
箇
所
の
記
入
が
す
で
に
な
さ
れ
た
振
替
依
頼
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
な
お
さ
ら
当
該
書
面
の
送
付
は
欺
罔
行
為
を
構
成
す
る

と
い
え
る
。
Ａ
Ｇ
Ｂ
に
お
い
て
、
当
該
書
面
の
性
質
が
請
求
書
で
は
な
く
契
約
の
申
し
出
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
指
摘
が
非
常
に
読
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冨
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み
づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
欺
罔
行
為
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
く
わ
え
て
、
被
告
人
は
当
該
書
面
を
事
前
に
商
業
登
記
を
行
っ

た
企
業
に
的
を
絞
っ
て
送
付
し
て
い
た
の
で
、
書
面
を
受
け
取
っ
た
企
業
ら
は
当
該
書
面
を
請
求
書
と
考
え
る
だ
け
の
理
由
が
あ
り
、
こ
れ
ら
す
べ
て
は

被
告
人
に
よ
る
計
画
・
意
図
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
件
行
為
に
は
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
が
認
め
ら
れ
る
とLG 

Bochum
は
判
断
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、LG Frankfurt a.M

.

で
は
、被
疑
者
（Beschuldigte

）
が
、実
用
新
案
や
意
匠
、商
標
、特
許
な
ど
の
登
録
申
請
を
比
較
的
最
近
に
行
っ

た
企
業
ら
に
対
し
て
、
前
記LG Bochum

で
問
題
と
さ
れ
た
文
書
と
同
一
形
式
の
契
約
申
込
書
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
受
け
手
の
多
く
が
実
際
に

請
求
額
を
支
払
っ
た
事
案
に
つ
き
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
債
権
を
確
保
す
る
た
め
に
検
察
庁
が
請
求
し
た
被
疑
者
口
座
に
対
す
る
没
収
命
令
（
ド
イ
ツ
刑

訴
法
一
一
一
条
ｅ
）
は
、
被
疑
者
の
行
為
に
は
詐
欺
罪
を
理
由
と
す
る
犯
罪
行
為
の
切
迫
し
た
嫌
疑
（dringender T

atverdacht

））
（（
（

が
認
め
ら
れ
な
い

か
ら
不
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
当
該
命
令
を
許
容
し
たA

G Frankfurt a.M
.

の
決
定
を
破
棄
し
た
。

LG Frankfurt a.M
.

に
よ
れ
ば
、
当
該
書
面
の
送
付
が
推
断
的
欺
罔
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、「
社
会
通
念
上
、
重
要
な
事
実
が
『［
行
為
者
態

度
と
：
筆
者
補
足
］
共
に
説
明
さ
れ
て
い
る
（m

iterklärt

）』
と
い
え
る
か
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、「
重
要
な
事
実
に
関
す
る

欺
罔
者
の
説
明
意
思
は
重
要
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
説
明
意
思
に
関
す
る
相
手
方
の
表
象
も
重
要
で
は
な
い
」
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
先

の
一
九
七
九
決
定
に
お
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
基
準
に
本
件
を
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
欺
罔
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め

に
は
、
当
該
書
面
が
、
す
で
に
行
わ
れ
た
公
的
機
関
へ
の
登
録
に
対
す
る
請
求
書
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
過
去
に
被
疑
者
企
業
に
対
し
て
行
わ
れ
た

デ
ー
タ
登
録
に
対
す
る
請
求
書
で
あ
る
こ
と
の
い
ず
れ
か
の
説
明
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
当
該
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
こ
の
両
者
は
い

ず
れ
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。
と
い
う
の
も
、
当
該
書
面
は
、
小
さ
な
文
字
で
は
あ
る
も
の
の
、
た
し
か
に
「
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
問
題
と
し
て
い
て
、

約
束
さ
れ
た
報
酬
を
支
払
っ
た
う
え
で
被
疑
者
か
ら
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
受
領
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
当
該
契
約
が
成
立
す
る
」
旨
を
指
摘
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
当
該
書
面
は
、
商
取
引
に
慣
れ
た
受
け
手
に
送
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
受
け
手
に
は
、「
当
該
書
類
の

裏
面
も
読
み
、
契
約
申
し
出
と
し
て
の
性
質
も
認
識
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
う
る
」）

（（
（

と
い
う
。
ま
た
、
当
該
書
面
が
デ
ー
タ
登
録
と
時
間
的
に
近
接
し
て



一
九
八

送
付
さ
れ
て
お
り
、
デ
ー
タ
登
録
者
が
い
ま
だ
裁
判
所
か
ら
の
実
際
の
請
求
書
を
受
け
取
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
当
該
書
面
が
裁
判
所
に
よ
る
請
求
書

で
あ
る
と
の
説
明
は
当
該
送
付
行
為
か
ら
読
み
取
ら
れ
う
る
が
、
た
と
え
ば
、
あ
る
被
害
者
に
お
い
て
は
、
当
該
書
面
を
受
け
取
っ
た
の
が
デ
ー
タ
登
録

の
一
年
後
で
あ
っ
て
、
時
間
的
な
近
接
性
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
受
け
手
に
お
い
て
は
、
当
該
登
録
の
費
用
を
す
で
に
支
払
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
考
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
。
以
上
の
理
由
か
ら
、LG Frankfurt a.M

.

は
、
詐
欺
罪
を
理
由
と
す
る
犯
罪
行
為
の
切
迫
し
た
嫌
疑
が
な
い
と

し
て
、
強
制
処
分
の
た
め
の
令
状
発
付
を
認
め
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
ま
っ
た
く
同
一
形
態
の
書
面
を
問
題
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
異
な
る
結
論
を
導
い
た
両
決
定
は
、
一
九
九
〇
年
代
後
半
期
に

お
け
る
判
例
実
務
の
揺
ら
ぎ
を
示
し
て
い
る
。
一
九
七
九
年
決
定
以
降
九
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
実
務
が
、
訴
追
処
理
を
含
め
て
詐
欺
罪
に
否
定
的
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
揺
ら
ぎ
は
、
後
述
の
詐
欺
罪
を
肯
定
し
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
が
登
場
す
る
兆
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
兆
し

が
表
れ
た
背
景
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
当
該
事
案
類
型
に
お
け
る
被
害
額
の
増
加
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
学
説
で
の
議
論
状
況
も
大

き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

3　

二
〇
〇
〇
年
代
に
至
る
ま
で
の
学
説
の
議
論
状
況

⑴　

M
ahnkopf/Sonnberg

に
よ
る
詐
欺
罪
否
定
傾
向
へ
の
批
判

前
述
の
よ
う
に
一
九
九
〇
年
代
後
半
期
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で
の
詐
欺
罪
成
立
に
否
定
的
で
あ
っ
た
判
例
実
務
の
態

度
が
、わ
ず
か
で
は
あ
る
が
軟
化
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
実
務
の
変
遷
に
学
説
は
ど
の
よ
う
に
作
用
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

M
ahnkopf/Sonnberg

は
、
先
に
あ
げ
た
一
九
七
九
年
決
定
と
一
九
九
四
年
のO

LG Frankfurt a.M
. 

決
定
を
取
り
上
げ
た
評
釈
の
な
か
で
、
そ
れ

ま
で
の
判
例
の
立
場
を
批
判
し
た）

（（
（

。
両
決
定
は
共
通
し
て
、
た
と
え
裏
面
で
あ
ろ
う
と
当
該
書
面
の
有
す
る
契
約
申
し
出
と
し
て
の
性
質
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
当
該
書
面
を
受
け
取
っ
た
読
み
手
が
商
人
で
あ
っ
て
、
商
取
引
に
慣
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
書
面
の
真
実

の
性
質
が
書
面
の
受
け
手
を
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
し
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
両
決
定
に
よ
る
結
論
は
、「
明
ら
か
に



一
九
九

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

通
常
の
取
引
実
務
に
合
致
し
て
い
な
い
」
とM

ahnkopf/Sonnberg

は
主
張
す
る
。
と
い
う
の
も
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
書
面
を
受
け
取
っ
た
際
に
、
こ

れ
を
請
求
書
と
し
て
処
理
す
る
の
か
、そ
れ
と
も
契
約
申
込
書
と
し
て
処
理
す
る
の
か
は
、商
取
引
に
慣
れ
た
商
人
自
ら
で
は
な
く
、「
ポ
ス
ト
を
開
け
た
者
」

だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
と
く
に
、
大
企
業
に
お
い
て
は
分
業
が
推
進
さ
れ
、
…
…
［
中
略
］
支
払
い
権
限
を
有
す
る
部
署
は
、
企
業
内
部
の
管
轄

部
署
が
当
該
請
求
書
に
応
じ
た
契
約
を
締
結
し
て
い
る
こ
と
を
信
頼
し
て
当
該
請
求
を
清
算
す
る
」
こ
と
が
通
常
で
あ
っ
て
、
請
求
額
と
し
て
そ
れ
ほ
ど

高
額
で
は
な
か
っ
た
両
事
案
に
お
い
て
は
「
請
求
額
の
振
替
に
権
限
を
有
す
る
担
当
者
は
、
こ
れ
を
詳
細
に
調
査
す
る
特
別
な
注
意
義
務
を
有
し
て
い
る
」

と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
、「
円
滑
な
日
常
業
務
を
保
障
す
る
た
め
に
、
た
と
え
ば
、
支
払
遅
滞
に
よ
る
督
促
費
用
等
の
発
生
を
回
避
す
る
目
的
で
、
…
…
［
中

略
］
遅
滞
な
く
支
払
い
を
行
う
」
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る）

（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
商
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
、
当
該
書
面
の
真
の
性
質
が
認
識
さ
れ
う
る
の

か
ど
う
か
は
、
い
ま
だ
導
か
れ
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
は
、
一
九
九
四
年
のO

LG Frankfurt a.M
.

の
事
案
で
は
、
請
求
書
で
あ
る
こ
と
を
示
す
要
素
が
際
立
っ
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
受
け

手
企
業
と
書
面
作
成
者
と
の
あ
い
だ
に
話
し
合
い
が
も
た
れ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
よ
う
に
、
交
渉
中
間
段
階
で
の
金
額
が
表
記
さ
れ
て
い
た
り
、
請
求

書
で
通
常
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
請
求
費
用
の
内
訳
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
て
い
た
り
し
た
。
こ
の
よ
う
に
請
求
書
に
類
型
的
な
要
素
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る

こ
と
で
、
デ
ー
タ
バ
ン
ク
へ
の
登
録
が
行
わ
れ
た
対
価
と
し
て
請
求
額
を
指
定
口
座
に
振
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
印
象
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
印
象
形
成
に
基
づ
け
ば
、「
受
け
手
に
は
、
当
該
文
章
を
正
確
に
読
む
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
」）

（（
（

と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
た
、M

ahnkopf/Sonnberg

に
よ
れ
ば
、
書
面
の
受
け
手
が
そ
の
性
質
を
正
確
に
把
握
で
き
た
こ
と
は
、
欺
罔
行
為
の
認
定
の
際
に
は
重
要
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
過
去
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
に
照
ら
し
て
も）

（（
（

、
被
欺
罔
者
が
十
分
に
注
意
深
く
調
べ
た
場
合
に
行
為
者
に
よ
る
欺
罔
を
看
破
で
き
た
と
の
事

情
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
に
い
う
欺
罔
行
為
の
想
定
と
は
矛
盾
せ
ず
、
こ
の
こ
と
は
被
欺
罔
者
が
軽
信
的
で
あ
っ
た
場
合
に
も
妥
当
す
る
か
ら
で
あ

る
と
い
う
。
そ
も
そ
も
「
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
欺
罔
行
為
も
ま
た
肯
定
さ
れ
る
」
の
で
あ
っ
て）

（（
（

、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
立
法
意
思
に
も

即
し
て
い
る
と
い
う
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
で
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
、「
現
行
法
規
定
に
お
い
て
も
、
請
求
書
に
極
め
て
近
似
し
た
申
出
書
類

か
ら
消
費
者
は
十
分
に
保
護
さ
れ
て
お
り
、
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
で
の
追
加
的
な
保
護
は
不
要
で
あ
る
」
と
の
見
解）

（（
（

が
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な



二
〇
〇

観
点
か
ら
も
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
お
い
て
詐
欺
罪
を
肯
定
す
る
こ
と
は
支
持
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

⑵　

G
arbe

に
よ
る
全
体
印
象
説

G
arbe

も
同
様
に
、
判
例
実
務
に
お
い
て
請
求
書
に
類
似
し
た
契
約
申
込
書
の
送
付
が
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
現
状
に
危
惧
感
を
示
し
た）

（（
（

。G
arbe

に

よ
れ
ば
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
一
九
七
九
年
決
定
を
は
じ
め
と
す
る
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
お
い
て
詐
欺
罪
を
否
定
し
た
諸
判
例
は
、「
二
つ
の
構
成
要
件
要

素
、
つ
ま
り
欺
罔
行
為
の
要
素
と
そ
の
錯
誤
惹
起
に
対
す
る
因
果
性
の
要
素
を
あ
ま
り
に
区
別
せ
ず
、
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の

判
例
の
立
場
を
批
判
し
、
詐
欺
罪
成
立
の
余
地
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
。G

arbe

は
、
前
述
のM

ahnkopf/Sonnberg

の
い
う
よ
う
な
「
錯
誤
が
認
め

ら
れ
る
場
合
に
は
欺
罔
行
為
も
肯
定
さ
れ
る
」
と
の
主
張
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
が
、
同
時
に
、「
被
害
者
の
共
同
過
失
（M

itverschulden

）
を
理
由

に
詐
欺
罪
構
成
要
件
が
阻
却
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
欺
罔
行
為
は
、
単
に
欺
罔
が
注
意
深
く
調
査
さ
れ
れ
ば
認
識
可
能
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と

を
理
由
に
し
て
は
否
定
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
当
該
書
面
の
受
け
手
が
商
人
で
あ
っ
て
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の

も
、「
刑
法
二
六
三
条
は
特
定
の
人
的
グ
ル
ー
プ
へ
の
制
限
を
認
め
て
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
は
、
た
し
か
に
当
該
事
案
類
型
に
お
い
て
相
手
方
の
注
意
義
務
が
考
慮
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
もG

arbe

は
認
め
て
い
る
。
請
求

書
類
似
書
類
送
付
事
例
で
は
、
明
示
的
な
欺
罔
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
推
断
的
欺
罔
の
存
否
が
問
題
と
さ
れ
、
こ
の
推
断
的
欺

罔
の
判
断
に
と
っ
て
決
定
的
と
な
る
の
は
、
支
配
的
見
解
に
依
拠
す
れ
ば
、「
社
会
生
活
上
の
通
念
と
い
う
客
観
的
尺
度
に
従
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
説
明
価

値
が
行
為
者
の
態
度
に
含
ま
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
の
か
、
す
な
わ
ち
、
ど
の
よ
う
に
商
取
引
に
お
い
て
行
為
者
の
説
明
が
理
解
さ
れ
る
の
か
ま
た
は

理
解
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
な
基
準
は
、
当
該
事
案
類
型
に
お
い
て
は
「
受
取
人
が
、
最
低
限
度
の
取
引
上

の
誠
実
さ
を
相
手
方
が
遵
守
す
る
こ
と
を
信
頼
し
て
、
当
該
書
類
を
請
求
書
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
誤
解
の
リ
ス
ク
は

受
取
人
に
存
在
し
て
い
る
の
か
」
と
換
言
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、「
錯
誤
に
基
づ
い
た
支
払
い
が
可
罰
的
な
欺
罔
行
為
の
結
果
と
し
て
行
為
者
に
そ

の
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
自
己
答
責
的
な
不
注
意
の
結
果
と
し
て
被
害
者
が
そ
の
責
任
を
負
う
の
か
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る）

（（
（

。



二
〇
一

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

こ
れ
は
、
要
は
行
為
者
と
被
害
者
と
の
あ
い
だ
の
リ
ス
ク
配
分
を
考
慮
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
被
害
者
に
要
求
さ
れ
る
注
意
深
さ
も
検
討
材

料
と
な
る
。
こ
の
点
、G

arbe

は
、
こ
の
リ
ス
ク
配
分
の
決
定
に
際
し
て
法
秩
序
の
統
一
性
の
原
則
か
ら
民
事
法
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
一
民
事
部
の
か
つ
て
の
判
例
を
引
用
し
て）

（（
（

、
民
事
法
上
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
お
い
て
推
断
的
欺
罔
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確

認
し
て
い
る
。
く
わ
え
て
、
約
款
規
制
法
（Gesetz zur Regelung des Rechts der A

llgem
einen Geschäftsbedingungen: A

GBG

）
三
条
お
よ

び
二
四
条）

（（
（

に
よ
れ
ば
、
不
意
打
ち
条
項
が
無
効
と
な
る
の
は
、
契
約
の
外
観
に
従
え
ば
、
契
約
当
事
者
が
そ
の
よ
う
な
不
意
打
ち
条
項
の
存
在
を
考
慮
す

る
必
要
は
な
い
と
い
え
る
場
合
で
あ
る
が
、
書
類
の
受
け
手
が
商
人
で
あ
っ
た
場
合
に
、
こ
の
者
が
商
取
引
に
慣
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
つ
ね
に
注
意

深
く
当
該
書
面
を
読
む
こ
と
ま
で
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、「
こ
の
よ
う
な
一
方
当
事
者
の
信
頼
を
保
護
す
る
必
要
性
は
、
単
に
契
約
条
項
が
不

意
打
ち
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
契
約
締
結
そ
れ
自
体
が
不
意
打
ち
で
あ
る
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
」）

（（
（

。
と
り
わ
け
、
請
求
書
と
信
じ
る
の
に

十
分
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
、
つ
ま
り
、
直
前
に
当
該
申
込
書
に
類
似
し
た
給
付
を
受
け
て
い
る
当
事
者
は
、
請
求
書
に
類
似
し
た
契
約
申
込
書
を
読
む

際
に
、「
用
心
深
さ
」
が
低
下
し
た
状
態
に
あ
っ
た
。

G
arbe

に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
請
求
書
で
あ
る
と
思
料
す
る
被
害
者
の
信
頼
が
保
護
さ
れ
、
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
当
該

書
面
が
請
求
書
で
あ
る
と
の
「
全
体
印
象
（Gesam

teindruck

）」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
い
う
。「
売
買
申
込
み
の
性
質
を
完
全
に
背
後
に

隠
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
類
型
的
な
請
求
書
の
要
素
が
…
…
［
中
略
］
全
体
的
な
印
象
を
強
く
形
成
し
て
い
る
場
合
、
当
該
書
類
は
、
社
会
生
活
上
の
通

念
と
い
う
客
観
的
尺
度
に
従
い
、
支
払
い
義
務
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
推
断
的
言
明
を
含
ん
で
い
る
」
とG

arbe

は
結
論
づ
け
た
（
全
体
印
象

説
））

（（
（

。
4　

小　
　
　

括

こ
こ
ま
で
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
学
説
に
お
け
る
議
論
の
は
じ
ま
り
と
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
関
す
る
判
例
・
学
説
の
流
れ
と
い
う
二

つ
の
側
面
を
概
観
し
て
き
た
。
両
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
当
初
に
お
い
て
必
ず
し
も
意
識
的
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
後



二
〇
二

の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
例
が
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
を
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
と
し
て
構
成
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
ま
で
の
ド
イ
ツ
裁
判
例
か
ら
み
え
る

請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
の
問
題
点
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
あ
ら
か
じ
め
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
こ
ま
で
の
判
例
お
よ
び
学
説
の
議
論
に
お
い
て
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
を
論
じ
る
う
え
で
の
問
題

点
は
そ
の
お
お
よ
そ
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
の
議
論
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に
対
す
る
態
度
決
定
、
お
よ
び
そ
の

検
討
が
精
緻
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
お
よ
び
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
点

が
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
小
括
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
抽
出
す
る
こ
と
と
す
る
。

ひ
と
つ
に
は
、Schröder
やSchum

ann

が
問
題
と
し
て
挙
げ
た
①
罪
刑
法
定
主
義
と
の
関
連
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
は
詐
欺
罪
の

行
為
類
型
と
し
て
「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
」
こ
と
、「
真
実
を
歪
曲
す
る
こ
と
」
お
よ
び
「
真
実
を
隠
蔽
す
る
こ
と
」
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
文
言
を
そ
の
字
句
ど
お
り
に
捉
え
た
場
合
に
、「
真
実
を
述
べ
る
こ
と
」
は
こ
こ
に
は
包
括
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
、Schröder

は
「
虚
偽
の
事
実
」
と
は
、
客
観
的
な
評
価
だ
け
を
た
よ
り
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
説
明
の
受
け
手
の
理
解
の
仕
方
も
踏
ま
え
て
決
定
さ
れ
る

べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
か
り
に
行
為
者
が
真
実
を
述
べ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
そ
の
受
け
手
が
誤
っ
て
理
解
す
る
可
能
性
が
存
在

す
る
場
合
に
は
、
こ
の
真
実
主
張
は
「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
」
に
包
摂
さ
れ
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、Schum

ann

は
、Schröder

の
目

的
志
向
的
解
釈
が
解
釈
学
上
許
容
さ
れ
た
限
界
を
超
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
罪
刑
法
定
主
義
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
一
条
お
よ
び
ド
イ
ツ
基
本
法 

（
Ｇ
Ｇ
）
一
〇
三
条
二
項
に
抵
触
す
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
に
も
当
然
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、M

ahnkopf/

Sonnberg

は
「
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
欺
罔
行
為
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
、G

arbe

は
行
為
者
態
度
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
全
体
印
象

を
重
視
す
る
全
体
印
象
説
を
提
唱
し
て
、
こ
の
罪
刑
法
定
主
義
に
か
か
る
問
題
点
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

つ
い
で
、
②
自
己
答
責
性
、
あ
る
い
は
被
害
者
の
軽
信
性
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。Schum

ann

は
、
個
々
人
を
考
え
ら
れ
う
る
す
べ
て
の
リ
ス
ク
か

ら
守
る
こ
と
は
刑
法
の
使
命
で
は
な
く
、
処
分
行
為
者
が
自
分
自
身
の
不
注
意
さ
か
ら
生
ぜ
し
め
た
損
害
に
つ
い
て
は
自
己
の
負
担
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
、
自
己
答
責
の
原
則
を
前
面
に
強
調
し
た
。
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で
の
詐
欺
罪
を
否
定
し
た
裁
判
例
の
多
く
も
、
自
己
答
責
性
と
い



二
〇
三

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

う
文
言
は
用
い
ら
れ
な
い
ま
で
も
、
書
面
の
受
け
手
が
契
約
申
し
出
の
性
質
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
え
る
か
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
、
実
際
に
は
、

こ
の
被
欺
罔
者
の
自
己
答
責
性
の
考
え
方
を
基
礎
に
置
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
七
九
年
決
定
で
は
、
基
本
情
報
の
掲
載
が
無
料

と
な
っ
て
い
る
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
と
被
告
人
に
よ
る
広
告
掲
載
と
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
は
、「
商
取
引
に
慣
れ
た
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
想
定
し
が
た
い
」

と
し
、
そ
の
他
の
裁
判
例
も
、
裏
面
等
に
記
載
さ
れ
た
説
明
を
読
む
こ
と
が
商
人
に
は
期
待
さ
れ
る
と
か
、「
当
該
書
類
を
不
足
な
く
注
意
深
く
読
む
こ
と

が
期
待
さ
れ
て
い
る
」
な
ど
と
し
て
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
注
意
を
怠
っ
た
者
に
は
、
詐
欺
罪
に
よ

る
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
逆
に
肯
定
裁
判
例
で
は
、
自
己
答
責
性
の
考
え
方
が
妥
当
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、

あ
る
い
は
、
当
該
事
案
で
は
被
害
者
の
自
己
答
責
性
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
か
の
い
ず
れ
で
あ
る
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
明
ら
か

で
は
な
い
。

こ
の
自
己
答
責
性
の
問
題
は
、
読
み
手
に
要
求
さ
れ
る
注
意
深
さ
の
程
度
と
関
連
し
て
、
③
商
取
引
経
験
の
有
無
が
欺
罔
行
為
の
肯
否
に
影
響
を
与
え

る
の
か
、
と
い
う
第
三
の
問
題
と
関
連
す
る
。
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で
の
詐
欺
否
定
裁
判
例
は
、
当
該
書
面
の
受
け
手
が
商
人
で
あ
っ
た
こ
と
を

重
視
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
逆
に
い
え
ば
、
商
取
引
に
経
験
の
な
い
ま
た
は
少
な
い
素
人
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
の
成
立
の
余
地
を
残
し
て
い
る
と
も
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
、
軽
信
的
な
者
に
も
詐
欺
罪
の
保
護
は
与
え
ら
れ
う
る
と
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
に
も
整
合
的
と
い
え
よ
う）

（（
（

。
こ
れ
に
対

し
て
、M

ahnkopf/Sonnberg

は
、
請
求
書
が
ど
の
よ
う
に
企
業
内
部
で
処
理
さ
れ
る
の
か
に
着
目
し
て
、
た
と
え
請
求
書
に
類
似
し
た
契
約
申
込
書
が

商
取
引
に
熟
達
し
た
商
人
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
詐
欺
罪
に
該
当
す
る
余
地
は
あ
る
と
し
て
、
商
人
を
被
害
者
と
す
る
場
合
で
画
一

的
に
詐
欺
罪
を
否
定
す
る
こ
と
に
批
判
的
で
あ
る
。G

arbe

も
、
詐
欺
罪
は
「
特
定
の
人
的
グ
ル
ー
プ
へ
の
制
限
を
認
め
て
い
な
い
」
と
し
て
、
商
人
を

相
手
方
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
欺
罔
行
為
を
肯
定
す
る
こ
と
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
、G

arbe

は
民
事
法
に
お
け
る
不
意
打
ち
条
項
の
取

扱
い
を
参
照
し
て
、
書
面
の
真
の
性
質
を
注
意
深
く
調
査
す
る
こ
と
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
す
な
わ
ち
、
全
体
的
印
象
が
真
の
性
質
を
覆
い
隠

し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
強
く
形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
欺
罔
行
為
を
肯
定
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
民
事
法
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
商
人
を
相
手
方
に
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
異
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。



二
〇
四

最
後
に
、
④
行
為
者
の
錯
誤
惹
起
意
図
の
問
題
が
挙
げ
ら
れ
る
。Schröder

に
よ
れ
ば
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
場
合
に
は
、
行
為
者
の
主
観
面
が
、

被
害
者
の
観
点
に
な
ら
ん
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
っ
て
、「
行
為
者
が
自
身
の
態
度
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
他
人
に
対
し
て
惹
起
し
よ

う
と
目
論
ん
で
い
た
の
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
行
為
者
が
、
他
人
に
錯
誤
を
惹
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
者
を
財
産
侵
害
的
な
処
分
行
為
に
誘
引
す
る
た
め

に
行
動
し
て
い
た
の
か
」）

（（
（

を
考
慮
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
表
象
は
未
必
的
な
も
の
で
は
足
り
ず
、
被
害
者
に
よ

る
誤
っ
た
表
象
の
惹
起
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
え
る
ま
で
に
強
度
の
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
請
求
書
類
似
書
類
送
付
事
例
で

詐
欺
罪
を
肯
定
す
るLG Bochum

も
、
被
告
人
が
当
該
書
面
を
ラ
ン
ダ
ム
に
で
は
な
く
、
事
前
に
請
求
書
を
期
待
す
る
だ
け
の
理
由
を
持
つ
企
業
に
送

付
し
て
い
る
こ
と
は
、
被
告
人
に
よ
る
計
画
・
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
も
、
行
為
者
の
主
観
面
を
重
視
す
る
も
の

と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、LG Frankfurt a.M

.

は
、
行
為
者
の
説
明
意
思
は
重
要
で
は
な
い
と
し
て
、
行
為
者
の
主
観
面
に
よ
っ
て

欺
罔
行
為
の
評
価
は
左
右
さ
れ
な
い
と
し
て
い
た
。

簡
潔
に
い
え
ば
、
①
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
と
罪
刑
法
定
主
義
と
の
関
連
性
、
②
自
己
答
責
性
の
捉
え
方
、
③
商
人
と
素
人
と
の
取
扱
い
の
相
違
、
そ

し
て
④
行
為
者
の
錯
誤
惹
起
意
図
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
が
、真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
な
る
。事
実
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
実
務
の
タ
ー
ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
た
と
評
さ
れ
る
二
〇
〇
一
年
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
決
定
で
は
、
こ
れ
ら
の
観
点
に
関
す
る
検
討
が
主

た
る
も
の
と
な
っ
た
。
次
章
で
は
、
こ
の
点
を
ふ
ま
え
、
そ
の
後
、
判
例
・
学
説
が
ど
の
よ
う
に
展
開
・
精
緻
化
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
参
照
し
て
い
く

こ
と
と
す
る
。

（
1
）
現
在
、
債
権
法
の
改
正
議
論
に
伴
い
、
不
当
条
項
・
不
意
打
ち
条
項
に
関
連
す
る
規
定
を
明
文
化
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、

平
成
二
六
年
八
月
二
六
日
法
制
審
議
会
民
法
（
債
権
関
係
）
部
会
第
九
六
回
会
議
議
事
録
（http://w

w
w

.m
oj.go.jp/shingi1/shingi04（0022（.htm

l

（
法
務
省
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
：
二
〇
一
五
年
三
月
二
二
日
確
認
））
を
参
照
。

（
2
）
大
判
昭
和
九
年
一
〇
月
二
三
日
刑
集
一
三
巻
一
四
七
九
頁
。

（
3
）
最
決
平
成
二
二
年
七
月
二
九
日
刑
集
六
四
巻
五
巻
八
二
九
頁
。



二
〇
五

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

（
4
）
最
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
刑
集
六
八
巻
三
号
五
八
二
頁
お
よ
び
最
決
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
刑
集
六
八
巻
三
号
六
四
六
頁
。
反
対
意
見
が
付
さ
れ
た
の
は
、

前
者
の
宮
崎
県
で
の
ゴ
ル
フ
場
の
事
例
で
あ
る
。

（
（
）
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
求 

（
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
一
三
三
頁
以

下
（
一
三
八
頁
以
下
）。
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
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
五
二
九

頁
以
下
（
五
三
九
頁
）。
ま
た
は
、
杉
本
一
敏
「
詐
欺
に
お
け
る
被
害
者
の
『
公
共
的
役
割
』
の
意
義
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
野
村
穂
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
』（
成
文

堂
、
二
〇
一
五
年
）
三
〇
一
頁
以
下
（
三
二
四
頁
、
注
五
二
）
も
。

（
（
）
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
［
第
3
版
］』（
創
文
社
、
一
九
九
〇
年
）
六
一
一
頁
。
高
橋
則
夫
『
刑
法
各
論
［
第
2
版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
三
〇
二
頁

（「
一
般
人
で
あ
れ
ば
処
分
行
為
を
行
う
危
険
性
（
法
益
へ
の
抽
象
的
危
険
）
を
有
す
る
行
為
が
欺
罔
行
為
」）
や
、
西
田
典
之
『
刑
法
各
論
［
第
（
版
］』（
弘
文
堂
、

二
〇
一
三
年
）
一
九
四
頁
（「
欺
罔
行
為
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
は
、
取
引
の
相
手
方
の
知
識
、
経
験
を
基
準
と
し
た
場
合
に
、
一
般
人
を
錯
誤
に
陥
ら
せ
る
に
足
る
程

度
の
事
実
の
虚
構
等
で
あ
る
こ
と
が
必
要
」
で
、「
そ
の
程
度
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
可
罰
か
虚
偽
広
告
の
罪
（
軽
犯
罪
法
一
条
三
四
号
）
が
成
立
し
う
る
に
と
ど

ま
る
」）。

（
（
）
林
幹
人
『
刑
法
各
論
［
第
2
版
］』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
）
二
二
八
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、「『
愚
か
者
』
を
錯
誤
に
陥
れ
う
る
詐
術
で
あ
れ
ば
、

『
欺
罔
』
た
り
よ
う
」
と
す
る
の
は
、
斎
藤
信
治
『
刑
法
各
論
［
第
4
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
四
年
）
一
三
七
頁
。

（
（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
自
身
の
身
分
を
偽
る
行
為
と
詐
欺
罪
の
可
罰
性 

─
─
近
時
の
暴
力
団
員
に
よ
る
詐
欺
事
例
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
雇
用
詐
欺
事
例
を
題

材
に
し
て
─
─
」
法
学
新
報
一
二
一
巻
五
・
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
六
九
頁
以
下
（
二
九
八
頁
）
参
照
。

（
（
）
た
と
え
ば
、
井
田
良
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
頁
以
下
（
二
七
頁
）
は
、
近
時
の
最
高
裁
判
例

に
お
い
て
被
害
者
の
主
観
的
利
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
傾
向
を
指
摘
し
た
う
え
で
、「
単
に
行
為
者
の
側
に
被
害
者
の
主
観
的
価
値
決
定
に
つ
い
て
故
意
が
あ
る
と
い
う

だ
け
で
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
被
害
者
の
主
観
的
意
思
が
客
観
化
さ
れ
て
い
た
（
交
付
・
処
分
に
あ
た
り
被
害
者
の
関
心

が
そ
の
事
項
に
向
け
ら
れ
て
い
た
）
こ
と
が
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、
意
思
の
客
観
化
と
い
う
意
味
で
は
表
明
措
置
で
も
足
り
る
は
ず

で
あ
ろ
う
。

（
10
）
た
と
え
ば
、
高
橋
・
前
掲
注（
（
）三
〇
四
頁
。
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
、
東
京
高
判
昭
和
三
〇
年
七
月
二
〇
日
高
裁
刑
集
八
巻
五
号
六
九
七
頁
や
大
判
大

正
六
年
四
月
五
日
新
聞
一
二
四
八
号
三
〇
頁
に
同
旨
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

（
11
）Schröder, Betrug durch Behauptung w

ahrer T
atsachen?, FS für K

arl Peters, 1（（4, S. 1（3 ff.

（
12
）Schum

ann, Betrug und Betrugsbeihilfe durch w
ahre Behauptungen?, JA

 1（（（, （（（ ff. （（0

は
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
見
解

を
「
従
来
の
支
配
的
見
解
」
と
し
て
示
し
て
い
る
。

（
13
）
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
一
項
「
自
己
又
は
第
三
者
に
違
法
な
財
産
的
利
益
を
獲
得
さ
せ
る
意
図
で
、
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
又
は
真
実
を
歪
曲
若
し
く
は



二
〇
六

隠
蔽
す
る
こ
と
で
、
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
又
は
維
持
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
他
人
の
財
産
を
侵
害
す
る
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
又
は
罰
金
刑
に
科
す
」。
た
だ
し
、
こ

こ
で
掲
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
行
為
類
型
は
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
詐
欺
罪
に
い
う
欺
罔
行
為
を
指
す
と
考
え
る
の
が
一

般
的
見
解
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
実
際
に
行
為
者
の
行
為
が
条
文
に
規
定
さ
れ
る
行
為
類
型
の
い
ず
れ
に
あ
て
は
め
る
の
か
を
示
す
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い

（K
indhäuser in: K

indhäuser/N
eum

ann/Paeffgen

（H
rsg.

）, N
om

os K
om

m
entar, Strafgesetzbuch, 4. A

ufl. 2013, Bd. 3,§
2（3 Rn. （（

）。

（
14
）
な
お
、Schröder

は
、
民
事
法
と
の
関
連
で
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
可
能
性
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
否
定
す
る
。
当
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
ド
イ

ツ
民
法
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
）
一
二
三
条
［
詐
欺
ま
た
は
強
迫
を
理
由
と
す
る
取
消
の
可
能
性
］
に
お
い
て
は
、詐
欺
取
消
の
要
件
と
な
る
欺
罔
行
為
に
悪
質
性
（A

rglistigkeit

）

が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、Schröder

に
よ
れ
ば
、
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
民
事
法
に
い
う
欺
罔
行
為
で
は
、「
欺
罔
が
『
虚
偽
の
』
説
明
の
効
果
で
あ
る
と
の
認
定
が

必
須
で
は
な
い
」
と
い
う
（Schröder 

（Fn. 11

）, 1（4

）。
換
言
す
れ
ば
、
民
事
法
に
お
い
て
は
、
当
該
欺
罔
が
「
悪
意
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
足
り
、

真
実
主
張
を
と
も
な
う
場
合
に
も
肯
定
さ
れ
る
可
能
性
は
十
分
に
残
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
の
民
事
法
の
文
献
を
み
て
も
、
ド
イ
ツ
民
法
一
二
三
条
に
い
う
欺
罔
行

為
と
は
「
他
人
の
錯
誤
を
惹
起
す
る
意
図
で
行
わ
れ
た
す
べ
て
の
事
実
主
張
を
指
す
」（H

eferm
ehl in: Soergel, K

om
m

entar zum
 Bürgerlichen Gesetzbuch, 

Bd. 1, A
llgem

einer T
eil, 10. A

ufl. 1（（（,§
123 Rn.1

）
と
か
、「
故
意
に
第
三
者
を
し
て
誤
っ
た
表
象
を
惹
起
・
強
化
・
維
持
さ
せ
る
あ
ら
ゆ
る
態
度
で
あ
る
」

（E
nneccerus, Lehrbuch, A

llgem
einer T

eil des BGB, zw
eiter H

albband, 1（. A
ufl. 1（（0, S. 10（（

）、「
事
実
を
歪
曲
、
隠
蔽
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
錯
誤
を
惹

起
ま
た
は
維
持
す
る
こ
と
」（H

einrichs in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. （, 32. A
ufl. 1（（3,§

123 Rn. 2 a

））
と
さ
れ
、
欺
罔
が
虚
偽
を
述
べ
る
こ

と
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
三
条
に
い
う
「
虚
偽
の
事
実
を
見
せ
か
け
る
こ
と
」
に
錯
誤
が

基
づ
い
て
い
な
い
け
れ
ば
な
ら
ず
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
が
こ
れ
に
あ
た
る
か
は
、
民
事
法
の
議
論
か
ら
解
決
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
。

（
1（
）Schröder （Fn. 11

）, 1（（.

（
1（
）Schröder 

（Fn. 11

）, 1（（. 

こ
の
点
、Schröder

が
単
に
実
務
上
の
認
定
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
作
為
可
能
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
か

は
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
両
者
を
考
慮
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
自
身
の
説
明
に
よ
っ
て
錯
誤
に
陥
っ
た
者
を
確
認
で
き
な
い
以

上
、
当
然
に
そ
の
錯
誤
を
解
消
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
作
為
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
作
為
可
能
性
を
理
論
上
肯
定
す
る
に
し
て
も
、
実

務
上
、
認
定
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

（
1（
）Schröder （Fn. 11

）, 1（（.

（
1（
）Schröder （Fn. 11

）, 1（（.

（
1（
）
た
だ
し
、厳
密
に
い
え
ば
、こ
の
事
例
は
、「frugal

」
と
い
う
言
葉
に
真
実
に
合
致
す
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、真
実
に
反
す
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
事
例
と
い
う
よ
り
は
、
多
義
的
な
表
現
を
用
い
た
詐
欺
的
手
法
と
い
え
る
。

（
20
）Schröder （Fn. 11

）, 1（（.

（
21
）Schröder （Fn. 11

）, 1（0.



二
〇
七

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

（
22
）
た
と
え
ば
、Blei, Strafrecht II. Besonderer T

eil, 10. A
ufl. 1（（（, S. 1（（; Cram

er in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, K
om

m
entar, 1（. A

ufl. 
1（（（,§

2（3 Rn. 12; Lackner, in: Jescheck/Ruß/W
illm

s

（H
rsg.

）, Strafgesetzbuch, Leipziger K
om

m
entar, Bd. （, 10. A

ufl. 1（（（,§
2（3 Rn. 24. 

た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
論
者
がSchröder

の
見
解
を
適
切
に
理
解
し
て
い
る
か
に
つ
き
、Schum

ann

は
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、Cram

er

やLackner

が
真
実

主
張
を
と
も
な
う
欺
罔
の
事
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
偽
造
通
貨
事
例
、
つ
ま
り
、
銀
行
で
の
為
替
取
引
に
お
い
て
、
行
為
者
が
「
こ
の
通
貨
は
実
は
偽
物
な
ん
だ
」
と

冗
談
ま
じ
り
に
述
べ
た
場
合
を
挙
げ
て
い
る
が
、「
社
会
生
活
上
の
通
念
（V

erkehrsauffassung

）
に
よ
れ
ば
、
銀
行
為
替
を
行
う
際
に
は
当
然
に
そ
の
通
貨
の
真
正

さ
が
暗
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
説
明
価
値
は
、
通
貨
が
不
真
正
で
あ
る
こ
と
を
冗
談
混
じ
り
に
指
摘
し
た
と
し
て
も
、
ま
た
、
こ
の
指
摘
が
い
く
ら
明
示
的
に
行

わ
れ
て
い
よ
う
と
も
、
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
か
ら
、Schröder

の
挙
げ
た
「frugal

」
事
例
と
は
異
な
り
、
通
常
の
推
断
的
欺
罔
の
事
例
に
分
類
さ
れ
る
と

い
う
（Schum

ann （Fn. 12

）, （（（.

）。

（
23
）Schum

ann （Fn. 12
）, （（（.

（
24
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（（.

（
2（
）
す
な
わ
ち
、
詐
欺
罪
の
条
文
を
「
字
句
ど
お
り
に
受
け
取
れ
ば
、
行
為
者
が
客
観
的
な
真
実
を
述
べ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
説
明
の
受
け
手
が
こ
れ
を
不
正

確
に
理
解
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
錯
誤
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
詐
欺
罪
の
可
罰
性
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
」（Schröder 

（Fn. 11

）, 
1（（.

）
と
の
指
摘
が
こ
れ
で
あ
る
。

（
2（
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（（.

（
2（
）Schröder （Fn. 11

）, 1（（.

（
2（
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（（.

（
2（
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（（.

（
30
）
時
間
的
にSchum

ann

の
論
稿
に
劣
後
す
る
が
、
た
と
え
ば
、BGH

St 34, 1（（, 201 f. 

こ
れ
は
、
被
告
人
が
、
毛
髪
を
一
〇
分
以
内
に
二
倍
に
増
や
す
と
か
、
一
二

回
の
入
浴
で
し
わ
が
と
れ
て
若
返
る
と
と
う
た
っ
た
商
品
を
、
そ
の
効
果
を
「
一
〇
〇
％
保
証
す
る
」
と
し
て
広
告
・
販
売
し
、
顧
客
に
金
銭
の
返
還
請
求
権
を
無
制

限
に
約
束
し
て
い
た
が
、
実
際
に
は
当
該
商
品
は
害
も
な
け
れ
ば
十
分
な
効
果
も
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
三
刑
事
部
は
、「
注
文
者
が
十
分
に
注
意
深
く

調
査
し
た
場
合
に
欺
罔
を
認
識
で
き
た
で
あ
ろ
う
と
の
事
情
は
、
重
要
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
傍
論
で
は
あ
る
が
、
金
銭
返
還
請
求
権
が
存
在
す
る
と
の
事
実
も
、

「
被
欺
罔
者
ら
の
得
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
返
還
請
求
権
を
行
使
す
る
可
能
性
で
は
な
く
、
効
能
の
あ
る
薬
剤
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
…
…
［
中
略
］
重
要
で
は
な
い
」

と
し
て
い
る
。

（
31
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（0.

（
32
）
こ
の
点
、
行
為
者
に
許
容
さ
れ
て
い
る
態
度
に
関
し
て
、
一
九
八
〇
年
代
中
頃
ま
で
の
判
例
・
学
説
の
動
向
に
つ
い
て
は
、M

aaß, D
ie A

bgrenzung von T
un 

und U
nterlassen beim

 Betrug —
Eine kritische A

nalyse von Rechtsprechung und Literatur—
, GA

 1（（4, 2（4 ff. 

が
詳
し
い
。M

aaß

の
分
析
に
よ



二
〇
八

れ
ば
、
判
例
上
は
、「
⒈ 

給
付
を
単
に
受
領
し
た
だ
け
で
は
、
受
領
者
は
、
当
該
給
付
に
つ
い
て
自
身
が
債
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
な
い
。
⒉ 

物
の
交

付
や
引
き
渡
し
か
ら
は
原
則
的
に
、
そ
の
物
に
欠
陥
を
有
し
て
い
な
い
と
の
説
明
は
読
み
取
ら
れ
な
い
。
⒊ 

代
価
の
要
求
は
通
常
、
そ
れ
が
通
例
の
も
の
で
あ
り
、
相

当
の
も
の
で
あ
る
と
の
説
明
を
含
ん
で
い
な
い
」
と
の
指
針
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
事
実
を
単
に
秘
匿
し
た
だ
け
で
は
、
推
断
的
欺
罔

は
認
め
ら
れ
な
い
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
林
・
前
掲
注（
（
）二
二
九
頁
は
、「
一
般
の
市
場
価
格
に
つ
い
て
は
、
一
般
人
で
あ
れ
ば
当
然
知
っ
て
い
る
か
、
知
っ
て
い

る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
い
う
る
」
か
ら
、
詐
欺
罪
が
否
定
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
33
）Schum

ann （Fn. 12

）, （（0.

（
34
）
な
お
、E

llm
er, Betrug und O

pferm
itverantw

ortung, 1（（（, S. 11（

に
よ
れ
ば
、
両
見
解
と
も
、
基
本
的
に
は
被
害
者
の
自
己
答
責
の
原
則
を
採
用
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
見
解
の
あ
い
だ
に
は
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
見
た
目
ほ
ど
の
相
違
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。

（
3（
）
当
該
事
案
類
型
は
、
た
し
か
に
刑
事
手
続
で
は
本
決
定
に
お
い
て
は
じ
め
て
問
題
と
な
っ
た
が
、
そ
の
手
法
は
、
筆
者
の
み
る
か
ぎ
り
、
少
な
く
と
も
一
九
五
〇
年

代
に
は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（D

er W
ettbew

erb 1（（（, （1

）。
真
実
主
張
に
よ
る
欺
罔
の
議
論
は
、
こ
の
事
案
類
型
と
と
も
に
発
展
を
遂
げ
る
こ
と

と
な
る
が
、
以
下
に
詳
述
す
る
一
九
七
九
年
決
定
の
時
点
で
は
、
両
者
の
関
連
性
は
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
両
者
の
関
連
性
が
実
務
に
お
い
て
明

確
に
意
識
さ
れ
た
の
は
、BGH

St 4（, 1
（
Ⅲ
章
1
⑴
で
取
り
上
げ
る
二
〇
〇
一
年
判
決
）
が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。

（
3（
）BGH

 N
StZ 1（（（, 1（（.

（
3（
）BGH

 N
StZ 1（（（, 1（（.

（
3（
）
第
五
刑
事
部
は
一
九
七
五
年
四
月
九
日
に
被
告
人
が
差
押
え
を
受
け
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
以
降
で
の
被
告
人
の
行
為
が
詐
欺
罪
に
あ
た
る
旨
指
摘
し
て
い
る

（BGH
 N

StZ 1（（（, 1（（

）。

（
3（
）G

arbe, Rechnungsähnliche V
ertragsofferten als strafbarer Betrug, N

JW
 1（（（, 2（（（ ff., 2（（（.

（
40
）
こ
れ
を
的
確
に
示
す
事
実
と
し
て
、
一
九
七
九
年
決
定
が
公
刊
物
に
掲
載
さ
れ
る
ま
で
に
一
八
年
も
の
歳
月
を
経
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
く
わ
え
て
、

一
九
九
七
年
に
一
九
七
九
年
決
定
が
掲
載
さ
れ
た
の
も
、
以
下
に
述
べ
る
一
九
九
四
年
のO

LG Frankfurt a.M
.

に
対
す
る
評
釈
に
あ
わ
せ
て
の
も
の
で
あ
っ
た
。

（
41
）G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（. 

こ
の
デ
ー
タ
は
、Spiegel 1（（（, N

r. （1, S. 4（
（http://w

w
w

.spiegel.de/spiegel/print/d-（44（（（（.htm
l

（
二
〇
一
五
年
一
月
一
九

日
確
認
））
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
42
）
も
ち
ろ
ん
、
一
九
七
九
年
決
定
で
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
刑
事
部
は
当
該
事
案
類
型
で
の
詐
欺
罪
を
理
由
と
す
る
可
罰
性
を
一
律
に
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、
Ｌ
Ｇ
の
認
定
不

足
を
理
由
に
個
別
具
体
的
事
案
を
前
提
に
詐
欺
罪
を
否
定
し
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
に
、G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（.

（
43
）
ド
イ
ツ
刑
訴
法
（
Ｓ
ｔ
Ｐ
Ｏ
）
で
は
、
手
続
の
過
程
に
お
い
て
、V

erdächtiger

、Beschuldigte

、A
ngeschuldigte

、
そ
し
てA

ngeklagte

が
区
別
さ
れ
て
い

る
。V

erdächtiger

と
は
、
犯
罪
捜
査
学
的
見
地
か
ら
し
て
、
犯
罪
行
為
の
正
犯
者
ま
た
は
共
犯
者
と
し
て
問
題
と
な
り
う
る
者
を
指
し
（H

artm
an, in: D

ölling/
D

uttge/Rössner 

（H
rsg.

）, Gesam
tes Strafrecht H

andkom
m

entar, 3. A
ufl. 2013, II§

102 Rn. 2

）、Beschuldigte

と
は
、
あ
る
被
疑
事
実
に
つ
き
手



二
〇
九

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

続
に
付
さ
れ
て
い
る
者
の
上
位
概
念
で
あ
り
、
通
常
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査
手
続
に
付
さ
れ
て
い
る
者
を
指
す
（Pfordte, in: D

ölling/D
uttge/Rössner 

（H
rsg.

）, Gesam
tes Strafrecht H

andkom
m

entar, 3. A
ufl. 2013, II§§

133 Rn. 1, 1（（ Rn. 1

）。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
七
条
に
よ
れ
ば
、

A
ngeschuldigte

と
はBeschuldigte

の
う
ち
検
察
官
に
よ
る
公
訴
提
起
を
受
け
、
公
判
が
開
始
さ
れ
て
い
な
い
者
、A

ngeklagte

と
は
公
判
手
続
の
開
始
を
受
け

た
者
を
い
う
。
本
稿
で
は
、Beschuldigte

を
被
疑
者
、A

ngeschuldigte

を
被
訴
追
者
、A

ngeklagte

を
被
告
人
と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
。

（
44
）
周
知
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
刑
訴
法
は
起
訴
便
宜
主
義
（O

pportunitätsprinzip

）
で
は
な
く
、
起
訴
法
定
主
義
（Legalitätsprinzip

）
を
採
用
し
て
い
る
が
（
ド
イ

ツ
刑
訴
法
一
五
二
条
二
項
）、
公
訴
を
提
起
す
る
に
あ
た
っ
て
は
（
同
一
七
〇
条
一
項
）、
裁
判
所
は
被
訴
追
者
に
「
十
分
な
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
」
が
認
め
ら
れ
る
か
の

判
断
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
同
二
〇
三
条
）。
こ
の
公
判
開
始
に
か
か
る
裁
判
所
で
の
手
続
は
中
間
手
続
（Zw

ischenverfahren

）
と
呼
ば
れ
る
。

（
4（
）O

LG Frankfurt a.M
. N

StZ 1（（（, 1（（.

（
4（
）A

G Passau, Beschl. v. 23. （. 1（（（ - （ D
s 10（ Js 1（（1/（（; O

LG H
am

burg, Beschl. v. 14. 11. 1（（（ - 3 W
s 23（/（（. 

こ
の
ほ
か
に
同
旨
の
も
の
と
し
て
、

LG Passau, Beschl. v. （. 10. 1（（（ - 1 Q
s 1（4/（（ 

が
あ
る
。
い
ず
れ
も
、
公
刊
物
未
登
載
で
あ
り
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（

参
照
。

（
4（
）
た
と
え
ば
、LG H

ildesheim
 Beshl. v. 14. 10. 1（（（ - 2（ K

ls 1（ Js （（（1/（（

やLG Bochum
 v. 23. 3. 1（（（ - 10 K

ls 3（ Js 3（4/（（. 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

G
rau, Sozialadäquate Geschäftstüchtigkeit oder strafbarer Betrug? —

D
er A

dressbuchschw
indel und das Phänom

en einer„
T

äuschung trotz 
Behauptung der W

ahrheit“, 200（, S. （2 f.

を
参
照
。

（
4（
）G

rau （Fn. 4（

）, S. （2.

（
4（
）LG Bochum

 W
RP 2000, 330.

（
（0
）LG Frankfurt a.M

. N
StZ-RR 2000, （ = w

istra 2000, （2.

（
（1
）
同
一
書
面
が
用
い
ら
れ
て
い
た
背
景
と
し
て
、
当
時
、
そ
の
よ
う
な
書
面
が
し
ば
し
ば
コ
ピ
ー
さ
れ
て
出
回
り
、
企
業
名
と
商
号
が
変
更
さ
れ
た
だ
け
で
、
ほ
か
の

行
為
者
に
よ
っ
て
も
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。V

gl. G
rau （Fn. 4（

）, S. （4.

（
（2
）LG Bochum

 W
RP 2000, 330, 331.

（
（3
）
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
身
柄
拘
束
や
捜
索
と
い
っ
た
一
定
の
強
制
処
分
を
許
容
す
る
令
状
発
付
に
は
「
切
迫
し
た
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
（
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
一
二
条
一
項
）。
こ
れ
は
、
被
疑
者
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
高
い
蓋
然
性

0

0

0

0

0

（hohe W
ahrscheinlichkeit

）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
お
り
、
単
な
る
蓋
然
性
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
「
十
分
な
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
」（
前
掲
注（
44
））
よ
り
も
高
い
要
求
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、

犯
罪
行
為
の
可
能
性

0

0

0

で
足
り
る
と
さ
れ
る
「
端
緒
と
な
る
嫌
疑
（A

nfangsverdacht
）」
が
あ
る
（
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
五
二
条
二
項
）。D

azu vgl. etw
a Beulke, 

Strafprozessrecht, 12. A
ufl. 2012, Rn. 114.

（
（4
）LG Frankfurt a.M

. N
StZ-RR 2000, （, （. 

こ
こ
で
、LG Frankfurt a.M

. 

は
、Lackner
の
規
範
的
観
察
方
法
（Lackner 

（Fn. 22

）, Rn. 2（ ff.

）
に
依
拠
す

る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。Lackner

の
規
範
的
観
察
方
法
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
推
断
的
欺
岡
の
概
念
─
行
為
者
が
事
実
を
黙
秘
し
た
場
合
の
作



二
一
〇

為
犯
成
立
の
限
界
─
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
四
一
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
九
三
頁
以
下
（
二
〇
〇
頁
以
下
）
を
参
照
。
簡
潔
に
い
う
と
、
推
断
的
欺
罔
と
は
行

為
者
態
度
に
よ
っ
て
一
定
の
事
実
が
「
推
断
的
に
共
に
説
明
さ
れ
て
い
る
」
行
為
、
つ
ま
り
は
説
明
価
値
を
含
ん
だ
行
為
で
あ
っ
て
、
当
該
行
為
者
態
度
に
ど
の
よ
う

な
説
明
価
値
が
認
め
ら
れ
る
か
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
の
取
引
類
型
に
と
っ
て
類
型
的
な
リ
ス
ク
配
分
に
関
す
る
一
般
的
な
社
会
生
活
上
の
通
念
に
」
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の

で
あ
り
、「
そ
の
つ
ど
の
取
引
に
お
け
る
事
実
的
条
件
」
は
考
慮
さ
れ
な
い
こ
と
を
大
枠
と
す
る
考
え
で
あ
る
。

（
（（
）LG Frankfurt a.M

. N
StZ-RR 2000, （, （.

（
（（
）M

ahnkopf/Sonnberg N
StZ 1（（（, 1（（. 

（
（（
）
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
九
年
決
定
で
の
、「
本
件
で
の
広
告
主
は
そ
の
大
多
数
が
商
人
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
広
告
主
が
被
告
人
に
よ
る
契
約
の
申
し
出
を
誤

解
し
、
か
つ
、
被
告
人
が
そ
の
よ
う
な
状
況
を
計
画
的
に
利
用
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
、
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
を
な
す
欺
罔
要
素
が
充
足
さ
れ
る
と
い
え

る
わ
け
で
は
な
い
」
と
か
、
被
告
人
に
よ
る
申
し
出
を
「『
イ
エ
ロ
ー
ペ
ー
ジ
』
と
混
同
し
た
こ
と
は
、
商
取
引
に
慣
れ
た
読
み
手
に
と
っ
て
は
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
」（N

StZ 1（（（, 1（（.

）
と
の
判
示
部
分
や
、O
LG Frankfurt a.M

. 

の
「
当
該
申
し
出
は
商
取
引
に
不
慣
れ
な
人
間
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
裏
面
も
読
ま
れ
て
、
申
し
出
の
性
質
が
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
べ
き
」（N

StZ 1（（（, 1（（.

）
と
の
判
示
部
分
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
（（
）M

ahnkopf/Sonnberg （Fn. （（
）, 1（（.

（
（（
）M

ahnkopf/Sonnberg （Fn. （（

）, 1（（.

（
（0
）
前
掲
注（
30
）参
照
。BGH

St 34, 1（（, 201 f.

（
（1
）M

ahnkopf/Sonnberg 

（Fn. （（

）, 1（（. 

こ
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
、
否
定
的
な
論
者
も
多
い
。
た
と
え
ば
、G

arbe 

（Fn. 3（

）, 2（（（

は
、「
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
場
合
す
べ
て
で
、
欺
罔
行
為
も
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、P. M

artin, JuS 2001, 1031, 1032

や
、H

offm
ann, T

äuschung 
trotz Erklärung der W

ahrheit im
 Betrugsstrafrecht, GA

 2003, （10

も
同
旨
の
こ
と
を
主
張
す
る
。

（
（2
）N

StZ 1（（4, H
. 3（, S. X

V
I ff.

（
（3
）G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（.

（
（4
）G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（; vgl. dazu auch Cram
er, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, K

om
m

entar, 2（. A
ufl. 2000,§

2（3 Rn. 14. 

（
（（
）G

arbe （Fn. 3（

）, 2（（（; vgl. dazu auch Lackner （Fn. 22

）, Rn. 2（ f.

（
（（
）BGH
Z 123, 330, 334 f; N

JW
 1（（3, 332（; BGH

 N
JW

 1（（（, 13（1; W
RP 1（（（, 3（3, 3（（.  

当
該
事
案
で
は
、
請
求
書
に
類
似
し
た
契
約
申
込
書
が
送
付
さ
れ
、

そ
の
受
け
手
が
こ
れ
を
誤
信
し
て
当
該
書
面
に
記
載
さ
れ
た
金
額
を
支
払
っ
た
場
合
に
、
当
該
書
面
は
そ
の
全
体
印
象
か
ら
し
て
請
求
書
で
あ
る
こ
と
の
説
明
を
示
し

て
い
る
と
し
て
、
推
断
的
欺
罔
を
理
由
に
差
し
止
め
請
求
（U

nterlassungsanspruch
）
お
よ
び
排
除
請
求
（Beseitigungsanspruch

）
が
認
め
ら
れ
た
。

（
（（
）
旧
法
で
あ
り
、
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
第
三
条
は
不
意
打
ち
条
項
が
契
約
の
要
素
と
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
す
る
。
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
第
三
条
「
一
般
契
約
条
項
に
お
け
る
規
定
が
、

具
体
的
事
情
、
と
り
わ
け
当
該
契
約
の
外
観
に
従
え
ば
、
こ
の
規
定
を
利
用
す
る
者
の
相
手
方
が
こ
れ
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
と
い
え
る
ほ
ど
に
異
常
な
も
の
で



二
一
一

詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
一
）（
冨
川
）

あ
る
場
合
、
こ
の
規
定
は
契
約
を
構
成
す
る
要
素
と
は
な
ら
な
い
」、
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
第
二
四
条
「
本
法
律
の
第
二
条
、
第
一
〇
条
及
び
一
一
条
並
び
に
民
法
典
施
行
法

（Einführungsgesetz zum
 Bürgerlichen Gesetzbuche

）
第
二
九
条
ａ
の
規
定
は
、
企
業
、
公
法
上
の
法
人
及
び
公
法
上
使
途
の
定
め
ら
れ
た
特
定
基
金
（ein 

öffentlich-rechtliche Sonderverm
ögen

）
を
相
手
方
と
す
る
一
般
契
約
条
項
で
は
適
用
さ
れ
な
い
。
本
法
律
第
九
条
は
、
前
文
に
か
か
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ

れ
が
第
一
〇
条
及
び
第
一
一
条
に
あ
る
契
約
条
項
を
無
効
な
ら
し
め
る
場
合
に
限
り
、
適
用
さ
れ
る
。
商
取
引
に
お
い
て
妥
当
し
て
い
る
慣
習
及
び
慣
行
は
、
そ
の
都

度
適
切
に
考
慮
さ
れ
う
る
」。
な
お
、
Ａ
Ｇ
Ｂ
Ｇ
は
、
債
権
法
改
正
に
と
も
な
い
失
効
し
、
同
三
条
は
現
行
民
法
の
三
〇
五
条
ｃ
に
、
同
二
四
条
は
三
一
〇
条
一
項
一
文

に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

（
（（
）G

arbe （Fn. 3（
）, 2（（（.

（
（（
）G

arbe 

（Fn. 3（
）, 2（（（ f.  G

arbe

は
類
型
的
な
請
求
書
の
要
素
と
し
て
、
①
必
要
箇
所
へ
の
記
載
が
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
振
替
依
頼
書
が
添
付
さ
れ
、
②
銀
行

口
座
が
指
定
さ
れ
、
③
支
払
う
べ
き
価
格
の
内
訳
が
詳
細
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
④
す
で
に
給
付
が
な
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
注
文
番
号
（A

uftragsnum
m

er

）
が
記

述
さ
れ
、
⑤
契
約
申
込
書
に
通
常
み
ら
れ
る
よ
う
な
呼
称
（A
nrede

）
や
あ
い
さ
つ
（Grußform

el

）
と
い
っ
た
定
型
句
が
欠
け
て
お
り
、
⑥
提
供
さ
れ
る
給
付
の
詳

細
な
説
明
が
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
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