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１　

は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
刑
法
学
の
最
新
の
知
見
を
常
に
意
識
し
、
わ
が
国
の
通
説
的
な
常
識
に
囚
わ
れ
る
こ
と
な
く
思
考
し
続
け
る
刑
法
学
者
、
そ
れ
が

松
生
光
正
先
生
で
あ
る
。
私
は
、
特
に
関
西
大
学
法
学
部
に
赴
任
し
て
以
来
、
定
期
的
に
開
催
さ
れ
る
ド
イ
ツ
語
文
献
輪
読
会
に
お
い
て
松

生
先
生
の
謦
咳
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
い
た
。
数
多
の
ご
業
績
の
中
で
も
、
特
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト

を
私
に
与
え
た
の
が
緊
急
権
に
関
す
る
一
連
の
著
作
で
あ
る（

１
）。

こ
れ
ら
は
、
単
純
な
刑
法
解
釈
学
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
国
家
的
法
秩
序
の
意

義
に
遡
り
、
そ
の
例
外
と
い
う
観
点
か
ら
緊
急
権
の
限
界
を
法
哲
学
的
な
背
景
と
の
関
係
の
下
で
論
じ
る
も
の
で
あ
り
、
極
め
て
重
要
な
研

究
と
言
え
る
。
本
稿
は
、
カ
ン
ト
法
哲
学
に
基
づ
く
緊
急
避
難
の
基
礎
づ
け
の
可
能
性
と
い
う
特
殊
な
論
点
を
扱
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
松
生
先
生
の
ご
退
職
記
念
号
に
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
も
、
右
の
よ
う
な
経
緯
の
下
で
松
生
先
生
か
ら
受
け
た
学
恩
に
報
い
る
た
め
で

あ
る（

２
）。

　

緊
急
避
難
は
既
に
解
決
の
済
ん
だ
テ
ー
マ
で
は
決
し
て
な
く
、
常
に
新
た
な
論
争
を
生
み
出
す
現
在
的
な
問
題
で
あ
る（

３
）。

だ
が
、
当
然
に

そ
の
根
底
に
あ
る
正
当
化
（
或
い
は
免
責
）
に
か
か
る
理
論
的
基
礎
づ
け
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
私
は
、
法
（
刑
法
）

の
目
的
を
（
カ
ン
ト
主
義
的
な
）
自
由
の
普
遍
的
保
障
に
求
め
る
立
場
を
前
提
に
し
て
一
連
の
研
究
を
行
い
、
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
一
定

の
見
解
を
既
に
提
示
し
た（

４
）。

次
は
緊
急
避
難
の
番
で
あ
り
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
緊
急
避
難
を
基
礎
づ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
自
由
の
普
遍
的
保
障
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
自
由
論
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
理
論
的
な
構
成
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
法
の
主

体
で
あ
る
自
律
的
な
人
格
と
は
切
り
離
さ
れ
た
客
観
的
な
財
（
利
益
）
の
保
護
を
一
面
的
に
重
視
し
な
い
立
場
を
前
提
と
す
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
単
純
な
功
利
主
義
的
な
見
解
と
の
差
異
を
明
確
に
意
識
し
た
基
礎
づ
け
が
緊
急
避
難
に
お
い
て
必
須
と
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
一
つ
の
難
点
が
生
じ
る
。
緊
急
避
難
の
規
定
（
刑
法
三
七
条
一
項
）
に
あ
る
「
害
の
均
衡
性
」
の
要
件
が
、
緊
急
避
難

の
中
心
に
は
ま
さ
に
功
利
主
義
的
な
色
彩
を
帯
び
た
利
益
衡
量
原
理
が
あ
る
と
の
理
解
を
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
功
利
主
義

（法政研究 85－３・４－402）
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的
な
利
益
衡
量
原
理
そ
の
も
の
か
ら
は
、
個
人
の
基
本
的
価
値
も
一
般
的
な
価
値
計
算
の
対
象
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
個
人
の
存
在
に
か
か
る

利
益
が
ゼ
ロ
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
た
め
、
同
原
理
は
個
人
の
自
由
の
保
障
と
い
う
観
点
と
即
座
に
調
和
す
る
も
の
で
は
な
い（

５
）。

こ
れ
は
、
仮
に
他
の
要
件
の
比
重
を
大
き
く
し
て
、「
害
の
均
衡
性
」（
法
益
均
衡
性
）
の
要
件
の
意
義
を
相
対
的
に
低
下
さ
せ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
だ
け
で
完
全
に
回
避
で
き
る
事
柄
で
は
な
い
。
や
は
り
、「
害
の
均
衡
性
」
の
要
件
も
自
由
の
主
体
と
の
関
係
で
そ
の
自
律
性
と
矛
盾

し
な
い
形
で
、
つ
ま
り
自
由
論
的
に
（freiheitstheoretisch

）
一
つ
の
規
範
的
な
要
件
と
し
て
説
明
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う（
６
）。

さ
も
な
い
と
、
緊
急
避
難
は
自
由
の
保
障
の
た
め
の
刑
法
と
い
う
規
範
シ
ス
テ
ム
内
部
で
異
質
の
要
素
を
内
包
し
た
法
制
度
と
し
て
捉

え
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る（

７
）。

　

求
め
ら
れ
る
の
は
、
自
由
論
的
な
立
場
か
ら
の
「
害
の
均
衡
性
」
の
要
件
を
も
射
程
に
収
め
た
緊
急
避
難
の
理
論
的
な
基
礎
づ
け
で
あ
る
。

本
稿
は
、
自
律
的
な
人
格
の
存
在
を
出
発
点
に
し
て
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
の
観
点
か
ら
法
（
法
秩
序
）
の
在
り
方
を
構
想
し
た
カ
ン
ト
の

立
場
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
よ
う
な
基
礎
づ
け
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

２　
「
法
論
」
に
お
け
る
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例

　

カ
ン
ト
主
義
的
に
緊
急
避
難
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
際
に
は
実
は
大
き
な
障
壁
が
立
ち
は
だ
か
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
カ
ン
ト

自
身
の
著
作
に
お
い
て
は
、
緊
急
避
難
を
権
利
、
換
言
す
れ
ば
他
者
に
対
す
る
侵
害
権
限
と
し
て
捉
え
る
点
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
解
し
て

い
た
と
思
わ
れ
る
叙
述
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
い
わ
ゆ
る
「
法
論
」
に
お
い
て
、
緊
急
権

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

８
）。

　
　

 　

こ
こ
で
権
利
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
私
自
身
の
生
命
が
失
わ
れ
る
と
い
う
場
合
に
、
私
に
何
の
危
害
も
加
え
て
い
な
い
他

（85－３・４－403）
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の
人
の
生
命
を
奪
う
権
能
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
権
利
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
法
論
の
自
己
矛
盾
が
含
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
の
は

明
白
で
あ
る
。
―
―
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
私
の
生
命
に
対
す
る
不
正
の

4

4

4

侵
害
者
に
対
し
て
、
彼
の
生
命
を
奪
う
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
侵
害
を
防
ぐ
こ
と
［
正
当
防
衛
の
こ
と
で
あ
る
：
訳
者
記
す
］（ ius inculpatae tutelae

）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、

…
私
に
何
ら
の
暴
力
も
加
え
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
暴
力
行
為
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

 　

こ
の
主
張
が
、
客
観
的
に
、
す
な
わ
ち
法
律
が
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
得
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
専
ら
主
観

的
に
、
す
な
わ
ち
ど
の
よ
う
に
法
廷
で
判
決
が
下
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
船
が
難
破
し
て
他
人
と
同
じ
よ
う
な
生
命
の
危
険
に
瀕
し
て
い
る
者
が
、
自
分
を
救
う
た
め
に
、
他
人
が

身
を
支
え
て
い
る
板
切
れ
か
ら
そ
の
他
人
を
突
き
落
と
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
を
死
刑
に
処
す
べ
し
と
す
る
刑
罰
法
則

4

4

4

4

［
原
語
は 

Strafgesetz 

で
あ
り
、
法
学
的
に
表
現
す
れ
ば
、
刑
罰
法
規
、
刑
法
の
こ
と
を
さ
す
：
訳
者
記
す
］
は
存
在
し
得
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、

法
律
に
よ
る
刑
罰
の
威
嚇
は
、
当
人
の
生
命
喪
失
の
脅
威
よ
り
も
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
刑
罰
法
則
は
、
意
図
し
た
効
果
を
全
く
有
し
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
い
ま
だ
不
確
実
で
し
か
な
い

4

4

4

4

4

4

4

4

害
悪
（
裁
判
官
に
よ
る
判

決
に
基
づ
く
死
）
の
威
嚇
は
、
確
実
で
あ
る

4

4

4

4

4

害
悪
（
つ
ま
り
は
溺
死
）
か
ら
の
恐
怖
を
凌
駕
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
暴
力

に
よ
る
自
己
保
存
の
所
為
は
、
罪
を
問
え
な
い

4

4

4

4

4

4

［
原
語
は unsträflich 

で
あ
る
：
訳
者
記
す
］（inculpabile

）
の
で
は
な
く
、
処
罰

4

4

し
得
な
い

4

4

4

4

［
原
語
は unstrafbar 

で
あ
る
：
訳
者
記
す
］（inpunibile

）
だ
け
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

主
観
的
な

4

4

4

4

不
処
罰
を
、
法
律
学
者
が
客
観
的
な

4

4

4

4

不
処
罰
（
合
法
性
［
法
律
に
基
づ
く
不
処
罰
の
意
味
で
あ
る
：
訳
者
記
す
］）
で
あ
る

と
見
な
し
て
い
る
こ
と
は
、
奇
妙
な
混
同
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

 　

緊
急
権
の
格
言
は
次
の
よ
う
に
云
う
。「
緊
急
の
際
に
法
は
な
し
（necessitas non habet legem

）」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
不

法
で
あ
る
も
の
を
合
法
的
に
す
る
い
か
な
る
緊
急
事
態
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

（法政研究 85－３・４－404）
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こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
自
己
に
危
害
を
加
え
て
い
な
い
他
者
の
生
命
を
奪
っ
て
自
己
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
緊
急
権
、
す
な
わ
ち
緊

急
避
難
の
権
限
を
否
定
す
る
。
正
当
防
衛
と
の
対
比
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
法
が
相
互
的
な
強
制
の
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら

れ
、
不
法
な
行
為
に
対
す
る
法
的
強
制
の
権
能
が
法
の
内
在
的
な
要
素
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら（

９
）、

正
当
防
衛
は
当
然
の
法
制
度
で
あ
る

と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
緊
急
権
に
お
い
て
は
、
偶
然
的
な
事
象
が
危
難
の
原
因
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
違
法
な
行
為
者
の
存
在
は
想
定
さ
れ
な
い

た
め
、
直
截
に
法
的
強
制
の
権
能
を
認
め
る
こ
と
に
は
困
難
さ
が
付
き
ま
と
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
が
い
わ
ゆ
る
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
で
あ
る

）
（1
（

。
カ
ン
ト
は
緊
急
権
の
否
定
を
通
じ
て
、
緊
急
避
難
に
よ
る
正
当
化
を
否
定
し
て
い
る
が
、

避
難
行
為
者
を
処
罰
し
な
い
旨
の
結
論
を
認
め
て
い
る
。
但
し
、
カ
ン
ト
が
そ
の
際
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
る
の
は
、
刑
罰
法
則
が
威
嚇
の
効
果

を
持
ち
得
な
い
と
す
る
予
防
論
的
な
も
の
で
あ
り
、
彼
が
本
来
的
に
主
張
し
て
い
た
応
報
刑
論
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

）
（（
（

。

確
か
に
、
害
の
大
き
さ
に
基
づ
く
威
嚇
の
効
果
を
前
面
に
出
す
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
を
提
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン

ト
に
お
い
て
も
理
性
的
な
人
格
を
対
象
に
し
た
、
公
的
な
法
則
に
基
づ
く
行
為
規
範
的
な
行
動
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
な

は
ず
で
あ
り

）
（1
（

、
こ
こ
で
の
カ
ン
ト
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
規
範
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
を
下
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
カ
ン
ト
が
「
罪
を
問
え
な
い
」（unsträflich
）
と
「
処
罰
し
得
な
い
」（unstrafbar

）
を
区
別
し
て
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の

事
例
で
正
当
化
を
否
定
し
な
が
ら
不
処
罰
の
帰
結
を
導
き
出
し
た
点
に
、
現
代
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
二
分
説
の
萌
芽
を
認
め
る
見
解
も
ド
イ

ツ
で
は
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
カ
ン
ト
が
想
定
し
た
事
態
は
、
あ
く
ま
で
も
生
命
と
生
命
が
衝
突
す
る
場
合
で
あ
り
、

保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
優
越
す
る
状
況
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
が
何
も
言
及
し
て
い
な
い
点
に
は
注
意
を
要
す
る

）
（1
（

。
や
は
り
、『
人
倫
の
形

而
上
学
』
で
の
緊
急
権
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
叙
述
そ
れ
自
体
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
は
、
問
題
を
解
明
す
る
の
に
十
分
と
は
言
え
な
い
。

　

カ
ン
ト
の
著
作
全
体
の
文
脈
か
ら
緊
急
権
に
関
す
る
叙
述
を
捉
え
直
し
、
カ
ン
ト
の
見
解
に
つ
い
て
一
定
の
解
釈
を
示
そ
う
と
す
る
の
が

キ
ュ
ー
パ
ー
で
あ
る
。
彼
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』（
一
七
九
七
年
）
の
公
刊
よ
り
も
以
前
の
カ
ン
ト
の
講
義
録
の
内
容
に
注
目
す
る
。
講

義
録
と
い
う
の
は
、
一
七
九
三
／
九
四
年
冬
学
期
に
お
け
る
「
ヴ
ィ
ギ
ラ
ン
テ
ィ
ウ
ス
人
倫
の
形
而
上
学
」
の
こ
と
で
あ
る
。『
人
倫
の
形

（85－３・４－405）
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而
上
学
』
で
は
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
、
⒜
他
者
が
既
に
板
切
れ
に
し
が
み
つ
い
て
い
て
、
そ
の
板

切
れ
を
自
己
の
占
有
下
に
置
い
て
い
る
場
合
に
、
危
難
に
陥
っ
た
者
が
自
分
の
生
命
を
維
持
す
る
た
め
に
当
該
の
他
者
を
板
切
れ
か
ら
引

き
ず
り
下
ろ
す
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。「
ヴ
ィ
ギ
ラ
ン
テ
ィ
ウ
ス
人
倫
の
形
而
上
学
」
で
も
こ
の
⒜
の
状
況
が
検
討
さ
れ
て
お
り
、『
人
倫

の
形
而
上
学
』
と
同
様
に
緊
急
権
は
否
定
さ
れ
て
い
た

）
（1
（

。
し
か
し
、
こ
の
⒜
の
状
況
に
加
え
、「
ヴ
ィ
ギ
ラ
ン
テ
ィ
ウ
ス
人
倫
の
形
而
上
学
」

で
は
、
更
に
⒝
二
人
の
遭
難
者
の
内
、
ま
だ
ど
ち
ら
も
板
切
れ
に
し
が
み
つ
い
て
お
ら
ず
、
板
切
れ
の
占
有
が
誰
に
も
確
立
し
て
い
な
い
状

況
が
取
り
扱
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
緊
急
避
難
の
権
限
を
肯
定
し
て
い
た
の
で
あ
る

）
（1
（

。

こ
こ
で
、
カ
ン
ト
が
そ
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
の
が
「
自
然
的
な
許
容
法
則
」
の
存
在
で
あ
る
。
通
常
の
場
合
、
実
力
（Gew

alt

）
の

行
使
を
基
礎
づ
け
る
の
は
法
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
実
力
行
使
が
法
に
先
行
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
実

力
の
行
使
が
な
く
て
は
法
が
確
立
さ
れ
得
な
い
条
件
下
で
は
、
実
力
行
使
が
先
行
し
て
法
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
を
認
め
る
。
具
体
例
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
自
然
状
態
か
ら
市
民
状
態
（
国
家
体
制
）
に
移
行
し
、
法
秩
序
を
確
立
さ
せ
る
た
め
の
実
力
行
使
で
あ
り
、
そ
の
よ
う

に
法
を
基
礎
づ
け
る
た
め
に
例
外
的
に
実
力
行
使
を
許
容
す
る
の
が
「
自
然
的
な
許
容
法
則
」
で
あ
る

）
（1
（

。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
⒝
の
状
況
に

つ
い
て
も
こ
の
許
容
法
則
が
当
て
は
ま
る
。
何
故
な
ら
ば
、
当
該
の
状
況
で
は
、
両
者
と
も
に
板
切
れ
に
関
す
る
占
有
を
確
立
し
て
い
な
い

た
め
、
ど
ち
ら
も
他
方
に
対
し
て
強
制
を
行
使
す
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
実
力
の
行
使
を
許
容
し
な
い
場
合
、
双
方

の
生
命
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
人
の
生
命
だ
け
で
も
一
般
的
な
法
則
に
基
づ
い
て
維
持
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
生
命
の
維
持
に
関
す
る
権
利
を
確
立
さ
せ
る
た
め
に
実
力
行
使
が
許
容
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な

る
）
（1
（

。

　

こ
の
「
自
然
的
な
許
容
法
則
」
に
基
づ
く
正
当
化
の
論
拠
は
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
そ
も
そ
も
⒜
の
状
況
の

み
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
）。
そ
の
理
由
で
あ
る
が
、
キ
ュ
ー
パ
ー
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。
つ
ま
り
、「
自
然
的
な
許
容
法
則
」
に
お
い
て

本
来
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
然
状
態
か
ら
離
れ
て
市
民
的
な
法
状
態
（
国
家
的
法
秩
序
）
へ
と
共
に
入
る
た
め
の
実
力
行
使
で
あ
り
、
そ
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れ
に
よ
っ
て
法
（
秩
序
）
を
確
立
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
で
は
、
自
然
を
原
因
と
す
る
個
別

の
緊
急
状
態
を
避
け
る
た
め
に
、
他
者
を
侵
害
す
る
と
い
う
個
人
的
な
活
動
が
あ
く
ま
で
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
他
者
と
共
に

法
状
態
に
入
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
弱
者
で
あ
る
他
者
を
殺
害
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
を
法
状
態
か
ら
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
生
命
を
維
持
す
る
た
め
の
権
利
（
及
び
そ
れ
を
相
互
的
に
保
障
す
る
法
秩
序
）
が
実
力
行
使
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
は
言
え
ず
、
危
難
に
陥
っ
た
者
に
緊
急
避
難
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
家
的
な
法
状
態
に
お
い
て
、
強
者
の
権
利
を
認
め
る
自
然

状
態
を
偽
装
的
に
継
続
さ
せ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
自
然
的
な
許
容
法
則
」
の
適
用
対
象
と
し
て
は
適
さ
な
い
の
で
あ
る

）
（1
（

。

　

で
は
、
正
当
化
が
否
定
さ
れ
、
単
に
不
処
罰
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
緊
急
避
難
が
「
権
利
」
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
の
か
と
言
う
と
、
キ
ュ
ー
パ
ー
は
そ
の
よ
う
に
は
解
し
て
い
な
い
。
ま
ず
彼
は
、
カ
ン
ト
が
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
に
つ
い
て「
処

罰
し
得
な
い
」
こ
と
で
あ
る
「
主
観
的
不
処
罰
」
と
「
客
観
的
不
処
罰
（
合
法
性
）」
を
対
比
さ
せ
て
い
た
点
を
重
視
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、

カ
ン
ト
は
不
処
罰
で
あ
る
こ
と
を
「
主
観
的
不
処
罰
」
と
し
て
特
徴
づ
け
て
い
た
が
、
キ
ュ
ー
パ
ー
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
現
代
に
お
け
る

責
任
阻
却
の
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
、
避
難
行
為
者
が
不
処
罰
で
あ
る
理
由
は
、
刑
罰
法
則
が
単
純
な
心
理

学
的
理
由
か
ら
効
果
を
有
し
得
な
い
と
い
う
点
に
の
み
求
め
ら
れ
て
お
り
、
当
該
の
行
為
者
が
内
心
的
に
強
制
さ
れ
た
状
況
下
で
避
難
行
為

に
出
た
と
い
う
そ
の
動
機
づ
け
の
面
に
対
す
る
規
範
的
な
評
価
の
よ
う
な
も
の
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、「
主
観
的
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
、「
主
観
的
不
処
罰
」
は
、
緊
急
状
況
下
に
お
け
る
行
為
者
の
内
面
の
状

態
に
関
わ
り
合
う
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
法
律
が
定
め
て
い
る
と
こ
ろ
」
に
基
づ
く
「
客
観
的
不
処
罰
（
合
法
性
）」
と
の
対
比
で
、

客
観
的
に
は
刑
罰
法
則
に
違
反
し
、
罪
を
問
え
る
（sträflich

）
は
ず
の
可
罰
的
な
行
為
を
裁
判
所
が
不
処
罰
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、
そ

の
判
断
を
「
主
観
的
」
と
表
現
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

）
11
（

。

次
に
、
キ
ュ
ー
パ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
の
緊
急
権
に
関
す
る
叙
述
の
末
尾
に
お
い
て
、
緊
急
権
に
お
け
る
「
法
的

判
断
の
二
義
性

4

4

4

（aequivocatio

）
は
、（
理
性
の
前
で
の
或
い
は
法
廷
に
お
け
る
）
法
執
行
の
客
観
的
根
拠
と
主
観
的
根
拠
と
の
混
同
に
起
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因
す
る

）
1（
（

」
と
述
べ
て
い
る
点
に
着
目
し
て
、
カ
ン
ト
は
緊
急
権
の
文
脈
で
は
法
を
二
つ
の
異
な
る
次
元
で
捉
え
て
い
た
と
す
る
。「
主
観
的

不
処
罰
」
が
「
主
観
的
根
拠
」
に
、「
客
観
的
不
処
罰
」
が
「
客
観
的
根
拠
」
に
対
応
す
る
が
、
前
者
は
法
廷
に
お
け
る
法
執
行
に
対
す
る

法
的
判
断
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
理
性
の
前
で
の
法
執
行
に
対
す
る
法
的
判
断
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
キ
ュ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、

理
性
の
前
で
の
法
執
行
の
客
観
的
根
拠
と
は
、
理
性
的
な
根
拠
に
他
な
ら
ず
、
こ
こ
で
の
法
的
判
断
は
い
わ
ゆ
る
理
性
法
に
属
し
、
定
言
命

法
に
基
づ
く
「
普
遍
的
な
法
的
法
則
」
に
則
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
は
、
緊
急
避
難
行
為
は
明
白
に
不
法
と
な

る
。
し
か
し
、
法
廷
に
お
け
る
主
観
的
根
拠
は
、
現
実
的
な
法
の
経
験
的
実
践
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
の
法
的
判
断
で
は
異
な
る

結
論
が
下
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
刑
罰
法
則
の
威
嚇
が
心
理
学
的
に
効
果
を
有
し
得
な
い
と
い
う
経
験
的
実
践
的
側
面
が
基
準
と
な
っ
て
、
緊

急
避
難
行
為
も
適
法
で
あ
る
こ
と
が
承
認
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

そ
も
そ
も
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
で
の
カ
ン
ト
に
よ
る
緊
急
権
に
関
す
る
叙
述
は
、「
法
論
へ
の
序
論
に
対
す
る
付
論
」
の
一
部
と
し
て
な

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
冒
頭
で
は
、「
二
義
的
な
法
（ius aequivocum

［
曖
昧
な
法
］）
に
つ
い
て
」
と
い
う
表
題
の
下
、
狭
義
の
法
と

広
義
の
法
が
区
別
さ
れ
て
い
た

）
11
（

。
前
者
は
全
て
強
制
の
権
能
と
結
合
す
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
強
制
の
権
能
が
い
か
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も

規
定
さ
れ
得
な
い
と
し
、
こ
れ
に
属
す
る
の
が
、
強
制
の
な
い
法
で
あ
る
衡
平
（Billigkeit

）
と
法
の
な
い
強
制
で
あ
る
緊
急
権
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
曖
昧
な
法
に
関
わ
る
法
的
紛
争
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
裁
判
官
も
決
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。
し
か
し
、
キ
ュ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
が
決
定
し
得
な
い
と
い
う
の
は
、
狭
義
の
法
の
文
脈
で
、
つ
ま
り
は
理
性
法
の
観
点
か

ら
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
あ
り
、
法
廷
に
お
け
る
現
実
の
法
実
践
に
お
い
て
は
緊
急
避
難
の
権
限
も
緊
急
権
と
い
う
権
利
と
し

て
妥
当
し
得
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

　

キ
ュ
ー
パ
ー
の
見
解
は
、
法
を
理
性
法
と
現
実
的
な
法
と
い
う
二
つ
の
次
元
に
分
け
る
こ
と
に
よ
り
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
け
る

緊
急
避
難
的
な
強
制
権
限
を
有
効
な
一
つ
の
権
利
と
し
て
捉
え
る
試
み
と
評
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
主
義
的
な
立
場
に
基
づ
く
緊
急

避
難
の
基
礎
づ
け
の
可
能
性
を
提
示
し
た
意
義
を
有
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
、
緊
急
権
を
強
制
の
権
限
が
い
か
な
る
法
則
に
よ
っ
て
も
規
定
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さ
れ
る
こ
と
が
な
い
広
義
の
法
に
位
置
づ
け
、
緊
急
権
は
法
な
き
強
制
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
こ
こ
で
の
「
法
則
」
と
は
、
法
的
法
則

（Rechtsgesetz

）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
本
来
的
に
は
他
者
の
不
法
な
行
為
に
対
し
て
相
互
的
に
強
制
権
限
を
行
使
し
得
る
可
能
性
と
結

合
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
的
法
則
に
規
定
さ
れ
な
い
強
制
の
行
使
で
あ
る
緊
急
避
難
が
、
現
実
の
法
に
お

い
て
「
権
利
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
の
不
法
な
行
為
に
対
す
る
反
作
用
で
は
な
い
法
的
強
制
の
権
限
を
認
め
る
結
論
に

他
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
結
論
の
可
能
性
を
提
示
す
る
キ
ュ
ー
パ
ー
の
見
解
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

キ
ュ
ー
パ
ー
の
見
解
の
要
諦
は
、
カ
ン
ト
に
よ
る
緊
急
権
の
議
論
で
は
理
性
法
と
現
実
的
な
法
が
分
離
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
点
に
あ

る
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
現
実
的
な
法
（
広
義
の
法
）
に
属
す
る
緊
急
権
は
、
自
由
の
保
障
に
か
か
る
理
性
的
な
法
原
理
に
そ
の
基
準

を
見
い
だ
す
こ
と
な
く
、
刑
罰
法
則
が
（
威
嚇
的
な
）
効
果
を
心
理
学
的
に
有
す
る
か
否
か
と
い
う
事
実
的
な
観
点
か
ら
の
判
断
に
服
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
刑
罰
法
則
が
効
果
を
有
し
得
な
い
と
さ
れ
る
の
も
、
危
難
に
陥
っ
た
者
が
、
保
全
法
益
を
失
う
不
利
益
と
侵
害
法

益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
刑
罰
と
い
う
不
利
益
を
比
較
し
て
、
当
該
の
刑
罰
を
法
定
刑
と
し
て
設
定
し
て
威
嚇
す
る
刑
罰
法
規
に

従
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
こ
こ
で
も
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
の
一
応
の
衡
量
は
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
何
故
な
ら
、
喪
失
の

不
利
益
と
い
う
形
で
保
全
法
益
の
意
義
が
ま
ず
考
慮
さ
れ
て
お
り
、
更
に
は
、
刑
罰
の
不
利
益
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
を
法
定
刑
と
し
て
規

定
す
る
刑
罰
法
則
は
侵
害
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
存
在
し
て
お
り
、
原
則
的
に
侵
害
法
益
に
価
値
的
に
相
応
し
た
刑
罰
量
で
あ
る
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
の
消
極
的
な
衡
量
の
主
体
は
、
危
難
に
陥
っ
た
者
自
身
で
あ
り
、
そ
の
者
の
緊
急
状
態
下
で

の
内
心
の
状
態
、
精
確
に
言
え
ば
、
財
の
維
持
に
関
す
る
欲
求
そ
の
も
の
が
衡
量
の
基
準
に
な
っ
て
し
ま
う
。
各
人
の
な
ま
の
欲
求
が
そ
の

ま
ま
法
・
権
利
性
（Rechtlichkeit

）
の
基
準
に
な
る
の
は
当
然
に
不
適
切
で
あ
ろ
う
。
広
義
の
法
だ
か
ら
と
言
っ
て
、「
権
利
」
で
あ
る

緊
急
避
難
の
権
限
が
そ
の
例
外
で
あ
る
と
す
る
に
は
、
更
な
る
根
拠
づ
け
が
必
要
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
キ
ュ
ー
パ
ー
の
見
解
か

ら
そ
の
た
め
の
端
緒
を
見
い
だ
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
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ま
た
、
こ
こ
で
の
衡
量
の
主
体
と
し
て
理
性
的
な
人
格
を
想
定
す
れ
ば
、
個
別
の
欲
求
と
は
異
な
る
客
観
的
な
基
準
が
得
ら
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
刑
罰
法
規
も
理
性
的
な
人
格
に
対
す
る
公
的
な
法
的
法
則
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
威
嚇
の
要
素
を

前
面
に
出
す
べ
き
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
更
に
は
、
理
性
的
な
人
格
を
念
頭
に
置
き
、
普
遍
的
な
立
場
を
前
提
に
し
た
、
衡
量
と
い
う

利
益
（
財
）
状
況
の
比
較
の
た
め
の
客
観
的
な
基
準
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
は
、
種
々
の
財
も
理
性
的
な
人
格
の
存
在
か
ら

切
り
離
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
自
由
の
実
現
手
段
と
し
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
つ
ま
り
は
、
自
由
の
普
遍
的
保
障
に
か
か

る
理
性
法
の
次
元
で
衡
量
の
基
準
を
捉
え
直
し
、
緊
急
避
難
の
権
限
を
基
礎
づ
け
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
キ
ュ
ー
パ
ー
は
、
理
性
法
と

現
実
の
法
を
峻
別
し
、
緊
急
権
を
後
者
に
の
み
属
す
る
と
し
て
い
た
が
、
緊
急
権
（
緊
急
避
難
の
権
限
）
が
一
つ
の
法
的
強
制
と
し
て
強
制

を
行
使
す
る
「
権
利
」
と
さ
れ
る
限
り
で
は
、
や
は
り
理
性
法
の
次
元
か
ら
の
乖
離
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
求
め
ら
れ
る
の
は
、

自
由
の
普
遍
的
保
障
を
目
指
す
カ
ン
ト
的
な
理
性
法
の
体
系
の
中
に
緊
急
権
を
組
み
込
ん
で
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
本
来
の
も
の
と
は
異
な

る
独
自
の
法
的
強
制
の
権
限
と
し
て
基
礎
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
果
た
し
て
そ
れ
は
可
能
で
あ
る
の
か
。

３　

緊
急
避
難
の
カ
ン
ト
主
義
的
な
基
礎
づ
け
の
試
み

　

最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
理
性
法
の
体
系
に
組
み
込
む
形
で
緊
急
避
難
の
基
礎
づ
け
を
試
み
る
の
が
ヘ
ル
マ
ー
ス
で

あ
る

）
11
（

。
彼
の
見
解
は
、
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
自
由
の
普
遍
的
保
障
の
観
点
か
ら

）
11
（

、
現
実
世
界
に
お
い
て
自
由
を
行
使
す
る
た
め
の
素
材
と

し
て
種
々
の
財
を
捉
え
（
生
命
・
身
体
も
財
と
さ
れ
る
）、
そ
の
諸
財
の
各
人
格
へ
の
帰
属
が
保
障
さ
れ
た
関
係
性
と
し
て
法
秩
序
を
規
定

す
る
こ
と
を
前
提
に
す
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
関
係
性
は
、
完
全
に
固
定
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
命
・
身
体
と
い
っ
た
人
格
性
を
構
成
す

る
重
要
な
財
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
状
況
の
下
で
再
定
位
さ
れ
得
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
発
動
条
件

と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
法
制
度
と
し
て
の
緊
急
避
難
で
あ
る
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
の
見
解
は
、
財
秩
序
を
人
格
が
主
体
と
な
る
規
範
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的
な
法
秩
序
の
中
に
統
合
し
、
い
わ
ば
単
な
る
財
の
保
護
そ
れ
自
体
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
自
由
な
人
格
の
存
在
と
の
関
係
を
常
に
意

識
し
て
、
そ
の
法
的
な
意
義
を
問
い
直
す
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
下
で
は
、
緊
急
避
難
を
特
徴
づ
け
る
重
要
な
要
件
で
あ
る

い
わ
ゆ
る
「
利
益
衡
量
」
の
要
件
も
、
功
利
主
義
的
な
性
質
を
付
与
さ
れ
ず
に
、
自
由
の
保
障
と
い
う
自
由
論
的
な
文
脈
の
中
で
再
構
成
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
、
以
下
で
は
ヘ
ル
マ
ー
ス
の
見
解
を
よ
り
詳
細
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

　

ヘ
ル
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
緊
急
避
難
の
問
題
の
要
諦
は
、
緊
急
避
難
行
為
者
に
そ
の
権
限
を
認
め
る
こ
と
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
、

（
危
難
の
発
生
に
つ
い
て
責
を
負
っ
て
い
な
い
）
侵
害
法
益
の
担
い
手
側
に
お
け
る
受
忍
義
務
を
法
的
に
根
拠
づ
け
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
よ
う
な
法
的
な
受
忍
義
務
は
、
緊
急
状
態
と
い
う
外
的
な
状
況
の
変
化
に
基
づ
く
た
め
、
何
故
に
存
在
が
当
為
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に

な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
、
法
秩
序
全
体
の
基
礎
及
び
法
そ
の
も
の
に
関
す
る
態
度
表

明
を
前
提
と
し
た
問
い
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る

）
11
（

。
そ
こ
で
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
拘
束
力
を
伴
う
行
為
規
則
と
し
て
の
（
法
的
）
義
務
を
構

成
す
る
方
法
論
と
し
て
、
経
験
的
な
一
定
の
目
的
を
直
接
的
に
人
間
の
行
動
の
目
標
と
す
る
「
直
接
的
に
素
材
（
物
質
）
に
関
わ
る
ア
プ
ロ
ー

チ
（unm

ittelbar-m
aterialer A

nsatz

）」
と
、
道
徳
的
（
法
的
）
な
定
言
命
法
に
お
け
る
無
条
件
的
な
形
式
に
基
づ
い
て
行
動
を
規
制

す
る
と
い
う
「
非
直
接
的
に
素
材
（
物
質
）
に
関
わ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
（N

icht-unm
ittelbar-m

aterialer A
nsatz

）」
を
二
者
択
一
的
な

も
の
と
し
て
想
定
し

）
11
（

、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
ホ
ッ
ブ
ズ
と
ミ
ル
の
立
場
を

）
11
（

、
更
に
後
者
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
の
見
解

を
挙
げ
て

）
1（
（

、
詳
細
な
比
較
検
討
を
行
う
。
結
論
的
に
は
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
ホ
ッ
ブ
ズ
に
お
け
る
経
験
的
な
「
自
己
保
存
」
或
い
は
ミ
ル
が

挙
げ
る
欲
求
の
対
象
た
る
「
幸
福
」
で
は
、
普
遍
的
な
効
力
を
有
す
る
当
為
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て

）
11
（

、
後
者
で
あ
る
カ
ン

ト
の
立
場
に
軍
配
を
挙
げ
る

）
11
（

。
や
は
り
、
法
的
な
義
務
づ
け
で
は
、
個
別
的
な
感
性
的
な
欲
求
に
対
抗
し
て
で
も
義
務
に
適
っ
た
行
動
を
一

般
的
に
、
換
言
す
れ
ば
万
人
に
受
容
可
能
な
形
で
求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
欲
求
の
対
象
と
い
う
内
容
面
で
は
な
く
、
形
式
面

に
基
づ
い
た
普
遍
的
な
義
務
の
基
礎
づ
け
が
、
し
か
も
そ
の
義
務
づ
け
が
自
己
強
制
と
な
り
得
る
よ
う
な
根
拠
づ
け
が
必
須
と
な
る
の
で
あ

る
。
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こ
う
し
て
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
緊
急
避
難
を
論
じ
る
際
の
前
提
と
し
て
カ
ン
ト
的
な
立
場
に
依
拠
す
る
法
的
な
義
務
の
基
礎
づ
け
を
措
定

す
る
。
つ
ま
り
、
基
底
に
置
か
れ
る
の
は
、
自
由
の
理
念
を
出
発
点
に
し
て
各
人
に
お
い
て
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
、
普
遍
的
な
法
的
法
則

を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
自
律
的
な
人
格
同
士
の
相
互
的
な
尊
重
関
係
と
し
て
の
法
的
な
関
係
性
を
想
定
し
、
こ
の
点
か
ら
法
（
法
秩
序
）
全

般
を
基
礎
づ
け
る
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
法
的
な
関
係
性
は
、
外
的
な
も
の
と
し
て
、
現
実
に
こ
の
地
球
上
に
存
在
す
る
人
格
同
士
の
関

係
で
あ
る
た
め
、
相
互
的
な
関
係
性
（
に
基
づ
く
当
為
・
義
務
づ
け
）
を
通
じ
た
自
由
の
法
的
な
保
障
の
際
に
は
、
自
由
を
実
現
す
る
た
め

の
手
段
で
あ
る
種
々
の
素
材
（
財
）
も
い
わ
ば
義
務
の
内
容
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
必
要
が
で
て
く
る

）
11
（

。

　

カ
ン
ト
自
身
、『
人
倫
の
形
而
上
学
』
の
「
法
論
」
に
お
い
て
法
（
法
秩
序
）
の
基
礎
づ
け
を
論
じ
る
際
に
は
、
生
得
的
な
権
利
と
取
得

さ
れ
る
権
利
の
相
違
を
意
識
し
な
が
ら
、
種
々
の
財
が
人
格
に
帰
属
す
る
関
係
性
を
法
の
内
容
と
し
て
捉
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
生
得
的
な

も
の
で
あ
る
「
内
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
と
取
得
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
で
あ
る

）
11
（

。
ヘ
ル
マ
ー

ス
は
、
カ
ン
ト
が
「
法
論
」
の
第
一
部
を
な
す
「
私
法
」
に
お
い
て
展
開
し
た
そ
の
占
有
論
（
所
有
論
）
を
再
構
成
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

）
11
（

。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
生
得
的
な
権
利
と
は
全
て
の
法
的
な
活
動
と
は
関
係
な
し
に
生
ま
れ
な
が
ら
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
他
者
の
自
由
と
普
遍
的
な
法
則
に
基
づ
い
て
調
和
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
、
他
者
の
強
要
的
な
選
択
意
志
か
ら
の
独
立
で
あ
る

）
11
（

。

こ
の
よ
う
な
生
得
的
な
権
利
に
対
応
す
る
の
が
、
現
実
世
界
に
お
け
る
そ
の
実
現
の
た
め
に
必
然
的
と
な
る
素
材
（
財
）
で
あ
り
、「
内
的

な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
と
し
て
当
該
の
人
格
に
生
得
的
に
帰
属
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
、
第
一
に
（
生
命
を
伴
う
）
身
体
（
肉
体
）

で
あ
り
、
単
な
る
内
心
の
活
動
で
あ
る
思
考
、
更
に
は
、
外
的
な
行
為
そ
の
も
の
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
。
例
え
ば
、
生
命
や
身
体
の
不
可
侵

性
に
対
し
て
配
慮
す
る
義
務
が
人
格
同
士
の
間
で
生
じ
る
の
も
、
そ
れ
ら
が
「
内
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
と
し
て
生
得
的
に
各
人
に

帰
属
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
内
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
に
対
す
る
侵
害
が
許
容
さ
れ
る
、
つ
ま

り
そ
の
前
提
と
し
て
生
得
的
な
財
の
帰
属
関
係
が
解
消
さ
れ
る
の
は
、
原
則
的
に
、
違
法
な
攻
撃
を
通
じ
て
当
該
の
人
格
が
そ
の
よ
う
な
帰

結
を
招
い
た
点
に
つ
き
責
を
負
う
正
当
防
衛
の
場
合
、
或
い
は
侵
害
に
つ
い
て
自
発
的
に
同
意
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
人
格
が
、
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現
実
世
界
に
お
い
て
自
己
の
自
由
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、「
内
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
だ
け
で
な
く
、
外
的
な
対
象
を
自
分

の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
法
的
な
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
外
的
な
対
象
が
「
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
で

あ
り
、
そ
の
使
用
を
可
能
に
す
る
一
般
的
条
件
が
占
有
で
あ
る
。

こ
の
占
有
は
、
物
理
的
な
経
験
的
占
有
を
超
え
て
、
つ
ま
り
は
空
間
的
・
時
間
的
に
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
対
象
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
、

所
持
を
伴
わ
な
い
叡
智
的
（
可
想
的
）
占
有
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
11
（

。
各
人
が
外
的
な
対
象
を
私
的
に
占
有
す
る
た

め
に
は
、
対
象
を
取
得
す
る
行
為
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
根
源
的
な
取
得
は
（
既
に
他
者
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
根
源
的
と
さ
れ
る
。）、
他
者
と
の
関
係
で
時
間
的
に
先
行
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
た
一
方
的
な
行
為

で
あ
る
先
占
で
あ
る
と
さ
れ
る

）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
先
占
と
い
う
根
源
的
取
得
に
基
づ
い
て
外
的
な
対
象
が
あ
る
人
格
に
帰
属
す
る
こ
と
が
全
て

の
他
者
と
の
関
係
で
法
的
に
保
障
さ
れ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
全
て
の
他
者
に
そ
の
尊
重
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
、
外
的
な
対
象
（
土
地
、
動
産
）
は
全
て
の
者
に
と
り
取
得
可
能
な
も
の
と
さ
れ
て
、
先
占
し
て
取
得
し
た
者
の
占
有
は
相
互
的
に

尊
重
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
前
提
と
し
て
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
を
理
念
的
に
要
請
さ
れ
る
根
源
的
総
体
占
有

（ursprünglicher Gesam
tbesitz

）
と
呼
ん
で
お
り
、
い
わ
ば
全
て
の
物
件
は
各
人
の
法
的
な
活
動
に
先
立
ち
、
ま
ず
は
共
同
占
有
下
に

置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
性
概
念
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

ヘ
ル
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、「
内
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」（
生
得
的
な
財
）
と
「
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」（
取
得
さ
れ
た
財
）

は
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
も
の
の
、
共
に
現
実
世
界
に
お
け
る
自
由
の
実
現
の
た
め
の
素
材
（
財
）
と
し
て
、
そ
の
人
格
へ
の
帰
属
は
相
互
的
に

尊
重
さ
れ
る
こ
と
が
法
秩
序
に
お
い
て
保
障
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
帰
属
に
関
す
る
相
互
的
な
尊
重
と
そ
の
法
的
な
保
障
は
、
当
該

の
財
が
感
性
的
な
欲
求
の
対
象
と
な
る
か
否
か
、
或
い
は
何
ら
か
の
目
的
に
資
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
と
は
関
係
な
く
、
言
い
換
え
れ
ば
、

経
験
的
な
根
拠
と
は
無
関
係
に
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
1（
（

。
こ
の
よ
う
な
、
諸
財
が
人
格
に
法
的
に
帰
属
す
る
関
係
性
が
法
秩
序
の
実
体
を

な
し
、
こ
れ
に
よ
り
人
格
相
互
間
の
権
利
義
務
関
係
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
国
家
設
立
以
前
の
自
然
状

（85－３・４－413）
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態
（
カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
私
法
関
係
）
の
下
に
お
い
て
既
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
法
に
お
け
る
自
由
の
保
障
が
普
遍
的
に
達
成
さ
れ
る

た
め
に
は
、
国
家
的
法
秩
序
の
設
立
が
必
然
的
と
な
る
が
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
そ
の
際
に
は
自
然
状
態
の
下
で
基
礎
づ
け
ら
れ
た
人
格

同
士
の
権
利
義
務
関
係
に
何
か
変
更
が
付
け
加
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
の
役
割
も
基
本
的
に
は
そ
の
貫
徹
を
保
障
す
る
こ
と
だ
け
に
限
定

さ
れ
る
の
で
あ
る

）
11
（

。

以
上
の
よ
う
な
、
自
由
の
実
現
手
段
で
あ
る
財
の
帰
属
が
諸
人
格
に
規
範
的
に
保
障
さ
れ
た
状
態
と
し
て
法
（
法
秩
序
）
を
捉
え
る
思
考

が
、
カ
ン
ト
的
に
緊
急
避
難
を
基
礎
づ
け
る
際
の
出
発
点
に
な
る
が
、
カ
ン
ト
自
身
は
『
人
倫
の
形
而
上
学
』
に
お
い
て
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の

板
の
事
例
を
取
り
扱
う
際
に
緊
急
避
難
の
権
限
を
否
定
的
に
解
し
て
い
た
こ
と
が
基
礎
づ
け
の
障
壁
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

で
の
カ
ン
ト
の
否
定
的
な
見
解
の
前
提
に
あ
っ
た
の
は
、
生
得
的
な
財
で
あ
る
生
命
と
生
命
が
衝
突
す
る
場
合
で
あ
り
、
取
得
さ
れ
た
財
が

侵
害
法
益
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
緊
急
避
難
の
権
限
を
全
般
的
に
否
定
し
て
い
た
と
解
釈
す
る

の
は
早
計
で
あ
る
。
そ
こ
で
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
カ
ン
ト
の
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
に
お
け
る
第
三
確
定
条
項
で
の
次
の
よ
う
な
叙
述

）
11
（

に
注

目
す
る
。

　
　

 

こ
こ
で
歓
待

4

4

（
よ
い
も
て
な
し
）
と
い
う
の
は
、
外
国
人
が
他
国
の
土
地
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
そ
の
国
の
者
か

ら
敵
と
し
て
の
扱
い
を
受
け
な
い
権
利
を
意
味
す
る
。
そ
の
国
の
者
は
、
当
該
の
外
国
人
に
破
滅
が
生
じ
な
い
限
り
で
の
み
、
そ
の
外

国
人
を
退
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
外
国
人
が
彼
の
土
地
で
友
好
的
に
振
る
舞
う
限
り
で
は
、
敵
と
し
て
扱
っ
て
は

な
ら
な
い
。
そ
の
外
国
人
が
要
求
で
き
る
の
は
、
…
…
訪
問
の
権
利

4

4

4

4

4

で
あ
り
、
こ
れ
は
地
球
の
表
面
を
共
同
で
占
有
す
る
権
利
に
基
づ

い
て
、
友
好
な
関
係
に
結
び
付
き
合
う
全
て
の
人
間
に
認
め
ら
れ
る
権
利
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
外
国
か
ら
の
訪
問
者
は
、
強
制
的
な
退
去
が
そ
の
者
の
破
滅
（
人
格
性
・
生
命
の
毀
損
或
い
は
身
体
性
の
重
大
な
侵
害
）
を
も
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た
ら
す
場
合
に
は
、
退
去
さ
せ
ら
れ
ず
に
留
ま
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
先
の
叙
述
に
よ
り
、
カ
ン
ト
は
土
地
と
い
う
（
根

源
的
な
共
同
占
有
に
基
づ
い
て
）
取
得
さ
れ
た
財
に
対
す
る
緊
急
避
難
を
（
同
様
に
根
源
的
な
共
同
占
有
に
基
づ
い
て
）
認
め
て
い
る
と
す

る
）
11
（

。
つ
ま
り
、
現
代
的
な
表
現
を
用
い
れ
ば
、
外
国
人
（
避
難
行
為
者
）
の
人
格
性
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
（
例
え
ば
、
生
命
）
の
維
持
が

他
者
の
土
地
に
依
存
す
る
限
り
で
は
、そ
の
土
地
に
対
す
る
侵
害（
不
法
侵
入
や
不
法
滞
在
）は
緊
急
避
難
と
し
て
正
当
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
は
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
か
っ
た
が
、
財
の
法
的
な
帰
属
関
係
を
中
核
と
す
る
カ
ン
ト
的
な
法
秩
序
観
か
ら
も

緊
急
避
難
を
一
定
の
範
囲
で
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
生
得
的
な
財
と
取
得
さ
れ
た
財
は
緊
急
避

難
の
文
脈
に
お
い
て
異
な
る
意
義
を
有
す
る
と
主
張
す
る
。
ま
ず
生
得
的
な
財
（
例
え
ば
、
生
命
、
身
体
、
意
思
形
成
及
び
そ
の
活
動
）
に

対
し
て
は
、
た
と
え
緊
急
状
態
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
他
者
に
よ
る
一
方
的
な
侵
害
は
法
的
に
は
許
容
さ
れ
な
い

）
11
（

。
何
故
な
ら
ば
、
現
実
的

な
人
格
を
構
成
す
る
根
本
的
な
要
素
で
あ
る
生
得
的
な
財
は
、
外
的
な
諸
状
況
（
危
難
も
こ
こ
に
含
ま
れ
る
）
と
は
関
係
な
く
無
条
件
的
に

当
該
人
格
の
叡
智
的
側
面
に
帰
属
す
る
の
で
あ
り
、
緊
急
状
況
が
理
由
と
な
っ
て
一
方
的
に
帰
属
が
他
者
に
移
転
す
る
こ
と
は
な
く
、
他
者

と
の
関
係
で
は
そ
の
侵
害
は
禁
止
さ
れ
た
ま
ま
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
緊
急
権
を
否
定
し
て
い
た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
生
得
な
財
に
対

す
る
侵
害
が
想
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
生
得
的
な
財
に
対
す
る
侵
害
権
限
が
法
的
に
お
よ
そ
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

正
当
防
衛
や
同
意
の
よ
う
に
侵
害
の
根
拠
が
外
的
な
状
況
で
は
な
く
、
当
該
人
格
の
主
体
性
そ
の
も
の
に
存
す
る
場
合
に
は
、（
限
界
は
あ

る
が
）
許
容
さ
れ
得
る
。
こ
の
よ
う
な
内
的
な
根
拠
が
存
在
し
な
い
緊
急
避
難
に
つ
い
て
侵
害
権
限
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
当
該
人
格
を
目
的
そ
れ
自
体
或
い
は
尊
厳
あ
る
主
体
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
取
得
さ
れ
た
財
（「
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」）
に
つ
い
て
は
事
情
は
異
な
る
。
人
格
が
現
実
世
界
に
お
い
て

自
由
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
外
的
な
諸
財
を
取
得
し
て
利
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
根
源
的
な
取
得
を

可
能
に
し
、
取
得
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
相
互
的
に
他
者
の
利
用
権
限
を
尊
重
す
る
よ
う
に
義
務
づ
け
る
根
拠
と
な
る
の
が
、
理
念
と
し
て

想
定
さ
れ
る
根
源
的
総
体
占
有
で
あ
る
。
誰
か
の
生
得
的
な
財
に
は
属
し
て
い
な
い
物
件
が
、
こ
の
共
同
的
な
占
有
の
対
象
と
な
る
。
ヘ
ル

（85－３・４－415）
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マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
根
源
的
な
共
同
的
占
有
が
理
由
と
な
っ
て
、
取
得
さ
れ
た
財
に
つ
い
て
は
そ
れ
に
対
す
る
緊
急
避
難
行
為
が

場
合
に
よ
っ
て
は
可
能
と
な
る

）
11
（

。
何
故
な
ら
、
あ
る
外
的
な
財
が
あ
る
人
格
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
と
き
、
他
の
人
格
に
は
そ
れ
を
尊
重
し
、

使
用
を
控
え
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
差
し
控
え
は
絶
対
的
に
確
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
人
格
か
ら
見
て
、
自
己
の
生
得
的

な
財
（
生
命
或
い
は
身
体
）
の
維
持
が
そ
の
外
的
な
財
の
使
用
に
依
存
し
て
い
る
場
合
に
は
、
取
得
さ
れ
た
財
に
つ
き
、
根
源
的
な
共
同
占

有
者
で
あ
っ
た
他
の
人
格
に
そ
の
帰
属
が
移
転
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
先
に
挙
げ
た
『
永
遠
平
和
の
た
め
に
』
か
ら
の
引
用
で
カ
ン

ト
が
述
べ
て
い
た
「
訪
問
権
」
も
、
共
同
占
有
の
対
象
で
あ
る
土
地
の
帰
属
が
外
国
人
の
自
己
維
持
の
た
め
に
移
転
す
る
こ
と
か
ら
認
め
ら

れ
る
緊
急
避
難
の
権
限
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
先
に
取
得
を
行
っ
て
い
た
人
格
の
生
得
的
な
財
が
当
該
の
取
得
さ
れ
た
財
に
依
存
す
る

場
合
に
は
、
や
は
り
先
行
的
に
取
得
し
た
人
格
の
権
利
の
方
が
（
先
占
と
い
う
根
源
的
取
得
に
基
づ
い
て
）
優
先
さ
れ
る
た
め
、
他
の
人
格

に
よ
る
緊
急
避
難
の
権
限
は
、
た
と
え
そ
の
者
の
生
得
的
財
の
維
持
が
当
該
の
取
得
さ
れ
た
財
に
依
存
し
て
い
た
と
し
て
も
否
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
る

）
11
（

。

こ
う
し
て
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
、
財
の
帰
属
関
係
の
保
障
を
中
核
と
す
る
カ
ン
ト
的
な
法
秩
序
で
は
、
人
格
の
存
在
性
に
関
わ
る

（
偶
然
的
な
）
緊
急
状
態
を
条
件
と
し
て
帰
属
関
係
を
改
変
し
、
自
己
の
生
得
的
な
財
の
維
持
の
た
め
に
必
要
な
他
者
の
財
（
既
に
先
行
的

に
取
得
さ
れ
た
財
）
の
取
得
を
避
難
行
為
者
に
可
能
に
す
る
こ
と
は
、
最
初
か
ら
織
り
込
み
済
み
の
事
柄
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
緊
急
避
難

的
な
取
得
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
た
め
の
意
思
が
他
者
に
認
識
可
能
な
形
で
表
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
更
に
も
う
一
つ
条
件
が

付
け
加
わ
る
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
、
意
思
活
動
は
生
得
的
な
財
で
あ
る
た
め
緊
急
避
難
に
よ
る
強
制
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
、
緊
急
状
態
の
際
、
他
者
は
避
難
行
為
者
を
積
極
的
に
救
助
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
お
ら
ず

）
11
（

、
危
難
の
回
避
の
た
め
に
必
要
と
な

る
外
的
な
財
の
使
用
を
控
え
れ
ば
い
い
だ
け
と
な
る
。
そ
こ
で
、
避
難
行
為
者
は
、
自
ら
の
力
で
危
難
回
避
の
た
め
に
必
要
な
財
（
他
者
が

取
得
済
み
の
財
）
に
到
達
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
到
達
可
能
性
も
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
条

件
と
さ
れ
る

）
11
（

。
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ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
自
己
の
見
解
を
更
に
明
確
化
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
事
例
を
検
討
し
、
い
く
つ
か
の
重
要
な
帰
結
を
導
き
出
し
て

い
る
（
ⅰ
～
ⅳ
）。

　
　
　

 〈
事
例
〉　

Ａ
は
、
海
に
浮
か
ん
だ
自
分
の
ボ
ー
ト
の
デ
ッ
キ
上
で
日
光
浴
を
楽
し
ん
で
い
た
。
彼
女
は
溺
れ
て
い
る
Ｓ
を
見
か
け
、

助
け
を
求
め
る
彼
の
声
を
聞
い
た
。
Ｓ
が
最
後
の
力
を
振
り
絞
っ
て
Ａ
の
ボ
ー
ト
ま
で
泳
ぎ
つ
い
て
助
か
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
た
め
に
Ａ
は
ボ
ー
ト
を
移
動
さ
せ
、
そ
の
結
果
Ｓ
は
溺
死
し
た
。

こ
こ
で
Ａ
に
お
け
る
殺
人
罪
の
成
立
の
有
無
は
、
Ａ
が
ボ
ー
ト
を
移
動
さ
せ
た
と
き
に
Ｓ
が
既
に
緊
急
避
難
的
に
そ
の
ボ
ー
ト
を
取
得
し

て
い
た
か
否
か
に
か
か
る
と
さ
れ
る
。
Ｓ
は
ボ
ー
ト
の
取
得
意
思
を
表
明
し
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
到
達
可
能
性
も
現
実
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
先
行
し
て
ボ
ー
ト
を
取
得
し
て
い
た
Ａ
の
使
用
権
限
を
制
限
す
る
の
に
は
そ
れ
で
十
分
と
す
る
。
つ
ま
り
、
Ｓ

が
ボ
ー
ト
に
実
際
に
は
ま
だ
し
が
み
つ
い
て
い
な
い
時
点
で
、
Ａ
は
ボ
ー
ト
の
使
用
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
ⅰ
）。
こ
れ
に
対
し
、
例

え
ば
事
例
を
修
正
し
て
、
避
難
行
為
者
が
二
名
（
S1
と
S2
）
お
り
、
ボ
ー
ト
に
Ａ
の
他
に
は
一
名
し
か
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、

こ
こ
で
の
S1
と
S2
同
士
の
関
係
で
は
、
ど
ち
ら
が
先
に
実
際
に
ボ
ー
ト
に
到
達
し
た
か
が
決
定
的
と
な
り
、
先
に
ボ
ー
ト
を
取
得
し
た
方
が

後
か
ら
泳
い
で
来
る
者
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
行
い
得
る
と
す
る
（
ⅱ
）。
但
し
、
ボ
ー
ト
に
到
達
す
る
ま
で
の
間
は
、
互
い
に
相
手
に
対
し

て
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
身
体
及
び
意
思
に
基
づ
く
活
動
（
泳
ぐ
こ
と
）
は
生
得
的
な
財
と
し
て
各
々
に
帰
属

し
た
ま
ま
で
あ
り
、
強
制
的
に
剥
奪
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
ⅲ
）。
Ａ
は
救
助
を
行
う
義
務
を
課
せ
ら
れ
な
い
が
、
自
発
的
に
そ
れ
を
行
い
、

S1
と
S2
の
ど
ち
ら
を
救
助
す
る
の
か
を
選
択
で
き
る
と
す
る
。
但
し
、
例
え
ば
S2
を
助
け
た
い
Ａ
が
先
に
し
が
み
つ
い
た
S1
に
対
し
て
暴
力

を
用
い
て
彼
を
ボ
ー
ト
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
こ
こ
で
の
緊
急
避
難
に
基
づ
く
S1
の
行
為
は
、
Ａ
に
対
し
て
不
法
な
も
の

で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
Ａ
が
行
い
得
る
の
は
、
S1
が
し
が
み
つ
く
前
に
ボ
ー
ト
を
S2
の
方
に
接
近
さ
せ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
（
ⅳ
）。
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以
上
の
結
論
を
包
含
す
る
形
で
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
緊
急
避
難
権
の
基
本
概
念
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
。「
自
己
の
生
命
又
は
身
体
の

不
可
侵
性
に
対
す
る
偶
然
的
な
危
険
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
他
者
に
帰
属
す
べ
き
諸
財
へ
の
侵
害
を
通
じ
て
の
み
、
現
実
世
界
に
お
け
る

独
自
的
な
（
自
己
）
維
持
を
達
成
し
得
る
者
は
、
外
的
な
（
つ
ま
り
、
何
人
か
の
内
的
な
私
に
は
属
さ
な
い
）
諸
財
を
避
難
に
必
要
な
範
囲

で
侵
害
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
違
法
な
行
為
に
は
な
ら
な
い
）。
但
し
、
こ
れ
ま
で
の
持
ち
主
（
先
行
的
取
得
者
）
が
同
様
に
自
己
の
身

体
的
不
可
侵
性
又
は
行
為
自
由
全
般
の
維
持
の
た
め
に
こ
れ
ら
の
諸
財
を
必
要
と
す
る
と
き
に
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
第
三
者
も
、
危
難

に
陥
っ
た
者
の
現
実
的
又
は
推
定
的
同
意
の
下
で
行
動
す
る
限
り
に
お
い
て
、
同
様
の
権
限
を
有
す
る

）
1（
（

。」

４　

結
び
に
か
え
て

　

こ
れ
ま
で
私
は
、
法
秩
序
に
お
い
て
は
各
人
格
の
独
自
の
自
由
の
領
域
が
相
互
に
普
遍
的
に
保
障
さ
れ
る
と
の
カ
ン
ト
主
義
的
な
立
場
を
出

発
点
に
し
て
、
刑
法
の
あ
り
方
を
思
考
し
て
き
た
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
の
見
解
は
、
同
様
に
カ
ン
ト
の
法
思
想
に
依
拠
し
な
が
ら
も
、
法
秩
序
に
お

け
る
自
由
と
財
の
関
係
性
を
再
定
位
し
て
、
法
に
お
け
る
自
由
の
保
障
を
財
の
帰
属
関
係
の
保
障
と
捉
え
直
す
も
の
で
あ
り
、
法
秩
序
に
お
け

る
自
由
の
普
遍
的
保
障
を
内
容
的
に
よ
り
精
緻
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
、
更
に
生
得
的
な
財
と
取
得
さ
れ
た
財
を
区

別
し
て
展
開
さ
れ
る
緊
急
避
難
権
の
基
礎
づ
け
は
、
明
ら
か
に
キ
ュ
ー
パ
ー
と
は
異
な
り
、
緊
急
避
難
の
権
限
を
自
由
の
保
障
に
関
わ
る
一
つ

の
法
的
強
制
と
し
て
カ
ン
ト
の
理
性
法
体
系
の
中
に
組
み
込
も
う
と
す
る
重
要
な
試
み
で
あ
り
、そ
の
際
に
は
、い
わ
ゆ
る「
害
の
均
衡
性
」・「
利

益
衡
量
」
の
要
件
の
内
容
も
、
単
な
る
む
き
出
し
の
財
状
況
の
比
較
で
は
な
く
、
生
命
・
身
体
に
代
表
さ
れ
る
自
律
的
な
人
格
性
の
維
持
に
関

わ
る
生
得
的
な
財
の
保
障
に
収
斂
す
る
形
で
の
財
状
況
の
比
較
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
害
の
均
衡
性
」・「
利
益

衡
量
」の
要
件
の
自
由
論
的
な
再
構
成
で
あ
り
、本
稿
の
冒
頭
で
提
示
し
た
問
題
点
を
解
決
で
き
る
理
論
構
成
と
し
て
評
価
し
得
る
も
の
で
あ
る
。

　

但
し
、
い
く
つ
か
疑
問
も
あ
る
。
ま
ず
、
先
行
し
て
取
得
し
た
者
が
優
先
的
に
取
り
扱
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
避
難
行
為
者
の
生
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得
的
な
財
の
維
持
が
先
行
的
に
取
得
し
て
い
た
者
の
取
得
さ
れ
た
財
に
依
存
し
て
い
た
場
合
で
も
、
同
時
に
そ
の
先
行
者
の
生
得
的
な
財
の

維
持
が
当
該
の
取
得
さ
れ
た
財
に
依
存
し
て
い
る
と
き
に
は
、
緊
急
避
難
は
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
れ
を
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
で

説
明
す
れ
ば
、
先
に
（
一
人
し
か
支
え
ら
れ
な
い
）
板
切
れ
に
し
が
み
つ
い
た
者
の
生
命
の
維
持
の
方
が
優
先
さ
れ
、
後
か
ら
泳
ぎ
着
い
た

者
の
生
命
は
劣
後
す
る
こ
と
に
な
る
（
更
に
、
先
に
挙
げ
た
事
例
で
言
え
ば
、（
ⅱ
）
の
よ
う
に
正
当
防
衛
の
対
象
と
な
る
）。
こ
れ
は
、
カ

ン
ト
が
生
得
的
権
利
と
結
び
付
け
て
い
た
根
源
的
総
体
占
有
を
前
提
と
し
た
先
占
と
い
う
根
源
的
取
得
に
由
来
す
る
法
的
な
基
準
で
あ
っ

て
、
別
段
事
実
的
な
時
間
的
優
先
性
が
単
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
占
が
決
定
的
な
基
準
に
な
る
こ
と

に
対
し
て
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
早
い
者
勝
ち
に
な
る
の
と
変
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
単
な
る
取
得
さ
れ
た
財
の
帰
属
関
係
の
確
立
で
は
な
く
、

片
方
の
生
得
的
な
財
（
生
命
）
の
毀
滅
が
帰
結
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
。

　

次
に
、
先
に
挙
げ
た
事
例
の
（
ⅳ
）
の
点
で
あ
る
。
何
故
Ａ
は
任
意
に
S1
と
S2
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
ボ
ー
ト
を
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

択
一
的
な
救
助
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
結
果
と
し
て
片
方
が
溺
死
し
て
も
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、
危
難
に
陥
っ
た

者
が
避
難
行
為
を
開
始
し
て
、
他
者
の
外
的
な
財
に
到
達
す
る
可
能
性
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
者
は
避
難
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
当

該
の
財
の
使
用
権
限
を
既
に
制
限
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
の
ボ
ー
ト
の
使
用
権
限
は
、
S1
と
S2
の
双
方
と
の
関
係
で
同
様
に
制

限
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
例
え
ば
、
S2
に
ボ
ー
ト
を
近
づ
け
る
行
為
が
S1
の
避
難
の
妨
げ
に
な
る
場
合
に
は
、
や
は
り
そ
れ
は
許
さ
れ
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
た
疑
問
点
が
あ
る
も
の
の
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
が
明
ら
か
に
し
た
緊
急
避
難
権
の
基
本
概
念
そ
の
も
の
に
対
す
る
評
価
は
変
わ
ら
な

い
。
自
由
の
保
障
に
関
す
る
法
的
な
強
制
権
限
と
し
て
の
緊
急
避
難
の
基
礎
づ
け
が
カ
ン
ト
的
な
立
場
に
基
づ
い
て
も
可
能
で
あ
る
点
を
示

し
た
功
績
は
非
常
に
大
き
い
と
思
量
さ
れ
る
。

（
１ 

）　

特
に
、
①
松
生
光
正
「
例
外
状
態
と
正
当
化
」
ノ
モ
ス
（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
）
三
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
五
頁
以
下
、
②
同
「
例
外
状
態
と
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国
家
的
行
為
の
正
当
化
」
刑
法
雑
誌
五
三
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
八
頁
以
下
、
③
同
「
緊
急
状
態
に
よ
る
正
当
化
」『
例
外
状
態
と
法
に
関
す
る
諸

問
題
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
五
〇
冊
、
二
〇
一
四
年
）
五
七
頁
以
下
、
④
同
「
押
し
つ
け
ら
れ
た
緊
急
救
助
」『
続
・
例
外
状
態
と
法

に
関
す
る
諸
問
題
』（
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
五
四
冊
、
二
〇
一
六
年
）
一
五
頁
以
下
、
⑤
同
「
国
家
と
緊
急
救
助
」
竹
下
賢
他
編
『
法
の

理
論
35
』（
二
〇
一
七
年
）
三
五
頁
以
下
。

（
２ 

）　

最
近
に
お
い
て
も
、
注
（
１
）
で
挙
げ
た
⑤
論
文
に
つ
い
て
私
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
提
示
し
（
飯
島
暢
「
緊
急
救
助
（
正
当
防
衛
）
の
主
体
と
な
る
国

家
と
そ
の
構
成
員
達
」
長
谷
川
晃
他
編
『
法
の
理
論
36
』［
二
〇
一
八
年
］
一
七
九
頁
以
下
）、
更
に
松
生
先
生
か
ら
ご
回
答
を
得
る
（
松
生
光
正
「
飯

島
コ
メ
ン
ト
へ
の
リ
プ
ラ
イ
」
同
二
一
九
頁
以
下
）
と
い
う
形
で
ご
教
示
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
３ 

）　

最
新
の
研
究
と
し
て
、
特
に
深
町
晋
也
『
緊
急
避
難
の
理
論
と
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』（
二
〇
一
八
年
）
一
八
一
頁
以
下
を
参
照
。

（
４ 

）　

飯
島
暢
『
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
哲
学
的
刑
法
理
論
』（
二
〇
一
六
年
）
一
五
三
頁
以
下
参
照
。

（
５ 

）　

松
生
「
例
外
状
態
と
正
当
化
」（
前
掲
注
（
１
）
の
①
論
文
）
二
三
頁
参
照
。
利
益
衡
量
原
理
は
一
般
的
な
法
原
理
と
し
て
耐
え
得
る
も
の
で
は
な

い
と
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
法
に
お
け
る
衡
量
原
理
が
単
純
な
利
益
の
衡
量
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
規
範
的
な
性
質
を
有
す
る
点
に
つ
い

て
は
、Jan-Reinard Sieckm

ann, Rechtsphilosophie, 2018, S. 123 ff.

が
示
唆
に
富
む
。
更
に
、Juan A

ntonio García A
m

ado, A
bw

ägung 
versus norm

ative A
uslegung?, Rechtstheorie 40, 2009, S. 1 ff.; Joachim

 Rückert, A
bw

ägung – die juristische K
arriere eines 

unjuristischen Begriffs oder: N
orm

enstrenge und A
bw

ägung im
 Funktionsw

andel, JZ 2011, S. 913 ff.; Gustavo A
. Beade, D

er 
deontologische Charakter der A

bw
ägung, Rechtstheorie 44, 2013, S. 371 ff.; Florian W

indisch, „A
bw

ägung“: T
otal, form

al oder 
strukturiert?, Rechtstheorie 44, 2013, S. 61 ff.

も
参
照
。

（
６ 

）　

そ
も
そ
も
、
衡
量
に
限
定
を
課
す
二
分
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
純
粋
に
功
利
主
義
的
立
場
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
に
は
一
般
的
に
躊

躇
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
三
四
条
に
お
け
る
「
著
し
い
優
越
」
の
要
件
も
同
様
の
限
定
と
し
て
解
せ
よ
う
。
だ
が
、
問
題
は
、

そ
の
よ
う
な
限
定
を
便
宜
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
由
論
的
に
説
得
的
に
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
あ
り
、
そ
の

た
め
に
は
、
法
秩
序
に
お
け
る
自
由
と
財
（
利
益
）
と
の
関
係
性
を
改
め
て
見
つ
め
直
す
所
作
が
必
要
と
な
る
。
な
お
、
市
民
社
会
と
の
関
係
を
念
頭

に
置
い
て
緊
急
避
難
に
お
け
る
利
益
衡
量
を
客
観
的
に
限
定
す
る
立
場
と
し
て
、Günther Jakobs, System

 der strafrechtlichen Zurechnung, 
2012, S. 48 f.

を
挙
げ
て
お
く
。
但
し
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
・
ヤ
コ
ブ
ス
（
＝
川
口
浩
一
訳
）「
管
轄
の
段
階
」（
川
口
浩
一
・
飯
島
暢
訳
『
法
的
強
制
と
人
格

性
』［
二
〇
一
二
年
］
所
収
）
九
二
頁
は
、
緊
急
避
難
に
お
い
て
は
、
純
粋
な
法
・
権
利
性
に
よ
る
基
礎
づ
け
だ
け
で
な
く
、
更
に
「
功
利
主
義
的
な
悟
性
」

の
観
点
が
付
け
加
わ
る
と
し
て
い
る
。

（
７ 

）　

注
（
１
）
で
挙
げ
た
①
論
文
は
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
七
日
に
関
西
大
学
法
学
研
究
所
で
開
催
さ
れ
た
講
演
（
第
九
四
回
特
別
研
究
会
）
の
内
容
を

基
に
し
て
い
る
。
今
で
も
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
の
だ
が
、
講
演
会
で
の
質
疑
応
答
の
際
に
、
私
が
「
利
益
衡
量
の
要
件
を
持
た
な
い
緊
急
避
難
の
規
定

（法政研究 85－３・４－420）
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は
理
論
上
あ
り
得
ま
す
か
？
」
と
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
松
生
先
生
は
「
あ
り
得
る
で
し
ょ
う
ね
」
と
お
答
え
に
な
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

（
８ 

）　Im
m

anuel K
ant, D

ie M
etaphysik der Sitten, A

B 41, 42. 

な
お
、
引
用
文
を
翻
訳
す
る
際
に
は
、
加
藤
新
平
・
三
島
淑
臣
訳
「
人
倫
の
形
而

上
学
〈
法
論
〉」『
世
界
の
名
著
39
カ
ン
ト
』（
一
九
七
九
年
）
三
六
〇
頁
以
下
、
樽
井
正
義
・
池
尾
恭
一
訳
「
人
倫
の
形
而
上
学
」（
岩
波
書
店
版
カ
ン

ト
全
集
11
、
二
〇
〇
二
年
）
五
四
頁
以
下
を
参
考
に
し
た
。
カ
ン
ト
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
基
本
的
に
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル
版
（W

erke in 
12 Bänden, hrsg. von W

ilhelm
 W

eischedel, 1968

）
に
依
拠
す
る
が
、
講
義
録
の
よ
う
に
ア
カ
デ
ミ
ー
版
か
ら
引
用
す
る
際
に
は
、AA

と
表
記
し
、

そ
の
後
に
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
号
を
記
載
し
た
。

（
９ 

）　

カ
ン
ト
に
お
け
る
法
的
強
制
に
つ
い
て
は
、
飯
島
『
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
哲
学
的
刑
法
理
論
』（
前
掲
注
（
４
））
二
〇
五
頁
以
下
を
参
照
。
カ

ン
ト
は
、
不
法
な
行
為
に
対
す
る
法
的
強
制
の
概
念
の
原
型
を
作
用
と
反
作
用
の
同
等
の
法
則
に
基
づ
く
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
身
体
同
士
の
相
互
作
用
関

係
の
中
に
求
め
て
お
り
、
そ
の
際
に
は
一
定
の
均
衡
性
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
（K

ant, M
dS, A

B 37, 38

）。
同
様
の
記
述
は
、Im

m
anuel K

ant, 
Prolegom

ena zu einer jeden künftigen M
etaphysik, die als W

issenschaft w
ird auftreten können, 

§ 58 A
nm

., A
 176

で
も
見
受
け
ら

れ
る
。
ま
た
、
カ
ン
ト
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
るM

ichael K
öhler, Strafrecht. A

llgem
einer T

eil, 1997, S. 21

は
、
正
当
に
も
、
不
法
の
帰
結

で
あ
る
法
的
強
制
の
権
能
を
不
法
行
為
を
行
っ
た
者
と
の
関
係
で
は
均
衡
性
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
均
衡

性
は
カ
ン
ト
の
法
概
念
全
般
で
前
提
と
さ
れ
て
い
る
重
要
な
観
点
で
あ
る
と
評
価
し
得
る
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
特
にRalf Butterm

ann, 
D

ie Fiktion eines Faktum
s. K

ants Suche nach einer Rechtsw
issenschaft, 2011, S. 262 f.

を
参
照
）。
従
っ
て
、
こ
の
法
的
強
制
が
国
家
的

法
秩
序
に
お
い
て
（
い
わ
ば
ス
ト
レ
ー
ト
に
）
制
度
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
正
当
防
衛
に
お
い
て
も
一
定
の
均
衡
性
が
原
理
上
前
提
と
さ
れ
ざ
る
を
得

な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
山
本
和
輝
「
正
当
防
衛
状
況
の
前
段
階
に
お
け
る
公
的
救
助
要
請
義
務
は
認
め
ら
れ
る
か
？
（
２
・
完
）」
立
命

館
法
学
三
七
七
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
八
七
頁
注
二
〇
〇
）
は
「K

ant

の
見
解
に
依
拠
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
正
当
防
衛
の
脈
絡
に
お
い
て
、
主

観
的
権
利
と
強
制
権
限
の
概
念
的
結
合
か
ら
『
均
衡
性
』
と
い
う
観
点
を
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
主
張
す
る
が
、
カ
ン
ト
法
哲
学
全
体
の
文

脈
か
ら
判
断
す
る
限
り
理
解
し
が
た
い
見
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
カ
ン
ト
自
身
、
正
当
防
衛
に
関
す
る
叙
述
に
お
い
て
「
節
度
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
は

法
で
は
な
く
、
倫
理
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
が
（K

ant, M
dS, A

B 41, 42

）、
そ
の
際
に
は
、
自
己
の
生
命
に
対
し
て
不
法
な
攻
撃

を
し
か
け
て
き
た
者
の
生
命
を
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
奪
う
と
い
う
均
衡
性
が
一
応
の
と
こ
ろ
既
に
満
た
さ
れ
て
い
る
状
況
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、「
節

度
（M
äßigung

）」
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
に
殺
害
を
防
衛
行
為
と
し
て
は
あ
え
て
控
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
均
衡
し
た
防
衛
行

為
を
行
う
こ
と
自
体
が
狭
義
の
倫
理
に
属
す
る
の
だ
と
カ
ン
ト
が
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。

（
10 

）　

カ
ン
ト
に
お
け
る
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
特
にJoachim

 H
ruschka, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe: 

D
as Brett des K

arneades bei Gentz und bei K
ant, GA

 1991, S. 1 ff.; Jan C. Joerden, W
ahlfachklausur - Rechtsphilosophie: D

as 
N

otrecht, JuS 1997, S. 725 ff.; W
ilfried K

üper, Im
m

anuel K
ant und das Brett des K

arneades, 1999; A
lexander A

ichele, W
as ist 

（85－３・４－421）
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und w
ozu taugt das Brett des K

arneades?, Jahrbuch für Recht und Ethik, Bd. 11, 2003, S. 245 ff.

を
参
照
。
な
お
、
カ
ン
ト
と
の
対

比
か
ら
、
本
問
題
に
関
す
る
フ
ィ
ヒ
テ
の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
、Jean-Christophe M

erle, N
otrecht und Eigentum

stheorie 
im

 N
aturrecht, bei K

ant und bei Fichte, in: W
olfgang H

. Schrader 

（H
rsg.

）, M
ateriale D

isziplinen der W
issenschaftslehre. Zur 

T
heorie der Gefühle, 1997, S. 41 ff.

を
挙
げ
て
お
く
。

（
11 

）　K
üper, Im

m
anuel K

ant und das Brett des K
arneades

（
前
掲
注
（
10
））S. 29 Fn. 64

は
、
カ
ン
ト
の
緊
急
権
の
文
脈
に
お
け
る
威
嚇
の

側
面
は
応
報
と
い
う
正
義
の
側
面
と
必
然
的
に
矛
盾
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。

（
12 

）　

飯
島
『
自
由
の
普
遍
的
保
障
と
哲
学
的
刑
法
理
論
』（
前
掲
注
（
４
））
七
四
頁
以
下
参
照
。

（
13 

）　

例
え
ば
、Joerden, W

ahlfachklausur – Rechtsphilosophie: D
as N

otrecht

（
前
掲
注
（
10
））S. 727

を
参
照
。

（
14 
）　

こ
の
点
に
つ
き
、K

ristian K
ühl, Freiheitliche Rechtsphilosophie, 2008, S. 350

は
、
優
越
的
利
益
を
保
護
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

カ
ン
ト
は
緊
急
避
難
行
為
に
正
当
化
の
作
用
を
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

（
15 

）　M
etaphysik der Sitten V

igilantius, A
A

, X
X

V
II, S. 599 f. 

同
時
に
、
刑
罰
法
則
が
効
果
的
に
許
容
さ
れ
な
い
行
為
を
禁
止
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
不
処
罰
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
16 

）　M
etaphysik der Sitten V

igilantius, A
A

, X
X

V
II, S. 513 ff.

参
照
。

（
17 

）　M
etaphysik der Sitten V

igilantius, A
A

, X
X

V
II, S. 515

参
照
。
な
お
、
カ
ン
ト
法
哲
学
に
お
け
る
許
容
法
則
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
特

にM
atthias K

aufm
ann, W

as erlaubt das Erlaubnisgesetz - und w
ozu braucht es K

ant?, in: B. Sharon Byrd u. a. 

（H
rsg.

）, 
Philosophia Practica U

niversalis. Festschrift für Joachim
 H

ruschka zum
 70. Geburtstag, 2005, S. 195 ff.

を
参
照
。

（
18 

）　M
etaphysik der Sitten V

igilantius, A
A

, X
X

V
II, S. 516

参
照
。

（
19 

）　K
üper, Im

m
anuel K

ant und das Brett des K
arneades

（
前
掲
注
（
10
））S. 42 f.

参
照
。

（
20 
）　K

üper, Im
m

anuel K
ant und das Brett des K

arneades
（
前
掲
注
（
10
））S. 49

参
照
。

（
21 

）　K
ant, M

dS, A
B 41, 42, A

B 43, 44.

（
22 

）　K
üper, Im

m
anuel K

ant und das Brett des K
arneades

（
前
掲
注
（
10
））S. 49 ff.

参
照
。

（
23 

）　K
ant, M

dS, A
B 39.

（
24 
）　K

üper, Im
m

anuel K
ant und das Brett des K

arneades

（
前
掲
注
（
10
））S. 54 f.

参
照
。

（
25 

）　Gunnar H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts, 2016. 
本
書
は
、
総
頁
数
が
五
〇
七
に
も
及
ぶ
大
著
で
あ
り
、
二
〇
一

四
年
に
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
法
学
部
に
お
い
て
博
士
論
文
と
し
て
受
理
さ
れ
て
い
る
。
指
導
教
授
は
、
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
ケ
ー
ラ
ー
で
あ
る
。

（
26 

）　

但
し
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
自
由
と
い
う
文
言
が
一
般
的
に
刑
法
に
お
け
る
論
拠
づ
け
の
際
に
濫
用
さ
れ
が
ち
で
あ
り
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
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も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
極
力
そ
の
使
用
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
明
言
す
る
の
は
、ders., M

öglichkeit und Inhalt eines 
N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 190

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
同
時
に
―
カ
ン
ト
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
か
ら
当
然
な
の
で
あ
る
が
―
多
く
の

箇
所
で
自
由
の
保
障
に
か
か
る
自
由
法
則
的
な
（freiheitsgesetzlich

）
論
拠
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。

（
27 
）　H

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 472

に
よ
れ
ば
、
法
は
間
人
格
的
な
外
的
帰
属
関
係
の
総
体

で
あ
り
、
当
該
の
関
係
は
、
各
人
（
非
物
質
的
な
主
体
性
が
念
頭
に
置
か
れ
る
）
に
対
す
る
物
（
素
材
）
の
配
分
に
関
す
る
一
般
的
な
規
則
に
従
っ
て
、

欲
求
に
依
存
せ
ず
に
構
成
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
付
言
し
て
お
く
と
、
欲
求
に
依
存
す
る
の
で
は
、
自
由
の
保
障
は
法
的
に
担
保
さ
れ
得
な
い
と
い
う

立
場
が
こ
こ
で
の
前
提
に
あ
る
。

（
28 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 21 f.

参
照
。

（
29 

）　

特
にH

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 20 f.

を
参
照
。
こ
こ
で
付
言
す
る
と
、「
素
材
（
物
質
）」

と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
欲
求
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
欲
求
の
対
象
を
直
接
的
に
念
頭
に
置
い
て
義
務
を
基
礎
づ
け
る
の
か
、
或
い
は
、
そ

れ
と
は
無
関
係
に
法
的
な
拘
束
性
を
伴
う
義
務
を
ま
ず
根
拠
づ
け
て
、
そ
の
後
で
初
め
て
欲
求
の
対
象
を
法
的
に
秩
序
づ
け
る
の
か
の
相
違
で
あ
る
と

言
え
よ
う
。

（
30 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 28 ff.

参
照
。

（
31 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 60 ff.

参
照
。

（
32 

）　

詳
細
に
つ
い
て
は
、H

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 58 f., 166 ff.

等
を
参
照
。

（
33 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 178

は
、
カ
ン
ト
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
が
義
務
の
生
成
に

関
し
て
唯
一
有
用
（
可
能
）
な
出
発
点
で
あ
る
と
ま
で
断
言
す
る
。

（
34 

）　

特
にH

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 199 f.

を
参
照
。
付
言
し
て
お
く
と
、
当
為
の
普
遍
的

な
効
力
は
定
言
命
法
と
し
て
の
そ
の
形
式
性
に
依
拠
し
て
い
る
た
め
、
素
材
（
財
）
の
義
務
の
内
容
へ
の
受
容
は
、
自
由
の
保
障
に
か
か
る
普
遍
的
な

効
力
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
素
材
（
財
）
そ
の
も

の
が
効
力
性
の
根
拠
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

（
35 

）　K
ant, M

dS, A
B 45. 

特
に
「
外
的
な
私
の
も
の
・
汝
の
も
の
」
に
つ
い
て
は
、Rainer Friedrich, Ä

ußeres M
ein und D

ein und allgem
einer 

W
ille in K

ants R
echtslehre, in: D

ieter H
üning u. a. （H

rsg.

）, Festschrift für M
anfred Baum

 zum
 65. Geburtstag, 2004, S. 321 ff.

も
参
照
。

（
36 

）　

以
下
に
つ
い
て
は
、H

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 114 ff., 207 ff.

を
参
照
。

（
37 

）　K
ant, M

dS, A
B 45

参
照
。

（
38 

）　K
ant, M

dS, A
B 55, 56, A

 62/B 61, 62

参
照
。

（85－３・４－423）
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（
39 

）　K
ant, M

dS, A
B 78, 79

参
照
。

（
40 

）　K
ant, M

dS, A
B 84, 85 ff.

参
照
。

（
41 
）　H

elm
ers, M

öglichkeit und Inhalt eines N
otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 208 f., 215 f.

参
照
。
そ
れ
故
に
、
帰
属
主
体
に
つ
い
て
も

専
ら
経
験
的
な
存
在
を
想
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
あ
る
理
性
的
な
人
格
性
（
本
体
人[hom

o noum
enon]

）
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
42 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 126 ff.

参
照
。

（
43 

）　Im
m

anuel K
ant, Zum

 ew
igen Frieden, BA

 40/BA
 39, BA

 41, 42.

引
用
文
を
翻
訳
す
る
際
に
は
、
遠
山
義
孝
訳「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」（
岩

波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集
14
、
二
〇
〇
〇
年
）
二
七
四
頁
を
参
考
に
し
た
。

（
44 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 143 ff.

参
照
。
ヘ
ル
マ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、M

dS, A
 95/B 

95, 96

に
お
け
る
人
間
が
海
浜
に
漂
着
し
た
場
合
に
つ
い
て
の
叙
述
で
も
、
他
人
の
土
地
へ
の
侵
入
に
関
す
る
緊
急
避
難
の
権
利
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
は

暗
黙
裡
に
想
定
さ
れ
て
い
た
。

（
45 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 249 ff.

参
照
。

（
46 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 253 ff.

参
照
。

（
47 

）　

こ
こ
で
の
依
存
関
係
に
つ
い
て
は
、
取
得
さ
れ
た
財
の
喪
失
が
直
接
的
に
生
得
的
な
財
の
喪
失
に
つ
な
が
る
よ
う
な
緊
密
な
関
係
性
が
必
要
で
あ
ろ

う
。
決
定
的
で
排
他
的
で
代
替
性
の
な
い
関
係
性
で
あ
る
。

（
48 

）　

従
っ
て
、
ヘ
ル
マ
ー
ス
か
ら
す
れ
ば
、
一
般
的
救
助
義
務
を
定
め
た
ド
イ
ツ
刑
法
三
二
三
条
ｃ
の
存
在
自
体
が
不
当
な
も
の
と
な
る
（S. 261 Fn. 

374

等
を
見
よ
）。

（
49 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 260

参
照
。

（
50 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts

（
前
掲
注
（
25
））S. 261 ff.

参
照
。

（
51 

）　H
elm

ers, M
öglichkeit und Inhalt eines N

otstandsrechts
（
前
掲
注
（
25
））S. 267 f. 

同
様
の
定
式
化
はS. 293, S. 479 f.

で
も
見
受
け
ら
れ
、

特
に
後
者
で
は
、
緊
急
避
難
権
に
基
づ
く
物
取
得
構
成
要
件
（Sacherw

erbstatbestand

）
の
要
素
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
定
式
化
に
よ

れ
ば
保
全
法
益
は
原
則
的
に
は
生
命
や
身
体
の
よ
う
な
生
得
的
な
財
に
限
定
さ
れ
る
は
ず
な
の
で
あ
る
が
、
財
産
を
加
え
る
点
に
つ
い
て
は
、
立
法
者

の
裁
量
の
範
囲
内
で
あ
る
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、S. 329
）。
紙
幅
の
関
係
で
紹
介
で
き
な
い
が
、
本
文
で
挙
げ
た
基
本
概
念
に
基
づ
き
、

ヘ
ル
マ
ー
ス
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
緊
急
避
難
に
関
す
る
実
定
法
上
の
諸
規
定
、
判
例
、
学
説
を
批
判
的
に
検
討
し
て
お
り
、
更
に
は
防
御
的
緊
急
避

難
や
強
要
的
緊
急
避
難
に
応
用
し
て
一
定
の
帰
結
を
導
き
出
し
て
い
る
（
前
者
に
つ
い
て
はS. 404 ff.

を
、
後
者
に
つ
い
て
はS. 447 ff.

を
参
照
）。

※
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費18K

01324

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

（法政研究 85－３・４－424）


