
ド

イ
ツ

刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に

植 つ
し、

田
て

重

正



ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

な
い
現
在
の
危
険
を
、
自
己
ま
た
は
他
人
か
ら
事
情
上
適
当
な
方
法
で
遠
ざ
け
る
た
め
に
所
為
を
な
し
た
者
は
、
緊
急
状
態
に
お
い
て
行

為
し
た
も
の
で
あ
る
。

価
値
を
有
す
る
と
き
は
、
違
法
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
脅
か
さ
れ
た
法
益
に
対
す
る
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
が
行
為
者
に

期
待
し
得
な
い
と
き
は
、
行
為
者
は
違
法
に
行
為
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
有
責
に
行
為
し
た
も
の
で
は
な
い
。

第
四

0
条
（
緊
急
状
態
に
お
け
る
錯
誤
）

重
に
検
討
し
且
つ
相
反
す
る
利
益
を
良
心
的
に
比
較
考
量
し
た
場
合
ま
た
は
こ
の
よ
う
な
検
討
お
よ
び
考
量
が
事
情
上
行
為
者
に
期
待
し

得
な
か
っ
た
場
合
に
限
っ
て
、
無
罪
と
す
る
。
行
為
者
が
こ
の
よ
う
な
検
討
お
よ
び
考
量
に
対
す
る
義
務
を
侵
害
し
た
と
き
は
、

緊
急
避
難
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
学
説
上
争
い
が
あ
り
、

口

第

一

九

条

は

、

こ
れ
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

は
、
第
六
五
条
第
一
項
に
よ
っ
て
こ
れ
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(—) 口[
(—) 

一
九
五
六
年
の
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
は
緊
急
状
態
お
よ
び
そ
の
錯
誤
に
関
し
、

第
三
九
条
（
緊
急
状
態
）

生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
す
る
、
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き

緊
急
状
態
に
お
い
て
所
為
を
な
し
た
者
は
、

そ
の
保
護
し
た
法
益
が
所
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
法
益
よ
り
本
質
上
よ
り
高
い

行
為
者
が
誤
っ
て
、
所
為
が
緊
急
状
態
の
た
め
正
当
化
さ
れ
ま
た
は
免
責
さ
れ
た
と
信
じ
た
と
き
は
、
行
為
者
は
、
事
態
を
慎

そ
の
見
解
も
可
な
り
多
岐
に
わ
た
っ
て
い

二
五
三

(

1

)

 

つ
ぎ
の
よ
う
な
規
定
を
も
う
け
た

C

そ
の
刑
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る
の
で
あ
る
が
、
草
案
は
右
の
よ
う
に
そ
の
三
九
条
に
お
い
て
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
緊
急
状
態
（
正
当
化
的
緊
急
状
態
）
と
責
任
を
阻
却

す
る
緊
急
状
態
（
免
責
的
緊
急
状
態
）
と
を
認
め
、
現
在
の
通
説
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
二
分
説
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

て
、
そ
れ
に
応
じ
て
、

と
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

る
が
、
し
か
し
同
時
に
同
条
は
、

急
状
態
の
錯
誤
た
る
と
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
た
る
と
を
問
わ
ず
、
と
も
に
同
様
に
こ
れ
を
処
罰
す
べ
き
も
の
と
し
、

が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
点
は
、
私
見
で
は
、
刑
法
理
論
全
般
に
通
ず
る
可
な
り
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
と
お
も
わ
れ
る
の
で
、
以

下
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
お
も
う
。

と
こ
ろ
で
、

そ
の
四

0
条
で
、
右
の
よ
う
に
緊
急
状
態
に
お
け
る
錯
誤
す
な
わ
ち
誤
想
避
難
も
、
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤

定
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
で
は
無
論
問
題
は
な
い
わ
け
で
あ

そ
の
法
的
効
果
と
し
て
、
若
し
錯
誤
者
が
そ
の
錯
誤
に
つ
い
て
軽
卒
が
あ
っ
た
と
き
は
、
正
当
化
的
緊

一
九
条
は
こ
れ
を
適
用
し
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
あ
ら
か
じ
め
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、

そ
の
刑
は
草
案

こ
の
点
に
は
問
題

こ
の
草
案
四

0
条
の
規
定
は
、
そ

れ
が
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
し
ろ
ま
た
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
し
ろ
、
共
に
そ
の
事
実
的
前
提
に
つ
い
て
の
錯
誤
の
場
合
を

そ
の
法
規
自
体
の
錯
誤
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
草
案
の
理
由
書

が
『
行
為
者
が
、
現
に
存
す
る
事
情
ま
た
は
自
己
の
表
象
し
た
事
情
を
、
た
と
い
そ
れ
が
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
第
三
九
条
第
一
項
の
要
件

を
欠
く
が
、
や
は
り
緊
急
状
態
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
と
誤
信
し
た
場
合
に
は
、
第
四

0
条
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
錯

誤
は
、
行
為
者
が
右
の
理
由
に
よ
っ
て
不
法
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
信
じ
た
場
合
に
、
第
二

0
条
の
範
囲
内
に
お
い
て
掛
酌
さ
れ

(

2

)

 

る
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
で
第
二

0
条
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
禁
令
の
錯
誤
」
と
し
て
、

『
所
為
の
遂
行
に
際
し
誤
っ
て
い
か
な
る
不
法
を
も
行
な
っ
て
い
な
い
と
認
め
た
者
は
、

六
五
条
一
頂
に
よ
っ
て
減
軽
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

そ
の
錯
誤
が
非
難
す
べ
き
で
な
い
と
き
は
、
責

二
五
四

そ
し
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ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

任
を
有
し
な
い
。
そ
の
者
の
錯
誤
が
非
難
す
べ
き
と
き
は
、

二
五
五

そ
の
刑
は
、
第
六
五
条
第
一
項
に
よ
っ
て
こ
れ
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
』

と
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
し
た
が
っ
て
右
の
よ
う
な
緊
急
状
態
の
法
規
自
体
に
関
す
る
錯
誤
は
、
草
案
で
は
こ
の
禁
令
の
錯
誤
に
該

当
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
そ
し
て
ま
た
こ
の
意
味
で
、
草
案
は
連
邦
裁
判
所
の
判
例
に
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
責
任
説
S
c
h
u
l
dー

(

3

)

 

theorie

の
見
地
に
与
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
）

と
こ
ろ
で
、
若
し
か
よ
う
に
草
案
四

0
条
の
誤
想
避
難
が
、
緊
急
状
態
の
事
実
的
前
提
の
錯
誤
に
も
と
づ
く
場
合
を
い
う
の
だ
と
す
る

と
、
同
条
が
こ
れ
に
対
し
て
故
意
犯
を
認
め
、
六
五
条
一
項
に
よ
る
任
意
的
減
軽
の
み
を
認
め
た
こ
と
が
、
果
し
て
妥
当
で
あ
る
か
が
問

題
と
な
る
。
こ
の
点
に
関
し
、
ま
ず
第
一
に
指
摘
さ
れ
る
の
は
、
草
案
一
九
条
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
一
九
条
は
「
正
当
化
原
因
ま
た

『
所
為
の
遂
行
に
際
し
誤
っ
て
所
為
を
正
当
化
し
ま
た
は
免
責
す
る
事
実
あ
り
と
．
認

め
た
者
は
、
故
意
に
遂
行
し
た
も
の
と
し
て
は
処
罰
し
な
い
。
過
失
で
遂
行
し
た
も
の
と
し
て
の
可
罰
性
は
、
以
上
と
は
何
等
関
係
が
な

(

4

)

 

い
と
』
規
定
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
か
ら
考
え
る
と
、
四

0
条
の
誤
想
避
難
も
ま
た
当
然
に
故
意
が
阻
却
せ
ら
れ
、
場
合

に
よ
っ
て
過
失
犯
が
成
立
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
筈
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
が
あ
え
て
こ
の
一
九
条
の
適
用

を
排
除
し
、

こ
れ
を
故
意
犯
と
し
て
禁
令
の
錯
誤
と
同
視
す
る
規
定
を
設
け
た
こ
と
は
、
全
く
彼
此
相
矛
盾
す
る
規
定
を
置
い
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、

は
免
責
原
因
に
関
す
る
錯
誤
」

こ
の
四

0
条
の
規
定
は
、
草
案
（
一
九
五
九
年
草
案
）
の
各
論
上
の
類
似
的
規
定
と
比
較
し
て
、
科
刑
上
可

な
り
大
き
い
不
均
衡
を
生
ぜ
し
め
る
と
い
う
不
合
理
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
草
案
一
六
四
条
に
よ
る
と
、
医
師
の
誤
想
妊
娠
中
絶
の
刑

は
三
年
以
下
の
軽
懲
役
ま
た
は
拘
留
で
あ
り
、
一
六
五
条
三
項
に
よ
る
と
、
医
師
の
誤
想
に
よ
る
独
断
的
妊
娠
中
絶
の
刑
は
二
年
以
下
の

軽
懲
役
ま
た
は
拘
留
で
あ
り
、
．
さ
ら
に
一
六
八
条
三
項
に
よ
る
と
、
誤
想
に
よ
る
独
断
的
治
療
行
為
の
刑
は
同
じ
く
二
年
以
下
の
軽
懲
役

ま
た
は
拘
留
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
定
刑
は
、

を
定
め
た
も
の
で
、

こ
の
種
の
誤
想
行
為
に
右
の
四

0
条
を
あ
て
は
め
た
場
合
の
刑
と
比
較
す
る
と
、
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著
る
し
く
減
軽
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
た
と
え
ば
医
師
の
故
意
堕
胎
罪
は
、
草
案
一
四
七
条
一
項
二
号
に
よ
っ
て
、

罰
さ
れ
る
か
ら
、
か
り
に
六
五
条
一
項
に
よ
っ
て
軽
懲
役
に
減
軽
さ
れ
て
も
、
な
お
六
月
以
上
七
年
六
月
以
下
の
軽
懲
役
と
な
っ
て
、

し
く
重
く
な
る
）
、

の
が
妥
当
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

過
失
致
死
が
草
案
一
四
四
条
で
五
年
以
下
の
軽
懲
役
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
過
失
傷
害
で
も
同
一
五
七
条
に

よ
っ
て
三
年
以
下
の
軽
懲
役
、
拘
留
ま
た
は
罰
金
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
た
ら
よ
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
点
か
ら
観
て
も
ま
た
、

(

5

)

 

の
四

0
条
の
規
定
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
よ
う
に
、

'
そ
ら
く
、

そ
の
点
で
は
む
し
ろ
故
意
犯
と
し
て
の
処
罰
と
い
う
よ
り
も
、

-
0
年
以
下
の
重
懲
役
で
処

右
の
湯
合
よ
り
著
る

こ
の
規
定
に
対
し
て
は
、
草
案
自
体
の
内
部
に
す
で
に
疑
問
が
内
含
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
外
に
も

問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
つ
ぎ
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
草
案
一
九
条
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
所
為
を
正
当
化
し
ま
た

は
免
責
す
る
事
実
あ
り
と
誤
認
し
た
者
に
、
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
を
定
め
、
故
意
阻
却
の
点
で
正
当
化
的
事
実
の
錯
誤
と
免
責
的
事
実

の
錯
誤
と
の
間
に
、
何
ら
の
区
別
も
設
け
て
い
な
い
。
そ
し
て
ま
た
四

0
条
も
、
右
の
よ
う
に
、
所
為
が
緊
急
状
態
の
た
め
正
当
化
さ
れ

ま
た
は
免
責
さ
れ
た
と
誤
信
し
た
と
き
は
、

そ
の
者
に
と
も
に
同
一
効
果
が
帰
属
す
る
こ
と
を
定
め
、
そ
の
間
に
何
の
区
別
も
設
け
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
両
条
が
相
矛
盾
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
右
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
か
よ
'

う
な
規
定
か
ら
観
る
と
、
草
案
は
い
わ
ゆ
る
正
当
化
的
事
実
の
錯
誤
と
免
責
的
事
実
の
錯
誤
と
は
、
概
念
的
に
は
別
で
あ
っ
て
も
、
機
能

的
に
は
区
別
が
な
い
、
と
い
う
見
地
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
‘
け
れ
ど
も
、
こ
の
二
つ
の
錯
誤
が
、
果
し
て
か
よ
う
に
同
一

視
さ
れ
て
よ
い
か
は
問
題
で
あ
る
。
理
由
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
何
も
述
べ
て
い
な
い
の
で
、

こ
の
両
錯
誤
は
、
と
も
に
犯
罪
の
成
立
を
阻
却
す
る
事
実
に
関
す
る
錯
誤
と
い
う
点
で
同
‘
ー
で
あ
る
か
ら
、

必
要
が
な
い
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
お
も
う
が
、
し
か
反
面
か
ら
考
え
る
と
、

ド
イ
ヅ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

そ
の
根
拠
は
固
よ
り
明
ら
か
で
な
い
。
お

こ
れ
を
区
別
す
る

こ
の
両
錯
錯
は
犯
罪
理
論
上
そ
の
地
位
を
異
に
す
る
事 こ

実
質
上
は
過
失
犯
と
し
て
の
刑
を
認
め
た
も
の
と
み
る

，
 

二
五
六

386 



論
の
編
成
に
お
い
た
た
め
で
も
あ
る
）
、

六
頁
参
照
）
。

み
が
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

実
に
関
す
る
錯
誤
と
い
う
点
で
別
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
共
通
面
だ
け
を
と
り
上
げ
て
こ
れ
を
同
視
す
る
態
度
は
、
片
手
落
の
う
ら

こ
の
点
に
も
ま
た
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
九
五
六
年
の
草
案
四

0
条
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
で
問
題
が
あ
り
、
こ
れ
を
ど
う
解
決
す
る
か
は
遺
さ
れ
た
問
題
に
な
っ
て
い
た

と
い
っ
て
よ
い
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
本
草
案
の
共
犯
規
定
を
考
察
す
る
際
に
触
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
法
学
論
集
九
巻
三
・
四
号
二
〇

こ
の
点
に
殆
ん
ど
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
が
（
尤
も
こ
の
草
案
は
そ
の
重
点
を
主
と
し
て
刑
法
各

一
九
六

0
年
の
草
案
で
は
予
想
ど
お
り
、

一
九
六

0
年
の
草
案
は
、
誤
想
避
難
に
つ
い
て
、

下
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

一
九
五
九
年
の
草
案
は
、

二
五
七

こ
の
点
に
大
き
な
修
正
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
程
度
に
右
の
問
題
点
が
そ
こ
で
解
決
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

註
(
1
)

本
論
文
中
の
草
案
条
文
の
訳
は
、
便
宜
上
す
べ
て
斉
藤
金
作
訳
「
一
九
五
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
」
、
「
一
九
五
九
年
ド
イ
ツ
刑
法
各
則
草

案
」
、
「
一
九
六

0
年
ド
イ
ツ
刑
法
草
案
」
に
従
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
附
記
す
る
。

註
(
2
)

斉
藤
金
作
訳
「
一
九
五
六
年
ド
イ
ツ
刑
法
総
則
草
案
理
由
書
」
（
上
）
ニ
―
八
頁
。

註
(
3
)

前
掲
理
由
書
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

註
(
4
)

尤
も
、
理
由
書
に
よ
る
と
（
前
掲
理
由
書
一
四
八
頁
参
照
）
、
こ
の
場
合
の
錯
誤
は
可
罰
的
行
為
の
構
成
要
件
の
故
意
的
実
現
は
阻
却
し
な
い

が
、
故
意
の
故
を
以
っ
て
す
る
処
罰
は
こ
れ
を
阻
却
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
か
よ
う
な
見
解
が
根
拠
の
な
い
無
理
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
説
く
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
か
か
る
見
解
は
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
支
持
し
得
な
い
妥
協
的
見

解
だ
と
し
て
い
る

(vgl.Welzel•Das 

d
e
u
t
s
t
h
e
 Strafrecht. 6
 
Aufl., 
S. 
150f.) 

註
(
5
)
こ
の
点
は
連
邦
司
法
省
の
専
門
家
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
(
v
g
l
•
N
i
e
d
e
r
s
c
h
r
i
f
t
e
n

iiber 
d
i
e
 
S
i
t
z
u
n
g
e
n
 
d
e
r
 

G
r
o
s
s
e
n
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
 k
o
m
m
i
s
s
i
o
n
.
 
12. 
B
a
n
d
.
 
1959. 
S. 
4
9
8
)
。

そ
れ
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近
親
者
ま
た
は
そ
の
他
の
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
か
ら
回
避
す
る
た
め
、

は
、
そ
の
者
は
、
脅
か
さ
れ
た
法
益
に
対
す
る
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
場
合
、
責
任
な
く
行
為
し
た
も
の
と
す
る
。

（一）
第

四

0
条
（
免
責
す
る
緊
急
状
態
）

生
命
、
身
体
ま
た
は
自
由
に
対
す
る
、
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
の
危
険
を
自
己
ま
た
は

第
二

0
条
は
、

こ
れ
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
。

そ
の
危
険
の
中
で
違
法
な
所
為
を
な
し
た
者
が
あ
っ
た
と
き

3

軽
懲
役
の
長
期
は
、

五
年
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。

2

軽
懲
役
の
高
め
ら
れ
た
短
期
の
代
わ
り
は
、
そ
の
法
定
の
短
期
と
す
る
。

1

重
懲
役
の
代
わ
り
は
、
三
月
以
上
五
年
以
下
の
軽
懲
役
と
す
る
。

生
命
、
身
体
、
自
由
、
名
誉
、
財
産
ま
た
は
そ
の
他
の
法
益
に
対
す
る
、
他
の
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
回
避
す
る
こ
と
の
で
き

な
い
現
在
の
危
険
を
自
己
ま
た
は
他
人
か
ら
回
避
す
る
た
め
、

当
該
法
益
お
よ
び
こ
れ
を
脅
か
す
危
険
の
程
度
を
比
較
衡
量
し
た
結
果
、

重
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
は
、

行
為
者
が
、
所
為
の
遂
行
に
際
し
、
第
一
項
に
よ
り
そ
の
所
為
を
正
当
化
す
る
事
情
あ
り
と
誤
信
し
た
と
き
は
、

り
錯
誤
が
非
難
す
べ
き
場
合
に
限
っ
て
、

す
る
も
の
と
す
る
。

仁）

に
行
為
し
た
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

日
第
三
九
条
（
正
当
化
す
る
緊
急
状
態
）

そ
の
者
は
、

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

そ
の
危
険
の
中
で
所
為
を
な
し
た
者
が
あ
り
、
矛
盾
す
る
利
益
、
と
く
に

そ
の
保
護
し
た
利
益
が
侵
害
し
た
利
益
よ
り
も
い
ち
じ
る
し
く

そ
の
所
為
が
危
険
を
回
避
す
る
の
に
相
当
な
手
段
で
あ
っ
た
場
合
に
限
り
、
違
法

二
五
八

そ
の
者
に
と

こ
れ
を
罰
す
る
。
そ
の
刑
は
、
第
六
四
案
第
一
項
に
よ
り
、
次
の
標
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
減
軽
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間
に
見
出
さ
れ
た
、

刑
の
不
均
衡
を
是
正
す
る
と
い
う
意
味
で
、

緊
急
状
態
の
錯
誤
と
を
区
別
し
、

一
応
理
由
の
あ
る
修
正
だ
と
い
っ
て
支
障
は
な
い
。

右
の
規
定
に
お
い
て
、
ま
ず
第
一
に
看
取
さ
れ
る
点
は
、
本
草
案
が
先
の
草
案
を
修
正
し
て
、
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
と
免
責
的

こ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
法
的
効
果
を
認
め
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

は
、
本
草
案
が
こ
の
二
つ
の
錯
誤
に
対
し
、
先
の
草
案
の
刑
と
比
較
し
て
、

い
ち
じ
る
し
く
そ
の
刑
の
範
囲
を
縮
小
、
減
軽
し
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
よ
う
な
本
草
案
の
態
度
が
果
し
て
妥
当
で
あ
る
か
、
が
改
め
て
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
規
定
の
順
序
に

し
た
が
っ
て
、
ま
ず
前
者
の
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
か
ら
、
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

本
草
案
が
右
の
よ
う
に
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
対
し
、
た
か
だ
か
五
年
を
限
度
と
す
る
軽
懲
役
を
認
め
て
重
懲
役
を
排
除
し
た

こ
と
は
、
六
五
条
一
項
に
よ
る
任
意
的
減
軽
を
認
め
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
前
草
案
に
対
し
、
科
刑
上
は
る
か
に
大
き
い
修
正
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
こ
の
修
正
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
草
案
上
の
誤
想
避
難
と
そ
の
各
論
上
の
類
似
規
定
と
の

に
、
三
九
条
二
項
は
右
の
よ
う
に
『
第
二

0
条
は
、

こ
れ
を
適
用
し
な
い
も
の
と
す
る
』
と
い
う
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
二

0
条
と
い
う
の
は
、
正
当
化
原
因
を
錯
誤
し
た
者
は
故
意
を
阻
却
す
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
で
、
つ
ま
り

(

1

)

 

前
草
案
一
九
案
の
規
定
か
ら
免
責
原
因
の
錯
誤
を
除
い
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
三
九
条
二
項
は
当
然
故
意
犯
を
規
定
し

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

2

軽
懲
役
の
高
め
ら
れ
た
短
期
の
代
わ
り
は
、
そ
の
法
定
の
短
期
と
す
る
。

ー 仁

行
為
者
が
、

る
も
の
と
す
る
。

二
五
九

し
か
し
、

同
時

所
為
の
遂
行
に
際
し
、
第
一
項
に
よ
り
そ
の
所
為
を
免
責
す
る
事
情
あ
り
と
誤
信
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
と
り
．

錯
誤
が
非
難
す
べ
き
場
合
に
限
っ
て
、

こ
れ
を
罰
す
る
。
そ
の
刑
は
、
第
六
四
条
第
一
項
に
よ
り
、
次
の
標
準
に
従
っ
て
こ
れ
を
減
軽
す

重
懲
役
の
代
わ
り
は
、
第
六
四
条
第
一
項
第
四
号
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
六
月
以
上
の
軽
懲
役
と
す
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
に
看
取
さ
れ
る
点
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た
も
の
と
な
り
、

に
よ
っ
て
そ
の
刑
を
減
軽
し
得
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

一
体
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
錯
誤

こ
の
中
に
実
質
上
過
失
刑
に
ち
か
い

た
だ
六
四
条

そ
の
意
味
で
ま
た
本
草
案
も
前
草
案
と
同
様
、
な
お
依
然
と
し
て
、
そ
れ
自
ら
の
う
ち
に
相
矛
盾
す
る
規
定
を
お
い
た

と
こ
ろ
で
、
か
よ
う
に
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
が
故
意
を
阻
却
せ
ず
、
た
だ
刑
を
減
軽
す
る
に
と
ど
ま
る
と
す
る
と
、
錯
誤
論
上

こ
れ
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
改
め
て
問
題
と
な
る
。
現
在
、
錯
誤
論
で
は
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
の
錯
誤
と
禁
令
の
錯
誤
と
が
区
別
さ
れ
、

そ
し
て
前
者
は
故
意
を
阻
却
す
る
が
、
後
者
は
故
意
を
阻
却
せ
ず
た
だ
責
任
を
減
軽
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
の
が
、
通
説
で
あ
る
。
そ

こ
で
、

こ
の
見
地
か
ら
み
る
と
、

こ
の
三
九
条
二
項
の
錯
誤
は
右
の
よ
う
に
故
意
を
阻
却
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
構
成
要
件
の

錯
誤
と
み
る
こ
と
は
固
よ
り
ゆ
る
さ
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
れ
を
禁
令
の
錯
誤
と
解
し
得
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
も
不
可
能
で
あ
る
。
け

だ
し
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
草
案
上
の
禁
令
の
錯
誤
が
正
当
化
事
由
の
事
実
的
前
提
の
錯
誤
を
含
ま
な
い
こ
と
は
、
理
由
書
に
よ
っ
て

明
確
に
指
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
尤
も
、
学
説
に
よ
る
と
、
か
よ
う
な
錯
誤
も
、
理
論
上
は
禁
令
の
錯
誤
に
属
す
る
と
す
る
見
解

が
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
仮
り
に
こ
の
見
解
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
三
九
条
二
項
の
錯
誤
を
禁
令
の
錯
誤
と
解
す
る
こ
と
は
妥

当
で
な
い
。
け
だ
し
、
禁
令
の
錯
誤
と
い
っ
て
も
、
本
草
案
上
で
は
（
ニ
一
条
参
照
）
前
草
案
の
場
合
（
二
0
条
）
と
同
様
、

一
項
（
前
草
案
で
は
六
五
条
一
項
）

効
果
を
も
つ
三
九
条
二
項
の
錯
誤
ま
で
含
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
概
念
上
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
若
し
か
よ
う
に
こ
の
三
九
条
二
項
の
錯
誤
が
、
構
成
要
件
の
錯
誤
で
な
く
、
ま
た
禁
令
の
錯
誤
で
も
な
く
、
さ
ら
に
過
失

犯
で
な
く
て
故
意
犯
だ
と
さ
れ
な
が
ら
、
実
質
上
は
過
失
刑
に
ち
か
い
軽
い
刑
で
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
と
、

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
卒
直
に
い
っ
て
、
ま
こ
と
に
正
体
の
判
ら
な
い
錯
誤
と
い
う
外
は
な
い
。
こ
の
よ
う

な
錯
誤
は
、
少
な
く
と
も
従
来
の
理
論
で
は
把
み
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
三
九
条
二
項
も
合
理
性
を
欠
く
規
定
で
あ
っ
て
、
結

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

二
六
0
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ら
ず
、

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

事
実
上
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
よ
り
外
に
考
え
方
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

は
他
人
の
法
益
を
保
談
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
避
難
行
為
に
は
と
く
に
慎
重
な
諸
事
情
の
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ

こ
れ
を
他
の
正
当
化
事
由
の
錯
誤
と
同
視
し
て
刑
責
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
た
だ
過
失
が

(

3

)

 

処
罰
さ
れ
る
と
き
に
の
み
処
罰
す
る
こ
と
）
は
、
法
の
規
制
と
し
て
充
分
で
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
る
。

し
か
し
錯
誤
に
よ
っ
て
正
当
な
第
三
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
は
、

二
六

こ
の
主
張
は
一
見
尤
も
の
よ
う
で
あ

い
。
た
と
え
ば
、
盗
賊
を
取
還
し
よ
う
と
し
た
被
害
者
が
暗
が
り
の
た
め
に
善
良
な
通
行
人
を
窃
盗
犯
人
と
錯
誤
し
て
、

こ
れ
に
暴
行
を

加
え
た
よ
う
な
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
通
行
人
に
と
っ
て
は
全
く
迷
惑
な
災
難
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
誤
想
避

難
に
お
け
る
第
三
者
と
と
く
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暴
行
者
は
誤
想
防
衛
と
し
て
草
案
二

0
条
に
よ
り
無
罪
と

な
り
（
尤
も
暴
行
に
よ
っ
て
傷
害
を
生
ぜ
し
め
た
と
き
は
過
失
傷
害
者
と
な
る
）
、
後
者
の
場
合
の
よ
う
に
有
罪
（
故
意
犯
）
と
な
ら
な
い
。
の
み
な

る
が
、

一
般
的
に
考
え
て
も
、
右
の
主
張
で
は
、
誤
想
避
難
以
外
の
場
合
で
は
い
か
に
そ
の
不
注
意
が
大
で
あ
っ
て
も
、
若
し
そ
の
過
失

行
為
が
処
罰
さ
れ
な
い
と
き
は
無
罪
と
な
る
が
、
誤
想
避
難
の
場
合
は
た
と
え
そ
の
不
注
意
が
小
で
あ
っ
て
も
、
な
お
有
罪
と
し
て
処
罰

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
重
大
な
不
注
意
で
他
人
の
物
を
毀
棄
し
た
場
合
と
、
軽
微
な
不
注
意
に
基
づ
く
誤
想
避
難
に

よ
っ
て
同
じ
他
人
の
物
を
毀
棄
し
た
場
合
の
ご
と
き
が
こ
れ
で
あ
る
。
か
く
み
る
と
、
結
局
右
の
主
張
も
ま
た
理
由
が
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
草
案
三
九
条
二
項
の
規
定
は
、
折
角
の
修
正
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
結
局
合
理
的
根
拠
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
こ
れ
を
削
除
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
い
い
か
え
る
と
、
こ
の
種
の
誤

想
避
難
は
こ
れ
を
他
の
正
当
化
事
由
の
錯
誤
と
同
様
、
草
案
二

0
条
に
よ
っ
て
一
律
に
取
扱
う
こ
と
が
、
立
法
論
的
に
の
ぞ
ま
し
い
と
い

の
点
に
若
し
不
注
意
が
あ
っ
た
場
合
、

な
に
も
誤
想
避
難
の
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
た
こ
と
で
は
な

は
ヽ

同
じ
正
当
化
原
因
で
も
、

緊
急
避
難
は
正
当
防
衛
や
懲
戒
な
ど
と
異
な
り
、

遥
法
な
第
三
者
の
法
益
の
犠
牲
に
お
い
て
自
己
ま
た

局
た
だ
か
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

尤
も
、

一
部
で

391 



註
(
1
)

草
案
二

0
条
が
前
草
案
一
九
条
を
修
正
し
て
、
正
当
化
原
因
の
錯
誤
に
の
み
故
意
阻
却
を
認
め
免
責
原
因
の
錯
誤
に
そ
れ
を
否
定
し
た
の
は
、

羹
が
右
に
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
と
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
と
を
区
別
し
た
こ
と
と
相
照
応
す
る
も
の
で
あ
る
。

註
(
2
)
W
e
l
z
e
l
•
D
a
s

deutsc"he 
Strafrecht. 7
 
Aufl., 
S. 
1
5
2
 ;
 
Maurach•Deutsrhes 

Strafrecht. ・Alig. 
Tei!. 
2
 
Aufl., 
S. 
3
7
9
 
ff. 

註
(
3
)

前
掲
理
由
書
ニ
―
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の
L

緊
急
避
難
の
過
失
」

N
o
t
s
t
a
n
d
s
f
a
h
r
l
a器
igkeit

の
考
え
方
も
又
こ
の
見
地

か
ら
由
来
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い

(
E
n
g
i
s
s
h
,
T
a
t
b
e
s
t
a
n
d
s
i
r
r
t
u
m
 u
n
d
 V
e
r
b
o
t
s
i
r
r
t
u
m
 b
e
i
 R
e
c
h
t
f
e
r
t
i
g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
,
 in 
Z
S
t
W
.
 

7
0
.
 
1
9
5
8
,
 
s. 
6
0
9
)
。
こ
の
去
つ
え
七
召
は
、
正
出
nft的

3

駆
示
争
心
揺
H

碑
池
の
紐
H

誤
の
責
任
を
、
本
質
上
構
成
要
件
の
過
失
と
し
な
が
ら
、
し
か
も
草
案
（
一

九
五
六
年
の
）
一
五
条
二
項
の
制
限
（
す
な
わ
ち
、
法
規
が
明
文
を
も
っ
て
過
失
の
行
動
に
刑
を
科
し
て
い
な
い
場
合
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
た
め

に
は
故
意
の
行
動
の
存
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
す
る
制
限
）
＇
を
越
え
て
、
な
お
そ
の
処
罰
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ

の
意
味
で
、
故
意
そ
の
も
の
は
阻
却
す
る
が
刑
罰
は
（
原
則
と
し
て
軽
懲
役
）
の
こ
し
て
お
く
と
す
る
も
の
で
、
結
局
過
失
犯
の
拡
大
を
意
味
す

る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
考
え
方
は
、
本
草
案
三
九
条
二
項
に
と
っ
て
好
都
合
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
緊
急
避
難

の
過
失
は
、
結
局
従
来
の
故
意
に
も
過
失
に
も
含
ま
れ
な
い
第
三
の
範
疇
を
認
め
る
も
の
で
、
立
法
論
と
し
て
も
果
し
て
支
持
さ
れ
う
る
か
は
大

き
な
疑
問
が
あ
る
と
お
も
う
。
い
い
か
え
る
と
、
か
よ
う
な
従
来
に
な
い
無
理
な
操
作
を
し
て
ま
で
、
な
お
三
九
条
二
項
を
存
続
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
か
が
、
逆
に
問
題
と
な
る
と
考
え
る
。

一
九
六

0
年
の
草
案
に
お
け
る
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、

緊
急
状
態
の
錯
誤
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

す
で
に
右
に
摘
記
し
た
よ
う
に
、
草
案
四

0
条
二
項
は
、
免
責
的
緊
急
状
態
を
誤
想
し
た
者
に
対
し
、
も
し
そ
の
誤
想
が
非
難
す
べ
き

場
合
に
は
、
重
懲
役
の
代
わ
り
は
六
四
条
一
項
四
号
の
範
囲
内
で
六
月
以
上
の
軽
懲
役
に
よ
り
、
ま
た
軽
懲
役
の
高
め
ら
れ
た
短
期
の
代

わ
り
は
そ
の
法
定
刑
の
短
期
に
よ
り
、
刑
を
科
す
べ
き
も
の
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

右
に
お
い
て
、

う
こ
と
に
な
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

二
六

つ
ぎ
に
そ
の
免
責
的

こ
の
規
定
は
、
ま
ず
第
一
に
先
の
草
案
四

392 



ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

0
条
が
誤
想
者
に
対
し
、
単
に
六
五
条
一
項
に
よ
る
任
意
的
減
軽
を
認
め
た
の
に
較
べ
、
よ
り
一
層
の
減
軽
を
認
め
た
点
で
修
正
を
加
え

て
い
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら
に
第
二
に
右
に
見
た
正
当
化
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
に
較
べ
て
も
ま
た
、

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

の
錯
誤
と
同
視
さ
れ
て
い
た
点
を
、
同
時
に
修
正
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
か
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
草
案
上
の

免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
が
、
果
し
て
支
持
さ
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
、
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
来
、

を
阻
却
し
な
い
が
、

二
六

つ
ぎ
に
禁
令
の
錯
誤
説
で
は
、

そ
の
処
遇
を
異
に
す
べ
く
修
正
を
加

こ
の
錯
誤
は
、
前
の
草
案
の
そ
れ
が
一
面
で
は
禁
令
の
錯
誤
と
、
他
面
で
は
正
当
化
的
緊
急
状
態

こ
の
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
を
如
何
に
観
る
か
に
つ
い
て
は
学
説
が
わ
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
に
ド
イ
ツ
刑
法
五
九
条
を
類
推

適
用
し
て
故
意
阻
却
を
認
め
る
説
と
、
禁
令
の
錯
誤
を
類
推
適
用
し
て
故
意
を
阻
却
せ
ず
た
だ
責
任
の
減
軽
の
み
を
認
め
る
説
と
の
二
つ

が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
一
様
で
な
い
が
、

か
よ
う
に
説
が
岐
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
中
主
要
な
も
の
を
み
る
と
、
ま
ず
故
意
阻
却
説
で
は
、
凶
、
故

意
は
自
由
意
思
で
法
秩
序
に
反
抗
す
る
意
欲
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
誤
想
避
難
の
よ
う
に
被
強
制
状
態
で
已
む
な
く
行
為
に
出
た
よ
う

(

1

)

 

な
と
き
は
、
故
意
責
任
は
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
見
解
、
園
、
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
で
も
、
そ
の
法
規
自
体
を
錯
誤
し
た
と
き
は
故
意

(

2

)

 

そ
の
事
実
的
前
提
を
錯
誤
し
た
と
き
は
故
意
を
阻
却
す
る
と
す
る
見
解
と
が
あ
り
、

囮
、
現
実
に
免
責
的
緊
急
避
難
で
行
為
し
た
者
は
、
故
意
お
阻
却
さ
れ
ず
責
任
だ
け
が
阻
却
さ
れ
る
の
に
、
現
存
し
な
い
緊
急
状
態
を
軽

(

3

)

 

卒
に
錯
誤
し
た
者
が
、
逆
に
軽
い
過
失
的
不
法
を
犯
し
た
と
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
と
す
る
見
解

‘tDl、
免
責
的
緊
急
状
態
の
錯
誤
は

厳
密
に
は
禁
令
の
錯
誤
で
は
な
い
が
、
し
か
し
規
範
の
存
在
の
錯
誤
と
そ
の
決
定
力
の
錯
誤
と
は
内
容
的
に
等
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か

(

4

)

 

ら
、
こ
れ
に
禁
令
の
錯
誤
を
拡
張
し
て
も
よ
い
と
す
る
見
解
と
が
あ
る
。

し
か
し
右
に
見
た
よ
う
に
草
案
四

0
条
二
項
は
、

こ
の
故
意
阻
却
説
お
よ
び
禁
令
の
錯
誤

説
の
い
ず
れ
に
も
し
た
が
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
中
間
と
も
い
う
べ
き
第
三
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

こ
の
点
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の
妥
当
性
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
私
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、

故
意
阻
却
説
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
の
誤
想
者
は
、
な
る
ほ
ど
右
国
の
い
う
よ
う
に
事
実
関
係
を
錯
誤
し
た
も
の
で
法
規
自
体
を
錯
誤
し

た
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
事
実
関
係
は
ど
こ
ま
で
も
免
責
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
故
意
の
対
象
と
な
る
構
成
要
件
に
関
す

し
い
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
、

こ
の
草
案
の
立
場
を
支
持
し
た
い
と
考
え
る
。
ま
ず

る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
こ
れ
に
故
意
阻
却
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
理
由
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
点
で
は
、
右
の
c
の
見
解
が
正

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
凶
の
よ
う
に
故
意
責
任
は
自
由
な
状
態
で
法
秩
序
に
反
す
る
意
思
を
い
う
の
だ

と
す
る
考
生
方
が
な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
考
え
方
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
責
任
説
に
し
た
が
っ
た
草
案
の
立
場
か
ら
は

妥
当
と
さ
れ
得
な
い
。
け
だ
し
、
責
任
説
は
故
意
を
責
任
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
れ
と
別
個
に
考
え
る
と
い
う
見
地
を
保
持
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

こ
の
故
意
阻
却
説
は
支
持
し
得
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

の
場
合
の
錯
誤
が
免
責
的
緊
急
状
態
に
関
す
る
法
規
自
体
の
錯
誤
で
な
く
、
単
に
そ
の
事
実
的
前
提
に
つ
い
て
の
錯
誤
で
あ
る
の
に
、
な

お
こ
れ
を
禁
令
の
錯
誤
と
す
る
点
（
ま
た
は
こ
れ
と
同
視
す
る
点
）
に
問
題
が
あ
る
。

ず
し
も
禁
止
（
す
な
わ
ち
違
法
）
の
認
識
が
欠
け
て
い
る
の
で
な
い
か
ら
、

で
に
見
た
よ
う
に
、
草
案
自
ら
正
当
化
事
由
の
事
実
的
前
提
の
錯
誤
（
二
0
条
）
と
法
規
自
体
の
錯
誤
（
ニ
―
条
）
と
を
区
別
し
、

場
合
だ
け
を
禁
令
の
錯
誤
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
を
禁
止
の
錯
誤
と
す
る
こ
と
は
不
当
で
あ
る
し
、
ま
た
す

こ
の
点
か
ら
推
考
し
て
も
こ
れ
を
禁
令
の
錯
誤
と
解
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
禁
令
の
錯
誤
説
も
ま
た
支
持
し
が
た
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
意
味
で
、
本
草
案
が
、
免
責
的
緊
急

こ
れ
を
故
意
犯
と
し
つ
つ
も
前
草
案
（
禁
令
の
錯
誤
と
同
視
し
た
）
を
修

(

5

)

 

正
し
、
新
に
別
個
の
軽
い
刑
を
も
っ
て
処
罰
す
べ
き
こ
と
を
定
め
た
の
は
、
妥
当
な
立
法
措
置
と
し
て
支
持
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

そ
れ
で
は
、
錯
誤
が
、
か
よ
う
に
免
責
的
緊
急
状
態
の
事
実
的
前
提
に
つ
い
て
で
は
な
く
、

状
態
の
錯
誤
に
つ
き
従
来
の
学
説
の
い
ず
れ
に
も
し
た
が
わ
ず
、

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

け
だ
し
、

後
者
の

こ
の
後
の
錯
誤
の
場
合
は
、
誤
想
者
に
必

つ
ぎ
に
禁
令
の
錯
誤
説
で
あ
る
が
、

二
六
四

こ

そ
の
法
規
自
体
に
つ
い
て
存
し
た
場
合
、
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ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

他
人
の
財
産
を
侵
す
こ
と
が
「
正
当
化
さ
れ
る
」
と
誤
解
し
た
場
合
と
、

二
六
五

「
免
責
さ
れ
る
」
と
誤
解
し
た
場
合
と
の
間
に
、
法
を
知
る
義

391.

避
難
行
為
に
出
た
と
き
は
、
免
責
的
法
規
を
錯
誤
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
正
当
化
さ
れ
る
」
と
信
じ
て
同
様
行
為
に
出
た
と
き
は
、
正
当

一
体
こ
れ
を
如
何
に
解
す
べ
き
か
が
改
め
て
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
草
案
は
直
接
規
定
し
て
い
な
い
の
で
問
題
で
あ
る

解
釈
上
は
、

や
は
り
こ
れ
を
禁
令
の
錯
誤
に
準
じ
て
考
え
る
の
が
妥
当
で
な
い
か
と
解
す
る
。

も
、
こ
の
場
合
は
免
責
的
法
規
の
錯
誤
で
正
当
化
的
法
規
の
錯
誤
で
な
い
か
ら
、

一
応
疑
義
が
な
い
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
誦
っ
て
考
え
る
と
、
こ
の
種
の
錯
誤
は
な
る
ほ
ど
概
念
上
は
禁
令
の
錯
誤
と

し
か
し
国
民
一
般
の
法
意
識
の
上
で
、

い
。
何
故
な
ら
、
国
民
一
般
は
、
免
責
的
緊
急
状
態
と
正
当
化
的
緊
急
状
態
と
の
法
的
区
別
を
識
別
し
て
行
為
す
る
ほ
ど
、

そ
れ
ほ
ど
法

的
知
識
に
習
熟
し
て
い
る
と
は
お
も
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
現
在
急
迫
の
危
険
か
ら
自
己
の
財
産
を
保
護
す
る
た
め
に
、

已
む
を
得
ず
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
価
値
の
他
人
の
財
産
を
犠
牲
に
し
た
場
合
、
草
案
上
で
は
正
当
化
的
緊
急
状
態
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
し
、

(

6

)

 

ま
た
免
責
的
緊
急
状
態
に
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
、
も
し
避
難
者
が
不
注
意
で
「
免
責
さ
れ
る
」
と
信
じ
て

化
的
法
規
を
錯
誤
し
た
も
の
で
い
わ
ゆ
る
禁
令
の
錯
誤
と
な
る
。
し
か
し
、
国
民
一
般
は
た
と
え
緊
急
状
態
の
法
規
を
錯
誤
す
る
と
し
て

も
、
か
よ
う
に
両
者
を
判
然
と
区
別
し
て
錯
誤
す
る
こ
と
は
稀
で
、
む
し
ろ
自
分
の
行
為
が
た
だ
単
に
「
ゆ
る
さ
れ
る
」
と
い
う
程
度

で
、
無
差
別
に
錯
誤
す
る
の
が
普
通
だ
と
い
っ
て
よ
い
と
お
も
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

こ
の
免
責
的
法
規
の
錯
誤
と
正
当
化
的
法
規
の

錯
誤
（
禁
令
の
錯
誤
）
と
を
、
概
念
上
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
区
別
す
る
こ
と
は
実
益
に
乏
し
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
適
切
で
も
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
の
み
な
ら
ず
、
か
り
に
避
難
者
に
こ
の
両
錯
誤
が
区
別
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
か
よ
う
な
両
錯
誤
に
、
果
し
て
法
的

効
果
を
型
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
根
拠
が
あ
る
か
、
は
疑
問
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
右
の
よ
う
に
自
分
の
財
産
を
ま
も
る
た
め
に

同
じ
で
は
な
い
が
、

事
実
上
こ
の
両
者
が
し
か
く
判
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
と
は
お
も
わ
れ
な

え
て
よ
い
か
は
、

こ
れ
を
右
の
よ
う
に
禁
令
の
錯
誤
に
結
び
つ
け
て
考

が
ヽ

固
よ
り
、
法
規
の
錯
誤
と
い
っ
て



点
か
ら
観
て
も
、

軽
重
の
差
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
し
（
け
だ
し
法
を
知
る
義
務
は
同
一
だ
か
ら
）
、

ま
た
避
止
可
能
性
の

た
と
え
不
注
意
に
し
ろ
「
免
責
さ
れ
る
」
と
信
じ
た
と
き
は
、
か
か
る
誤
信
の
な
い
普
通
の
場
合
と
比
べ
て
、

止
可
能
性
は
若
干
弱
ま
る
の
が
通
常
で
あ
る
か
ら
、

務
違
反
の
点
で
大
小
、

ド
イ
ツ
刑
法
草
案
に
お
け
る
誤
想
避
難
に
つ
い
て

そ
の
避

こ
れ
に
対
し
て
は
禁
令
の
錯
誤
と
同
様
任
意
的
減
軽
を
認
め
る
の
を
相
当
と
す
る
か

ら
で
あ
る
。
か
く
観
る
と
、
免
責
的
緊
急
状
態
に
関
す
る
法
規
自
体
を
錯
誤
し
た
と
き
は
、
そ
の
事
実
的
前
提
を
錯
誤
し
た
と
き
と
異
な

り
、
事
実
上
も
ま
た
理
論
上
も
こ
れ
を
禁
令
の
錯
誤
に
準
じ
て
考
え
る
の
が
妥
当
と
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
こ
の
帰

結
は
右
の
故
意
阻
却
説
で
も
禁
令
の
錯
誤
説
で
も
結
論
的
に
は
一
致
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
）
。
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• 

註
(
5
)

尤
も
こ
こ
で
は
こ
の
種
の
錯
誤
の
行
く
べ
き
方
向
が
従
来
の
故
意
阻
却
説
で
も
、
禁
令
の
錯
誤
説
で
も
な
く
、
第
三
の
中
間
的
方
向
に
あ
る
こ

と
を
支
持
し
て
い
る
の
で
、
四
〇
条
二
項
に
定
め
ら
れ
た
刑
そ
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
承
認
さ
れ
て
よ
い
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

註
(
6
)

一
九
五
六
年
草
案
で
は
、
右
に
み
た
よ
う
に
、
財
産
に
対
す
る
緊
急
避
難
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
同
価
値
の
財
産
に
対
し
て

は
正
当
化
的
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
ず
、
免
責
的
緊
急
避
難
だ
け
が
一
応
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
一
九
六

0
年
の
草

案
で
は
、
右
の
よ
う
に
、
正
当
化
的
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
大
体
前
草
案
と
同
じ
だ
が
、
免
責
的
緊
急
避
難
は
修
正
を
う
け
、
単
に
生
命
、
身

体
、
自
由
に
対
し
て
の
み
（
さ
ら
に
自
己
ま
た
は
近
親
者
ま
た
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
者
に
か
ぎ
り
）
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
こ
の
よ

う
な
場
合
は
ど
ち
ら
の
緊
急
避
難
も
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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六
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