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〔
刑
法
　
二
九
〕

事
実
を
真
実
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
と

名
誉
殿
損
罪
の
成
否

（
磯
離
懸
煮
嚢
）

　
【
事
実
】
被
告
人
は
、
和
歌
山
時
事
新
聞
社
を
経
営
し
、
「
夕
刊
和
歌
山
時
事
」

を
発
行
す
る
こ
と
を
業
と
し
て
い
る
者
で
あ
る
が
、
昭
和
三
八
年
二
月
二
日

か
ら
同
月
一
八
局
ご
ろ
ま
で
の
間
に
「
街
の
ダ
ニ
S
・
T
の
罪
状
」
ま
た
は

「
吸
血
鬼
S
・
T
の
罪
業
」
と
題
す
る
記
事
を
自
ら
執
筆
し
て
七
回
に
わ
た
り



連
載
し
た
際
、
同
月
一
八
日
付
夕
刊
和
歌
山
時
事
に
右
S
・
丁
本
人
ま
た
は
同

人
の
指
示
の
も
と
に
同
人
経
営
の
和
歌
山
特
た
ね
新
聞
の
記
者
が
和
歌
山
市
役

所
土
木
部
の
某
課
長
に
向
か
つ
て
「
出
す
も
の
を
出
せ
ば
目
を
つ
む
つ
て
や
る

ん
だ
が
、
チ
ビ
リ
く
さ
る
の
で
や
つ
た
る
ん
や
」
と
聞
こ
え
よ
が
し
の
捨
て
ぜ

り
ふ
を
吐
い
た
う
え
、
今
度
は
上
層
の
某
主
幹
に
向
つ
て
「
し
か
し
魚
心
あ
れ

ば
水
心
と
い
う
こ
と
も
あ
る
、
ど
う
だ
、
お
前
に
も
汚
職
の
疑
い
が
あ
る
が
、

一
つ
席
を
変
え
て
一
杯
や
り
な
が
ら
話
を
つ
け
る
か
」
と
凄
ん
だ
旨
の
記
事
を

掲
載
、
頒
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
事
実
に
つ
い
て
、
一
審
は
、
刑
法
二
三
〇
条
一
項
を
適
用
し
、
被
告
人

に
対
し
有
罪
の
言
渡
を
し
た
。
二
審
に
お
い
て
、
弁
護
人
が
「
被
告
人
は
証
明

可
能
な
程
度
の
資
料
、
根
拠
を
も
つ
て
事
実
を
真
実
と
確
信
し
た
か
ら
、
被
告

人
に
は
名
誉
殿
損
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
．
」
と
主
張
し

て
控
訴
し
た
の
に
対
し
、
二
審
は
、
「
被
告
人
の
摘
示
し
た
事
実
に
つ
き
真
実

で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
以
上
、
被
告
人
に
お
い
て
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し

て
い
た
と
し
て
も
、
故
意
を
阻
却
せ
ず
、
名
誉
殿
損
罪
の
刑
責
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
最
高
裁
判
所
の
判
例
（
獺
肺
糖
姻
降
細
期
｛
墾
翻
を
躰

山
難
）
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
こ
れ
と
見
解
を
異
に
す
る
論
旨
は
採

用
で
き
な
い
．
」
と
し
て
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
弁
護
人
は
、
「
も
し
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
の
解
釈
と
し
て
、

『
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
以
上
、
被
告
人
が
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し

て
い
た
と
し
て
も
、
故
意
を
阻
却
せ
ず
名
誉
穀
損
罪
の
刑
責
を
免
れ
得
な
い
』

と
い
う
見
解
を
採
用
す
る
な
ら
ば
、
い
か
に
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
で
あ

り
、
い
か
に
そ
の
公
表
の
目
的
が
公
益
を
図
る
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

　
　
　
判
　
例
　
研
究

芳
、
の
事
実
が
真
実
で
あ
つ
た
場
合
で
す
ら
、
事
実
を
公
表
し
た
者
は
将
来
何
等

か
の
事
情
で
　
（
強
制
捜
査
権
は
勿
論
も
ち
え
す
証
人
確
保
の
困
難
な
二
と
は
現
実
に
履

々
お
こ
り
う
る
．
）
そ
の
事
実
の
真
実
性
を
証
明
出
来
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
と

い
う
点
で
、
常
に
名
誉
鍛
損
罪
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
危
険
性
を
負
つ
て
い

る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
．
他
人
の
好
ま
し
く
な
い
事
実
を
公
表
す
る
者
は
、
常

に
名
誉
殿
損
罪
の
刑
責
を
負
う
危
険
性
と
同
居
し
て
い
る
と
い
う
が
如
き
結
論

を
導
く
前
記
の
如
き
原
判
決
の
刑
法
の
解
釈
が
、
我
々
の
真
実
を
知
る
自
由
報

道
の
自
由
を
不
当
に
制
約
し
、
言
論
の
自
由
を
必
要
以
上
に
制
限
し
、
憲
法
二

一
条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
明
白
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
行
為
者
に
お

い
て
事
実
の
真
実
性
の
証
明
が
可
能
な
程
度
の
資
料
根
拠
を
有
し
て
、
事
実
を

真
実
と
信
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
誤
信
で
あ
つ
た
と
し
て
も
や
は

り
故
意
を
欠
く
も
の
と
し
て
名
誉
殿
損
罪
は
成
立
せ
ず
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
」

と
主
張
し
て
上
告
し
た
．

　
【
判
旨
】
　
最
高
裁
判
所
大
法
廷
は
、
弁
護
人
の
上
告
趣
意
は
、
憲
法
一
二
条

違
反
を
い
う
点
も
あ
る
が
、
実
質
は
す
べ
て
単
な
る
法
令
違
反
の
主
張
で
あ
つ

て
、
適
法
な
上
告
理
由
に
あ
た
ら
な
い
、
と
し
た
が
、
職
権
に
よ
つ
て
、
「
刑

法
二
三
〇
条
ノ
ニ
の
規
定
は
、
人
格
権
と
」
て
の
個
人
の
名
誉
の
保
護
と
、
憲

法
一
二
条
に
よ
る
正
当
な
言
論
の
保
障
と
の
調
和
を
は
か
つ
た
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
両
者
間
の
調
和
と
均
衡
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
た
と
い
刑

法
二
三
〇
条
ノ
ニ
第
一
項
に
い
う
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
場

合
で
も
、
行
為
者
が
そ
の
事
実
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
、
そ
の
誤
信
し
た
こ

と
に
っ
い
て
、
確
実
な
資
料
、
根
拠
に
照
ら
し
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、

犯
罪
の
故
意
が
な
く
、
名
誉
殿
損
の
罪
は
成
立
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
（
二
一
六
五
V



　
　
　
判
　
例
　
研
究

当
で
あ
る
。
こ
れ
と
異
な
り
、
右
の
よ
う
な
誤
信
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
お
よ

そ
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
以
上
名
誉
穀
損
の
罪
責
を
免
れ
る

こ
と
が
な
い
と
し
た
当
裁
判
所
の
前
記
判
例
（
珊
肺
伍
旺
鱗
鰯
櫛
海
慰
翫
灘
号
胴
難
囎
飾

騰
畷
醒
六
）
は
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
も
の
と
認
め
る
。
し
た
が
つ
て
、
原
判
決

の
前
記
判
断
は
法
令
の
解
釈
適
用
を
誤
つ
た
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（
中
略
）
．
第
一
審
に
お
い
て
、
弁
護
人
が
『
本
件
は
、
そ
の
動
機
、
目
的
に
お

い
て
公
益
を
は
か
る
た
め
に
や
む
な
く
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
刑
法
二
三
〇

条
ノ
ニ
の
適
用
に
よ
つ
て
、
当
然
無
罪
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
』
旨
の
意
見
を

述
べ
た
う
え
、
前
記
公
訴
事
実
に
つ
き
証
人
Y
を
申
請
し
、
第
一
審
が
、
立
証

趣
旨
に
な
ん
ら
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
同
証
人
を
採
用
し
て
い
る
等
記

録
に
あ
ら
わ
れ
た
本
件
の
経
過
か
ら
み
れ
ば
、
Y
証
人
の
立
証
趣
旨
は
、
被
告

人
が
本
件
記
事
内
容
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が

あ
つ
た
こ
と
を
も
含
む
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
し
て
み
れ
ば
、
前
記

Y
の
証
言
中
第
一
審
が
証
拠
排
除
の
決
定
し
た
前
記
部
分
は
、
本
件
記
事
内
容

が
真
実
で
あ
る
か
ど
う
か
の
点
に
つ
い
て
は
伝
聞
証
拠
で
あ
る
が
、
被
告
人
が

本
件
記
事
内
容
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
き
相
当
の
理
由
が
あ
つ

た
か
ど
う
か
の
点
に
つ
い
て
は
伝
聞
証
拠
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
第
一
審
は
、

伝
聞
証
拠
の
意
義
に
関
す
る
法
令
の
解
釈
を
誤
り
、
排
除
し
て
は
な
ら
な
い
証

拠
を
排
除
し
た
違
法
が
あ
り
、
こ
れ
を
是
認
し
た
原
判
決
に
は
法
令
の
解
釈
を

誤
り
審
理
不
尽
に
陥
つ
た
違
法
が
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
さ
れ
ば
．
本
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
が
木
件
記
事
内
容
を
真
実
で
あ
る
と

誤
信
し
た
こ
と
に
つ
ぎ
、
確
実
な
資
料
、
根
拠
に
照
ら
し
相
当
な
理
由
が
あ
つ

た
か
ど
う
か
を
慎
重
に
審
理
検
討
し
た
う
え
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
第
一
項
の
免

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
一
　
　
（
一
一
一
山
ハ
六
）

責
が
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
つ
た
の
で
、
右
に
判
示
し
た
原
判
決

の
各
違
法
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
を
破
棄
し

な
け
れ
ば
い
ち
じ
る
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
」

と
判
示
し
て
、
原
判
決
お
よ
び
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
本
件
を
和
歌
山
地
裁

に
差
し
戻
し
た
。

　
【
評
釈
】
判
旨
の
結
論
に
賛
成
す
る
。

　
名
誉
殿
損
罪
は
、
死
者
の
名
誉
殿
損
は
別
と
し
て
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
人

が
直
接
・
間
接
に
認
識
し
う
る
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
具
体
的
事
実
を
摘
示
し

て
他
人
の
真
価
に
対
す
る
社
会
の
評
価
を
殿
損
し
た
場
合
に
、
摘
示
し
た
事
実

が
真
実
で
あ
る
か
虚
偽
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
で
成
立
す
る
（
刑
法
二
一
二
〇
条
）
．

す
な
わ
ち
、
虚
名
も
ま
た
、
人
の
社
会
生
活
の
上
に
お
い
て
は
そ
の
果
す
役
割

は
決
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
の
で
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
し
か

し
、
真
実
を
公
表
し
て
虚
偽
の
名
声
を
奪
う
こ
と
が
社
会
公
益
の
利
益
と
な
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
ま
で
も
、
虚
名
を
保
護
す
る
必
要
は
な
い
。
こ
こ
に
お
い

て
、
公
然
事
実
を
摘
示
L
人
の
名
誉
を
殿
損
す
る
行
為
で
あ
つ
て
も
、
公
共
の

利
害
に
関
す
る
事
実
に
つ
き
も
つ
ば
ら
公
益
を
図
る
目
的
で
し
た
場
合
に
は
、

そ
の
摘
示
し
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
あ
れ
ば
、
行
為
老
は
刑
事

責
任
を
問
わ
れ
な
い
、
と
す
る
の
が
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
の
規
定
の
趣
旨
で
あ

る
。
で
は
、
真
実
性
の
証
明
が
不
可
能
で
あ
つ
た
が
、
行
為
者
と
し
て
は
摘
示

し
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
と
誤
信
し
、
し
か
も
そ
の
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
い
て

相
当
の
理
由
が
あ
る
場
合
、
そ
の
刑
事
責
任
が
ど
う
な
る
か
と
い
う
の
が
、
本

件
の
重
要
な
問
題
点
で
あ
る
。

　
こ
の
間
題
は
、
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
の
事
実
証
明
の
規
定
の
法
的
性
格
を
ど



う
み
る
か
に
か
か
わ
る
問
題
舶
、
、
ま
ず
、
訴
訟
法
的
に
は
、
摘
示
に
か
か
る
事

実
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
で
あ
り
、
か
つ
行
為
者
が
も
つ
ば
ら
公
益
を

は
か
る
目
的
に
よ
つ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
る
と
、
裁
判
所
は
職
権
で
事
実
の
真

否
を
判
断
し
、
そ
の
事
実
が
真
実
で
あ
つ
た
こ
と
が
積
極
的
に
立
証
さ
れ
た
場

合
に
は
じ
め
て
被
告
人
に
対
L
て
無
罪
の
一
一
、
肖
渡
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ

の
事
実
が
虚
偽
で
あ
る
か
否
か
、
い
ず
れ
と
も
不
明
で
あ
る
場
合
に
は
、
被
告
人

は
不
利
益
な
判
断
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
刑
法
二
三

〇
条
ノ
ニ
の
規
定
は
、
「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
と
い
う
刑
訴
法
上
の
一
般
原

則
の
例
外
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
2
畢
実
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
挙
証

責
任
を
被
告
人
側
に
負
担
さ
せ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
判
例
・
学

説
と
も
一
致
し
て
い
る
（
情
酬
蝶
古
鷲
陥
謹
ハ
の
選
一
ヨ
一
一
題
骸
塚
駅
倣
酪
瀟
性
配
馴
）
。

し
か
し
な
が
ら
．
実
体
法
的
意
義
に
関
す
る
見
解
は
多
様
で
、
e
　
処
罰
阻
却

事
由
説
、
⇔
　
違
法
性
阻
却
事
由
説
．
目
　
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
が
主
張

さ
れ
、
摘
示
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
場
合
は
い
ず
れ
の
説
に

従
つ
た
と
こ
ろ
で
不
処
罰
に
な
る
の
で
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
摘
示
事
実
を
真

実
で
あ
る
と
誤
信
し
た
と
ぎ
は
異
な
つ
た
結
論
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
．

　
e
　
処
罰
阻
却
事
由
説
は
、
お
よ
そ
人
の
名
誉
を
殿
損
し
た
行
為
は
、
違
法

な
．
刑
事
責
任
を
負
う
べ
き
犯
罪
と
し
て
成
立
L
、
た
だ
摘
示
事
実
が
真
実
で

あ
つ
た
こ
と
の
証
明
が
あ
つ
た
と
き
に
の
み
処
罰
が
免
れ
る
と
す
る
説
で
あ

る
．
し
た
が
つ
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
．
摘
示
事
実
の
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証

明
が
な
さ
れ
な
い
以
上
、
行
為
者
が
ど
ん
な
に
真
実
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
て

も
処
罰
を
免
れ
な
い
こ
乏
な
客
．
碧
脂
稜
錨
麩
軟
蹴
類
釦
蟹
諜
鵡
論
梱

上
・
刑
法
学
脅
則
七
王
頁
、
刑
法
り
　
　
、
下
一
五
九
頁
、
植
蝶
・
刊
法
誇
座
5
二
六
八
頁
．
平
野
・
「
刑

事
訴
訟
に
お
け
る
推
定
」
法
学
協
全
雑
酷
七
匹
巻
三
号
一
七
頁
、
匿
名
・
「
本
件
評
釈
」
時
の
法
令
六
九

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

飢
婦
駈
九
）
．
他
方
、
処
罰
阻
却
事
由
説
に
従
い
な
が
ら
、
事
実
の
真
実
性
の
証

明
が
な
く
て
も
故
意
の
有
無
を
検
討
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
体
系
的
に
は
お
か

し
く
て
も
，
裁
判
の
実
際
で
は
却
つ
て
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
、
と
し

て
、
本
件
判
旨
を
是
認
す
る
も
の
も
あ
る
（
納
堀
亙
非
碓
報
肥
㎝
賄
タ
）
。

　
⇔
　
違
法
性
阻
却
事
由
説
は
、
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
何
を
阻
却
事
由
と
み
る

か
（
事
実
の
真
実
性
か
真
実
の
証
明
可
能
性
か
）
、
ま
た
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤

を
事
実
の
錯
誤
と
み
る
か
法
律
（
禁
止
）
の
錯
誤
と
み
る
か
、
法
律
の
錯
誤
は
故

意
を
阻
却
す
る
か
ど
う
か
と
い
つ
た
錯
誤
理
論
と
も
関
連
し
て
、
複
雑
多
岐
に

分
れ
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
を
整
理
す
る
と
下
記
の
通
り
で
あ
る
。
ω
　
事
実

が
真
実
で
あ
つ
た
こ
と
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
し
、
し
た
が
つ
て
、
い
や
し

く
も
事
実
を
真
実
と
誤
信
し
た
場
合
は
．
違
法
性
阻
却
事
由
を
構
成
す
る
事
実

の
錯
誤
に
あ
た
る
か
ら
、
そ
の
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
き
相
当
な
理
由
が
あ
る
か

を
問
わ
ず
、
常
に
故
意
が
な
い
こ
と
に
な
つ
て
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
す
る

無
限
定
説
（
踊
昧
琳
鰍
灘
齢
翻
關
齢
軌
藝
｝
恥
諮
期
礁
縣
詫
都
つ
窮
麹
署
松
購
詳
員
翫
購
附
猫

一
南
雛
㌍
ト
ロ
写
）
、
に
D
　
真
実
の
証
明
可
能
性
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
が
、

真
実
性
の
証
明
可
能
性
を
誤
信
し
た
こ
と
が
ひ
い
て
は
違
法
性
の
意
識
を
欠

く
に
至
つ
た
と
き
は
法
律
の
錯
誤
と
し
て
、
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
説

（
艸
燭
か
鋸
塗
灘
欝
徽
酬
欄
勧
躰
獺
灘
齢
瞭
蝦
ザ
競
切
碗
虻
駐
獄
柵
顯
副
軒
ポ
）
、
　
⑯
　
摘
示

事
実
が
真
実
で
あ
れ
ぽ
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
が
、
犯
意
の
成
立
に
は
犯

罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
具
体
的
事
実
を
認
識
す
れ
ば
足
り
、
そ
の
行
為
の
違

法
を
認
識
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
し
、
ま
た
そ
の
違
法
の
認
識
を
欠
い
た
こ
と

に
つ
き
過
失
の
有
無
を
問
う
こ
と
を
要
し
な
い
と
し
つ
つ
、
行
為
者
が
仮
に
事

実
の
真
実
性
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
行
為
当
時
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
（
二
ニ
ハ
七
）
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究

い
て
そ
れ
を
真
実
と
信
ず
る
に
つ
い
て
客
観
的
に
合
理
的
と
判
断
さ
れ
る
状
況

が
あ
つ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
に
故
意
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
ぎ
な
い
と
す
る
説

（
訓
叩
魯
識
脚
吻
油
莇
ば
）
、
回
　
真
実
の
証
明
可
能
性
が
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す

る
点
で
は
㈲
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
事
実
の
真
実
性
に
つ
い
て
誤
信
し
た
場
合
、

そ
の
誤
信
が
、
事
実
の
真
実
性
を
裏
づ
け
る
に
足
り
る
確
実
な
根
拠
、
資
料
の

存
在
を
認
識
し
た
こ
と
に
よ
り
真
実
性
を
確
信
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
刑

法
二
三
〇
条
ノ
ニ
に
よ
る
事
実
の
証
明
が
成
就
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
単
に
（
違
法
で
あ
る
が
）
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
な
お
正
当
行

為
（
権
利
の
行
使
）
と
し
て
刑
法
三
五
条
に
よ
り
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ

る
と
す
る
説
（
醤
隊
号
燃
瞠
醜
絵
灘
誌
勲
館
港
卜
切
朋
脚
翰
紅
姻
領
騙
髄
助
驚
濾
縣
噺
蹴
涯
征

齢
に
紅
細
瀬
翻
遭
訓
α
飴
納
レ
）
、
団
　
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
を
違
法
性
阻
却
事

由
と
解
す
る
こ
と
は
ω
説
と
同
じ
で
あ
る
が
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
を
法

律
の
錯
誤
（
禁
止
の
錯
誤
）
と
解
し
、
責
任
説
の
立
場
か
ら
、
事
実
の
真
実
性
に

つ
い
て
の
錯
誤
が
さ
け
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
責
任
を
阻
却
す
る
が
、
そ
の
錯

誤
が
さ
け
え
ら
れ
た
場
合
に
は
責
任
は
阻
却
さ
れ
ず
名
誉
鍛
損
罪
と
し
て
処
罰

さ
れ
る
と
す
る
説
（
傭
佃
弥
唯
蝦
刷
唯
塑
髭
粍
頂
⑪
館
鰭
脚
）
、
＠
　
事
実
が
証
明
可

能
な
程
度
に
真
実
で
あ
つ
た
こ
と
が
違
法
性
を
阻
却
し
、
行
為
者
が
、
証
明
可

能
な
程
度
の
資
料
・
根
拠
を
も
つ
て
事
実
を
真
実
と
信
じ
た
場
合
に
は
、
責
任

形
式
と
し
て
の
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
説
（
駄
躍
惹
酬
勲
鵬
備
）
。

　
㊧
　
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
に
も
、
6
ゆ
事
実
が
証
明
の
可
能
な
程
度
に
真

実
で
あ
つ
た
こ
と
を
も
つ
て
阻
却
事
由
と
解
し
、
公
益
の
目
的
の
た
め
の
真
実

の
言
論
は
、
定
型
的
に
違
法
性
が
な
く
、
構
成
要
件
該
当
性
そ
の
も
の
が
阻
却

さ
れ
、
真
実
性
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
、
証
明
可
能
な
程
度
の
資
料
、

七
四
　
　
（
二
一
六
八
）

根
拠
を
も
つ
て
真
実
と
信
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
に
真
実
の
証
明
が
で
き
な

く
て
も
、
故
意
が
な
く
、
犯
罪
は
成
立
し
な
い
と
す
る
説
（
』
畷
恥
既
砿
網
腰
諮
鴇
塑

駅
厨
胴
倣
膿
瀬
徐
描
朧
〕
爵
卜
狂
六
耳
）
と
、
　
に
⇒
　
消
極
的
構
成
要
件
要
素
の
理
論
の

見
地
に
立
ち
、
『
真
実
性
』
を
裏
づ
け
、
証
明
す
る
に
足
る
事
実
が
あ
る
と
き

は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
し
、
真
実
性
を
裏
づ
け
る
前
提
事
実
に
錯
誤
が

あ
つ
た
場
合
、
し
た
が
つ
て
こ
の
錯
誤
を
前
提
に
す
れ
ば
事
実
の
真
実
性
を
信

じ
る
の
が
相
当
と
解
せ
ら
れ
る
場
合
に
は
も
は
や
本
罪
の
故
意
な
し
と
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
す
る
説
（
軸
恥
刑
融
酪
蹴
購
）
と
が
あ
る
。

　
右
の
点
に
つ
い
て
判
例
を
み
て
み
る
と
、
高
裁
判
例
の
中
に
構
成
要
件
該
当

性
阻
却
説
に
従
つ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
（
駄
巫
蝸
酬
招
蒐
部
粒
些
一
一
達
』
渕
欲
備
曄
珊
紅

綾
α
た
面
）
、
口
の
㈹
の
大
塚
説
に
従
つ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
（
諌
塙
醐
網
紅
替
隅

だ
駄
砒
餐
ハ
槁
珊
稿
糊
鯛
鴛
飢
．
一
、
一
．
）
が
あ
つ
た
が
、
昭
和
三
四
年
五
月
七
日
の
最
高

裁
判
所
第
一
小
法
廷
判
決
は
、
火
災
の
現
場
で
見
か
け
た
男
を
N
と
思
い
こ
み
、

確
証
も
な
い
ま
ま
に
、
同
人
が
放
火
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
近
所
の
人
た
ち
に
告

げ
た
事
案
に
関
し
、
「
N
が
本
件
犯
人
で
あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
そ
の
陳
述
す
る
事
実
に
つ
ぎ
、
真
実
で
あ
る
こ

と
の
証
明
が
な
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
被
告
人
は
本
件
に
つ
き
刑

責
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
示
し
て
、
こ
れ
は
、
一
般
に
処
罰
阻
却

事
由
説
に
従
つ
た
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
一
審
の
判
例
で
あ
る
が
、

い
わ
ゆ
る
丸
正
名
誉
殿
損
事
件
で
、
⇔
の
㈲
の
藤
木
説
に
従
つ
た
と
思
わ
れ
る

も
の
（
陳
馳
欄
醐
細
酌
蓋
。
澄
に
）
が
現
わ
れ
た
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
昭
和
四
一
年
六
月
二
三
日
、
民
事
事
件
に
つ
い
て
で

は
あ
る
が
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
、
「
民
事
上
の
不
法
行
為
た
る
名
誉



鍛
損
に
つ
い
て
は
、
そ
の
行
為
が
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
係
り
も
つ
ぽ

ら
公
益
を
図
る
目
的
に
出
た
場
合
に
は
、
摘
示
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ

と
が
証
明
さ
れ
た
と
ぎ
は
、
右
行
為
に
は
違
法
性
が
な
く
．
不
法
行
為
は
成
立

し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
も
し
、
右
事
実
が
真
実
で
あ
る
こ

と
が
証
明
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
行
為
者
に
お
い
て
そ
の
事
実
を
真
実
と
信
ず

る
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
右
行
為
に
は
故
意
も
し
く
は
過

失
が
な
く
、
結
局
、
不
法
行
為
は
成
立
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ

る
（
こ
の
こ
と
は
、
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
の
規
定
の
趣
旨
か
ら
も
十
分
窺
う
こ
と
が
で
ぎ

る
．
）
．
」
（
駅
喋
一
｝
づ
蜷
臨
）
と
判
示
し
た
た
め
、
．
民
・
刑
事
の
判
例
間
に
は
実
質

上
の
矛
盾
が
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
し
た
が
つ
て
、
従
前
の
刑
事
の
判
例
は
い

ま
や
ぎ
わ
め
て
脆
弱
な
地
盤
の
上
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
」
（
飾
叶
搬
麹
摘

げ
彫
剛
則
シ
）
と
い
う
批
評
を
受
け
て
い
た
。

　
確
か
に
、
「
名
誉
殼
損
と
い
う
行
為
は
、
一
方
で
は
犯
罪
と
し
て
刑
事
責
任

を
基
礎
づ
け
、
他
方
で
は
不
法
行
為
と
し
て
民
事
責
任
の
根
拠
と
な
る
場
合
が

多
い
。
も
つ
と
も
、
民
事
と
刑
事
と
で
は
、
責
任
を
課
す
る
目
的
が
異
な
り
、

民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
当
事
老
の
衡
平
を
は
か
る
と
い
う
考
慮
が
大
き
く
働
ら

く
の
で
、
犯
罪
と
な
る
名
誉
殿
損
行
為
が
常
に
不
法
行
為
責
任
の
根
拠
に
な
る

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
名
誉
殿
損
が
原
因
と
な
る
場
合
に
は
、
民
事
訴
訟

に
お
い
て
も
、
名
誉
殿
損
的
な
行
為
お
よ
び
摘
示
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
道
徳

的
な
評
価
が
問
題
と
な
り
、
訴
訟
に
対
す
る
当
事
者
の
態
度
も
感
情
的
な
い
し

全
人
格
的
で
あ
つ
て
、
単
な
る
金
銭
に
よ
る
解
決
で
は
満
足
で
き
な
い
面
を
多

分
に
含
ん
で
い
る
。
・
・
…
他
方
、
名
誉
殿
損
罪
に
よ
る
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
、

被
害
者
の
心
理
的
な
満
足
を
は
か
る
と
い
う
要
素
が
他
の
事
件
の
場
合
に
比
し
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て
は
る
か
に
顕
著
で
あ
り
、
こ
の
犯
罪
が
親
告
罪
と
さ
れ
る
理
由
も
主
と
し
て

こ
こ
に
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
．
し
た
が
つ
て
．
名
誉
殿
損
に
関
す
る

限
り
、
民
事
訴
訟
と
刑
事
訴
訟
と
は
、
そ
の
性
格
や
社
会
的
役
割
に
お
い
て
か
な

り
接
近
し
た
も
の
に
な
つ
て
い
る
．
」
（
譜
跡
矯
驚
咋
忙
）
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
批

評
が
現
わ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
．

　
さ
て
、
今
回
の
大
法
廷
判
決
は
、
前
記
第
一
小
法
廷
の
刑
事
判
例
を
変
更
す

る
こ
と
を
明
示
し
、
か
つ
前
掲
民
事
判
例
と
同
調
し
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
五
十

嵐
“
田
宮
評
に
い
わ
ゆ
る
「
実
質
上
の
矛
盾
」
状
態
を
解
消
す
る
に
い
た
つ
た

画
期
的
な
も
の
と
い
え
る
（
醜
鵬
欄
糖
館
勤
聯
酢
欄
醐
醐
鰭
測
搬
槁
識
酬
所
）
。
た
だ
．
本

判
決
が
そ
の
結
論
に
お
い
て
「
た
と
い
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
第
一
項
に
い
う
事

実
が
真
実
で
あ
る
こ
と
の
証
明
が
な
い
場
合
で
も
、
行
為
者
が
そ
の
事
実
を
真

実
で
あ
る
と
誤
信
し
、
そ
の
誤
信
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
確
実
な
資
料
、
根
拠

に
照
ら
し
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
犯
罪
の
故
意
が
な
く
、
名
誉
殿
損
の

罪
は
成
立
し
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
．
」
と
し
た
の
は
．
そ
の

表
現
か
ら
み
て
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
に
従
つ
た
も
の
か
、
口
の
圃
の
大

塚
説
に
従
つ
た
も
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
「
判
例
は
、
故
意
を
構
成
要
件

要
素
と
解
す
る
態
度
を
示
し
て
い
な
い
か
ら
、
真
実
性
の
錯
誤
に
故
意
を
阻
却

す
る
効
果
を
み
と
め
た
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
、
真
実
性
の
錯
誤
に
構
成
要
件
該

当
性
を
阻
却
す
る
効
果
を
み
と
め
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
理
由
も
な
い
．
む

し
ろ
、
最
高
裁
は
．
今
回
の
大
法
廷
判
決
で
、
事
実
の
真
実
性
に
つ
い
て
の
錯

誤
を
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
の
錯
誤
と
解
し
、
行
為
者
が
証
明
可
能
な
程

度
の
資
料
・
根
拠
を
も
つ
て
真
実
と
信
じ
た
ば
あ
い
に
は
、
責
任
形
式
と
し
て

の
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
」
（
臨
押
事
叫
㎝
伊
恥
）
大
塚
説
と
同
趣
旨
と
み
る
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判
例
　
研
究

の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
（
欧
縁
轍
綴
描
躰
閑
綱
旅
0
陣
熱
馨
黎
艦
嗣
湖
達
膿
魂
妨
欺
）
．

　
さ
て
、
処
罰
阻
却
事
由
説
は
、
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
が
挙
証
責
任
を
被
告
人

に
転
換
し
、
被
告
人
が
立
証
で
き
な
い
限
り
そ
の
点
が
何
れ
と
も
判
断
で
き
な

い
場
合
に
は
被
告
人
に
不
利
益
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
構
成
要
件
該

当
性
、
違
法
性
、
責
任
性
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
挙
証
責
任
の
転
換
を
認
め
る

こ
と
は
、
刑
訴
の
大
原
則
で
あ
る
「
疑
わ
し
き
は
罰
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

背
反
す
る
こ
と
に
な
り
、
せ
い
ぜ
い
処
罰
阻
却
事
由
で
あ
る
と
理
解
し
て
は
じ

め
て
こ
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
（
瀦
塑
岳
雇
恥
ト
）
こ
と
、
名
誉
鍛

損
罪
の
成
否
が
、
享
実
の
真
実
性
の
証
明
に
か
か
わ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
現
在
の
わ
が
国
の
マ
ス
コ
ミ
の
状
態
な
ど
の
点
か
ら
み
て
最
高
裁
の
判
例

の
よ
う
な
解
釈
の
仕
方
で
は
．
個
人
の
名
誉
の
保
護
と
い
う
点
で
は
欠
け
る
も

の
が
あ
る
と
す
る
点
は
正
当
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
実
と
信
ず
る

に
足
り
る
だ
け
の
相
当
の
資
料
が
あ
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
訟
の
巧
拙
に

よ
つ
て
処
罰
さ
れ
た
り
処
罰
さ
れ
な
か
つ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
お
か
し

い
し
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
の
成
立
を
一
応
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、

ド
イ
ッ
刑
法
の
よ
う
に
真
実
の
証
明
だ
け
で
足
り
る
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
と

も
あ
れ
、
わ
が
刑
法
の
よ
う
に
事
実
の
公
共
性
と
目
的
の
公
益
性
ま
で
も
必
要

と
し
て
い
る
規
定
の
解
釈
と
し
て
は
適
当
で
な
い
（
翫
嫁
か
揃
賜
）
と
思
わ
れ
る
．

か
と
い
つ
て
、
処
罰
阻
却
事
由
説
に
従
い
な
が
ら
、
事
実
の
真
実
性
が
証
明
さ

れ
な
か
つ
た
と
き
に
故
意
の
有
無
を
検
討
す
る
と
す
る
内
田
説
は
体
系
的
に
と

り
え
な
い
。
次
に
、
事
実
の
真
実
性
を
信
じ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
は
故
意
の

成
立
を
阻
却
す
る
と
す
る
⇔
の
O
の
の
牧
野
説
は
、
真
実
で
あ
る
と
信
じ
た
こ
と

と
が
積
極
的
に
立
証
せ
ら
れ
な
い
限
り
故
意
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
い
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る
が
．
こ
の
よ
う
に
広
汎
な
故
意
の
阻
却
を
み
と
め
る
と
き
は
、
事
実
の
証
明

が
あ
つ
た
と
き
に
か
ぎ
つ
て
罰
し
な
い
と
す
る
規
定
の
趣
旨
と
矛
盾
す
る
と
と

も
に
、
被
害
者
の
名
誉
を
十
分
に
保
護
し
え
な
い
う
ら
み
が
あ
る
　
（
鍬
諏
丘
附
酸

肱
）
．
ま
た
、
実
体
法
と
手
続
法
と
の
混
靖
が
な
い
か
（
帥
璽
繭
賜
）
と
さ
れ
る
小

野
説
、
責
任
説
を
採
用
し
て
い
る
⇔
の
M
説
、
口
の
⑳
説
、
⇔
の
㈲
説
、
O
の

ω
説
の
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
真
実
性
の
証
明
が
で
き
な
い
以
上
、
た
と
い
真
実

で
あ
る
と
誤
信
し
た
こ
と
に
相
当
の
理
由
が
あ
つ
て
も
、
そ
の
行
為
が
違
法
と

評
価
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
犯
罪
が
成
立
し
な
い
の
は
、
刑
事
責
任

を
問
う
に
足
り
る
非
難
可
能
性
が
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
と

す
れ
ば
、
民
事
上
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
は
、
非
難
可
能
性
と
い
う
意
味
に
お

け
る
責
任
が
直
ち
に
そ
の
要
件
に
な
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
真
実
で

あ
る
こ
と
の
証
明
が
で
き
な
い
よ
う
な
事
実
の
違
法
な
摘
示
に
よ
つ
て
名
誉
を

殿
損
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
衡
平
の
見
地
か
ら
、
損
害
賠
償
そ
の
他
の
救
済

を
認
め
て
も
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
可
能
に
な
つ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
．
し
か

し
、
た
と
い
真
実
性
の
証
明
が
で
き
な
く
て
も
．
他
の
点
で
は
刑
法
二
三
〇
条

ノ
ニ
の
要
件
に
合
致
し
、
か
つ
、
行
為
者
が
具
体
的
な
情
況
に
応
じ
て
必
要
と
さ

れ
る
調
査
を
つ
く
し
、
相
当
の
根
拠
に
基
づ
い
て
真
実
で
あ
る
と
信
じ
た
事
実

を
摘
示
し
た
場
合
に
、
差
、
の
行
為
を
違
法
と
断
定
し
て
し
ま
う
の
は
適
当
で
あ

る
ま
い
（
甜
坊
論
掲
）
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
、
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説

と
名
誉
の
保
護
と
正
当
な
言
論
の
保
障
と
の
調
和
と
均
衡
と
い
う
優
越
的
利
益

保
護
の
原
則
に
も
と
づ
く
違
法
阻
却
事
由
と
解
し
、
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
は
結

果
無
価
値
に
つ
い
て
の
規
定
で
行
為
無
価
値
に
つ
い
て
は
刑
法
三
五
条
の
一
般

論
の
趣
旨
で
考
え
る
口
の
岡
説
が
残
る
こ
と
に
な
る
が
、
消
極
的
構
成
要
件
要



素
の
理
論
の
見
地
に
立
つ
て
構
成
要
件
該
当
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る
中
説
は

体
系
上
と
り
え
な
い
し
、
ま
た
、
同
じ
く
構
成
要
件
該
当
性
阻
却
説
て
あ
る
団

藤
説
は
、
「
真
実
を
の
べ
る
権
利
」
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
刑
法
二

三
〇
条
は
「
其
事
実
ノ
有
無
ヲ
問
ハ
ス
」
と
規
定
し
、
名
誉
殿
損
行
為
が
、
公

共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
係
り
、
そ
の
目
的
が
も
つ
ば
ら
公
益
を
図
る
に
出

で
た
る
こ
と
が
認
定
さ
れ
た
場
合
に
の
み
事
実
の
証
明
を
許
す
わ
が
国
の
刑
法

の
下
で
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
（
冊
爾
幽
醜
雛
鞠
声
顯
罎
）
も
の
と
思
う
。

　
以
上
に
よ
り
、
私
は
刑
法
二
三
〇
条
ノ
ニ
は
、
名
誉
の
保
護
と
正
当
な
言
論

の
保
障
と
の
調
和
と
均
衡
と
を
考
慮
し
た
優
越
的
利
益
の
保
護
の
原
則
に
も
と

づ
く
特
別
の
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
し
、
事
実
の
真
実
性
に
つ
い
て
誤
信
し
た

場
合
、
そ
の
誤
信
が
・
事
実
の
真
実
性
を
確
信
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
刑

法
二
三
〇
条
ノ
ニ
に
よ
る
事
実
の
証
明
が
成
就
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
単
に
（
違
法
で
あ
る
が
）
故
意
が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
、
な
お
、
正

当
行
為
（
権
利
の
行
使
）
と
し
て
三
五
条
に
よ
つ
て
行
為
の
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
と
す
る
藤
木
説
（
喋
蒔
囎
）
を
も
つ
と
も
妥
当
と
解
す
る
の
で
、
そ
の

意
味
で
、
か
つ
そ
の
限
度
で
判
旨
の
結
論
に
賛
成
す
る
。

　
最
後
に
、
本
件
に
お
い
て
副
次
的
な
伝
聞
証
拠
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

本
判
決
が
正
当
で
あ
る
と
思
う
。
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