
事
実
の
錯
誤

に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後
　
　
藤
　
　
正
　
　
弘

　
　
　
　
一
、
事
実
の
錯
誤
の
概
念

　
認
識
と
結
果
の
不
一
致
を
錯
誤
と
い
い
、
認
識
の
対
象
が
事
実
の
場
合
を
事
実
の
錯
誤
、
対
象
が
違
法
性
の
場
合
を
法
律
の
錯
誤
と
い
う
。

　
認
識
は
主
観
的
心
理
状
態
で
あ
る
か
ら
、
錯
誤
は
故
意
の
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
認
識
の
不
存
在
の
場
合
に
関
し
て
い
る
か
ら
消
極
的
な
故

意
論
で
あ
る
。

　
故
意
概
念
の
知
的
要
素
は
事
実
の
認
識
、
表
象
と
違
法
性
の
認
識
の
問
題
か
ら
成
っ
て
居
り
、
前
者
が
事
実
の
錯
誤
、
後
者
が
法
律
の
錯
誤

の
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
。

　
故
意
の
知
的
要
素
に
お
い
て
、
違
法
性
の
認
識
は
事
実
の
認
識
に
基
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
法
律
の
錯
誤
は
事
実
の
錯
誤
が
な
か

っ
た
場
合
に
の
み
考
慮
さ
れ
る
関
係
に
立
つ
。

　
　
　
　
二
、
事
実
の
錯
誤
の
成
立
範
囲

　
事
実
の
錯
誤
は
故
意
の
知
的
要
素
と
同
じ
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
成
立
範
囲
も
故
意
概
念
と
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
認
識
と
結
果
は
共

に
構
成
要
件
的
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
非
構
成
要
件
的
事
実
の
錯
誤
は
刑
法
の
問
題
で
は
な
い
し
、
認
識
が
構
成
要
件
的
事
実
で
結
果
が

非
構
成
要
件
的
事
実
の
場
合
は
未
遂
ま
た
は
幻
覚
犯
と
な
る
に
過
ぎ
ず
、
認
識
が
非
構
成
要
件
的
事
実
で
結
果
が
構
成
要
件
的
事
実
の
場
合
は
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過
失
犯
の
問
題
に
止
ま
る
。

錯
誤
で
な
い
。

ま
た
行
為
者
自
身
、
責
任
能
力
、
人
的
処
罰
阻
却
事
由
は
故
意
の
対
照
で
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
の
錯
誤
は
事
実
の

　
　
　
　
三
、
事
実
の
錯
誤
の
種
類

　
ω
　
具
体
的
事
実
の
錯
誤
と
抽
象
的
事
実
の
錯
誤

　
認
識
と
結
果
と
が
同
一
構
成
要
件
に
属
す
る
が
不
一
致
の
場
合
の
錯
誤
を
具
体
的
事
実
の
錯
誤
と
い
い
、
異
な
る
構
成
要
件
に
属
す
る
場
合

の
錯
誤
を
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
と
い
う
。

　
ω
　
客
体
の
錯
誤
、
方
法
の
錯
誤
、
因
果
関
係
の
錯
誤

　
客
体
の
錯
誤
と
は
客
体
の
性
質
の
錯
誤
を
い
い
、
方
法
の
錯
誤
と
は
現
に
認
識
し
て
い
る
二
以
上
の
客
体
の
相
互
を
錯
誤
し
た
こ
と
を
い
う
。

因
果
関
係
の
錯
誤
は
犯
罪
行
為
の
経
過
あ
る
過
程
の
錯
誤
で
あ
る
。
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四
、
具
体
的
事
実
の
錯
誤

　
　
a
、
具
体
的
符
合
説

　
具
体
的
符
合
説
は
リ
ス
ト
の
主
張
し
た
説
で
あ
っ
て
、
客
体
の
錯
誤
は
故
意
を
阻
却
し
な
い
が
、
方
法
の
錯
誤
は
認
識
し
た
事
実
の
未
遂
と

発
生
し
た
事
実
の
過
失
犯
と
な
る
と
す
る
。
故
意
は
認
識
し
て
い
る
そ
の
客
体
に
対
し
て
の
み
生
じ
、
法
的
に
同
等
の
価
値
が
あ
っ
て
も
他
の

客
体
に
対
し
て
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
認
識
と
結
果
は
具
体
的
に
符
合
す
る
を
要
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
我
判
例
は
か
っ
て
こ
の
説
を

と
っ
た
。

　
　
b
、
法
定
符
合
説

　
構
成
要
件
に
重
点
を
置
く
見
地
か
ら
は
、
認
識
と
結
果
は
具
体
的
一
致
を
要
さ
ず
、
構
成
要
件
的
に
一
致
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
客



体
の
錯
誤
は
故
意
犯
と
な
り
、
方
法
の
錯
誤
も
故
意
既
遂
と
す
る
。

五
、
通
説
、
判
例
に
対
す
る
批
判

　
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
於
て
、
通
説
は
法
定
符
合
説
で
あ
り
、
判
例
も
客
体
の
錯
誤
、
方
法
の
錯
誤
共
に
法
定
符
合
説
を
と
る
に
到
り
、
こ

の
点
に
付
て
誰
も
特
別
に
あ
や
し
ま
な
い
。
法
定
符
合
説
は
い
わ
ば
安
定
し
、
固
定
化
し
た
観
が
あ
り
通
例
上
記
の
如
き
説
明
が
な
さ
れ
て
い

る
。　

し
か
し
考
え
て
見
る
と
法
定
符
合
説
は
構
成
要
件
を
重
視
し
た
思
想
に
出
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
単
に
構
成
要
件
を
守
る
の
み
な
ら
ず
、

そ
の
拡
張
的
適
用
を
も
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
客
体
の
錯
誤
で
は
、
事
実
上
は
故
意
の
な
い
も
の
に
故
意
犯
の
既
遂
を
認
め
て
い

る
。
例
え
ば
A
を
殺
す
意
思
で
B
を
A
と
見
誤
っ
て
殺
し
た
場
合
、
犯
人
は
A
に
対
す
る
殺
意
は
あ
っ
て
も
B
に
対
す
る
殺
意
は
な
く
、
本
質

的
に
は
B
に
対
す
る
過
失
致
死
で
あ
る
。
そ
れ
を
B
に
対
す
る
故
意
殺
既
遂
と
解
す
る
の
は
、
A
と
B
の
生
命
の
等
価
と
い
う
法
益
評
価
の
点

す
な
わ
ち
違
法
論
か
ら
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
責
任
論
的
考
慮
は
薄
い
の
で
あ
る
。
こ
の
様
に
し
て
認
め
た
故
意
は
刑
事
改
策
的
故
意
（

政
策
故
意
）
と
一
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
　
（
註
1
）

　
し
か
し
こ
の
場
合
A
は
事
実
、
不
存
在
な
の
で
あ
る
か
ら
A
に
対
す
る
殺
人
未
遂
の
責
は
問
い
得
ず
、
B
に
対
す
る
過
失
の
み
が
問
題
に
な

る
が
、
こ
の
様
な
過
失
は
通
常
の
過
失
致
死
と
も
同
一
で
は
な
い
。
犯
人
は
A
に
対
す
る
殺
人
と
い
う
危
険
性
を
も
ち
、
そ
れ
を
誤
っ
て
B
に

実
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
過
失
と
い
っ
て
も
極
め
て
重
い
過
失
で
あ
り
、
そ
こ
に
後
述
す
る
様
に
故
意
と
見
倣
さ
れ
る
理
由
が
あ
ろ
う
。

リ
ス
ト
も
こ
の
場
合
は
過
失
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
純
に
A
と
B
の
生
命
の
価
値
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
こ
れ
を

認
め
る
の
で
は
な
く
、
犯
人
の
危
険
性
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
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口
　
方
法
の
錯
誤
に
つ
い
て



　
錯
誤
を
故
意
論
の
反
対
面
と
し
て
、
故
意
論
を
中
心
に
し
て
考
え
た
場
合
、
事
実
の
錯
誤
論
の
中
心
は
客
体
の
錯
誤
で
あ
っ
て
、
方
法
の
錯

誤
で
は
な
い
。
方
法
の
錯
誤
に
あ
っ
て
は
、
客
体
、
手
段
方
法
に
つ
い
て
、
認
識
は
あ
る
の
で
あ
り
、
単
に
実
行
の
際
に
於
け
る
手
段
方
法
が

誤
ら
れ
失
敗
し
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
そ
の
際
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
結
果
を
生
ぜ
し
め
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
方
法
の
錯
誤
は
未
遂

と
過
失
の
観
念
的
競
合
を
本
質
と
す
る
。
こ
の
意
味
で
具
体
的
符
合
説
は
正
し
い
の
で
あ
る
。
法
定
符
合
説
は
法
益
侵
害
の
同
程
度
を
理
由
と

し
て
、
故
意
既
遂
一
罪
を
主
張
す
る
が
、
こ
れ
は
違
法
論
と
し
て
の
み
肯
定
さ
れ
る
理
論
で
あ
る
。
犯
罪
人
の
心
理
を
中
心
に
責
任
論
的
に
考

え
る
な
ら
ば
、
当
然
に
第
一
の
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
過
失
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
A
を
殺
す
弾
丸
が
外
れ
て
B
を
殺
し
た
場
合
を
想
定
し
て
み
る
と
、
犯
人
は
A
も
B
も
通
常
認
識
し
て
戻
り
、
A
に
対
し
て
の
み
故
意
を
持

つ
の
で
あ
る
か
ら
、
B
を
殺
し
て
も
A
に
対
す
る
殺
人
未
遂
と
B
に
対
す
る
認
識
あ
る
過
失
が
問
題
に
な
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
法
定
符
合
説

が
B
に
対
す
る
殺
人
既
遂
を
説
く
の
は
A
と
B
の
生
命
の
価
値
平
等
と
い
う
法
益
観
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
犯
罪
人
の
心
理
か
ら
見
れ
ば
B
に

対
す
る
故
意
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
こ
れ
は
不
当
と
思
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　
ま
た
違
法
論
的
見
解
で
は
な
く
責
任
論
的
に
考
え
て
み
る
と
B
に
対
す
る
故
意
過
失
の
程
度
が
問
題
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
B
に
対
し
犯

人
が
確
定
的
認
識
が
あ
る
場
合
、
未
必
的
認
識
が
あ
る
場
合
、
過
失
責
任
が
あ
る
場
合
、
無
過
失
不
可
抗
力
の
場
合
で
あ
る
。
責
任
論
と
し
て

み
た
場
合
犯
人
の
B
に
対
す
る
責
任
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
第
一
、
第
二
の
場
合
の
み
故
意
の
殺
人
既
遂
が
成
立
し
、
第
三
の
場
合
は
過
失
致

死
（
そ
れ
と
A
に
対
す
る
殺
人
未
遂
）
、
第
四
の
場
合
は
A
に
対
す
る
殺
人
未
遂
の
み
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
違
法
的
見
地
か
ら
の
み
見
る
法
定
符
合
説
は
す
べ
て
B
に
対
す
る
故
意
一
罪
と
す
る
が
、
こ
れ
は
責
任
論
的
に
は
妥
当
で
な
い
。

　
事
実
の
錯
誤
は
法
律
の
錯
誤
と
共
に
総
論
中
の
特
殊
問
題
と
さ
れ
、
伝
統
的
に
方
法
の
錯
誤
、
客
体
の
錯
誤
な
ど
の
特
殊
概
念
が
論
ぜ
ら
れ

て
来
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
故
意
論
に
還
元
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
目
的
行
為
論
其
他
で
こ
れ
と

同
様
な
見
解
が
生
じ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
　
（
註
2
）

　
こ
の
様
に
考
え
れ
ば
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
は
次
の
様
に
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
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六
、
具
体
的
事
実
の
錯
誤
の
本
質

　
事
実
の
錯
誤
は
故
意
の
消
極
的
側
面
で
あ
る
。
故
意
は
主
観
的
心
理
状
態
特
に
認
識
を
中
心
と
す
る
責
任
評
価
で
あ
る
が
、
認
識
の
対
象
は

客
体
が
基
本
で
あ
り
、
客
体
の
認
識
の
上
に
方
法
、
手
段
、
因
果
関
係
の
認
識
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
事
実
の
錯
誤
で
も
客
体
の
錯
誤
は
基

本
的
な
意
味
で
の
錯
誤
で
あ
り
、
方
法
、
因
果
関
係
の
錯
誤
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。

　
　
a
、
方
法
の
錯
誤

　
方
法
の
錯
誤
や
因
果
関
係
の
錯
誤
で
は
客
体
の
認
識
は
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
本
来
の
意
味
で
の
事
実
の
錯
誤
は
な
く
、
手
段
、

方
法
の
不
適
当
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
本
来
の
犯
罪
の
未
遂
と
、
意
図
し
な
い
結
果
の
発
生
と
い
う
過
失
の
間
題
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
方
法
の
錯
誤
の
場
合
は
一
般
の
未
遂
と
異
り
、
過
失
的
結
果
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
を
構
成
要
件
的
に
符
合
す
る
限
り
本
来
の

犯
罪
の
既
遂
と
す
べ
き
か
否
か
の
問
題
は
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
法
定
符
合
説
の
様
に
本
来
の
犯
罪
（
第
一
犯
罪
）
の
未
遂
と
過
失
犯
罪
（
第

二
犯
罪
）
が
常
に
第
二
犯
罪
の
故
意
の
既
遂
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
第
二
犯
罪
に
つ
い
て
未
必
的
認
識
が
あ
っ
た
場
合
に

限
っ
て
故
意
の
既
遂
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
第
二
犯
罪
の
未
必
的
認
識
も
な
い
場
合
は
具
体
的
符
合
説
の
い
う
ご
と
く
、
第

一
犯
罪
の
未
遂
と
第
三
犯
罪
の
過
失
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
過
失
も
な
い
場
合
は
第
一
犯
罪
の
未
遂
の
み
を
認
む
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
故
意

論
の
一
般
的
適
用
で
あ
る
。

　
　
b
、
因
果
関
係
の
錯
誤

　
因
果
関
係
の
錯
誤
は
方
法
の
錯
誤
の
一
種
で
あ
る
が
本
来
の
犯
罪
の
結
果
が
生
じ
て
い
る
点
で
こ
れ
と
異
な
る
。
ゆ
え
に
、
こ
の
場
合
は
客

体
の
錯
誤
も
な
く
方
法
の
錯
誤
も
な
い
。
行
為
者
の
責
任
に
関
し
、
因
果
関
係
の
錯
誤
を
考
慮
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
た
デ
因
果
関
係
の
錯
誤

は
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
に
限
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
超
え
た
場
合
は
未
遂
と
す
べ
き
で
あ
る
。

　
　
c
、
客
体
の
錯
誤
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客
体
の
錯
誤
が
本
来
の
「
事
実
の
錯
誤
」
で
あ
る
。
構
成
要
件
、
法
益
を
重
点
と
し
て
考
え
れ
ば
故
意
の
既
遂
で
あ
り
、
主
観
的
心
理
状
態

を
重
点
と
す
れ
ば
未
遂
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は
違
法
的
結
果
は
発
生
し
て
お
り
、
具
体
的
に
は
符
合
し
な
い
が
構
成
要
件
的
に
は
符

合
す
る
認
識
も
あ
る
。
ゆ
え
に
構
成
要
件
の
機
能
か
ら
見
て
、
か
か
る
場
合
は
故
意
犯
の
既
遂
と
す
べ
き
で
あ
る
。
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七
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤

抽
象
的
事
実
の
錯
誤
も
客
体
の
錯
誤
、
方
法
の
錯
誤
に
分
れ
る
。
因
果
関
係
の
錯
誤
は
構
成
要
件
を
異
に
す
る
場
合
で
あ
る
か
ら
生
じ
得
な

い
。
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
に
は
刑
の
軽
重
が
あ
り
三
八
条
二
項
で
重
い
罪
の
故
意
の
既
遂
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
1
　
法
定
符
合
説
（
法
益
符
合
説
）

構
成
要
件
を
中
心
と
す
る
考
え
方
に
よ
れ
ば
構
成
要
件
を
異
に
す
る
場
合
の
錯
誤
は
故
意
犯
の
成
立
に
考
慮
し
得
ぬ
こ
と
に
な
る
。
故
に
第

一
犯
罪
の
認
識
で
第
二
犯
罪
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
は
、
犯
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
過
失
に
な
る
。

　
　
　
2
　
抽
象
的
符
合
説

　
法
益
符
合
説
は
傷
害
罪
と
器
物
殿
棄
罪
の
間
な
ど
で
は
刑
の
不
均
衡
を
生
ず
る
。
そ
こ
で
牧
野
博
士
は
抽
象
的
符
合
説
を
主
張
す
る
。
す
な

わ
ち
軽
い
甲
罪
の
認
識
で
重
い
認
識
を
生
ぜ
し
め
た
時
は
軽
い
甲
罪
の
未
遂
で
は
な
く
既
遂
を
認
め
、
重
い
乙
罪
の
過
失
と
の
想
像
的
競
合
と

す
る
。
ま
た
重
い
甲
罪
の
認
識
で
軽
い
乙
罪
を
生
ぜ
し
め
た
時
は
、
重
い
甲
罪
の
未
遂
で
あ
る
が
そ
の
刑
は
軽
い
乙
罪
の
過
失
で
は
な
く
故
意

の
既
遂
と
比
較
し
重
い
方
に
よ
る
も
の
と
す
る
。
宮
本
博
士
、
草
野
博
士
に
も
同
趣
旨
の
説
が
あ
る
。
通
説
で
は
一
般
に
こ
の
様
に
説
き
、
多

く
法
定
ま
た
は
法
益
符
合
説
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
八
、
抽
象
的
符
合
説
に
つ
い
て

　
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
抽
象
的
符
合
説
は
主
観
主
義
の
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
に
関
す
る
主
張
で
あ

る
。
牧
野
、
宮
本
、
草
野
博
士
等
に
よ
る
抽
象
的
符
合
説
は
若
干
の
違
い
は
あ
る
が
、
何
れ
も
構
成
要
件
を
超
え
た
責
任
を
認
め
る
点
は
共
通



で
あ
り
、
そ
の
故
に
抽
象
的
符
合
説
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
構
成
要
件
的
要
素
を
超
え
て
、
い
わ
ば
そ
れ
ら
を
抽
象
し
、
犯
罪
一

般
に
つ
き
責
任
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
構
成
要
件
要
素
を
抽
象
す
る
こ
と
は
、
構
成
要
件
を
超
え
る
こ
と
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
罪
刑
法
定
主
義
で
あ
り
、
構
成
要
件
を
破
る

こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
を
破
る
こ
と
で
あ
る
．
主
観
主
義
は
犯
罪
人
の
危
険
性
を
重
視
す
る
が
ゆ
え
に
、
構
成
要
件
よ
り
犯
罪
人
を
重
視
し
て
、

こ
れ
を
逸
脱
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
一
の
自
由
法
論
で
あ
る
。
自
由
法
論
が
強
力
に
行
わ
れ
た
時
代
に
抽
象
的
符
合
説
が
唱
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。　

し
か
し
規
範
科
学
で
あ
る
刑
法
学
に
と
っ
て
は
構
成
要
件
を
超
え
る
こ
と
は
解
釈
の
可
能
な
限
度
ま
で
で
あ
る
。
抽
象
的
符
合
説
は
主
観
主

義
と
し
て
も
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
終
に
通
説
的
地
位
を
得
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
筆
者
も
抽
象
的
符
合
説
に
は
従
い
得
な
い
。
現
行
法
の

解
釈
と
し
て
無
理
で
あ
る
し
、
妥
当
で
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
徴
表
説
や
自
由
法
論
自
体
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
か
ら
抽
象
的
符

合
説
が
基
本
的
に
誤
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
う
。

　
抽
象
的
符
合
説
を
と
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
法
定
符
合
説
に
よ
り
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
を
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
そ
う
す
れ
ば
法
定
符
合
と
い

う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
、
す
べ
て
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
過
失
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
特
別
構
成
要
件
を
各
論
各
条
項

と
考
え
れ
ば
、
細
分
さ
れ
た
各
条
文
の
場
合
、
第
一
犯
罪
の
未
遂
、
第
二
犯
罪
の
過
失
と
す
れ
ば
、
双
方
無
罪
の
場
合
を
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。

ゆ
え
に
各
論
の
各
章
を
単
位
と
す
る
罪
質
同
一
内
の
錯
誤
は
顧
慮
し
な
い
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
ゆ
え
に
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
で
は
法
定

符
合
説
と
は
法
定
的
符
合
、
ま
た
は
法
益
符
合
説
と
い
わ
れ
る
。

　
し
か
し
か
く
解
し
て
も
具
体
的
事
実
の
錯
誤
の
場
合
と
同
様
に
、
こ
れ
ま
で
の
法
益
符
合
説
は
故
意
論
と
し
て
錯
誤
を
扱
っ
て
い
な
い
の
で
、

第
二
犯
罪
の
認
識
切
程
度
を
考
え
て
い
な
い
欠
点
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を
考
慮
し
て
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
は
下
記
の
様
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。

　
特
に
客
体
の
錯
誤
に
お
い
て
は
未
遂
と
過
失
と
解
し
得
な
い
場
合
が
生
ず
る
。
例
え
ば
殺
人
の
故
意
で
人
形
を
殿
し
た
場
合
、
殺
人
未
遂
と
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過
失
器
物
殿
棄
と
は
出
来
な
い
。
人
形
を
こ
わ
す
行
為
は
殺
入
の
実
行
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
九
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
の
解
釈

　
ω
　
方
法
の
錯
誤

　
方
法
の
錯
誤
は
第
一
犯
罪
に
つ
い
て
は
明
瞭
な
認
識
が
あ
り
、
方
法
の
錯
誤
に
よ
り
、
意
図
し
な
い
第
二
犯
罪
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
で
あ
る

が
、
こ
の
第
二
犯
罪
に
つ
い
て
も
未
必
的
認
識
が
あ
っ
た
場
合
は
、
当
然
に
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
故
意
の
既
遂
が
想
像
的
競
合
と

し
て
成
立
す
る
。
両
犯
罪
間
の
刑
の
軽
重
を
問
わ
な
い
。
　
（
法
益
符
合
説
で
は
未
遂
と
過
失
と
す
る
。
〉
ま
た
第
二
犯
罪
に
つ
い
て
未
必
的
認

識
も
な
い
場
合
は
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
過
失
の
想
像
的
競
合
と
な
り
、
こ
の
過
失
が
成
立
せ
ぬ
場
合
は
第
一
犯
罪
の
未
遂
の
み
認

め
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
も
刑
の
軽
重
と
関
係
が
な
い
。
　
（
法
益
符
合
説
と
一
致
す
る
。
）

　
⑭
客
体
の
錯
誤

　
客
体
の
錯
誤
も
方
法
の
錯
誤
と
大
体
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
認
識
し
た
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
発
生
し
た
第
二
犯
罪
の
過
失
の
想
像
的
競
合

に
な
る
。
た
だ
し
第
一
犯
罪
の
未
遂
は
故
意
が
阻
却
さ
れ
た
り
、
不
能
犯
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
殺
人
の
故
意
で
犬
を
打
っ
た
場
合

単
に
犬
を
打
っ
た
行
為
を
殺
人
未
遂
に
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
は
客
体
の
認
識
が
全
く
欠
け
て
い
る
か
、
ま
た
は
目
的
に
関
す
る

不
能
犯
で
あ
る
。

　
③
　
刑
罰
加
重
軽
減
事
由
に
関
す
る
錯
誤

　
こ
れ
は
刑
に
軽
重
の
差
が
あ
る
二
つ
の
構
成
要
件
が
一
部
分
共
通
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
二
つ
の
構
成
要
件
に
渉
る
錯
誤
で
あ
る
。

尊
属
殺
と
普
通
殺
の
如
き
場
合
で
あ
る
。
い
わ
ば
具
体
的
事
実
の
錯
誤
と
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
の
中
間
形
態
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
方
法
の
錯

誤
と
客
体
の
錯
誤
が
あ
る
。

　
　
㈲
　
方
法
の
錯
誤
の
場
合
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方
法
の
錯
誤
の
場
合
は
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
に
つ
い
て
の
方
法
の
錯
誤
の
理
論
が
そ
の
ま
・
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
発
生
し
た
第
一
犯
罪

に
つ
き
認
識
が
あ
り
さ
ら
に
第
二
犯
罪
に
つ
い
て
未
必
的
認
識
が
あ
っ
た
場
合
と
未
必
的
認
識
も
な
か
っ
た
場
合
に
分
れ
、
前
者
の
場
合
は
第

一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
故
意
の
既
遂
の
想
像
的
競
合
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
は
第
一
犯
罪
の
未
遂
と
第
二
犯
罪
の
過
失
の
想
像
的
競
合

で
あ
る
。
尊
属
殺
人
と
普
通
殺
人
の
例
で
言
え
ば
、
尊
属
殺
人
の
認
識
で
未
必
的
認
識
あ
る
普
通
殺
人
を
生
ぜ
し
め
た
場
合
と
そ
の
逆
の
場
合

は
、
尊
属
殺
人
未
遂
と
普
通
殺
人
既
遂
の
想
像
的
競
合
か
普
通
殺
人
未
遂
と
尊
属
殺
人
既
遂
の
想
像
的
競
合
で
あ
る
。
ま
た
尊
属
殺
人
の
認
識

の
下
に
未
必
的
認
識
す
ら
な
い
、
他
人
を
死
な
し
め
た
場
合
は
尊
属
殺
人
未
遂
と
過
失
致
死
の
想
像
的
競
合
で
あ
り
、
他
人
を
殺
す
つ
も
り
で

未
必
的
認
識
す
ら
な
い
尊
属
を
死
な
し
め
た
場
合
は
普
通
殺
人
未
遂
と
尊
属
に
対
す
る
過
失
致
死
の
想
像
的
競
合
で
あ
る
。
こ
の
様
な
場
合
も

三
八
条
二
項
を
適
用
し
て
普
通
殺
人
の
既
遂
の
一
罪
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
。
　
（
通
説
は
三
八
条
二
項
に
よ
り
軽
い
罪
の
故
意
犯
の
一
罪
が

成
立
す
る
と
す
る
）

　
　
㈲
　
客
体
の
錯
誤
の
場
合

　
客
体
の
錯
誤
の
場
合
は
構
成
要
件
が
共
通
し
て
い
る
部
分
の
犯
罪
の
故
意
の
既
遂
一
罪
が
認
め
ら
れ
る
。
尊
属
殺
人
と
普
通
殺
人
の
錯
誤
の

場
合
で
言
え
ば
、
両
者
の
い
ず
れ
の
錯
誤
が
あ
っ
た
場
合
も
普
通
殺
人
一
罪
と
な
り
、
三
八
条
二
項
が
完
全
に
適
用
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
こ
の
場

合
は
尊
属
殺
人
未
遂
と
普
通
殺
人
の
過
失
で
あ
る
べ
き
も
の
が
（
ま
た
は
そ
の
逆
）
未
遂
は
既
遂
に
、
過
失
は
故
意
に
修
正
さ
れ
、
抽
象
的
符

合
説
の
主
張
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
三
八
条
二
項
の
刑
事
政
策
的
謙
抑
主
義
が
故
意
論
の
適
用
を
修
正
し
て
い
る
た
め
と
考
え
ら

れ
る
。

　
　
　
　
十
、
木
村
博
士
の
新
し
い
抽
象
符
合
説
に
つ
い
て

　
木
村
博
士
は
新
著
「
犯
罪
論
の
新
構
造
」
上
巻
に
於
て
抽
象
的
符
合
説
を
擁
護
さ
れ
て
い
る
。

判
を
三
種
に
ま
ず
分
け
て
い
る
。
　
（
註
3
）

そ
の
論
旨
で
は
抽
象
的
符
合
説
に
対
す
る
批
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第
一
は
抽
象
符
合
説
の
挙
げ
る
科
刑
上
の
不
均
衡
の
点
で
、
前
に
述
べ
た
様
な
殺
人
未
遂
と
器
物
殿
損
等
の
事
例
で
あ
る
。
反
対
説
は
こ
れ

は
立
法
上
の
不
均
衡
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
を
理
由
に
抽
象
符
合
を
い
う
必
要
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
博
士
は
抽
象
符
合
説
は
徴
表
説
に
基

く
の
で
あ
り
、
技
術
的
主
張
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

　
第
二
に
抽
象
符
合
説
が
故
意
の
な
い
処
に
故
意
を
認
め
、
未
遂
を
既
遂
と
解
す
る
の
は
不
当
だ
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
抽
象
符
合
説
は

不
合
理
の
是
正
を
目
標
に
す
る
の
で
あ
り
、
反
対
説
は
一
種
の
循
環
論
で
あ
り
、
具
体
的
符
合
的
見
解
か
構
成
要
件
的
符
合
説
の
撤
底
が
必
要

だ
と
さ
れ
る
。

　
第
三
に
抽
象
的
符
合
説
が
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
に
対
し
、
抽
象
符
合
説
は
構
成
要
件
内
の
事
実
の
範
囲
内
で
錯
誤
を
評
価

す
る
の
で
あ
る
し
、
罪
刑
法
定
主
義
は
す
べ
て
の
抽
象
を
許
さ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
こ
の
批
判
は
当
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
木
村
博
士
は
前
著
「
刑
法
総
論
」
に
お
い
て
は
抽
象
符
合
説
を
修
正
的
に
認
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
今
回
の
「
新
構
成
」
に
お
け
る

主
張
は
「
新
刑
法
論
本
」
の
当
時
の
も
の
に
よ
く
似
て
居
り
、
主
観
主
義
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
力
強
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

　
前
記
の
三
つ
の
視
点
か
ら
の
反
批
判
は
内
容
的
に
は
関
連
が
あ
る
の
で
一
つ
に
ま
と
め
て
考
え
て
み
た
い
。
前
に
述
べ
て
い
る
様
に
事
実
の

錯
誤
の
問
題
は
認
識
、
事
実
と
規
範
1
1
構
成
要
件
の
関
係
で
あ
り
、
抽
象
的
に
考
え
て
み
れ
ば
構
成
要
件
の
本
質
論
に
帰
着
す
る
。

　
す
な
わ
ち
構
成
要
件
は
具
体
的
に
問
題
に
な
る
時
は
抽
象
的
構
成
要
件
で
は
な
く
、
特
別
構
成
要
件
が
問
題
で
あ
り
、
更
に
特
別
構
成
要
件

も
刑
法
典
の
各
条
を
言
う
の
か
、
各
章
を
言
う
の
か
で
異
る
。
罪
刑
法
定
主
義
を
極
め
て
厳
格
に
言
え
ば
各
条
文
が
構
成
要
件
で
あ
り
、
こ
れ

を
各
章
に
抽
象
し
た
り
、
他
の
章
の
罪
に
ま
で
抽
象
し
た
り
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
刑
法
典
の
特
別
構
成
要
件
に
は
犯
罪
に

よ
り
極
め
て
細
分
さ
れ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
、
例
え
ば
文
書
偽
造
罪
や
放
火
罪
の
如
き
も
の
も
あ
れ
ば
、
背
任
罪
な
ど
の
様
に
大
ま
か
に

規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
故
に
抽
象
化
を
認
め
る
か
否
か
は
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
一
律
的
に
は
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
細

分
さ
れ
比
較
的
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
条
文
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
事
実
に
あ
て
は
め
る
場
合
は
若
干
の
異
種
事
実
を
同
一
視
す
る
と
い
う

抽
象
化
は
避
け
ら
れ
な
い
。
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し
た
が
っ
て
罪
刑
法
定
主
義
が
各
条
項
の
類
推
を
許
さ
な
い
と
言
っ
て
も
、
部
分
的
に
許
す
と
言
っ
て
も
、
具
体
的
事
例
に
よ
り
適
不
適
は

あ
り
、
程
度
の
問
題
で
あ
る
。

　
故
に
反
対
説
が
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
言
う
の
は
、
未
遂
を
既
遂
と
し
た
り
、
過
失
犯
を
故
意
犯
と
認
め
る
こ
と
を
章
を
異
に
す
る
犯

罪
間
に
つ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
点
を
言
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
私
見
で
は
正
当
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
ば
本
質
的
な
類
推
、
抽
象
は
構
成

要
件
を
無
力
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
、
細
分
化
さ
れ
た
同
一
章
下
の
特
別
構
成
要
件
間
の
抽
象
、
例
え
ば
私
文
書
偽
造
と
そ
の
変
造
等
に
於
て
は
、
両
者
間
の
錯
誤

は
抽
象
化
さ
れ
無
視
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
然
ら
ず
し
て
偽
造
の
故
意
で
変
造
を
生
じ
た
場
合
、
私
文
書
偽
造
未
遂
と
私
文
書
変
造
の
過

失
犯
の
想
像
的
競
合
と
し
た
の
で
は
実
際
に
会
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
刑
罰
加
重
事
由
に
関
す
る
錯
誤
、
例
え
ば
尊
属
殺
と
普
通
殺
の
間
の
錯
誤

に
三
八
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
の
も
、
殺
人
と
い
う
同
質
犯
罪
に
係
る
か
ら
で
あ
る
．
こ
の
様
に
考
え
る
と
抽
象
的
符
合
説
が
犯
罪
徴
表
説
に

基
き
、
構
成
要
件
と
犯
罪
事
実
の
関
係
の
間
題
で
あ
る
錯
誤
論
に
於
て
、
犯
罪
人
を
重
視
す
る
と
い
う
基
本
的
思
想
に
は
同
調
し
な
が
ら
も
、

故
意
と
過
失
、
既
遂
と
未
遂
と
い
う
様
な

（
そ
れ
も
種
類
を
異
に
す
る
構
成
要
件
間
の
）
主
張
に
は
同
意
し
難
い
の
で
あ
る
。

十
一
、
方
法
の
錯
誤
は
故
意
論
に
解
消
さ
れ
る
か

　
事
実
の
錯
誤
論
は
刑
法
総
論
中
の
興
昧
あ
る
問
題
と
し
て
、
伝
統
的
に
論
ぜ
ら
れ
続
け
て
来
た
間
題
で
あ
り
、
法
律
の
錯
誤
と
共
に
特
殊
な

領
域
を
占
め
て
来
た
。
し
か
る
に
近
年
に
於
て
は
故
意
論
の
反
対
面
と
し
て
故
意
論
中
に
包
含
さ
れ
、
責
任
論
の
中
で
特
殊
な
性
格
を
持
つ
も

の
と
は
看
倣
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
法
律
の
錯
誤
は
同
じ
く
故
意
概
念
の
中
の
違
法
性
の
認
識
の
問
題
と
は
さ
れ
な
が
ら

も
、
こ
れ
を
ど
う
解
す
る
か
が
具
体
的
刑
法
観
を
定
め
る
も
の
と
し
て
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
法
律
の
錯
誤
自
体
や
法
律

の
錯
誤
と
事
実
の
錯
誤
の
区
別
に
つ
い
て
は
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
事
実
の
錯
誤
自
体
に
つ
い
て
は
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
も
比
較
的
少
い

様
で
あ
る
。
始
め
に
述
べ
た
様
に
法
定
符
合
説
が
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
為
で
も
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ゆ
え
に
事
実
の
錯
誤
論
を
新
し
く
見
直
し
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た
も
の
と
し
て
荘
子
教
授
の
論
文
は
特
色
が
あ
る
。
　
（
註
4
）

　
荘
子
説
は
事
実
の
錯
誤
が
通
説
で
言
う
如
く
、
故
意
論
の
反
対
面
で
あ
る
な
ら
ば
、
故
意
論
の
各
要
素
特
に
未
必
の
故
意
の
概
念
も
錯
誤
論

に
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
は
事
実
の
錯
誤
殊
に
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
お
け
る
方
法
の
錯
誤
は
故
意
論
に
解

消
す
べ
き
だ
と
言
う
。
筆
者
も
こ
れ
に
同
意
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
見
地
に
立
っ
て
、
在
来
の
通
説
を
批
判
し
、
具
体
的
事
実
の
錯
誤
の
場

合
前
述
の
様
に
解
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
た
だ
筆
者
の
考
え
で
は
在
来
の
通
説
の
錯
誤
論
は
右
の
様
な
欠
点
が
あ
る
他
に
、
そ
の
論
理
が
不
撤
底
で
あ
り
、
具
体
的
事
実
の
錯
誤
の
場

合
に
客
体
の
錯
誤
、
方
法
の
錯
誤
に
分
っ
て
論
じ
な
が
ら
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
や
刑
罰
加
重
事
由
に
関
す
る
錯
誤
の
場
合
に
は
、
客
体
の
錯

誤
、
方
法
の
錯
誤
に
分
け
な
い
の
は
不
合
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
（
古
く
は
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
で
は
こ
れ
を
区
別
し
て
論
じ
て
い
た
）

論
旨
が
大
分
複
雑
に
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
敢
て
こ
れ
を
区
別
し
て
上
記
の
様
に
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
結
果
と
し
て

　
1
　
具
体
的
事
実
の
錯
誤
に
於
け
る
方
法
の
錯
誤
に
於
て
、
第
一
犯
罪
未
遂
、
第
二
犯
罪
過
失
の
場
合
法
定
符
合
説
の
如
く
、
第
二
犯
罪
の

　
故
意
一
罪
と
せ
ず
、
第
二
犯
罪
の
未
必
の
故
意
の
有
無
に
よ
り
、
過
失
犯
た
る
こ
と
あ
り
、
ま
た
不
可
抗
力
（
因
果
関
係
の
な
い
場
合
）
の

　
場
合
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
　
（
こ
の
点
壮
子
説
と
同
様
）

　
2
　
さ
ら
に
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
の
場
合
、
客
体
の
錯
誤
に
於
て
、
法
定
（
法
益
）
符
合
説
で
は
罪
質
を
異
に
す
る
限
り
第
一
犯
罪
の
未
遂
、

　
第
二
犯
罪
の
過
失
と
な
る
が
、
第
一
犯
罪
の
未
遂
が
成
立
し
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

と
い
う
通
説
と
少
し
異
な
る
結
論
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
抽
象
的
符
合
説
に
つ
い
て
は
主
観
主
義
の
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
こ
れ
を
緩

和
し
た
形
で
し
か
認
め
ら
れ
な
い
理
由
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。

　
註
1
　
荘
子
邦
雄
　
法
定
的
符
合
説
　
刑
法
講
座
3
巻
　
二
五
頁

　
　
2
　
　
　
　
全
右
　
　
　
　
二
〇
頁

　
　
3
　
木
村
亀
二
博
士
　
犯
罪
論
の
新
構
造
上
巻
　
一
六
九
頁
以
下

　
　
4
　
前
記
荘
子
教
授
論
文
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