
日
常
行
為
と
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罰
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助
（
上
野
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（
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三
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助

上　
　

野　
　

幸　
　

彦

一
、
問
題
提
起
─
因
果
的
共
犯
論
と
日
常
行
為
問
題
の
取
扱

二
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解

三
、
日
本
で
の
議
論

　

⑴　

正
犯
結
果
と
の
関
連
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　
〔
ⅰ
〕　

蓋
然
性
判
断
の
援
用
─
仮
定
的
代
替
原
因
の
考
慮

　
　
〔
ⅱ
〕　

客
観
的
帰
属
論
─
危
険
創
出
・
実
現
連
関

　

⑵　

共
犯
の
処
罰
根
拠
論
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ

　
　
〔
ⅰ
〕　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
危
険
感

　
　
〔
ⅱ
〕　

混
合
惹
起
説

四
、
検　

討

五
、
日
本
の
裁
判
例
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
六
四
）

一
、
問
題
提
起
─
因
果
的
共
犯
論
と
日
常
行
為
問
題
の
取
扱

日
本
に
お
い
て
主
流
と
な
っ
て
い
る
因
果
的
共
犯
論
は
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
に
依
拠
し
、
法
益
に
対
す
る
侵
害
な
い
し
危
険
に

も
と
づ
い
て
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
共
犯
の
場
合
に
お
い
て
も
、
共
犯
行
為
は
正
犯
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
法
益
侵
害
結
果

（
危
険
）
と
因
果
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
と
理
解
し
、
共
同
正
犯
を
含
む
す
べ
て
の
共
犯
形
式
に
こ
の
考
え
方
を
採
っ
て
い
る

（
１
）

。

旧
来
の
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
の
中
に
は
、
正
犯
の
実
行
が
存
在
す
る
限
り
、
当
該
正
犯
の
犯
罪
に
従
属
し
て
共
犯
が
成
立
し
、
正
犯
の

罪
名
に
共
犯
も
従
属
す
る
と
い
う
極
端
な
従
属
性
を
肯
定
す
る
見
解
が
見
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
承
継
的
共
犯
の
成
立
に
お
い
て
も
、
中
途

関
与
前
の
犯
罪
結
果
に
対
し
て
ま
で
正
犯
者
の
罪
名
に
従
っ
て
共
犯
の
責
任
を
問
う
も
の
も
認
め
ら
れ
た

（
２
）

。
因
果
的
共
犯
論
は
、
こ
の
よ

う
な
過
度
な
共
犯
従
属
性
の
考
え
を
批
判
し
て
、
共
犯
行
為
と
正
犯
結
果
と
の
間
の
因
果
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
正
犯
犯
罪
に
対

す
る
行
き
過
ぎ
た
共
犯
の
従
属
を
排
除
し
、
共
犯
の
成
立
範
囲
を
合
理
的
に
限
定
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
い
た
。
今
日
で
は
、
正
犯

結
果
と
の
因
果
性
が
、
当
該
結
果
に
対
す
る
共
犯
責
任
を
追
及
す
る
た
め
に
必
要
な
成
立
要
件
で
あ
る
と
一
般
に
解
さ
れ
る
に
至
っ
て
お

り
（
３
）

、
共
犯
責
任
を
合
理
的
な
範
囲
に
限
定
す
る
試
み
と
し
て
、
理
論
的
な
根
拠
を
提
供
し
た
因
果
的
共
犯
論
が
果
た
し
た
役
割
は
大
き

い
。し

か
し
な
が
ら
、
因
果
的
共
犯
論
に
よ
る
と
、
因
果
性
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
共
犯
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
方
向
で
、
逆

に
共
犯
責
任
が
拡
大
さ
れ
る
と
い
う
危
険
も
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
弊
害
は
、
日
常
行
為
に
対
す
る
幇
助
犯
の
成
立
範
囲

に
関
し
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
。
日
常
的
に
取
引
さ
れ
て
提
供
さ
れ
た
商
品
が
、
犯
行
に
利
用
さ
れ
た
場
合
、
販
売
者
の
商
品
提
供
行
為

と
購
入
者
に
よ
る
そ
の
犯
行
へ
の
利
用
を
通
じ
た
犯
罪
結
果
と
は
、
因
果
的
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
当
該
商
品
販
売
行
為
は
客
観
的
な
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
六
五
）

幇
助
構
成
要
件
を
充
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
販
売
者
は
、
被
提
供
者
に
お
い
て
そ
の
商
品
を
犯
行
に
利
用
す
る
と

い
う
認
識
を
も
っ
て
い
な
い
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
か
ら
、
一
般
的
に
主
観
的
要
件
を
欠
き
、
幇
助
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
え
よ

う
。
だ
が
、
提
供
し
た
商
品
に
よ
っ
て
被
提
供
者
が
犯
行
に
出
る
可
能
性
を
認
識
し
、
認
容
し
て
い
た
と
す
る
と
、
提
供
者
に
幇
助
犯
が

成
立
す
る
と
い
う
帰
結
が
も
た
さ
れ
る
。
果
た
し
て
、
日
常
取
引
活
動
に
お
い
て
、
商
品
を
販
売
し
、
そ
の
商
品
に
よ
っ
て
犯
罪
が
行
わ

れ
た
場
合
、
販
売
者
が
、
購
入
者
に
よ
る
犯
行
へ
の
利
用
可
能
性
を
予
期
し
、
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
意
思
態
度
の
存
在
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
幇
助
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ハ
ン
マ
ー
や
ナ
イ
フ
の
販
売
は
、
人
の
身
体
・
生
命
を
侵
害
す
る
凶
器
と
も
な
り
得
る
し
、
依
頼
さ
れ
た
合
鍵
の
製
作
・
提
供
が
他
人

の
住
居
へ
の
侵
入
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
ま
た
ホ
テ
ル
に
お
け
る
客
室
の
提
供
が
、
管
理
売
春
の
役
に
立
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
よ
う
に
日
常
的
な
業
務
や
取
引
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
と
結
び
付
く
可
能
性
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
。
ふ
つ
う
合
法
的
に
反

復
・
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
日
常
的
な
取
引
活
動
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
行
為
と
の
関
連
性
を
生
じ
る
場
面
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
、
今
日
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
に
よ
っ
て
、
匿
名
性
を
も
っ
て
非
常
に
多
く
の
不
特
定
の
人
々
が
交
わ
る
サ
イ
バ
ー
空
間
が

形
成
さ
れ
、
現
実
の
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
利
用
し
て
、
見
ず
知
ら
ず
の
者
に
殺
人
の
依
頼
を
呼
び
か
け
た
り
、
法
禁
物
の
売

買
取
引
を
誘
引
し
た
り
す
る
等
、
負
の
側
面
と
し
て
犯
罪
に
巧
み
に
利
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
生
じ
て
い
る
。
そ
の
一
端
に
、
匿
名
性
に
優

れ
た
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
を
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
た
開
発
者
が
、
そ
の
ソ
フ
ト
を
意
思
連
絡
な
く
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
著
作
権
法
違
反

行
為
（
公
衆
送
信
権
侵
害
罪
）
を
行
っ
た
正
犯
者
の
幇
助
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
案
（
い
わ
ゆ
るW

inny

事
件
）
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
た
自
己
の
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
が
著
作
権
侵
害
の
手
段
と
し
て
利
用
さ
れ
た
以
上
、
侵
害
結
果
と
ソ
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七
十
七
巻
第
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号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
六
六
）

フ
ト
の
提
供
は
因
果
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
的
共
犯
論
に
よ
れ
ば
、
提
供
者
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
た
不
特
定
多
数
人
の
中
に
著

作
権
侵
害
に
利
用
す
る
者
も
あ
り
得
る
と
い
う
認
識
・
認
容
が
存
在
す
る
限
り
、
可
罰
的
な
幇
助
が
成
立
す
る
と
い
う
帰
結
も
容
易
に
導

か
れ
得
る
。
実
際
に
、
西
田
教
授
は
、
未
必
の
故
意
に
よ
る
概
括
的
幇
助
犯
が
成
立
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る

（
４
）

。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
事
業
者
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
、
通
信
回
線
事
業
者
、
さ
ら
に
パ
ソ
コ
ン
製
造
メ
ー
カ
ー
、
種
々
の
ソ
フ
ト
提
供
者
等
に
お
い

て
、
利
用
者
の
中
に
、
著
作
権
侵
害
を
は
じ
め
、
サ
イ
ト
へ
の
名
誉
棄
損
、
侮
辱
と
い
っ
た
犯
罪
を
構
成
す
る
書
き
込
み
を
行
っ
た
り
、

麻
薬
等
の
法
禁
物
の
売
買
宣
伝
、
詐
欺
等
の
犯
罪
行
為
に
関
与
す
る
者
を
巧
み
に
誘
引
す
る
書
き
込
み
等
を
行
う
者
が
い
る
、
あ
る
い
は

実
際
に
そ
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
、
幇
助
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
理
論
上
可
能
で
あ
る
と

い
う
結
論
に
至
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

加
え
て
、
判
例
の
採
る
共
謀
共
同
正
犯
理
論
に
よ
れ
ば
、
共
謀
は
犯
罪
事
実
で
あ
る
か
ら
、
飲
食
店
で
客
が
殺
人
の
謀
議
を
行
っ
て
い

る
の
を
耳
に
し
た
店
主
や
従
業
員
が
、
共
同
謀
議
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
食
事
や
酒
そ
の
他
の
飲
料
を
提
供
し
た
と
す

る
と
、
謀
議
の
機
会
な
い
し
場
所
を
提
供
し
た
と
し
て
、
殺
人
罪
の
幇
助
と
し
て
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
日
常
行
為
は
、
至
る
所
で
犯
罪
と
接
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
か
つ
実
際
に
正
犯
者
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
犯
罪
と
繋

が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
下
で
、
犯
罪
結
果
と
因
果
的
で
あ
る
限
り
、
故
意
の
要
件
が
満
た
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
、
共
犯
と
し
て
可

罰
的
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
に
依
る
と
き
は
、
そ
の
処
罰
の
射
程
は
か
な
り
広
汎
に
亘
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
寄
与

が
正
犯
結
果
と
因
果
的
で
あ
れ
ば
客
観
的
幇
助
構
成
要
件
を
充
た
す
と
考
え
る
因
果
的
共
犯
論
に
依
拠
す
る
だ
け
で
は
、
主
観
的
要
件
が

付
け
加
わ
る
こ
と
に
よ
り
常
に
幇
助
犯
と
し
て
処
罰
可
能
で
あ
る
と
い
う
帰
結
が
導
か
れ
、
日
常
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
、
可
罰
的
幇
助

の
成
立
を
合
理
的
な
範
囲
内
に
限
定
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
妥
当
な
結
論
を
得
る
に
十
分
で
な
い
と
す
れ
ば

（
５
）

、
寄
与
者
の
行
為
と
犯
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
六
七
）

罪
（
正
犯
）
結
果
と
の
間
に
お
け
る
因
果
性
な
い
し
客
観
的
な
帰
属
関
係
の
次
元
で
一
定
の
限
定
を
試
み
る
見
解
が
登
場
す
る
こ
と
に
も

合
理
的
な
理
由
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
日
常
行
為
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
存
否
に
つ
い
て
、
刑
法
第
六
二
条
が
規
定
す
る
可
罰
的
で
あ
る
「
幇
助
」
の
概
念
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
幇
助
犯
の
成
否
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
常
行
為
に
対
す
る
可
罰
性
の
範
囲
を
明
確
に
提
示
す
る
こ
と
が
、
本

稿
の
課
題
で
あ
る
。

二
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解

中
立
的
行
為
な
い
し
日
常
行
為
と
幇
助
犯
の
成
否
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
Ｒ
Ｇ
に
お
い
て
も
取
り
扱
わ
れ
て
い
た
。

も
っ
と
も
、
そ
こ
で
は
、
断
片
的
な
判
断
が
行
わ
れ
て
い
た
に
止
ま
り
、
理
論
的
に
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
が
採
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
問
題
が
、「
流
行
の
テ
ー
マ
」
と
な
っ
た
の
は
、
近
時
の
ス
イ
ス
に
お
け
る
判
決
や
、
ド
イ
ツ
で
も
注
目
す
べ
き
一
連
の
判
決

が
出
る
に
及
ん
で
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
、
数
多
く
の
文
献
が
著
さ
れ
、
学
説
上
の
議
論
も
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
近
時
に
お
け
る
ド
イ
ツ
で
の
盛
ん
な
議
論
に
つ
い
て
、
日
本
で
も
、
既
に
本
格
的
な
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で

（
６
）

、
そ
れ
ら

の
紹
介
は
、
先
行
す
る
優
れ
た
研
究
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
で
の
様
々
な
議
論
の
下
で
、
独
自
の
見
解
を

展
開
し
、
ス
イ
ス
の
判
例
に
採
用
さ
れ
、
近
時
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
判
例
に
も
理
論
的
な
統
一
的
基
盤
を
形
成
す
る
う
え
で
影
響
を
与
え

た
と
も
い
わ
れ
る
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
取
り
上
げ
、
本
稿
の
テ
ー
マ
に
対
す
る
取
り
組
み
の
出
発
点
と
し
た
い
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
数
多

く
の
見
解
と
の
議
論
は
、
日
本
に
お
け
る
諸
学
説
を
検
討
す
る
う
え
で
も
、
多
い
に
参
考
と
な
り
、
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る
（
７
）

。
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法
学　
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七
十
七
巻
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一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
六
八
）

⑴　

ロ
ク
シ
ン
は
、
故
意
に
よ
る
因
果
的
な
危
険
の
増
加
が
つ
ね
に
可
罰
的
な
幇
助
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
日
常
ほ
と
ん
ど

ふ
つ
う
の
職
業
の
遂
行
の
枠
内
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
中
立
的
な
行
為
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
小
売
商
人
が
、
何

者
か
に
ハ
ン
マ
ー
や
ね
じ
回
し
を
販
売
す
る
場
合
に
、
こ
の
者
が
そ
れ
で
他
人
の
頭
を
殴
っ
た
り
、
侵
入
を
行
う
で
あ
ろ
う
、
と
知
っ
て

い
た
り
、
察
し
て
い
た
り
、
心
配
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
可
罰
的
幇
助
で
あ
る
の
か
、
銀
行
員
が
顧
客
の
金
を
そ
の
求
め
に
応
じ
て
匿
名

の
資
金
移
動
と
い
う
方
法
で
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
へ
振
り
替
え
、
そ
の
際
に
客
が
そ
の
移
転
を
脱
税
の
目
的
で
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
場
合
、
幇
助
と
し
て
責
を
負
う
の
か
、
工
場
主
に
原
料
を
納
入
し
て
い
る
者
が
、
そ
の
加
工
の
過
程
で
環
境
刑
法
の
構
成
要
件
に
違

反
し
て
い
る
と
知
っ
て
い
る
場
合
、
幇
助
と
し
て
可
罰
的
と
な
る
の
か
、
さ
ら
に
、
職
人
に
仕
事
を
依
頼
し
代
金
を
支
払
っ
た
者
が
、
こ

の
職
人
が
そ
の
収
入
の
税
を
払
っ
て
い
な
い
と
聞
き
知
っ
て
い
る
場
合
、
脱
税
の
幇
助
を
行
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
具
体
的
な
事
例
を
挙

げ
て
問
題
を
提
起
し

（
８
）

、
寄
与
者
が
正
犯
者
の
犯
行
決
意
を
知
っ
て
い
る
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
区
別
し
て
、
検
討
を
進
め
て
い

る
。ロ

ク
シ
ン
説
の
骨
子
は
、「
中
立
的
行
為
」
と
か
「
日
常
的
行
為
」
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
第
三
者
が
正

犯
者
の
犯
罪
決
意
を
確
実
に
認
識
し
て
い
る
場
合
と
単
に
正
犯
の
犯
行
を
予
期
し
て
い
る
場
合
と
に
二
分
化
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
正

犯
行
為
と
の
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
を
基
準
に
し
て
可
罰
的
幇
助
の
成
否
を
判
断
し
、
後
者
の
場
合
に
は
「
信
頼
の
原
則
」
の
適
用
問
題

と
し
て
処
理
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

⑵　

ロ
ク
シ
ン
は
、
多
く
の
場
合
に
は
、
第
三
者
が
正
犯
者
の
犯
罪
決
意
に
関
す
る
認
識
を
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
寄
与
の
犯
罪
的
な

利
用
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
、
た
と
え
ば
、
ね
じ
回
し
の
販
売
者
が
、
購
入
者
が
侵
入
目
的
の
た
め
に

そ
の
道
具
を
利
用
す
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
な
い
が
、
そ
の
怪
し
い
様
子
か
ら
そ
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
販
売
に
応
じ
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た
場
合
、
未
必
の
故
意
を
も
っ
た
幇
助
で
あ
る
か
否
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
通
常
信
頼
の

原
則
に
よ
っ
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
他
人
の
「
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
」
に
よ
っ
て
信
頼
の
原
則
が
覆
さ
れ
る
の
で

な
い
限
り
、
誰
で
も
、
他
人
が
故
意
の
犯
罪
行
為
を
行
う
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
信
頼
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
信
頼
の
原
則

は
、
過
失
犯
と
同
様
に
故
意
犯
に
も
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
信
頼
の
原
則
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
許
さ
れ
た
危
険
に
よ
り
、
客
観

的
な
構
成
要
件
の
帰
属
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
故
意
の
問
題
は
成
立
し
な
い
。
そ
し
て
、
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
と

は
、
犯
罪
的
な
利
用
目
的
の
蓋
然
性
を
抱
か
せ
る
具
体
的
な
手
掛
り
を
必
要
と
す
る
と
い
う
見
地
か
ら
、「
怪
し
い
様
子
」
と
い
う
主
観

的
な
印
象
で
は
、
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
の
根
拠
と
し
て
は
十
分
と
い
え
ず
、
先
の
事
例
で
は
幇
助
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
。
し

か
し
、
腹
を
立
て
て
通
り
で
喧
嘩
を
行
っ
て
い
る
共
犯
者
が
、
視
界
内
に
あ
っ
た
店
で
武
器
を
購
入
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
販
売
者
は

そ
の
武
器
が
身
体
傷
害
の
実
行
に
利
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
っ
た
幇
助

と
し
て
そ
の
犯
罪
に
対
す
る
責
任
と
関
係
づ
け
ら
れ
得
る
、
と
い
う
の
で
あ
る

（
９
）

。

こ
の
よ
う
に
、
ロ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
日
常
行
為
と
く
に
日
常
生
活
上
の
取
引
活
動
に
お
い
て
、
提
供
し
た
物
が
計
画
さ

れ
た
犯
罪
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
実
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
稀
で
、
未
必
の
故
意
で
行
わ
れ
た
幇
助
の
承
認
も
、
た
い
て
い
信
頼
の

原
則
に
よ
っ
て
頓
挫
す
る
か
ら
、
日
常
行
為
は
し
ば
し
ば
可
罰
性
を
帯
び
な
い
。
未
必
の
故
意
の
事
例
に
お
い
て
、
第
三
者
の
故
意
が
許

さ
れ
な
い
危
険
に
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
益
の
攻
撃
に
欠
け
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
こ
で
展
開
し
た
可
罰
性
の
限
界
が
共
犯

の
処
罰
根
拠
お
よ
び
一
般
的
な
帰
属
原
理
に
因
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う

（
１０
）

。

⑶　

日
常
的
な
取
引
活
動
に
つ
い
て
、
通
常
は
信
頼
の
原
則
の
射
程
に
入
り
、
許
さ
れ
た
危
険
の
範
囲
に
属
す
る
の
で
、
正
犯
に
よ
っ

て
犯
罪
実
行
に
利
用
さ
れ
る
寄
与
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
犯
罪
結
果
と
の
客
観
的
な
帰
属
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
不
可
罰
な
幇
助
に
過

六
六



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
七
〇
）

ぎ
な
い
。
し
か
し
、
正
犯
者
の
犯
行
な
い
し
そ
の
決
意
を
確
実
に
認
識
し
て
い
た
り
、
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
が
存
在
す
る
と
き
は
、
も

は
や
取
引
相
手
の
合
法
な
行
為
を
信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
許
さ
れ
た
危
険
の
圏
外
と
な
る
。
そ
こ
で
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
の
場
合
、

す
な
わ
ち
正
犯
者
の
犯
罪
決
意
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
第
三
者
が
正
犯
者
の
犯
罪
決
意
を
知
っ
て
お
り
、
そ
の
寄
与
が
「
犯
罪
的
な
意
味
連
関
」
を
有
す
る
場
合
に
可
罰
的
な

幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
説
く

（
１１
）

。

そ
れ
は
、
第
三
者
が
そ
の
よ
う
な
犯
罪
的
性
質
と
し
て
の
あ
る
行
為
を
促
進
す
る
と
意
識
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
自
己
の
家
事
用
品

店
で
ハ
ン
マ
ー
を
販
売
し
、
購
入
者
の
申
告
や
第
三
者
の
情
報
に
よ
っ
て
、
取
得
者
が
他
人
を
そ
れ
で
殺
す
つ
も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
殺
人
の
幇
助
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
し
、
ね
じ
回
し
や
類
似
の
道
具
を
、
窃
盗
団
の
頭
で
あ
る
と
知
り
な

が
ら
そ
の
男
に
売
却
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
侵
入
の
た
め
の
工
具
に
利
用
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
も
、
同
様
に
侵
入

窃
盗
の
幇
助
を
行
う
も
の
で
あ
る

（
１２
）

。
そ
し
て
、
直
接
に
促
進
さ
れ
る
行
為
が
適
法
で
あ
る
と
し
て
も
、
第
三
者
が
認
識
し
て
い
る
よ
う

に
、
正
犯
者
に
と
っ
て
そ
の
実
行
の
唯
一
の
目
的
が
犯
罪
行
為
の
可
能
化
や
容
易
化
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
存
在
す

る
と
説
明
し
、
脱
税
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
の
匿
名
口
座
へ
の
資
金
移
動
に
関
与
し
た
銀
行
員
の
事
例
に
つ
い
て
、

計
画
さ
れ
た
脱
税
な
し
に
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
的
意
味
連
関
が
あ
り
、
可
罰
的
幇
助
を
肯
定
す
る

（
１３
）

。

し
か
し
、
促
進
的
寄
与
が
、
正
犯
者
に
と
っ
て
の
み
意
味
が
あ
り
、
有
用
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
適
法
な
行
為
に
関
連
し
て
お
り
、

そ
れ
に
依
存
せ
ず
、
独
立
し
た
決
意
に
も
と
づ
く
犯
罪
実
行
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
犯
罪
的
意
味
連
関
が
欠
け
る
、
と
い
う
。

た
と
え
ば
、
工
場
主
に
原
料
を
納
入
し
て
い
る
者
に
つ
き
、
そ
の
処
理
の
際
あ
る
い
は
そ
の
後
に
、
納
入
者
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
工
場
主
が
環
境
保
護
規
定
に
違
反
し
て
い
る
場
合
に
、
そ
れ
自
体
と
し
て
工
場
主
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
合
法
な
行
為
（
工
業
製
品
の
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製
造
）
を
促
進
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
的
意
味
連
関
を
も
た
な
い
。
環
境
規
定
の
違
反
は
、
も
っ
ぱ
ら
工
場
主
の
答
責
性
に
帰
す

る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
職
人
の
仕
事
に
対
す
る
注
文
や
支
払
い
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
自
体
に
意
味
の
あ
る
完
全
に
合
法
な
事
象
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
注
文
主
が
、
職
人
が
そ
の
収
入
か
ら
生
じ
る
税
を
ご
ま
か
す
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
、
職
人
へ
の
注

文
が
犯
罪
実
行
の
前
提
で
あ
る
と
し
て
も
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
注
文
の
客
観
的
な
意
味
は
、
非
犯
罪
的

な
性
質
の
仕
事
を
行
う
こ
と
に
限
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と

（
１４
）

。

ロ
ク
シ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
正
犯
者
の
犯
行
決
意
を
知
り
な
が
ら
、
寄
与
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
、
そ
の
寄
与
が
犯
罪
的
意
味
連

関
の
性
質
を
有
す
る
場
合
に
、
可
罰
的
な
幇
助
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

⑷　

そ
の
う
え
で
、
自
己
の
以
上
の
見
解
と
比
較
し
て
制
限
的
で
あ
っ
た
り
、
拡
大
的
な
諸
見
解
に
対
す
る
批
判
を
展
開
す
る
。

ま
ず
、
ね
じ
回
し
の
販
売
の
事
例
で
、
販
売
者
が
購
入
者
に
お
い
て
そ
れ
を
侵
入
窃
盗
の
遂
行
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い

る
場
合
に
も
、
不
可
罰
と
す
る
見
解
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
結
論
は
、
ヤ
コ
ブ
ス
や
シ
ュ
ー
マ
ン
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。

ヤ
コ
ブ
ス
は
、
一
般
に
「
日
常
生
活
上
の
交
換
業
務
」
を
刑
罰
か
ら
免
除
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
１５
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
正
犯

者
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
物
が
彼
に
と
っ
て
犯
罪
実
行
の
手
段
と
し
て
有
用
で
あ
り
、
犯
罪
的
意
味
連
関
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
販
売
者

が
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
中
立
的
な
」
日
常
取
引
と
い
う
性
格
を
失
い
、
法
益
へ
の
攻
撃
と
な
る
と
。
そ
し
て
、
さ

ら
に
次
の
よ
う
に
い
う
。
購
入
者
が
販
売
者
に
、
買
っ
た
品
物
を
侵
入
に
利
用
す
る
つ
も
り
で
あ
る
と
打
ち
明
け
て
い
た
と
す
れ
ば
、

「
普
通
の
」
販
売
活
動
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
幇
助
を
否
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
販
売
者
が
そ
の
情
報
を

他
の
方
法
で
（
盗
み
聞
き
や
正
犯
者
の
友
人
か
ら
）
得
た
場
合
に
、
な
ぜ
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と

（
１６
）

。

ヤ
コ
ブ
ス
は
さ
ら
に
侵
入
が
ね
じ
回
し
な
し
で
も
失
敗
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
が
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
の
道
具
が
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作
用
し
た
犯
罪
の
促
進
の
不
可
罰
性
に
関
し
て
ま
っ
た
く
理
由
に
は
な
ら
な
い
と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
に
、
仮
定
的
な
因

果
経
路
（
他
に
も
ね
じ
回
し
の
可
能
な
調
達
）
が
不
当
な
方
法
で
幇
助
の
否
認
の
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

（
１７
）

。

⑸　

ま
た
、
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
彼
に
よ
っ
て
共
犯
の
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
正
犯
者
と
の
「
連
帯
化
」
を
欠
く
と
し
て
、
ね
じ

回
し
事
例
を
不
可
罰
と
す
る

（
１８
）

。
販
売
者
は
、
正
犯
の
犯
行
と
「
一
緒
に
」
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
販
売
者
は
、「
未

だ
合
法
的
な
予
備
の
段
階
で
」
そ
の
寄
与
を
行
っ
た
も
の
で
、
正
犯
の
犯
行
と
連
帯
し
て
い
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
実
行
の
段
階
で
売
買

が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
、「
連
帯
化
の
印
象
」
が
「
犯
行
の
近
接
さ
」
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ュ
ー
マ
ン
の
「
犯
行
の
近
接
さ
」
と
い
う
基
準
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
ね
じ
回
し
の
手
交
が
前
か
後
か

と
い
う
よ
う
な
事
情
は
、
そ
の
犯
罪
促
進
的
な
作
用
に
何
の
影
響
も
な
い
の
に
、
な
ぜ
販
売
の
時
点
が
幇
助
の
成
立
を
決
定
す
る
の
か
、

分
ら
な
い
か
ら
で
あ
る

（
１９
）

。

⑹　

そ
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
日
常
的
行
為
自
体
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
あ
る
行
為
の
性
格
は
、
そ
の
行
為
が
利
用
さ
れ
る
目
的

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
説
き
、
そ
の
例
と
し
て
、
銃
器
の
使
用
に
お
け
る
指
導
に
つ
い
て
、
射
撃
協
会
の
訓
練
の
際
に
行
わ

れ
る
場
合
に
は
、
中
立
的
な
日
常
行
為
で
あ
る
が
、
被
害
者
に
命
中
さ
せ
る
た
め
に
正
犯
者
を
支
援
す
る
つ
も
り
で
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、

殺
人
の
幇
助
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
ゆ
え
に
、「
日
常
行
為
」
と
い
う
概
念
は
、
区
別
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、「
日
常
生
活
上
の
通
常
の

取
引
業
務
」
に
よ
っ
て
制
限
で
き
る
も
の
で
は
な
い
し
、
可
罰
的
幇
助
を
許
さ
れ
た
行
為
と
区
別
す
る
こ
と
に
不
適
当
で
あ
る
、
と
い
う

の
で
あ
る

（
２０
）

。

こ
の
観
点
か
ら
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
日
常
行
為
を
「
社
会
的
相
当
性
」
に
も
と
づ
い
て
可
罰
性
を
一
律
に
制
限
す
る
見
解
や
、
社
会
的
相

当
性
と
い
う
不
明
確
な
概
念
を
「
職
業
的
な
相
当
性
」
と
し
て
精
確
化
し
よ
う
と
す
る
ハ
ッ
セ
マ
ー
の
見
解

（
２１
）

に
対
し
て
、
批
判
を
加
え

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
七
三
）

る
。
す
な
わ
ち
、
社
会
的
あ
る
い
は
職
業
的
な
通
常
性
と
い
う
の
は
、
規
範
的
な
正
当
性
の
基
準
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
結
論
を
支
持
す
るB

G
H

S
t４６, １１３

の
判
決
文
を
引
用
す
る
。「『
中
立
的
な
』、『
職
業
典
型
的
な
』
ま
た
は

『
職
業
的
に
相
当
な
』
行
為
に
関
す
る
一
般
的
な
不
可
罰
性
は
、
考
慮
に
値
し
な
い
。
日
常
行
為
も
職
業
典
型
的
な
行
為
も
あ
ら
ゆ
る
場

合
に
中
立
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
は
、
可
罰
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
に
置
か
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
ら
の
概
念
は
、
可
罰
的
な
幇
助
を
許
さ
れ
る
行
為
と
区
別
す
る
う
え
で
、
ま
っ
た
く
適
し
た
も
の
で
は
な
い

（
２２
）

。」

さ
ら
に
、
一
定
の
場
合
に
相
当
性
の
領
域
を
限
度
を
超
え
て
認
め
る
と
す
れ
ば
、
職
業
的
な
相
当
性
の
観
点
は
、
幇
助
の
可
罰
性
を
限

定
す
る
た
め
に
利
用
可
能
な
基
準
で
も
な
い
と
い
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
脱
税
を
容
易
に
す
る
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
さ
れ
た
資
金
の
振
り
替

え
な
い
し
具
体
的
な
助
言
（L

G
 W

uppertal １９９９, ４７４

）、
あ
る
い
は
他
人
の
犯
罪
計
画
に
関
す
る
規
制
へ
の
対
応
の
場
合
を
挙
げ
て
、
あ

る
銀
行
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
行
為
の
唯
一
の
目
的
が
脱
税
の
容
易
化
に
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
幇
助
の
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
、
と
主

張
す
る

（
２３
）

。

⑺　

ま
た
、
そ
の
危
険
性
の
ゆ
え
に
自
由
に
販
売
で
き
な
い
品
物
の
場
合
に
は
、
犯
罪
利
用
意
図
を
知
り
な
が
ら
提
供
す
る
こ
と
は
つ

ね
に
幇
助
の
可
罰
性
を
導
き
、
一
般
に
利
用
可
能
な
商
品
の
提
供
に
つ
い
て
は
、
犯
行
へ
の
近
接
さ
に
よ
る
と
す
る
プ
ッ
ペ
の
見
解

（
２４
）

に
対

し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
自
由
に
販
売
で
き
る
犯
行
手
段
か
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
区
別
に
も
犯
行
の
近
接
さ
に
も
と
づ
く
こ
と
に
も

異
論
を
唱
え
る
。「
計
画
的
な
毒
殺
の
場
合
に
悪
意
の
あ
る
販
売
者
の
可
罰
性
が
、
正
犯
者
が
記
載
義
務
の
あ
る
毒
薬
を
購
入
し
た
の
か
、

そ
れ
と
も
自
分
で
調
合
す
る
た
め
に
自
由
に
手
に
入
る
成
分
を
購
入
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う

ニ
ー
ダ
ー
マ
イ
ア
ー
の
批
判

（
２５
）

を
引
用
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
当
罰
性
の
観
点
か
ら
理
解
で
き
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
自
由
な
販
売
の
禁
止

は
、
事
故
や
過
失
に
よ
る
法
益
侵
害
の
防
止
に
比
べ
て
、
─
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
自
由
に
利
用
で
き
る
品
物
で
遂
行
す
る
─
故
意
犯
の
防
止

六
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（
七
四
）

に
は
あ
ま
り
働
か
な
い
、
と
い
う
点
を
見
過
ご
す
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
論
難
す
る

（
２６
）

。

ま
た
、
犯
行
の
近
接
さ
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
、
プ
ッ
ペ
は
、
予
備
の
段
階
で
は
、
正
犯
者
が
実
際
に
犯
行
を
行
う
か
ど
う
か
知
り
得

な
い
が
、
犯
行
直
前
の
場
合
に
は
も
は
や
他
の
方
法
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
点
を
根
拠
と
す
る
が
、
正
犯

者
は
、
犯
行
の
前
で
も
ま
た
そ
の
開
始
後
で
あ
っ
て
も
な
お
、
中
止
し
た
り
手
を
引
く
か
ど
う
か
、
手
中
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幇
助

は
、
た
い
て
い
予
備
の
段
階
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
な
ぜ
そ
の
事
情
が
不
可
罰
を
も
た
ら
す
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
、
と

（
２７
）

。

⑻　

ヴ
ォ
ー
ラ
ー
ス
は
、
日
常
行
為
の
可
罰
性
を
三
つ
の
客
観
的
に
定
め
ら
れ
た
状
況
に
制
限
し
て
い
る
。
一
定
の
詳
細
な
規
範
の
侵

害
の
場
合
、
保
護
な
い
し
援
助
義
務
違
反
、
そ
れ
に
あ
る
行
為
が
犯
罪
的
な
目
標
の
利
用
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
る

（
２８
）

。
ロ
ク
シ

ン
は
、
第
三
の
ケ
ー
ス
は
、
犯
罪
的
意
味
連
関
の
現
象
形
式
で
あ
る
が
、
前
二
者
は
、
既
述
し
た
よ
う
に
あ
ま
り
に
制
限
的
で
あ
る
と
い

う
（
２９
）

。⑼　

ロ
ク
シ
ン
に
よ
っ
て
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
正
犯
者
の
犯
罪
決
意
の
確
実
な
認
識
の
あ
る
場
合
と
事
後
に
生
じ
る
様
々
な
可
能
性
を

予
期
し
た
場
合
と
の
区
別
に
対
す
る
異
論
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
は
、
信
頼
の
原
則
が
、
そ
の
結
果
を
考
慮
に
入
れ
た
場

合
に
は
あ
て
は
ま
る
が
、
そ
の
発
生
を
確
実
に
認
識
し
た
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
し
っ
か
り
と
支
え
ら
れ
た
根
拠
を

欠
く
と
考
え
て
い
る

（
３０
）

。
こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
こ
の
場
合
に
、
信
頼
の
原
則
が
、
一
般
的
に
承
認
さ

れ
て
い
る
客
観
的
な
帰
属
の
原
理
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
、
と
。
何
か
を
確
か
に
知
っ
て
い
る
者
は
、
論
理
的
に

そ
の
反
対
の
こ
と
を
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
信
用
す
る
わ
け
が
な
い
。
状
況
か
ら
見
て
被
幇
助
者
の
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
が

知
覚
で
き
る
の
で
な
い
限
り
、
一
般
的
な
懸
念
を
抱
い
て
い
る
だ
け
の
者
は
、
彼
に
頼
ま
れ
た
援
助
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

り
、
彼
の
合
法
的
な
行
為
を
信
頼
し
て
良
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
機
能
的
に
作
用
す
る
社
会
生
活
は
不
可

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
七
五
）

能
と
な
る
だ
ろ
う
。
日
常
行
為
は
、
許
さ
れ
た
危
険
の
中
に
あ
り
、
そ
の
現
象
形
式
に
信
頼
の
原
則
も
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

こ
こ
で
行
っ
た
区
分
化
は
、
決
し
て
こ
の
た
め
だ
け
の
構
成
な
の
で
は
な
く
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
帰
属
原
則
の
一
適
用
な
の
で
あ
る

（
３１
）

。

⑽　

ま
た
、
ベ
ケ
ン
パ
ー
は
、「
誰
で
も
、
通
常
、
他
人
が
故
意
の
犯
罪
行
為
を
行
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
信
頼
し
う
る
。

し
か
し
、
未
必
の
故
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
幇
助
者
は
、
正
犯
者
が
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
い
だ
ろ
う
と
信
頼
し
て
は
い
な
い

（
３２
）

。」
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
た
と
え
ば
、
ね
じ
回
し
の
販
売
者
が
、
怪
し
げ
に
見
え
る
購
入
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
侵
入
を
行
う
つ
も
り
で
あ
る
か
否

か
気
を
も
ん
だ
と
し
て
も
、
犯
罪
行
為
は
起
こ
ら
な
い
と
信
頼
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
認
識
の
あ
る
過
失
で
行
為
を
行
っ
て
い
る

だ
け
で
不
可
罰
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
命
題
は
、「
疑
い
を
持
っ
て
い
る
」
寄
与
者
の
可
罰
性
に
つ
い
て
、
一
般
的
な
未
必
の
故
意

と
認
識
の
あ
る
過
失
と
の
区
別
の
問
題
で
あ
り
、
信
頼
の
原
則
は
そ
れ
に
何
も
付
け
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ク

シ
ン
は
、
こ
れ
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
。
信
頼
の
原
則
は
、
許
さ
れ
た
危
険
の
明
確
な
表
れ
と
し
て
客
観
的
な
構
成
要
件
の
帰
属
に
該
当

す
る
。
信
頼
の
原
則
が
介
入
す
る
場
合
、
ね
じ
回
し
の
販
売
者
が
怪
し
げ
に
見
え
る
購
入
者
に
よ
る
計
画
さ
れ
た
利
用
に
つ
い
て
知
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
幇
助
の
客
観
的
な
構
成
要
件
に
当
た
ら
な
い
の
で
、
も
は
や
主
観
的
な
構
成
要
件
や
未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ

る
過
失
と
の
区
別
も
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
販
売
者
が
購
入
者
に
よ
る
犯
罪
遂
行
を
真
剣
に
心
配
し
た
の
か
そ
れ
と
も
最
終
的
に
そ
の
法

へ
の
忠
実
を
信
頼
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る

（
３３
）

。

⑾　

上
述
の
よ
う
な
議
論
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
自
己
の
見
解
に
も
と
づ
い
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
ド
イ
ツ
の
判
例
に
つ
い
て
論
評
す
る
。

こ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
Ｒ
Ｇ
の
判
例
の
う
ち
、
売
春
宿
の
所
有
者
に
対
す
る
パ
ン
屋
や
肉
屋
の
提
供
を
売
春
斡
旋
の
幇
助
と
し
て
処

罰
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
判
断
（R

G
S

t３９, ４４, ４８

）
を
正
当
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
食
品
の
摂
取
は
合
法
で
あ
り
、
決
し
て
犯

罪
の
促
進
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
的
意
味
連
関
を
欠
く
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
売
春
宿
に
ワ
イ
ン
を
提
供
し

六
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十
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巻
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号
（
二
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一
一
年
七
月
）

（
七
六
）

た
場
合
に
つ
い
て
特
別
な
方
法
で
売
春
行
為
を
促
進
し
た
と
す
る
Ｒ
Ｇ
の
判
断

（
３４
）

に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に
厳
し
す
ぎ
る
と
い
う
。
ワ
イ
ン

は
、
一
般
的
で
、
売
春
の
客
だ
け
で
は
な
く
ふ
つ
う
の
嗜
好
品
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
犯
罪
的
意
味
連
関
が
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ

る
（
３５
）

。ま
た
、
売
り
上
げ
に
つ
い
て
納
税
義
務
者
に
よ
る
そ
れ
か
ら
生
じ
る
売
上
税
の
脱
税
の
際
に
─
従
業
員
な
ど
の
─
あ
ら
ゆ
る
協
働
が
納

税
違
反
の
幇
助
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
を
退
け
た
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（B

G
H

R
 S

tG
B

§２７A
bs. １H

ilfeleisten３.

）
を
、
犯
罪
的
意
味

連
関
を
欠
く
事
例
と
し
て
、
妥
当
と
す
る

（
３６
）

。

以
上
に
対
し
て
、
薬
物
の
売
人
を
犯
行
地
ま
で
車
で
送
っ
た
者
（B

G
H

 G
A

１９８１, １３３

）
や
侵
入
者
を
そ
こ
に
タ
ク
シ
ー
で
出
迎
え
た
者

（B
G

H
S

t４, １０７

）
は
、
窃
盗
幇
助
者
あ
る
い
は
犯
人

護
者
と
し
て
正
当
に
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
タ
ク
シ
ー
の
走
行
は
、

窃
盗
犯
に
と
っ
て
も
っ
ぱ
ら
犯
罪
促
進
的
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
、
と

（
３７
）

。

日
常
行
為
に
関
す
る
最
近
の
議
論
で
ま
ず
最
初
に
問
題
と
な
っ
た
一
九
九
三
年
の
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
の
判
決
（S

chw
eiz. B

G
E

１１９ 

（１９９３

）, ２８９, N
r. ５５.

）
に
つ
い
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
こ
こ
で
支
持
し
た
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
事
案
は
、
ア
フ
リ
カ
産
の

羚
羊
の
肉
を
売
却
し
て
い
た
者
が
、
買
い
手
が
そ
の
肉
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
野
生
の
肉
と
偽
っ
て
、
詐
欺
行
為
で
販
売
す
る
こ
と
を
知
っ

て
お
り
、
詐
欺
の
幇
助
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
、
納
入
者
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
野
生
の
肉
と
見
せ
か
け
た
場
合
に
の
み
儲

け
に
な
る
販
売
と
な
り
う
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、「
そ
の
納
入
は
、
可
罰
的
な
行
為
な
し
に
は
意
味
が
な
い
の
で
あ
り
、
犯
罪
的
意
味

連
関
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
し
て
、
可
罰
的
な
幇
助
を
採
用
し
た

（
３８
）

。
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
れ
に
な
に
も
付
け
加
え
る
こ
と
は
な

い
と
す
る

（
３９
）

。

そ
し
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
第
五
部
の
原
則
的
な
判
例
と
し
て
、
一
九
九
八
、
一
九
九
九
、
二
〇
〇
〇
年
の
判
決
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
七
七
）

第
一
の
判
決
は
、
背
任
の
幇
助
で
起
訴
さ
れ
た
公
証
人
に
関
す
る
事
件
で
あ
る
（B

G
H

 N
S

tZ
 R

R
１９９９, １８４

）。
こ
の
公
証
人
は
、
次
の

よ
う
な
根
拠
で
彼
の
行
為
を
不
可
罰
で
あ
る
と
説
明
し
た
。「
職
業
上
相
当
な
枠
内
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
委
任
に
よ
り
公
証
人
の

仕
事
に
ふ
さ
わ
し
い
任
務
を
守
っ
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
中
立
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
可
罰
的
な
行
為
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
少
な
く

と
も
そ
の
よ
う
な
行
為
の
場
合
に
、
条
件
付
き
の
故
意
だ
け
で
は
、
…
幇
助
を
認
め
る
の
に
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。」
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
そ
れ

に
異
論
を
唱
え
、
被
告
人
は
「
職
業
類
型
的
な
許
さ
れ
た
危
険
」
の
限
度
を
超
え
、「『
認
識
可
能
で
あ
る
犯
行
傾
向
の
あ
る
正
犯
者
を
促

進
さ
せ
た
』」「
そ
の
前
提
の
下
で
は
、
単
な
る
条
件
付
き
の
故
意
の
承
認
は
背
任
の
幇
助
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
。」
こ
の
判
決
は
、
正

犯
者
の
犯
行
決
意
に
関
す
る
確
実
と
は
い
え
な
い
認
識
の
場
合
に
、
こ
こ
で
支
持
さ
れ
た
見
解
に
よ
っ
て
信
頼
の
原
則
を
顧
慮
し
て
、
そ

の
前
提
に
利
用
さ
れ
る
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
に
も
そ
の
適
用
を
拒
否
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う

（
４０
）

。

第
二
の
判
決
は
、
詐
欺
の
幇
助
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
弁
護
士
の
事
案
で
あ
る
（B

G
H

 N
S

tZ
２０００, ３４

）。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
正
犯
者
の
行
為
が
も
っ
ぱ
ら
可
罰
的
な
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
、
こ
の
こ
と
を
幇
助
を

行
う
者
が
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
寄
与
は
幇
助
行
為
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
彼
の
作
為
は
い
つ

で
も
『
日
常
的
な
性
質
』
を
失
う
の
で
あ
る
。
他
方
、
幇
助
を
行
う
者
が
、
彼
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
寄
与
が
ど
の
よ
う
に
正
犯
行
為
者
に

よ
っ
て
利
用
さ
れ
る
の
か
知
ら
な
か
っ
た
り
、
単
に
彼
の
作
為
が
犯
罪
行
為
の
遂
行
に
役
立
ち
う
る
と
考
え
た
場
合
に
は
、
彼
の
行
為
は
、

通
常
、
彼
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
被
幇
助
者
の
可
罰
的
な
行
為
の
危
険
が
、
幇
助
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
の
あ

る
正
犯
者
の
促
進
を
図
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
程
度
に
達
し
、
可
罰
的
な
幇
助
行
為
と
し
て
未
だ
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
ロ

ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
に
、
確
実
と
は
い
え
な
い
認
識
に
関
し
て
、
前
の
背
任
判
決
の
原
則
に
結
び
付
け
ら
れ
て
、
さ
ら
に
確
実

な
認
識
と
単
に
可
能
で
あ
る
と
思
う
こ
と
と
の
区
別
が
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
犯
罪
的
な
意
味
連
関
の
必
要
性
は
明
示
的
に
は
語
ら
れ
て
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法
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十
七
巻
第
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（
二
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年
七
月
）

（
七
八
）

い
な
い
が
、「
正
犯
行
為
者
の
行
為
が
も
っ
ぱ
ら
あ
る
可
罰
的
な
行
為
を
行
う
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
暗
に
指

し
て
い
る
、
と
分
析
す
る
。
こ
う
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
新
し
い
判
例
に
お
い
て
、
こ
こ
で
展
開
さ
れ
た
解
決
が
普
及
す
る
に
至
っ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
し
て
い
る

（
４１
）

。

第
三
の
判
決
（B

G
H

S
t４６, １０７

）
で
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
既
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
事
件
で
示
さ
れ
た
一
般
的
に
妥
当
す
る
と
説
明
さ
れ
た
原

則
を
脱
税
に
利
用
さ
れ
た
外
国
へ
の
資
金
移
動
の
際
の
銀
行
職
員
の
協
力
の
問
題
に
転
用
し
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
文
言
的
に
そ
こ
で
の
判

断
の
原
則
を
繰
り
返
し
て
、
数
多
く
の
文
献
上
の
反
対
の
意
見
を
否
定
す
る
。
そ
の
際
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
次
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

被
告
の
銀
行
職
員
が
匿
名
の
金
銭
の
振
り
替
え
が
顧
客
の
脱
税
意
図
の
一
部
で
あ
る
と
確
実
に
認
識
し
て
い
る
の
か
、
確
実
に
は
知
ら
な

い
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
意
図
を
考
え
に
入
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
顧
客
の
認
識
可
能
な
犯
行
傾
向
が
幇
助
の
可
罰
性
を
生
む
、
と
い
う

こ
と
を
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
そ
れ
に
ま
っ
た
く
賛
成
し
て
い
る

（
４２
）

。

以
上
に
見
た
よ
う
に
、
ロ
ク
シ
ン
は
、「
中
立
的
行
為
」
と
か
「
職
業
的
行
為
」
と
い
う
範
疇
化
に
よ
る
特
別
な
処
理
に
は
反
対
し
、

一
般
的
な
幇
助
犯
の
成
立
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
う
。
そ
し
て
、
寄
与
と
正
犯
結
果
と
の
間
に
お
け
る
因
果
的
な
危
険
増
加
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
を
前
提
と
し
て

（
４３
）

、
日
常
行
為
に
つ
い
て
、
一
般
に
「
信
頼
の
原
則
」
の
適
用
に
よ
っ
て
許
さ
れ
た
危
険
と
し
て
不
可
罰
と
す
る
結

論
を
導
き
、
そ
の
射
程
外
に
あ
る
行
為
に
つ
い
て
、「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
罰
的
幇
助
の
限
界

づ
け
を
図
る
の
で
あ
る

（
４４
）

。

三
、
日
本
で
の
議
論

日
常
行
為
な
い
し
中
立
的
行
為
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
で
の
盛
ん
な
議
論
の
影
響
を
受
け
て
、
近
時
、
日
本
で
も
─
そ
れ
ら
の
議
論
を
参
考
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
七
九
）

と
し
な
が
ら
─
、
興
味
深
い
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
基
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
大
別
し
て

二
つ
の
タ
イ
プ
を
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
つ
は
、
正
犯
結
果
と
の
関
連
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
見
解

で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
と
関
連
さ
せ
て
こ
の
問
題
の
解
決
を
目
指
す
見
解
で
あ
る
。

⑴　

正
犯
結
果
と
の
関
連
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ

〔
ⅰ
〕　

蓋
然
性
判
断
の
援
用
─
仮
定
的
代
替
原
因
の
考
慮

さ
て
、
日
本
で
は
、
前
述
し
た
因
果
的
共
犯
論
の
問
題
を
意
識
し
て

（
４５
）

、
近
時
、
島
田
教
授
は
、
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
蓋
然
性
の
判
断
を
行
い
、
こ
れ
に
よ
り
共
犯
の
成
立
範
囲
の
限
定
を
試
み
る
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る

（
４６
）

。
島
田
教
授
に
よ
れ
ば
、
共

犯
成
立
に
必
要
な
因
果
性
（
結
果
帰
属
基
準
）
は
「
正
犯
者
の
自
律
的
決
定
が
共
犯
者
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
共
犯
行
為
に

よ
っ
て
、
当
該
具
体
的
結
果
と
の
関
係
で
正
犯
行
為
が
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め
ら
れ
、
か
つ
そ
の
作
用
が
当
該
結
果
発
生
に
至
る

正
犯
者
の
最
終
的
行
為
の
時
点
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
」
場
合
に
認
め
ら
れ
る

（
４７
）

。
そ
こ
で
、
蓋
然
性
が
高
め
ら
れ
た
か
否
か
の
判
断
に
お
い

て
、
一
定
の
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り

（
４８
）

、「
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
結
果
が
同
様
に
実
現
さ
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
仮
定
的
代
替
原
因
の
介
入
が
、
共
犯
行
為
の
時
点
に
お
い
て
、
か
な
り
高
度
の
蓋
然
性
を
持
っ
て
見
込
ま
れ
る
場
合
に

（
４９
）

」
は
、
因

果
性
が
否
定
さ
れ
る
と
説
か
れ
、
具
体
的
な
事
例
群
を
挙
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
詳
細
な
分
析
と
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る

（
５０
）

。

こ
の
考
え
は
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
論
を
前
提
と
し
て
、
共
犯
行
為
と
正
犯
（
犯
罪
）
結
果
と
の
間
に
─
コ
ン
デ
ィ
チ
オ
・
シ
ネ
・

ク
ヴ
ァ
・
ノ
ン
の
公
式
の
意
味
で
の
条
件
関
係
（
必
須
条
件
に
限
ら
な
い
）
の
ほ
か
に
─
、
結
果
帰
属
に
と
っ
て
蓋
然
性
（
換
言
す
る
と
、
結

果
発
生
に
対
す
る
相
当
な
危
険
の
発
生
と
も
い
え
よ
う
か
）
を
必
要
と
す
る
立
場
か
ら
、
共
犯
の
成
立
範
囲
に
一
定
の
限
定
を
試
み
る
見
解
で
、
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
八
〇
）

そ
の
蓋
然
性
判
断
に
お
い
て
、
相
当
因
果
関
係
論
で
用
い
ら
れ
る
相
当
性
の
判
断
枠
組
み
を
活
用
し
て
、
─
い
わ
ば
共
犯
の
場
合
に
つ
い

て
も
相
当
因
果
関
係
に
お
け
る
相
当
性
の
判
断
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
─
、
相
当
と
は
い
え
な
い
、
つ
ま
り
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
低
い

寄
与
行
為
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
当
因
果
関
係
論
の
折
衷
説
に
よ
る
と
、
相
当
性
を
判
断
す
る
際
に

基
礎
と
す
る
事
情
は
、
行
為
時
の
事
情
お
よ
び
予
見
可
能
な
将
来
の
事
情
で
あ
る
。
共
犯
の
場
合
に
は
、
正
犯
者
に
よ
る
行
為
と
い
う

（
他
）
人
の
任
意
な
行
為
が
介
在
す
る
の
で
、
こ
の
正
犯
者
の
行
為
の
予
測
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
点
に

お
い
て
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
こ
と
が
不
可
避
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
関
与
行
為
と
結
果
と
の
因
果
性
の
判
断
（「
正
犯
行
為
に
対
す
る
相
当
因
果
関
係
の
起
点
と
な
る
危
険
」）
に
つ
い
て
、
考
慮
さ
れ

る
べ
き
代
替
原
因
を
整
理
し
て
、
次
の
よ
う
な
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る

（
５１
）

。
ま
ず
、
現
実
に
行
わ
れ
た
関
与
行
為
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し

た
ら
、
そ
の
行
為
と
同
様
の
効
果
が
あ
る
行
為
を
、
正
犯
者
あ
る
い
は
第
三
者
が
代
わ
っ
て
行
っ
て
い
た
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
か
否
か

を
検
討
し
、〔
ⅰ
〕
そ
の
よ
う
な
高
度
の
蓋
然
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
当
該
関
与
行
為
の
あ
る
状
態
と
な
い
状
態
と
を
単
純
に

比
較
し
て
正
犯
の
犯
行
実
現
の
蓋
然
性
が
高
め
ら
れ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
。〔
ⅱ
〕
現
実
に
行
わ
れ
た
関
与
行
為
と
同
様
の
効
果
の
あ

る
行
為
が
高
度
の
蓋
然
性
を
持
っ
て
見
込
ま
れ
る
場
合
（
但
し
、
そ
れ
が
犯
罪
行
為
に
当
た
る
場
合
を
除
く
。）
に
は
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て

危
険
性
の
観
点
か
ら
見
て
、
同
様
の
効
果
が
生
じ
て
い
た
か
否
か
を
検
討
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
基
準
に
も
と
づ
い
て
、
提
供
し
た
物
が
利
用
さ
れ
た
場
合
の
物
理
的
因
果
性
に
つ
き
、
侵
入
窃
盗
に
利
用
さ
れ
る
と
知
り
な
が

ら
、
ね
じ
回
し
を
販
売
す
る
と
い
う
具
体
的
事
例
に
関
し
て
、「
明
ら
か
に
同
性
能
の
ね
じ
回
し
が
側
の
他
の
店
で
簡
単
に
買
え
る
場
合
」

に
は
、
因
果
性
を
欠
き
、
不
可
罰
と
な
る
と
説
か
れ
る

（
５２
）

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
ね
じ
回
し
を
販
売
提
供
し
な
い
と
し

て
も
、
正
犯
者
は
付
近
に
あ
る
店
か
ら
も
容
易
に
調
達
で
き
る
た
め
、
犯
行
実
現
の
蓋
然
性
を
高
め
た
と
は
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

六
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因
果
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
正
犯
者
が
居
住
し
、
そ
の
犯
行
圏
内
に
、
ね
じ
回
し
を
販
売
し
て
い
る
店
が
一
軒
し
か
な
い
場
合
や
、
ね
じ
回
し
を

販
売
す
る
店
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
も
の
の
、
他
店
で
販
売
さ
れ
て
い
た
ね
じ
回
し
は
い
ず
れ
も
性
能
が
劣
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
物
理

的
因
果
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
提
供
者
は
可
罰
的
と
も
な
り
得
る
。
そ
れ
で
は
、
近
所
に
親
戚
や
知
り
合
い
が
お
り
、
そ
こ
か

ら
で
も
調
達
で
き
た
と
い
え
る
事
情
が
存
在
し
た
場
合
や
、
正
犯
者
が
も
し
ね
じ
回
し
が
手
に
入
ら
な
け
れ
ば
、
ハ
ン
マ
ー
や
ペ
ン
チ
を

使
っ
て
侵
入
し
よ
う
と
計
画
し
て
い
た
ら
、
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
慮
す
る
諸
事
情
は
、
個
別
の
事
件
に
お
い
て
か

な
り
多
様
で
、
し
か
も
、
─
お
そ
ら
く
、
い
か
に
個
別
具
体
の
事
情
を
積
み
上
げ
て
も
な
お
─
実
は
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
確

と
は
な
ら
な
い
（
つ
ま
り
不
確
定
な
）
場
合
も
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
同
一
の
寄
与
行
為
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
、
販
売
店
舗
の
多

寡
や
そ
こ
で
販
売
さ
れ
て
い
る
商
品
の
性
能
次
第
で
、
犯
罪
が
成
立
し
た
り
、
し
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
結
論
と
、
法

益
保
護
と
い
う
観
点
─
被
害
者
の
侵
害
利
益
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
─
は
、
ど
の
よ
う
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
の
前
の

客
が
犯
行
に
利
用
す
る
こ
と
を
承
知
し
な
が
ら
商
品
を
提
供
し
、
購
入
者
が
実
際
に
そ
れ
を
用
い
て
住
居
侵
入
窃
盗
を
行
っ
た
と
い
う
、

現
実
に
生
じ
た
事
実
は
、
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
犯
行
に
役
立
ち
得
る
品
物
を
提
供
し
、
そ
れ
を
犯
行
手
段
と
し
て
用
い
て
犯
罪

が
遂
行
さ
れ
た
場
合
、
提
供
か
ら
犯
罪
結
果
に
至
る
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
に
、
特
段
の
不
相
当
な
事
情
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
犯
罪
結
果
と
の
（
物
理
的
）
因
果
性
が
認
め
ら
れ
た
り
、
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
帰
結
に
は
、
理
解
し
に
く
い

面
の
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（
５３
）

。

そ
も
そ
も
、
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
寄
与
行
為
と
正
犯
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
犯
罪
結
果
と
の
関
係
で
あ
る
。
幇
助
を
そ
の

作
用
に
着
目
し
て
機
能
的
に
観
察
す
る
と
、
犯
行
手
段
の
提
供
、
犯
行
機
会
の
提
供
、
利
益
の
提
供
や
情
報
の
提
供
そ
れ
に
直
接
の
犯
行
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二
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へ
の
現
場
関
与
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
は
、
そ
れ
を
充
た
す
結
果
と
の
客
観
的
な
事
実
と
し
て
、
犯
行
の
た
め
に
提
供
さ
れ

た
物
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
が
、
実
際
に
正
犯
の
犯
行
に
そ
の
作
用
を
及
ぼ
し
、
結
果
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
侵
入
に
役
立
ち
得
る
性
質
を
備
え
る
物
品
を
販
売
提
供
し
、
購
入
者
が
実
際

に
こ
れ
を
利
用
し
て
犯
行
を
行
い
、
侵
入
を
果
た
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
提
供
行
為
と
侵
入
結
果
と
は
疑
い
も
な
く
因
果
的
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
販
売
し
た
物
品
が
侵
入
の
犯
行
に
役
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
犯
罪
の
実
現
に
と
っ
て
役
立
ち
得
る
性
質
を
有
す
る
限
り
、

い
つ
で
も
法
益
を
攻
撃
す
る
の
に
利
用
で
き
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
法
益
を
侵
害
し
た
り
危
険
に
す
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
、
─
実
際
に
起
き
た
出
来
事
以
外
の
事
情
を
考
慮
し
た
り
、
そ
れ
と
比
較
し
た
り
す
る
こ
と
な
く
─
現
実
に
正
犯
者
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
た
具
体
的
な
犯
罪
結
果
と
の
関
係
に
お
け
る
寄
与
行
為
自
体
の
危
険
性
を
判
断
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
。
正
犯
者
や
第
三
者

の
選
択
的
な
行
為
の
確
率
は
、
現
実
に
生
起
し
た
事
実
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
事
責
任
は
、
過
去
の
行
為
事
実
に
対
し
て
生
じ

る
も
の
で
、
そ
の
事
実
の
発
生
可
能
性
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
に
起
き
た
出
来
事
は
一
つ
で

あ
っ
て
、
他
の
起
こ
り
得
た
事
情
を
想
定
し
て
、
そ
れ
と
の
比
較
を
通
じ
て
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
を
判
断
す
る
と
い
う
方
法
は
、
現
実

に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
仮
想
事
情
を
基
準
に
判
断
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
非
現
実
の
仮
想
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
真
に

確
た
る
仮
定
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
も
、
─
論
者
の
詳
細
な
分
析
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
々
な
あ
り
得
る
事
情
は
際
限
な
く
（
自
由
に
）

想
定
で
き
る
余
地
も
あ
り
─
、
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
５４
）

。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
不
確
か
で
曖
昧
な
基
準
に

よ
っ
て
、
刑
事
責
任
の
有
無
に
直
結
す
る
判
断
を
行
う
こ
と
に
、
疑
問
も
生
じ
よ
う
。
単
独
（
正
）
犯
の
場
合
に
も
、
し
ば
し
ば
仮
定
的

条
件
の
設
定
に
関
し
て
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
共
犯
の
場
合
に
持
ち
込
む
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す

る
と
い
う
方
法
の
採
用
に
は
、
疑
問
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い

（
５５
）

。
ロ
ク
シ
ン
も
、
一
貫
し
て
仮
定
的
代
替
条
件
を
考
慮
す
る
こ
と
は
妥
当
で
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な
い
と
述
べ
て
い
る

（
５６
）

。

ま
た
、
島
田
教
授
は
、
日
常
行
為
な
い
し
中
立
的
行
為
と
幇
助
犯
の
成
立
の
問
題
を
、
蓋
然
性
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
そ
の
解

決
を
図
っ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
の
議
論
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
テ
ー
マ
は
、
寄
与
行
為
の
不
法
性
に
（
も
）
関

連
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
の
性
質
上
、
因
果
関
係
論
に
よ
っ
て
解
消
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
山
中
教
授
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
中
立
的
行
為
の
幇
助
の
成
立
要
件
の
問
題
が
、
仮
定
的
代
替
原
因
の
考
慮
と
い
う
一
般
的
な
因
果
関
係
の
問

題
に
還
元
さ
れ
て
い
る
点
」
に
問
題
が
あ
ろ
う

（
５７
）

。

島
田
教
授
と
ほ
ぼ
同
様
の
手
法
で
、
事
例
を
細
分
化
し
た
う
え
で
、
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
し
つ
つ
可
罰
的
幇
助
が
成
立
す
る
要
件

に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
を
行
い
、
そ
の
精
緻
化
を
試
み
ら
れ
る
西
貝
氏
は
、
─
あ
た
か
も
幇
助
犯
処
罰
の
た
め
の
要
件
事
実
の
マ
ニ
ュ
ア

ル
と
も
呼
ぶ
べ
き
─
そ
の
詳
細
な
要
件
の
検
討
に
お
い
て
、
先
に
例
示
し
た
物
の
提
供
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
他
の
店
で
当
該
物
と
同
種

の
物
を
買
え
た
こ
と
ま
で
考
慮
す
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
し
て
、
島
田
説
の
結
論
に
反
対
し
て
お
ら
れ
る

（
５８
）

。
こ
の
こ
と
は
、
仮
定
す
る
代

替
原
因
の
設
定
や
範
囲
が
、
論
者
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
く
、
可
変
的
で
あ
る
と
い
う
実
情
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し

て
、
可
罰
的
幇
助
と
な
る
か
否
か
の
結
論
も
分
れ
る
こ
と
に
な
る
。
同
一
の
寄
与
行
為
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
想
定
す
る
代
替
原
因
に

よ
っ
て
結
論
が
左
右
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
考
慮
す
る
代
替
原
因
の
選
択
や
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
も
明
確
で
は
な
い
と
す
る
と
、
い
っ
た

い
市
民
は
、
何
を
頼
り
に
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
範
囲
や
限
界
を
判
断
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
刑
法
が
刑
罰
法
規
を
明
確
な
形

で
公
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
般
市
民
に
対
し
て
犯
罪
行
為
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
範
囲
を
明
ら
か
に
し
、
犯
罪
か
ら
遠
ざ
け
る
一
般
予

防
的
機
能
を
果
た
す
と
同
時
に
、
可
罰
範
囲
を
は
っ
き
り
と
限
界
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
範
囲
外
の
行
為
の
自
由
を
絶
対
的
に
保

障
す
る
と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
す
る
と
、
分
厚
い
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
読
ま
な
け
れ
ば
可
罰
範
囲
が
理
解
で
き
ず
、
し
か
も
そ
の
マ
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ニ
ュ
ア
ル
に
は
内
容
の
異
な
る
複
数
の
版
が
流
通
し
て
い
る
と
い
う
状
況
は
、
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

刑
法
解
釈
学
が
、
刑
法
の
一
般
予
防
的
機
能
な
ら
び
に
自
由
保
障
機
能
の
促
進
に
も
奉
仕
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
幇
助
」
と
い
う
多
義
的
な
概
念
に
つ
い
て
、
刑
法
が
内
在
さ
せ
て
い
る
基
本
原
理
や
認
識
で
き
る
刑
法
体
系

（
５９
）

に
も
と
づ
い
て
合
理
的
に

可
罰
性
を
導
く
明
確
な
指
針
な
い
し
基
準
を
示
す
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
刑
法
解
釈
学
の
目
的
な
い
し
課

題
に
照
ら
し
て
、
一
般
市
民
が
信
頼
し
得
る
行
為
規
範
を
明
確
に
提
示
す
る
必
要
も
重
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詳
細
な
個
別
事
案
に
お
け

る
様
々
な
事
情
─
仮
定
事
情
も
含
め
て
─
を
勘
案
し
な
け
れ
ば
、
可
罰
的
と
な
る
か
否
か
、
有
罪
か
無
罪
か
判
断
で
き
な
い
と
す
る
解
釈

の
提
案
だ
け
で
は
、
残
念
な
が
ら
、
そ
の
目
的
を
十
分
に
達
成
し
て
い
る
と
は
評
価
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
わ
た
く
し
と
し
て
は
、

こ
の
観
点
か
ら
も
、
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
判
断
方
法
に
は
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
。

〔
ⅱ
〕　

客
観
的
帰
属
論
─
危
険
創
出
・
実
現
連
関

客
観
的
帰
属
論
の
立
場
か
ら
、
実
行
行
為
に
対
す
る
特
殊
な
危
険
の
創
出
お
よ
び
正
犯
の
実
行
の
着
手
へ
の
危
険
の
実
現
を
、
正
犯
結

果
を
援
助
行
為
に
帰
属
さ
せ
る
要
件
と
し
、
そ
れ
ら
の
判
断
を
通
じ
て
解
決
を
試
み
て
お
ら
れ
る
の
が
、
山
中
教
授
で
あ
る

（
６０
）

。
山
中
教
授

に
よ
れ
ば
、
片
面
的
幇
助
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
犯
罪
に
使
用
さ
れ
る
と
知
り
な
が
ら
法
禁
物
を
提
供
す
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
法
的

に
否
認
さ
れ
た
危
険
創
出
行
為
に
該
当
し
可
罰
的
幇
助
と
な
る
の
に
対
し
て
、
日
常
使
用
危
険
物
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
犯
罪
に
使
用

さ
れ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
犯
罪
計
画
を
知
っ
て
い
る
と
き
は
許
さ
れ
ざ
る
危
険
創
出
は
肯
定
さ
れ
る
も
の
の
、
─
取
引

関
係
が
非
個
人
的
・
画
一
的
で
─
犯
行
を
知
ら
な
い
場
合
に
も
間
違
い
な
く
販
売
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
行
為
が
行
わ
れ
る
危

険
を
増
加
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
危
険
実
現
連
関
が
否
定
さ
れ
、
不
可
罰
と
な
る

（
６１
）

。
ま
た
、
日
常
的
業
務
行
為
の
範
囲
内
の
役
務
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の
提
供
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
業
務
の
範
囲
内
で
行
為
し
た
か
ど
う
か
を
基
準
に
し
て
、
可
罰
的
幇
助
の
成
否
が
判
断
さ
れ
る

（
６２
）

。

こ
の
見
解
の
特
徴
は
、
寄
与
行
為
が
結
果
に
対
し
て
客
観
的
な
責
任
を
生
じ
る
要
件
と
し
て
、（
事
前
判
断
と
し
て
の
）
危
険
創
出
お
よ

び
（
事
後
判
断
と
し
て
の
）
結
果
へ
の
危
険
実
現
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る
客
観
的
帰
属
論
の
立
場
か
ら
、
中
立
的
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
、

危
険
創
出
お
よ
び
危
険
実
現
の
有
無
の
判
断
を
通
じ
て
、
幇
助
犯
の
成
立
を
限
界
づ
け
よ
う
と
試
み
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
日
常
取
引
活
動
に
お
い
て
、
犯
行
に
も
役
立
ち
得
る
品
物
を
、
購
入
者
が
犯
罪
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
販

売
し
た
場
合
に
、
犯
罪
の
実
現
を
促
進
す
る
有
効
な
手
段
の
提
供
と
し
て
危
険
創
出
を
認
め
な
が
ら
、
現
実
に
そ
の
購
入
者
が
そ
の
商
品

を
利
用
し
て
犯
罪
を
実
行
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
の
中
に
危
険
の
実
現
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
す
る
理
由
が
、
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
犯
行
に
役
立
つ
物
を
提
供
し
、
そ
れ
が
実
際
に
利
用
さ
れ
て
犯
行
の
役
に
立
っ
た
と
す
れ
ば
、
危

険
を
創
出
し
、
そ
れ
が
現
実
化
し
た
と
評
価
・
判
断
す
る
こ
と
も
、
客
観
的
帰
属
論
の
見
地
に
お
い
て
理
論
上
ま
っ
た
く
支
障
が
な
い
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
山
中
教
授
が
、
危
険
実
現
連
関
を
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
取
引
関
係
が

非
個
人
的
で
画
一
的
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
日
常
的
業
務
の
範
囲
に
属
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
も

し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
事
情
が
危
険
実
現
連
関
を
否
定
す
る
根
拠
に
な
る
の
か
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

山
中
教
授
の
見
解
に
よ
る
と
、
注
文
依
頼
に
も
と
づ
く
職
人
へ
の
支
払
に
つ
い
て
そ
の
職
人
が
収
入
と
し
て
計
上
せ
ず
脱
税
を
行
っ
て

い
る
場
合
な
ど
に
つ
い
て
、
危
険
実
現
を
否
定
し
て
い
る
が
、
ロ
ク
シ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
幇
助
に
は
犯
行
を
容
易
に
し
た
り
確
実

に
す
る
場
合
の
ほ
か
、
可
能
に
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
収
入
が
な
け
れ
ば
、
お
よ
そ
脱
税
は
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
容

易
に
し
た
り
確
実
に
す
る
寄
与
以
上
に
可
罰
性
が
高
い
場
合
も
あ
り
得
る

（
６３
）

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
寄
与
に
つ
い
て
、
正
犯
結
果
に
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
八
六
）

対
す
る
危
険
増
加
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
結
果
帰
属
を
否
認
す
る
と
い
う
方
法
が
、
一
般
的
な
客
観
的
帰
属
の
考
え
方
と
一
致
す
る
か
ど

う
か
も
疑
問
が
残
る
。

山
中
教
授
は
、
一
般
の
物
の
提
供
の
場
合
で
も
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
業
務
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
と
き
は
、
危
険

創
出
を
肯
定
で
き
る
と
し
て
も
、
危
険
実
現
を
否
定
し
、
不
可
罰
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
職
業
的
相
当
性
を
基
準

と
し
て
判
断
を
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
そ
し
て
、
な
ぜ
画
一
的
で
没
個
人
的
な
取
引
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
、
客
観
的
帰
属
に
お
け
る
危
険
実
現
連
関
の
判
断
に
違
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
業
務
と
し
て
提

供
さ
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
知
り
合
い
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
の
か
と
い
う
、
提
供
者
と
正
犯
者
と
の
社
会
的
人
間
関
係
が
、
客
観
的
帰

属
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
結
果
帰
属
を
左
右
す
る
要
素
と
な
る
根
拠
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
法
禁
物
と
そ
う
で
な
い
物
を
区
別
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
対
し
て
も
、
既
に
見
た
ロ
ク
シ
ン
の
批
判
（
本
稿
二
⑺
参
照
）
を
想
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
指
摘
し
た
疑
念
は
、
根
本
的
に
は
、
規
範
的
な
合
法
性
に
関
わ
る
価
値
中
立
性
の
判
断
と
危
険
性
の
判
断
と
が
、
明
確
に
区
別

さ
れ
ず
、
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
、
混
在
す
る
形
で
規
範
的
な
価
値
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
点
に
根
差
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
方
法
論
的
な
欠
陥
を
、
事
案
の
類
型
化
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
の
基
準
に
よ
っ
て
は
、
日
常
行

為
に
対
し
て
、
事
前
判
断
と
し
て
の
危
険
創
出
が
認
め
ら
れ
な
い
行
為
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
行
為
、
許
さ
れ
た
危
険
の
範
囲
内
の
危
険

実
現
行
為
、
そ
し
て
も
は
や
許
さ
れ
な
い
危
険
の
可
罰
的
で
あ
る
実
現
行
為
を
、
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
（
６４
）

。松
宮
教
授
は
、
客
観
的
帰
属
論
の
下
で
、「
日
常
的
な
取
引
は
所
与
の
前
提
と
し
て
、
そ
の
犯
行
惹
起
力
は
無
視
さ
れ
る
と
い
う
帰
属

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
八
七
）

ル
ー
ル
が
あ
る
と
解
す
べ
き
」
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る

（
６５
）

。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
詳
し
い
説
明
を
欠
い
て
お
り
、
そ
の
根
拠
が
審
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。

⑵　

共
犯
の
処
罰
根
拠
論
に
よ
る
ア
プ
ロ
ー
チ

〔
ⅰ
〕　

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
危
険
感

曲
田
教
授
は
、
─
因
果
的
共
犯
論
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
─
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
、
シ
ュ
ー
マ
ン
が
説
い
て
い
る
よ
う
な
正
犯

不
法
と
の
連
帯
化
に
求
め
る
見
解
に
示
唆
さ
れ
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
点
に
あ
る
と
理
解
し
、
幇
助
の
不

法
の
本
質
を
行
為
の
ル
ー
ル
（
な
い
し
義
務
）
違
反
性
（
行
為
無
価
値
）
に
求
め
、
こ
れ
を
基
準
と
し
て
日
常
行
為
に
対
す
る
可
罰
性
の
成

否
を
判
断
す
る
見
解
を
提
示
さ
れ
て
い
る

（
６６
）

。

曲
田
教
授
は
、
基
本
的
に
確
定
的
故
意
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
寄
与
行
為
の
場
合
は
高
い
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ル
違
反
性
が
認
め
ら
れ
従
犯
と

な
る
が
、
不
確
定
故
意
の
場
合
に
は
確
定
的
故
意
の
場
合
と
比
較
し
て
格
段
に
低
い
レ
ベ
ル
の
ル
ー
ル
違
反
性
し
か
認
め
ら
れ
ず
、
従
犯

は
否
定
さ
れ
る
と
説
か
れ
る

（
６７
）

。
し
か
し
、
犯
罪
行
為
に
利
用
さ
れ
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
る
場
合
は
、「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
と
っ
て
耐

え
難
い
悪
し
き
手
本
と
し
て
市
民
が
受
け
と
め
る
こ
と
に
な
る
状
況
」
に
至
る
程
度
の
可
罰
的
な
ル
ー
ル
違
反
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
構
わ
な
い
と
認
容
し
た
場
合
に
だ
け
、
高
い
ル
ー
ル
違
反
性
が
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
犯
行
利
用
へ
の
可
能
性

を
認
識
し
て
い
た
が
、
ま
ず
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
安
易
に
判
断
し
た
場
合
は
、
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
一
連

の
問
い
に
、
明
確
に
答
え
得
る
程
度
に
十
分
使
用
可
能
な
基
準
と
い
え
る
の
か
と
い
う
点
で
、
や
は
り
問
題
を
残
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
あ
ま
り
に
抽
象
的
基
準
に
過
ぎ
、
ど
の
よ
う
な
結
論
で
も
導
き
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
中
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
八
八
）

る
よ
う
に
、
確
定
的
故
意
と
不
確
定
的
故
意
と
の
区
別
に
よ
っ
て
危
険
判
断
を
行
う
こ
と
は
、
方
法
論
と
し
て
不
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う

（
６８
）

。

曲
田
教
授
が
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
、
正
犯
結
果
の
み
な
ら
ず
、
共
犯
者
自
身
の
不
法
に
も
着
眼
さ
れ
て
い
る
点
は
、
─
日
本

の
結
果
無
価
値
論
に
も
と
づ
く
因
果
共
犯
論
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
結
果
と
行
為
と
を
対
立
す
る
概
念
と
捉
え
て
、
も
っ
ぱ
ら
結
果
の
側

面
か
ら
一
面
的
に
考
察
す
る
方
法
を
排
し
─
、
結
果
と
と
も
に
行
為
を
不
法
要
素
と
し
て
適
切
に
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
て
お
ら
れ
る
こ

と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
限
り
で
は
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
犯
者
に
お
け
る
行
為
無
価
値
性
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
正
犯
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
法
益
侵
害
と
は
無
関
係
に
、
共
同
体
に
与
え
る
危
険
感
と
い
う
反
価
値
性
に
ま
で
拡
張
し
て
、
こ

れ
に
よ
っ
て
判
断
を
行
わ
れ
て
い
る
点
に
は
、
賛
成
し
難
い

（
６９
）

。
行
為
刑
法
の
も
と
、
可
罰
的
な
幇
助
は
法
益
の
侵
害
や
危
険
に
寄
与
す
る

場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る

（
７０
）

。

も
っ
と
も
、
曲
田
教
授
自
身
、
こ
う
し
た
批
判
は
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、
共
同
体
へ
の
危
険
の
印
象
を
重
視
す

る
根
拠
は
、「
刑
法
は
、
市
民
が
そ
れ
ぞ
れ
属
す
る
社
会
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
い
て
、
他
者
と
と
も
に
自
由
・
平
穏
に
暮
ら
し
て
い
け

る
よ
う
、
共
生
維
持
の
た
め
に
必
要
な
イ
ン
フ
ラ
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
有
し
」、「
脅
威
を
抱
か
ず
に
生
活
し
て
い
け
る
環
境
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
、
刑
法
が
保
護
す
べ
き
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る

（
７１
）

。」
と
い
う
基
本
的
な
考
え
に
依
っ
て
い
る
。

確
か
に
、
自
由
で
安
全
な
秩
序
の
維
持
を
図
る
こ
と
は
、
刑
法
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
近
代
法

は
、
一
次
的
社
会
統
制
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
第
二
次
的
統
制
を
行
う
点
に
特
色
が
あ
り

（
７２
）

、
ま
さ
に
刑
法
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
法
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
近
代
刑
法
は
、
国
家
に
よ
る
刑
罰
権
力
の
濫
用
か
ら
市
民
の
自
由
を
守
る
と
い
う
重
要
な
役
割
を

担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
構
成
要
件
が
保
護
す
る
個
別
の
法
益
を
離
れ
て
、
共
同
体
自
体
の
安
全
感
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
抽
象
的
利
益

な
い
し
価
値
を
、
直
接
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
、
一
方
で
市
民
の
行
動
の
自
由
を
犠
牲
に
し
か
ね
な
い
危
険
を
招
く
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
八
九
）

恐
れ
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
犯
の
構
成
要
件
を
厳
格
に
記
述
し
て
も
、
幇
助
概
念
に
お
い
て
曖
昧
で
広
汎
な
行
為
を
包
含
し

得
る
解
釈
が
採
ら
れ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
刑
法
の
自
由
保
障
機
能
に
支
障
を
来
す
恐
れ
が
あ
り
、
憲
法
第
三
一
条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

の
趣
旨
に
照
ら
し
て
も
、
強
い
懸
念
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
論
者
に
よ
る
刑
法
の
根
本
的
目
的
に
対
す
る
理
解
そ
の
も
の
を
否
定

す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
こ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
刑
法
第
六
二
条
の
幇
助
概
念
の
解
釈
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
な
お

慎
重
な
検
討
を
要
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
ⅱ
〕　

混
合
惹
起
説

罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
行
動
基
準
の
告
知
が
重
要
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
照
沼
准
教
授
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
、

正
犯
者
の
不
法
と
と
も
に
共
犯
者
の
不
法
に
も
も
と
づ
く
と
考
え
る
混
合
惹
起
説
（
従
属
的
法
益
侵
害
説
）
が
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
し
て

正
犯
の
規
範
違
反
と
共
犯
の
規
範
違
反
の
双
方
を
要
求
し
、
実
行
従
属
性
を
体
系
的
に
説
明
し
得
る
見
解
と
し
て
妥
当
と
評
価
さ
れ
た
う

え
で

（
７３
）

、
こ
の
観
点
か
ら
、「『
幇
助
犯
固
有
の
行
為
不
法
を
担
い
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
不
法
の
実
現
を
促
進
す
る
』
と
い
う
指
標

は
重
大
な
意
義
を
持
つ

（
７４
）

」
と
さ
れ
て
、
中
立
的
行
為
の
問
題
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
①
売
春
宿
へ
の
ワ
イ
ン
の
納
入
や
侵
入
窃

盗
を
計
画
し
て
い
る
者
に
対
す
る
ド
ラ
イ
バ
ー
の
販
売
、
さ
ら
に
軽
油
取
引
税
不
納
付
の
手
助
け
に
な
る
と
知
り
な
が
ら
、
そ
の
業
者
か

ら
軽
油
を
安
く
購
入
す
る
行
為
等
に
つ
き
、
原
則
と
し
て
幇
助
を
成
立
さ
せ
る
に
十
分
な
行
為
不
法
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
説

明
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
暗
殺
現
場
へ
赴
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
の
者
を
タ
ク
シ
ー
で
運
送
す
る
行
為
や
脱

税
を
計
画
し
て
い
る
者
の
依
頼
に
も
と
づ
い
て
銀
行
員
が
隠
し
預
金
用
の
銀
行
口
座
の
開
設
に
応
じ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
そ

の
よ
う
な
行
動
に
出
る
よ
う
特
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
正
当
行
為
に
よ
る
行
為
不
法
の
阻
却
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
九
〇
）

可
能
性
を
肯
定
さ
れ
て
い
る

（
７５
）

。

日
常
的
な
取
引
な
い
し
職
業
的
活
動
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
犯
罪
実
現
に
寄
与
す
る
行
為
に
つ
い
て
、
幇
助
犯
の
成
立
を
検
討
す
る
に

あ
た
っ
て
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
共
犯
の
処
罰
根
拠
の
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
お
ら
れ
る
点

は
、
適
切
で
正
当
な
側
面
を
も
つ
も
の
と
評
価
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
、
正
犯
の
不
法
お
よ
び
共
犯

の
不
法
に
求
め
る
混
合
惹
起
説
を
妥
当
と
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
わ
た
く
し
自
身
異
論
は
な
い

（
７６
）

。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ラ
イ

バ
ー
の
提
供
は
可
罰
的
な
行
為
不
法
そ
の
も
の
が
欠
け
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
殺
人
者
の
犯
行
現
場
へ
の
運
送
や
隠
し
預
金
口
座
の

開
設
に
つ
い
て
は
一
応
行
為
不
法
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
結
論
に
は
、
疑

問
を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
客
が
犯
行
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
ド
ラ
イ
バ
ー
を
販
売
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
ま
さ
に
正
犯
の

犯
行
を
促
進
す
る
た
め
に
提
供
し
た
の
で
あ
っ
て
、
混
合
惹
起
説
の
立
場
に
依
っ
た
と
し
て
も
、
共
犯
者
の
固
有
の
不
法
を
認
め
る
こ
と

も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
方
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
提
供
は
購
買
者
と
の
契
約
に
も
と
づ
い
て
商
品
の
提
供
を
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
タ
ク
シ
ー
で
の
輸
送
や
銀
行
口
座
の
開
設
と
同
様
に
、
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
の
阻
却
可
能
性
が
認

め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
①
と
②
と
の
区
別
基
準
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

照
沼
准
教
授
は
、「
正
犯
行
為
を
可
能
に
す
る
、
あ
る
い
は
容
易
に
す
る
行
為
の
実
施
の
有
無
が
行
為
者
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
て
お
ら

ず
、
基
本
的
に
そ
の
実
施
を
法
秩
序
が
義
務
付
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
幇
助
と
し
て
の
危
険
創
出
は
欠
如
す
る
こ
と
に
な
る
。
例

え
ば
、
貸
主
や
所
有
者
が
、
そ
れ
ら
の
物
資
や
資
金
を
犯
罪
目
的
の
た
め
に
用
い
よ
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
確
信
で
き
る
具
体
的
な
手

が
か
り
を
有
し
て
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
借
り
て
い
る
側
の
人
間
が
こ
れ
ら
を
返
還
す
る
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ

な
い
し
、
顧
客
が
脱
税
や
贈
賄
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
預
金
の
払
い
戻
し
を
行
っ
た
銀
行
員
も
、
そ
れ
ら
の
幇
助
と
し
て
罪
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
九
一
）

責
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
工
場
主
が
環
境
刑
法
の
規
定
に
違
反
す
る
形
で
加
工
を
行
う
こ
と
を
知
り
つ
つ
、
自
由
に
加
工

し
う
る
原
材
料
を
納
入
し
た
者
に
も
、
許
さ
れ
な
い
危
険
創
出
の
存
在
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
ら

れ
る
の
で

（
７７
）

、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
し
た
が
っ
て
の
結
論
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。

し
か
し
、
店
舗
内
に
商
品
を
陳
列
し
、
客
の
申
し
込
み
の
誘
引
を
図
っ
て
い
る
店
主
は
、
客
の
求
め
に
応
じ
て
、
一
般
的
に
そ
れ
に
応

諾
し
て
売
買
契
約
を
成
立
さ
せ
、
商
品
を
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
客
が
犯
行
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て

販
売
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
法
秩
序
の
義
務
付
け
」
に
も
と
づ
い
て
提
供
す
る
ケ
ー
ス
に
該
当
し
、
正
当
行
為
と
し
て
違
法
阻
却
の

可
能
性
を
検
討
す
べ
き
場
合
に
属
す
る
と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
可
罰
的
な
行
為
不
法
の
認
定
に
つ
い
て
、
な
お
そ

の
基
準
に
曖
昧
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
顧
客
が
計
画
す
る
犯
行
に
利
用
す
る
目
的
で
そ
れ
に
役
立
つ
物
や
サ
ー

ヴ
ィ
ス
、
情
報
等
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
を
十
分
に
承
知
し
た
う
え
で
提
供
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
秩
序
が

な
お
そ
の
客
に
提
供
す
る
よ
う
義
務
づ
け
て
い
る
と
評
価
し
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

慎
重
な
検
討
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
可
罰
的
不
法
を
認
定
し
な
が
ら
、
正
当
行
為
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
す
る

論
理
に
、
理
解
し
に
く
い
面
が
あ
る
。
も
し
、
正
当
（
業
務
）
行
為
と
し
て
そ
も
そ
も
一
般
的
正
当
化
事
由
に
該
当
し
、
違
法
で
な
い
と

判
断
で
き
る
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
幇
助
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
に
お
い
て
、
共
犯
者
自
身
の
行
為
不
法
を
判
断
す
る
際
に
行
わ
れ
て

も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
行
為
不
法
の
判
断
と
違
法
性
の
判
断
が
、
ど
の
よ
う
に
関
連
し
、
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
な
お
一
層
の
説
明
を
要
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
九
二
）

四
、
検　
　

討

⑴　

日
常
行
為
の
問
題
の
座
標

中
立
的
行
為
と
呼
ば
れ
る
日
常
的
な
取
引
や
職
業
上
の
行
為
の
遂
行
が
、
正
犯
者
の
犯
罪
を
促
進
し
、
故
意
が
付
加
さ
れ
る
場
合
に
、

一
律
に
幇
助
犯
と
し
て
可
罰
性
を
認
め
る
見
解
や
、「
中
立
的
行
為
」「
日
常
行
為
」「
職
業
相
当
行
為
」
の
概
念
の
下
で
、
社
会
的
相
当

性
や
職
業
的
相
当
性
を
根
拠
と
し
て
全
面
的
に
不
可
罰
と
す
る
見
解
は
、
い
づ
れ
も
適
切
で
は
な
い
。
前
者
の
見
解
は
、
可
罰
範
囲
が
著

し
く
拡
大
さ
れ
て
し
ま
い
、
社
会
生
活
上
の
円
滑
な
取
引
活
動
や
職
業
遂
行
活
動
を
阻
害
し
、
自
由
な
活
動
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
に

な
る
。
日
常
的
に
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
物
や
サ
ー
ヴ
ィ
ス
、
さ
ら
に
情
報
の
必
要
的
な
供
給
と
い
う
社
会
的
有
意
義
性
が
全
く

考
慮
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
職
業
的
相
当
性
に
よ
っ
て
一
律
に
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
は
、
職
業
遂
行
者
に

「
特
権
」
を
与
え
る
結
果
と
な
る
。
な
ぜ
職
業
従
事
者
だ
け
が
、
職
業
遂
行
に
属
す
る
範
囲
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
場
合
で
あ
れ
ば
常
に

免
責
さ
れ
る
の
か
、
法
的
に
明
確
な
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
職
業
の
遂
行
と
法
的
な
正
当
性
は
ま
っ
た
く
別
の
問
題
で
あ
る
。
職
業

の
遂
行
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
法
的
な
規
範
的
判
断
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
相
当
性

（
７８
）

と
い
う
基
準
も
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
明
確
な
も
の
で
は
な
い

（
７９
）

。

そ
も
そ
も
中
立
的
行
為
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
中
立
的
行
為
」「
日
常
行
為
」「
職
業
相
当
行
為
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
設
定
し
て
、
そ
の
下
で
特
別
な
取
り
扱
い
を
図
る
試
み
は
、
誤
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
日
常
行
為
と
幇
助
犯

の
成
否
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
も
っ
ぱ
ら
幇
助
犯
の
成
立
と
い
う
一
般
的
な
共
犯
の
成
立
に
関
連
づ
け
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
考
察

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
掲
げ
た
、
正
犯
結
果
と
の
寄
与
行
為
と
の
関
係
性
お
よ
び
共
犯
の
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
九
三
）

処
罰
根
拠
の
視
点
は
、
決
し
て
互
い
に
排
斥
し
合
う
関
係
で
は
な
い

（
８０
）

。
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
に
も
と
づ
い
て
そ
の
点
に
つ
い
て
共
犯

と
し
て
の
刑
事
責
任
を
問
お
う
と
す
る
限
り
、
寄
与
行
為
と
結
果
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
し
、
ま
た
、
共

犯
責
任
な
い
し
そ
の
可
罰
性
の
根
拠
を
探
る
こ
と
は
、
共
犯
処
罰
の
正
当
性
お
よ
び
そ
の
妥
当
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
必
要
か
つ

有
効
な
作
業
で
あ
る
。
結
果
に
対
す
る
客
観
的
な
法
的
責
任
を
成
立
さ
せ
る
法
原
理
や
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
は
、
い
ず
れ
も
刑
法
第
六
二

条
が
内
在
さ
せ
て
い
る
基
礎
的
な
法
原
理
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、「
幇
助
」
概
念
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
常
に
参
照
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
日
常
的
な
活
動
に
随
伴
し
て
生
じ
る
違
法
な
犯
罪
行
為
に
関
連
し
て
、
そ
の
日
常
行
為
に
対
す
る
可
罰
性
を
、
一
般
的
な
共
犯
成
立

の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
結
果
と
の
関
係
や
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
の
関
連
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
加
え
る

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

⑵　

正
犯
結
果
と
の
関
係

〔
ⅰ
〕　

結
果
と
の
蓋
然
性
を
問
題
と
す
る
に
見
解
に
つ
い
て

幇
助
犯
も
─
刑
法
が
法
益
を
保
護
す
る
た
め
に
存
在
し
て
い
る
以
上
─
、
構
成
要
件
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
の
侵
害
な
い
し

危
険
の
招
来
と
因
果
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
と
考
え
る
限
り
、
ま
ず
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
、
当
該
寄
与
と
正
犯
結

果
と
の
間
に
お
け
る
因
果
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
直
接
結
果
を
惹
起
す
る
正
犯
の
場
合
と
は
異
な
り
、「
Ａ
な
け
れ
ば
Ｂ

な
し
」
と
い
う
必
須
の
条
件
関
係
は
必
要
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
寄
与
を
取
り
除
い
て
考
え
て
み
て
、
そ
の
よ
う
な
具
体
的

な
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
い
う
程
度
に
コ
ン
デ
ィ
チ
ォ
・
シ
ネ
・
ク
ヴ
ァ
・
ノ
ン
の
条
件
関
係
の
公
式
を
満
た
す
必
要
は
あ

ろ
う
。
幇
助
犯
も
結
果
犯
で
あ
る
と
理
解
す
る
限
り
、
結
果
と
の
間
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
条
件
関
係
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

六
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
九
四
）

る
べ
き
で
あ
る

（
８１
）

。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
条
件
関
係
の
存
在
は
、
結
果
に
対
す
る
責
任
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
最
低
限
の
必
要
条
件
に
過
ぎ
な
い
。「
正

犯
を
幇
助
し
た
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
単
に
な
ん
ら
か
の
形
で
因
果
的
で
あ
る
以
上
に
、
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
得
る
要
素
が
備
わ
っ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

島
田
教
授
は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
幇
助
犯
成
立
の
一
般
的
要
件
に
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
行
為
の
可
罰
性
に
限
界
を
画

そ
う
と
試
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
際
に
採
用
さ
れ
た
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
と
い
う
方
法
で
は
、
仮
定
の
設
定
に
不
明
確
さ

が
つ
き
ま
と
い
、
考
慮
す
べ
き
代
替
条
件
の
範
囲
や
そ
の
内
容
の
安
定
性
を
欠
き
、
一
定
し
た
結
論
を
得
る
こ
と
に
難
点
が
認
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
日
常
行
為
の
問
題
を
も
っ
ぱ
ら
因
果
性
の
次
元
で
解
決
を
目
指
す
点
に
も
、
方
法
論
的
に
問
題
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
蓋
然
性
判

断
自
体
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判

（
８２
）

も
看
過
し
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
ⅱ
〕　

客
観
的
帰
属
論

結
果
に
対
す
る
客
観
的
な
法
的
な
責
任
の
成
立
が
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
定
的
代
替
条
件
を
考
慮
し
た
事
実
的
な
結
果
発
生
の
確

率
を
計
算
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
結
果
を
客
観
的
に
帰
属
す
べ
き
要
件
を
規
範
的
に
探
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
に

応
え
る
の
が
、
客
観
的
帰
属
論
で
あ
る

（
８３
）

。
客
観
的
帰
属
の
理
論
に
は
、
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
異
な
っ
た
内
容
を
も
っ
て
い
る
が
、
お
そ

ら
く
も
っ
と
も
異
論
の
少
な
い
一
般
的
に
概
ね
認
め
ら
れ
て
い
る
共
通
項
を
示
す
と
す
れ
ば
、
結
果
を
客
観
的
に
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
は
、

危
険
の
増
加
を
も
た
ら
し
そ
れ
が
結
果
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
理
解

（
８４
）

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
客
観
的
帰
属
論
の
立
場
か
ら
、
山
中
教
授
は
、
日
常
行
為
に
つ
い
て
、
寄
与
行
為
に
よ
る
危
険
の
発
生
の
有
無
の

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
九
五
）

判
断
や
、
危
険
創
出
後
に
お
け
る
結
果
へ
の
実
現
を
否
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
可
罰
的
幇
助
を
限
界
づ
け
よ
う
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

正
犯
者
は
、
提
供
さ
れ
た
寄
与
を
実
際
に
犯
罪
実
現
に
利
用
し
、
役
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
寄
与
は
、
結
果
に
対
し

て
有
効
に
作
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寄
与
に
よ
っ
て
発
生
し
た
危
険
に
つ
い
て
、
結
果
へ
の
実
現
を
切
断
し
て
幇
助
犯

の
成
立
を
否
認
す
る
こ
と
は
、
実
態
に
則
し
た
も
の
で
は
な
い
し
、
客
観
的
帰
属
の
一
般
的
な
思
考
と
も
合
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

日
常
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
結
果
と
の
関
係
自
体
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
適
切
と
は
い
え
な
い
。
さ
ら
に
、
危
険
創
出
、
許
さ

れ
る
危
険
、
許
さ
れ
な
い
危
険
を
区
別
す
る
基
準
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
く
、
理
論
的
に
合
法
性
に
関
す
る
判
断
と
危
険
判
断
と
が
混

同
さ
れ
て
い
る
疑
い
も
強
い
。

〔
ⅲ
〕　

日
常
取
引
と
「
信
頼
の
原
則
」
の
適
用

日
常
的
に
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
て
い
る
職
業
的
な
行
為
は
、
社
会
生
活
上
の
需
要
を
満
た
す
た
め
に
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に
対
す

る
供
給
を
予
定
し
て
な
さ
れ
て
い
る
点
に
、
特
色
が
あ
る
。
客
の
必
要
に
応
じ
て
、
そ
の
求
め
に
し
た
が
っ
て
提
供
す
る
こ
と
が
、
職
業

に
従
事
す
る
者
に
社
会
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
客
が
そ
の
犯
行
に
利
用
す
る
た
め
に
入
手
す
る
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
職
業
的
な
提
供
者
は
、
交
換
取
引
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
不
特
定
多
数
の
人
々
に
（
ふ
つ
う
有
償
で
）
提
供

す
る
よ
う
に
社
会
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
交
換
取
引
を
円
滑
に
、
過
重
な
負
担
を
負
う
こ
と
な
く
進

め
る
た
め
に
は
、
相
互
の
信
頼
を
前
提
と
し
、
予
定
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
職
業
的
な
提
供
者
は
、
客
自
身
の
犯

罪
へ
の
利
用
を
懸
念
す
る
必
要
な
し
に
、
提
供
し
て
も
良
い
こ
と
を
、
─
す
な
わ
ち
、
適
法
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
信
頼
し
、
安
心
し
て

取
引
し
て
も
構
わ
な
と
い
う
こ
と
を
─
、
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
相
互
過
程
に
お
け
る
予
期
の
安
定
化
を

六
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
九
六
）

重
視
す
る
法
の
シ
ス
テ
ム
論
的
な
理
解

（
８５
）

は
、
こ
の
考
え
を
十
分
に
根
拠
づ
け
て
い
る
。
も
し
、
こ
う
し
た
保
証
を
ま
っ
た
く
欠
く
と
す
れ

ば
、
到
底
、
不
特
定
多
数
を
相
手
に
す
る
自
由
交
換
経
済
は
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

松
生
教
授
も
、
シ
ス
テ
ム
論
の
観
点
か
ら
、「
業
務
的
に
ル
ー
テ
ィ
ー
ン
化
さ
れ
た
行
為
や
組
織
の
中
に
組
み
込
ま
れ
た
行
為
は
、
…

社
会
的
拘
束
を
受
け
て
お
り
、
い
わ
ば
そ
の
よ
う
な
行
為
の
遂
行
に
対
し
規
範
的
な
行
為
予
期
が
存
在
す
る
」
一
方
、
幇
助
犯
は
正
犯
行

為
の
規
範
違
反
を
促
進
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
補
充
的
な
行
為
規
範
で
あ
る
か
ら
、「
他
者
の
行
為
と
遮
断
さ
れ
た
行
為
予
期
が
存
在

す
る
場
合
に
は
犯
罪
行
為
促
進
の
意
義
は
背
後
に
退
く
」
と
述
べ
ら
れ
た
う
え
で
、「
業
務
的
行
為
の
よ
う
な
社
会
的
に
通
常
的
で
行
為

予
期
の
存
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
行
為
が
行
わ
れ
た
具
体
的
状
況
の
中
で
そ
の
よ
う
な
通
常
的
業
務
行
為
を
逸
脱
し
て
い
る
と
見
ら
れ

な
い
限
り
、
幇
助
犯
は
存
在
し
な
い

（
８６
）

」
と
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
る

（
８７
）

。

そ
こ
で
は
、
日
常
的
に
反
復
継
続
し
て
行
わ
れ
る
業
務
的
な
活
動
に
対
し
て
、
シ
ス
テ
ム
論
に
も
と
づ
い
た
機
能
分
析
に
着
眼
さ
れ
、

そ
の
社
会
的
意
義
と
役
割
に
つ
い
て
適
切
な
解
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
予
期
の
保
証
を
高
め
て
相
互
過
程
の

安
定
化
を
図
る
こ
と
が
、
法
シ
ス
テ
ム
の
重
要
な
機
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
行
為
予
期
を
法
的
に
保
護
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
通
常
的
業
務
の
範
囲
に
あ
る
行
為
に
つ
い
て
一
律
に
幇
助
犯
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
い
う
結
論
は
、
早
計
で
あ
る
と
い

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
シ
ス
テ
ム
論
の
見
地
か
ら
は
、
犯
罪
に
利
用
す
る
こ
と
な
く
、
適
法
に
利
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
行
為
予
期
、

つ
ま
り
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
る
こ
と
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ゆ
え
に
、
ロ
ク
シ
ン
が
説
く
よ
う
に
、
信
頼

の
原
則

（
８８
）

の
適
用
に
よ
る
解
決
を
正
当
と
解
す
る
。

上
述
し
た
よ
う
に
、
ロ
ク
シ
ン
が
、
日
常
行
為
に
随
伴
す
る
犯
罪
利
用
の
危
険
に
つ
い
て
─
正
犯
結
果
と
の
関
係
自
体
を
否
認
す
る
の

で
は
な
く
─
、
信
頼
の
原
則
に
よ
っ
て
そ
の
問
題
を
取
り
扱
い
、
許
さ
れ
た
危
険
と
し
て
客
観
的
帰
属
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
ま
っ
た

六
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
九
七
）

く
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
島
田
教
授
は
、
─
正
犯
者
の
犯
行
決
意
を
知
ら
な
い
場
合
に
─
信
頼
の
原
則
に
も
と
づ
く
許
さ
れ
た
危
険
の

問
題
と
し
て
、
日
常
行
為
の
不
可
罰
性
を
論
じ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、「
行
為
が
結
果
を
相
当
な
過
程
を
通
じ
て
実
現
し
て
お
り
、
特
別

な
違
法
阻
却
事
由
も
な
く
、
責
任
も
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
お
き
な
が
ら
、
な
ぜ
特
別
な
処
罰
の
制
約
原
理
が
認
め
ら
れ
る
の
か
理
論
的
に

明
ら
か
で
な
い
、
と
い
う
批
判
が
妥
当
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
る

（
８９
）

。

し
か
し
、
第
一
に
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
特
別
の
処
罰
の
制
約
原
理
を
設
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
結
果
に
対
す
る
客
観
的
帰
属
の
次

元
に
お
い
て
、
そ
こ
で
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
許
さ
れ
た
危
険
の
問
題
と
し
て
処
理
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
（
本
稿
二
⑼
参
照
）。
ま
た
、

法
の
機
能
を
社
会
シ
ス
テ
ム
に
関
連
さ
せ
て
分
析
す
る
と
、
相
互
過
程
に
お
い
て
他
者
の
行
動
に
対
す
る
予
期
、
予
測
、
期
待
の
保
証
を

高
め
、
そ
の
安
定
や
円
滑
化
を
図
る
点
に
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
定
の
法
ル
ー
ル
の
存
在
に
よ
っ
て
、
当
事
者
は
互
い
に
相
手
方

の
行
為
を
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
に
自
己
の
行
為
を
適
合
さ
せ
る
と
い
う
安
定
し
た
相
互
過
程
を
実
現
し
得
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
は
余
計
な
心
配
を
削
減
で
き
、
際
限
の
な
い
不
信
を
取
り
払
っ
て
、
取
引
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
商
店
主
が
、
販

売
す
る
度
に
毎
回
客
に
「
犯
罪
に
は
利
用
し
ま
せ
ん
。」
と
い
う
誓
約
書
を
求
め
る
代
わ
り
に
、
法
律
に
そ
の
注
意
を
書
き
込
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
取
引
に
お
い
て
、
誰
で
も
相
手
が
適
法
・
合
法
な
行
動
を
採
る
こ
と
を
信
頼
し
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
行
動

を
採
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
法
に
適
合
し
な
い
、
犯
罪
行
為
に
出
る
こ
と
ま
で
予
測
し
て
行
動
す
る
義
務
を
課
す
と
す
れ
ば
、
社
会
生

活
に
お
い
て
お
よ
そ
ス
ム
ー
ズ
な
取
引
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
頼
の
保
護
は
、
私
法
上
も
、
善
意
者

を
保
護
す
る
諸
規
定
な
い
し
取
引
の
安
全
を
図
る
諸
規
定
に
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
法
シ
ス
テ
ム
な
い
し
法
ル
ー
ル
に
求
め
ら
れ
、

か
つ
そ
れ
が
実
際
に
果
し
て
い
る
重
要
な
機
能
で
あ
る
。
購
入
者
が
買
っ
た
商
品
を
合
法
的
に
利
用
し
、
犯
行
に
利
用
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
、
販
売
者
は
正
当
に
信
頼
し
て
良
く
、
こ
う
し
た
信
頼
に
も
と
づ
い
て
商
品
を
提
供
し
た
場
合
に
、
─
そ
の
商
品
が
あ
る
犯
罪
の
役

六
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
九
八
）

に
立
つ
性
能
を
持
っ
て
お
り
、
使
わ
れ
方
に
よ
っ
て
は
犯
行
の
手
段
と
も
な
り
、
犯
罪
結
果
に
有
効
に
働
く
も
の
で
あ
っ
た
（
こ
の
意
味

で
、
危
険
で
は
あ
る
）
と
し
て
も
─
買
主
が
犯
罪
の
た
め
に
利
用
し
た
と
し
て
も
、
も
は
や
そ
の
犯
罪
結
果
を
売
主
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
法
の
機
能
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
、
む
し
ろ
極
め
て
適
合
的
な
思
考
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
島
田
教
授
自
身
、
仮
定
的
代
替
原
因
の
設
定
に
当
た
っ
て
、
正
犯
者
あ
る
い
は
第
三
者
の
そ
れ
自
体
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
行

為
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
情
を
別
扱
い
し
て
お
り
、
そ
の
理
由
を
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
の
期
待
が
遵
守
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
点
に
求
め
て
お
ら
れ
る
が

（
９０
）

、
こ
れ
は
ま
さ
に
信
頼
の
原
則
の
思
想
に
発
す
る
も
の
と
も
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
シ
ス
テ
ム
論
的
考
察
方
法
も
、
そ
し
て
ま
た
─
日
本
で
は
、
懸
念
す
る
意
見
も
根
強
い
「
許
さ
れ
た
危
険
」
の
法
理
に
も
と
づ
く
─

信
頼
の
原
則
も
、
お
そ
ら
く
ナ
チ
の
危
険
な
思
想
と
は
無
関
係
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
ば
し
ば
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
対
し
て
、
主
観
的
要
素
を
重
視
し
過
ぎ
て
い
る
と
か
、
未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ
る
過
失
と
の
区
別

に
対
応
し
な
い
な
ど
の
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
い
づ
れ
も
、
誤
解
に
も
と
づ
い
て
い
る
（
本
稿
二
⑼
⑽
参
照
）。
ロ
ク
シ
ン
は
、
信

頼
の
原
則
の
適
用
上
、
行
為
者
自
身
の
認
識
や
主
観
的
態
様
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
信
頼
」
は
、
行
為
者
の
心
理
的
事
実
に

依
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
自
身
の
主
観
的
な
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
当
然
の
こ

と
で
あ
る
。
行
為
者
の
認
識
内
容
を
検
討
せ
ず
に
、
信
頼
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

（
９１
）

。
そ
し
て
、
客
が
犯
行
決
意
に
も
と
づ

く
計
画
実
現
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
者
の
合
法
的
な
利
用
を
信
頼
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
ま
た
、
客
観
的
に
「
認
識
可
能
な
犯
罪
傾
向
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
は
や
合
法
的
な
利
用
に
つ
い
て
信

頼
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
行
決
意
を
知
っ
て
い
る
場
合
や
認
識
可
能
な
犯
罪
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

─
信
頼
を
裏
づ
け
る
事
情
が
欠
落
し
て
お
り
─
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
た
め
に
、
行
為
者
の
認
識
を

六
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問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
故
意
の
問
題
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
未
必
の
故
意
と
認
識
の
あ
る
過
失
と
の
区

別
の
議
論
と
も
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
本
稿
二
⑼
参
照
）。

⑶　

可
罰
的
幇
助
と
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」

〔
ⅰ
〕　

一
方
的
寄
与
に
お
け
る
正
犯
結
果
に
対
す
る
連
帯
的
な
共
犯
責
任
成
立
の
契
機
と
し
て
の
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」

信
頼
の
原
則
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
と
し
て
も
、
─
換
言
す
れ
ば
、
正
犯
結
果
と
の
客
観
的
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し

て
も
─
、
た
だ
ち
に
正
犯
行
為
へ
の
促
進
的
な
寄
与
が
、
可
罰
的
幇
助
と
な
る
か
は
問
題
で
あ
る
。
共
犯
者
間
に
意
思
連
絡
の
あ
る
場
合

で
あ
れ
ば
、
共
犯
者
間
に
目
指
す
犯
罪
目
的
が
共
有
さ
れ
て
お
り
、
幇
助
者
は
通
常
、
そ
の
目
的
に
沿
っ
て
犯
罪
に
役
立
つ
寄
与
を
行
う

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
日
常
行
為
の
場
合
に
は
、
寄
与
（
提
供
）
者
の
側
で
正
犯
（
被
提
供
者
）
の
犯
行
と
の
接
続
を
認
識
し
て
い
る
も
の

の
、
正
犯
者
は
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
。
相
互
的
に
犯
罪
目
的
が
共
有
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
目
的
実
現
に
向
け
た
共

犯
者
間
の
行
動
調
整
が
図
ら
れ
て
、
犯
罪
の
実
現
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
共
犯
者
各
人
の
犯
罪
性
も
明
白
で
あ
る
が
、
寄
与

者
の
一
方
的
な
認
識
し
か
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
犯
行
へ
の
利
用
に
つ
い
て
も
っ
ぱ
ら
正
犯
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
寄
与
行

為
と
正
犯
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
犯
罪
と
の
関
連
性
（
寄
与
行
為
の
犯
罪
関
連
性
）
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
ろ
う
。
共
犯
の
処
罰
根

拠
を
、
正
犯
の
不
法
と
と
も
に
共
犯
自
身
の
不
法
に
も
見
い
出
す
見
解
（
混
合
惹
起
説
）
に
よ
れ
ば
、
可
罰
的
幇
助
が
成
立
す
る
た
め
に

は
、
寄
与
者
の
不
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
正
犯
に
よ
る
犯
罪
の
実
現
に
客
観
的
な
促
進
作
用
を
有
す
る
す
べ
て
の
寄
与
で
は
な
く
、
結
果
発
生
な
い
し
法
益
侵
害
と

結
合
し
た
危
険
性
の
あ
る
寄
与
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
寄
与
を
も
っ
て
、
た
だ
ち
に
可
罰
的
不

六
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〇
）

法
が
成
立
し
、
幇
助
犯
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
共
犯
行
為
と
正
犯
結
果
と
の
因
果
性
＋
共
犯
行
為
者
の

不
法
＝
可
罰
的
幇
助
と
い
う
定
式
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
犯
罪
関
与
者
を
切
り
離
し
て
各
々
個
別
に
考
察
す
る
方
法
を
採
っ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
理
論
的
に
は
共
犯
独
立
性
論
に
傾
く
見
方
と
い
え
よ
う
。
正
犯
不
法
と
共
犯
不
法
と
の
複
合
形
態
と
い
う
構
造
を
前
提
と
す

る
混
合
惹
起
説
と
は
相
容
れ
な
い
。

寄
与
者
（
正
犯
者
と
共
犯
関
係
を
有
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
第
三
者
）
と
正
犯
者
と
の
犯
罪
に
関
す
る
意
思
連
絡
を
欠
く
場
合
に
、

も
っ
ぱ
ら
正
犯
者
の
自
律
的
領
域
で
遂
行
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
片
面
的
（
一
方
的
）
寄
与
者
に
─
正
犯
と
連
帯
し
た
─
共
犯
関
係
を

帯
び
さ
せ
る
契
機
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
正
犯
者
に
よ
っ
て
独
自
に
─
寄
与
者
の
決
意
と
は
無
関
係
に
─
行
わ
れ
た
犯
罪

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
犯
と
共
犯
関
係
に
な
い
片
面
的
な
第
三
者
の
立
場
に
立
つ
者
が
、
正
犯
結
果
に
対
し
て
連
帯
し
て
共
犯
責

任
を
問
わ
れ
る
契
機
な
い
し
根
拠
の
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
─
松
生
教
授
の
説
か
れ
る
「
表
現
的
意
味

（
９２
）

」
も
、
こ
の
延
長
線
上
で
理
解

で
き
よ
う
か
─
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
正
犯
結
果
に
対
す
る
共
犯
と
し
て
の
可
罰
性
は
、
─
片
面
的
・
一
方
的
な
場
合

に
─
単
に
正
犯
結
果
に
対
す
る
危
険
性
に
依
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
正
犯
に
よ
る
犯
罪
実
現
と
の
「
合
流
」
を
要
す
る
と
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
と
は
、
ま
さ
に
正
犯
犯
罪
に
合
流
す
る
契
機
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
こ
れ
に

よ
っ
て
正
犯
行
為
と
そ
れ
に
よ
る
犯
罪
結
果
に
対
し
て
、
片
面
的
寄
与
者
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
と
連
帯
的
な
共
犯
責
任
を
生
じ
、
可
罰
的

幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
連
続
し
て
押
し
寄
せ
る
波
に
、
た
だ
物
を
投
じ
入
れ
た
と
し
て
も
、
波
間
に
漂

う
だ
け
だ
が
、
波
の
動
き
と
速
度
に
物
の
運
動
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
は
波
と
と
も
に
砂
浜
に
到
達
す
る
。
こ
の
よ
う
な
─
正

犯
の
犯
罪
目
的
に
沿
っ
て
─
力
動
的
で
機
能
的
な
作
用
を
果
た
す
促
進
行
為
と
し
て
、
寄
与
者
に
よ
っ
て
正
犯
者
に
提
供
さ
れ
た
場
合
に

七
七
七
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は
、
犯
罪
結
果
に
対
す
る
正
犯
と
連
帯
し
た
不
法
が
形
成
さ
れ
、
共
犯
と
し
て
の
責
任
を
免
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
犯
罪

的
意
味
連
関
を
媒
介
と
し
て
、
は
じ
め
て
正
犯
の
犯
罪
実
現
に
対
す
る
共
犯
責
任
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

〔
ⅱ
〕　

具
体
的
事
例
に
お
け
る
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
の
有
無

し
た
が
っ
て
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
、「
犯
行
の
近
接
さ
」
や
寄
与
の
時
点
─
実
行
着
手
以
後
か
予
備
段
階
か
と
い
う
よ
う
な
─
に
依

存
し
な
い
。
そ
れ
は
、
正
犯
の
規
範
違
反
的
な
構
成
要
件
実
現
プ
ロ
セ
ス
と
の
「
犯
罪
的
な
」
不
法
関
連
性
の
有
無
を
問
う
も
の
で
、
正

犯
（
明
確
に
犯
罪
性
を
帯
び
る
）
行
為
と
の
連
結
の
「
意
味
」
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
意
味
は
、
客
観
的
な
事
情
に
よ
る
だ
け
で
は
、
解
明

さ
れ
得
な
い
。
正
犯
の
犯
罪
決
意
と
そ
の
犯
行
実
現
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
承
知
し
、
そ
の
犯
罪
目
的
に
適
っ
た
提
供
で
あ
る
と

い
う
寄
与
者
の
認
識
が
、
当
該
寄
与
行
為
に
犯
罪
的
意
味
を
帯
有
さ
せ
る
重
要
な
要
素
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
正
犯
者
に
よ
る
犯
罪

実
現
に
対
し
て
促
進
的
に
─
換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
結
果
に
対
す
る
危
険
を
増
加
さ
せ
る
─
作
用
す
る
寄
与
を
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
効
果
的

に
投
入
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

犯
罪
実
現
の
手
段
と
な
る
方
法
の
提
供
に
該
当
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
、
容
易
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
犯

行
手
段
の
提
供
は
、
正
犯
者
が
実
際
に
そ
れ
を
利
用
し
て
犯
罪
を
遂
行
し
た
場
合
に
、
犯
罪
結
果
に
対
す
る
有
用
で
効
果
的
な
寄
与
で
あ

り
、
犯
罪
目
的
と
の
不
法
関
連
性
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
的
意
味
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
行
に
利
用
さ

れ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
ね
じ
回
し
や
、
ハ
ン
マ
ー
を
販
売
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
的
意
味
連
関
に
欠
け
る
と

こ
ろ
は
な
く
、
幇
助
犯
が
成
立
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
的
に
犯
行
の
機
会
を
提
供
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
問
題
が
あ
る
。
職
人
が
収
入
を
申
告
す
る
こ
と
な
く

七
七
七
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（
一
〇
二
）

脱
税
す
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
支
払
を
行
う
場
合
や
、
工
場
主
が
環
境
刑
法
に
違
反
し
て
処
理
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
原
材

料
を
納
入
す
る
業
者
の
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
請
負
契
約
に
も
と
づ
く
支
払
や
、
生
産
工
程
に
必
要
な
原
材
料
の
納
入
取
引

に
止
ま
る
。
単
な
る
支
払
や
納
入
は
、
確
か
に
そ
の
収
入
が
な
け
れ
ば
そ
も
そ
も
脱
税
を
行
う
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
納
入
が
な
け
れ
ば

環
境
刑
法
に
違
反
し
た
生
産
処
理
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
犯
行
を
可
能
に
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
意

義
は
、
適
法
な
契
約
の
履
行
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
正
犯
者
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
た
規
範
に
違
反
す
る
構
成
要
件
実
現
の
プ
ロ
セ
ス
に
は

関
係
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
支
払
や
原
材
料
の
納
入
は
、
適
法
な
射
程
内
で
有
意
義
に
効
果
を
も
つ
も
の
で
、
そ
こ
で
独
立

し
完
結
し
た
行
為
と
い
う
意
味
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
脱
税
や
環
境
刑
法
違
反
は
、
寄
与
者
の
行
為
と
は
別

個
に
独
立
し
て
、
正
犯
者
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
、
寄
与
者
は
そ
の
正
犯
に
よ
る
構
成
要
件
実
現
プ
ロ
セ
ス
に
は
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い

と
い
う
評
価
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
犯
罪
的
意
味
連
関
に
欠
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
売
春
宿
へ
の
パ
ン

や
そ
の
他
の
食
品
、
そ
れ
に
ワ
イ
ン
の
納
入
も
、
一
般
に
犯
罪
的
意
味
連
関
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
ア
フ
リ
カ
産
の
安
価
な
肉
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
産
の
貴
重
な
肉
と
し
て
偽
っ
て
販
売
し
て
い
る
業
者
に
対
し
、
そ
の
こ
と
を
知
り

な
が
ら
安
い
肉
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
正
犯
に
よ
っ
て
詐
欺
の
手
段
と
し
て
そ
の
安
価
な
肉
が
利
用
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
犯
罪
目
的
を

知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
可
能
に
し
か
つ
適
っ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
限
り
、
詐
欺
と
の
犯
罪
関
連
性
を
否
定
で
き
な
い
の

で
あ
っ
て
、
犯
罪
的
意
味
連
関
を
帯
び
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
強
盗
と
知
り
な
が
ら
犯
行
現
場
へ
向
か
う
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
つ
い
て
も
、
可
罰
的
幇
助
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ

は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
犯
行
場
所
は
強
盗
罪
の
構
成
要
件
に
は
含
ま
れ
な
い
。
ど
こ
で
行
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ

ら
他
人
の
財
物
を
暴
行
や
脅
迫
を
手
段
と
し
て
強
取
す
る
行
為
が
、
規
範
違
反
的
な
構
成
要
件
実
現
行
為
で
あ
る
。
一
定
区
間
の
運
送
は
、
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
〇
三
）

強
盗
の
犯
行
と
は
独
立
し
た
、
適
法
で
有
意
義
な
行
為
で
あ
る
。
引
き
続
い
て
行
わ
れ
た
─
乗
客
の
降
車
後
の
─
犯
行
は
、
タ
ク
シ
ー
の

運
転
と
は
ま
っ
た
く
独
立
し
て
、
完
全
に
強
盗
達
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
運
送
行
為
は
そ
れ
自
体
、
独
立
し
た
完
結
的
行

為
で
あ
り
、
強
盗
の
構
成
要
件
実
現
プ
ロ
セ
ス
と
は
関
係
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
運
送
行
為
は
強
盗
犯
罪
と
の
犯
罪
的
意
味
連
関
を
欠

く
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
結
論
に
は
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑷　

総　

括

日
常
行
為
に
対
す
る
幇
助
犯
と
し
て
の
刑
事
責
任
を
め
ぐ
っ
て
、
共
犯
の
一
般
的
な
成
立
問
題
と
し
て
検
討
す
る
場
合
、
寄
与
行
為
と

正
犯
結
果
と
の
蓋
然
的
な
因
果
性
で
は
な
く
、
結
果
に
対
す
る
法
的
な
責
任
を
規
範
的
に
判
断
し
得
る
客
観
的
帰
属
論
の
観
点
か
ら
捉
え

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
は
、
正
犯
の
不
法
と
と
も
に
共
犯
者
自
身
の
不
法
に
も
と
づ
く
と
把
握
す
る
混
合
惹

起
説
が
も
っ
と
も
適
切
な
見
解
で
あ
り
、
こ
の
見
地
か
ら
妥
当
な
共
犯
の
成
立
範
囲
が
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
基

礎
的
視
点
に
も
と
づ
い
て
、
正
当
に
も
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
、
ロ
ク
シ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
、
日
常
的
に
反
復
継
続
さ
れ

る
取
引
や
職
業
行
為
に
つ
い
て
、
ま
ず
一
般
的
に
取
引
の
相
手
が
犯
罪
に
利
用
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
正
当
な
信
頼
に
法
的
な
保
護
を

与
え
、
刑
法
上
も
信
頼
の
原
則
の
適
用
を
認
め
て
、
そ
の
不
可
罰
性
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
悪
意
者
で
あ
れ
ば
、
相
手

を
信
頼
し
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
ま
た
「
認
識
可
能
な
犯
罪
傾
向
」
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
信
頼
の
原
則
の
射
程
外
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
、
た
と
え
一
方
的
な
寄
与
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
寄
与
行
為
と
正
犯
行
為

と
が
独
立
し
た
各
別
の
行
為
で
は
な
く
、
正
犯
に
よ
る
犯
罪
実
現
に
対
し
自
己
の
寄
与
が
そ
の
犯
罪
目
的
に
沿
っ
て
危
険
増
加
的
に
作
用

し
、
犯
罪
結
果
が
正
犯
と
の
共
働
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
評
価
で
き
る
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
─
意
思
の
相
互
疎
通
を
欠
い
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年
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月
）

（
一
〇
四
）

て
い
る
─
正
犯
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
結
果
で
あ
っ
て
も
、
当
該
結
果
に
対
す
る
連
帯
し
た
共
犯
責
任
を
免
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
結
論
は
、
混
合
惹
起
説
の
考
え
と
も
完
全
に
一
致
す
る
。
そ
う
し
た
正
犯
行
為
と
の
連
帯
的
な
関
係
性
─
換
言
す
れ
ば
、
正
犯
行
為

と
の
懸
け
橋
の
役
割
を
果
た
す
契
機
─
を
成
す
要
素
が
「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
で
あ
る
。

ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
日
常
活
動
に
従
事
す
る
善
良
な
人
々
の
自
由
な
活
動
が
、
信
頼
の
原
則
の
下
で
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
と
と
も
に
、
片
面
的
・
一
方
的
寄
与
に
お
け
る
共
犯
の
可
罰
性
も
、「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
を
問
う
こ
と
に
よ
り
、
混
合
惹
起
説
と
適

合
的
す
る
形
で
、
合
理
的
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
に
よ
る
不
可
罰
と
犯
罪
的
意
味
連
関
を
基
準

と
す
る
可
罰
性
の
判
断
の
方
が
、
正
犯
結
果
と
の
蓋
然
性
判
断
や
中
立
的
行
為
に
対
す
る
危
険
創
出
実
現
判
断
と
比
較
し
て
、
─
完
全
に

一
致
す
る
結
論
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
─
、
な
お
明
確
性
に
優
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
適
切

と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、「
犯
罪
的
意
味
連
関
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
─
わ
た
く
し
も
そ
の
意
義
の
一
端
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し
得

た
と
は
考
え
て
い
る
も
の
の
─
、
確
か
に
さ
ら
に
明
確
化
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
後
の
検
討
課

題
と
し
た
い
。五

、
日
本
の
裁
判
例

共
謀
共
同
正
犯
論
に
よ
っ
て
、
実
務
上
は
共
同
正
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
圧
倒
的
に
多
数
を
占
め
、
幇
助
犯
の
事
案
は
、
ド

イ
ツ
に
比
べ
て
極
め
て
少
数
で
あ
る
が
、
日
常
行
為
な
い
し
中
立
的
行
為
に
関
連
す
る
裁
判
例
も
少
数
な
が
ら
見
ら
れ
る

（
９３
）

。

古
く
、
闘
鶏
賭
博
に
際
し
、
鶏
販
売
業
者
が
軍
鶏
を
売
却
し
た
事
案
に
つ
き
、「
鶏
ノ
販
売
ヲ
業
ト
ス
ル
者
ト
雖
、
賭
場
開
帳
図
利
者

ガ
闘
鶏
賭
博
用
ニ
供
ス
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
ナ
ガ
ラ
之
ニ
軍
鶏
ヲ
売
却
交
付
シ
テ
賭
場
開
帳
図
利
ノ
犯
行
ヲ
容
易
ナ
ラ
シ
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
同
罪
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
〇
五
）

ノ
従
犯
ヲ
論
ズ
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
判
示
し
た
大
審
院
の
判
決

（
９４
）

が
あ
る
。
あ
と
は
、
最
近
の
下
級
審
の
裁
判
例
で
、
①
広
告
代
理
店
の
経

営
者
が
、
売
春
ク
ラ
ブ
の
経
営
者
か
ら
の
注
文
を
受
け
て
、
情
を
知
り
な
が
ら
、
客
寄
せ
用
チ
ラ
シ
を
販
売
し
、
客
寄
せ
広
告
を
新
聞
紙

上
に
掲
載
し
た
事
案
で
、
売
春
防
止
法
六
条
二
項
三
号
の
売
春
周
旋
目
的
誘
引
罪
の
幇
助
犯
を
認
め
た
大
阪
高
裁
昭
和
六
一
年
一
〇
月

二
一
日
判
決

（
９５
）

、
②
ホ
テ
ト
ル
の
経
営
者
の
注
文
で
、
宣
伝
用
小
冊
子
を
印
刷
、
製
本
し
た
印
刷
業
者
に
つ
き
、
売
春
周
旋
罪
の
幇
助
犯
を

認
め
た
東
京
高
裁
平
成
二
年
一
二
月
一
〇
日
判
決

（
９６
）

、
③
売
春
営
業
を
行
っ
て
い
る
業
者
に
対
し
て
、
個
室
付
き
浴
場
の
開
業
資
金
の
融
資

を
行
っ
た
信
用
金
庫
の
支
店
長
に
つ
き
、
売
春
防
止
法
一
三
条
一
項
の
資
金
提
供
罪
の
成
立
を
認
め
た
大
阪
高
裁
平
成
七
年
七
月
七
日

判
決

（
９７
）

、
④
自
動
車
用
品
等
の
製
造
販
売
業
を
営
む
会
社
の
代
表
取
締
役
に
つ
き
、
速
度
違
反
自
動
監
視
装
置
（
オ
ー
ビ
ス
）
に
よ
る
写
真

撮
影
を
困
難
に
す
る
「
ウ
イ
ザ
ー
ド
」
と
呼
ば
れ
る
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
カ
バ
ー
製
作
し
、
販
売
交
付
す
る
行
為
を
、
道
路
交
通
法
上
の

速
度
超
過
違
反
の
幇
助
犯
と
し
た
大
阪
地
裁
平
成
一
二
年
六
月
三
〇
日
判
決

（
９８
）

、
⑤
地
方
税
法
上
の
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
脱

税
を
目
的
と
す
る
軽
油
取
引
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
軽
油
を
通
常
よ
り
も
安
く
購
入
し
た
者
に
つ
き
、
不
納
入
罪
の
幇
助

犯
を
否
定
し
た
熊
本
地
裁
平
成
六
年
三
月
一
五
日
判
決

（
９９
）

な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
お
よ
び
④
の
ケ
ー
ス
は
、
相
手
が
犯
行
を
行
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
も
は
や
信
頼
の
原
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
正
犯
の
犯
行
と
の

犯
罪
的
意
味
連
関
も
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
幇
助
犯
の
成
立
は
免
れ
な
い
。
②
の
ケ
ー
ス
で
は
、
チ
ラ
シ
の
印
刷
内
容
か
ら
、
売
春
の
周

旋
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
依
頼
主
の
犯
行
に
つ
い
て
確
た
る
認
識
を
欠
い
て
い
た
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
認
識
可
能
な
犯
罪
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
信
頼
の
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
チ
ラ
シ
が
犯
行
に

役
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
的
意
味
連
関
も
肯
定
で
き
、
可
罰
的
幇
助
が
成
立
す
る
。
③
に
関
し
て
は
、
判
決

認
定
の
よ
う
に
、
被
告
人
に
融
資
先
に
お
い
て
違
法
な
個
室
付
き
浴
場
を
開
業
す
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
資
金
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（
一
〇
六
）

提
供
行
為
に
つ
い
て
犯
罪
的
意
味
連
関
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
幇
助
犯
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
⑤
は
、
脱
税
目
的
を
も
っ
た
販
売
行
為

で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
軽
油
の
売
買
と
い
う
取
引
は
独
立
し
た
有
意
義
の
行
為
で
あ
り
、
脱
税
は
、
も
っ
ぱ
ら
取
引

後
に
販
売
者
が
独
立
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
否
定
さ
れ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た

熊
本
地
裁
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
。

中
立
的
行
為
に
関
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
最
近
、
も
っ
と
も
話
題
と
な
り
、
関
心
を
集
め
て
い
る
の
が
、W

inny

事
件
で
あ
る
。
映
像

や
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
を
著
作
権
法
の
法
定
除
外
事
由
な
し
に
、
権
利
者
の
許
諾
を
得
な
い
ま
ま
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
衆
送
信
可
能
な

状
態
に
置
い
た
と
し
て
著
作
権
法
の
公
衆
送
信
権
侵
害
罪
（
著
作
権
法
旧
第
一
一
九
条
第
一
号
）
の
犯
行
を
行
っ
た
正
犯
者
に
対
し
て
、
彼

（
ら
）
が
犯
行
手
段
と
し
て
利
用
し
た
「W

inny

」
と
呼
ば
れ
る
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
を
開
発
し
、
こ
れ
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公

開
・
提
供
し
て
い
た
と
し
て
、
著
作
権
法
違
反
の
幇
助
犯
の
責
任
が
問
わ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
第
一
審
が
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
の
に

対
し
て
、
控
訴
審
で
は
無
罪
判
決
が
出
さ
れ
、
社
会
的
に
も
、
さ
ら
に
理
論
的
に
も
非
常
に
興
味
を
惹
く
事
案
で
あ
る
。

わ
た
く
し
も
、
既
に
控
訴
審
の
判
決
を
取
り
上
げ
て
批
評
を
行
っ
て
い
る
の
で

（
１００
）

、
事
案
の
詳
細
や
原
審
お
よ
び
控
訴
審
の
判
断
等
に
つ

い
て
、
詳
し
く
は
そ
れ
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
、
本
稿
の
立
場
か
ら
、
若
干
の
結
論
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
こ
の
事
案
で
は
、
被
告
人
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
トW

inny

を
公
開
し
、
不
特
定
多
数
の
人
が
そ
の
ソ
フ
ト
を
利
用
し
得
る
状
態
に
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
正
犯
者
と
の
犯
行
に
関
す
る
意
思
疎
通
は
存
在
し
な
い
。
も
っ
と
も
、
被
告
人
は
、
こ
の
ソ
フ
ト
利
用
者
に
お
い
て
著
作
権

侵
害
の
犯
行
に
利
用
さ
れ
て
い
る
事
情
は
認
識
し
て
い
た
。

従
来
の
学
説
は
、
正
犯
者
に
対
し
て
直
接
提
供
さ
れ
た
事
例
を
前
提
に
議
論
し
て
き
た
の
で
、
こ
の
よ
う
に
不
特
定
多
数
の
人
々
に
対

し
て
一
般
的
に
利
用
可
能
な
状
態
に
置
い
た
場
合
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考
慮
を
行
う
べ
き
か
、
慎
重
に
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
。

七
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
〇
七
）

ま
ず
、
信
頼
の
原
則
の
適
用
の
有
無
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
被
告
人
に
お
い
て
、
自
己
が
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
配
布
し

た
ソ
フ
ト
が
、
著
作
権
侵
害
の
犯
行
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
情
に
関
す
る
認
識
は
有
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
信
頼
の
原
則
の
適

用
に
あ
た
っ
て
、
ソ
フ
ト
の
利
用
者
が
実
際
に
ど
の
程
度
違
法
な
利
用
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
ど
の
程
度
の
違
法
利
用
に
達
す
る

と
、
信
頼
が
許
さ
れ
な
く
な
る
の
か
等
、
検
討
を
要
す
べ
き
点
が
多
い
。
し
か
し
、
一
応
こ
の
問
題
を
棚
上
げ
し
、
違
法
利
用
の
実
情
に

関
す
る
認
識
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
仮
定
し
、
信
頼
の
原
則
が
排
除
さ
れ
る
と
し
て
、
も
っ
と
も
問
題
と
な
る
の
は
、
犯
罪
的
意
味

連
関
の
存
否
に
つ
い
て
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
不
特
定
多
数
人
に
対
す
る
ネ
ッ
ト
上
で
の
一
般
的
な
提
供

に
止
ま
り
、
そ
の
ソ
フ
ト
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
、
利
用
の
仕
方
に
つ
い
て
、
す
べ
て
利
用
者
の
答
責
的
領
域
で
行
わ
れ
て
い
る
点
に
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
ソ
フ
ト
は
合
法
的
に
も
違
法
に
も
利
用
し
得
る
汎
用
的
な
技
術
的
手
段
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
般
的
に
利

用
可
能
な
状
態
に
置
く
行
為
と
、
そ
れ
を
利
用
し
て
犯
罪
を
行
う
正
犯
者
の
行
為
と
の
間
に
境
界
な
い
し
隔
絶
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
点
に
着
目
す
れ
ば
、
一
般
的
な
提
供
行
為
と
正
犯
行
為
と
は
各
々
独
立
し
た
行
為
で
あ
る
と
い
う
評
価
が
可
能
で
、
提
供
者
に

お
い
て
、
自
ら
の
自
律
的
な
決
定
に
も
と
づ
い
て
そ
れ
を
入
手
し
、
犯
行
に
及
ん
だ
利
用
者
自
身
の
責
任
に
つ
い
て
ま
で
、
原
則
と
し
て

特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、
共
犯
と
し
て
の
責
任
を
連
帯
的
に
負
担
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
ソ
フ

ト
自
体
が
も
っ
ぱ
ら
違
法
利
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
場
合
や
、
具
体
的
に
正
犯
者
と
の
間
で
意
思
疎
通
の
上
で
、
─
こ
の
ケ
ー
ス
で

い
え
ば
、
犯
行
の
発
覚
の
リ
ス
ク
を
低
減
さ
せ
著
作
権
侵
害
の
犯
行
を
行
い
易
く
す
る
と
い
う
よ
う
な
─
犯
行
を
促
進
す
る
手
段
と
し
て

提
供
さ
れ
た
場
合
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
的
意
味
連
関
は
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

（
１０１
）

。
可
罰
的
幇

助
を
認
め
る
見
解
が
多
数
の
よ
う
で
あ
る
が
、
犯
罪
的
意
味
連
関
を
認
め
る
こ
と
が
困
難
な
ケ
ー
ス
と
し
て
、
幇
助
犯
は
成
立
し
な
い
と

解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

七
七
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日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
〇
八
）

（
１
） 

西
田
典
之
『
刑
法
総
論　

二
版
』（
二
〇
一
〇
年
）
三
三
六
頁
以
下
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論　

二
版
』（
二
〇
〇
九
年
）
二
九
六
頁
な
ど
。
共
同

正
犯
を
含
む
す
べ
て
の
共
犯
形
式
を
、
因
果
的
一
元
論
に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
見
解
の
問
題
に
つ
い
て
、
上
野
幸
彦
「
関
与
体
系
の
諸
相
と

日
本
法
の
位
相
」
日
本
大
学
法
学
会
・
日
本
法
学
五
七
巻
四
号
（
一
九
九
八
年
）
九
〇
─
九
一
頁
。

（
２
） 
こ
れ
に
つ
き
、
上
野
幸
彦
「
承
継
的
共
同
正
犯
論
の
批
判
的
検
討
」
日
本
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
・
法
学
研
究
年
報
第
一
四
号
（
一
九
八
四

年
）
一
二
頁
以
下
参
照
。

（
３
） 

前
掲
註（
１
）に
掲
げ
た
も
の
の
ほ
か
、
内
田
文
昭
『
刑
法
概
要
中
巻
〔
犯
罪
論
⑵
〕』（
一
九
八
九
年
）
四
三
六
頁
以
下
、
大
谷
実
『
刑
法
講
義

総
論　

新
版
三
版
』（
二
〇
〇
九
年
）
四
〇
四
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義　

二
版
』（
二
〇
〇
六
年
）
五
〇
八
頁
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論　

二

版
』（
二
〇
〇
八
年
）
九
二
二
頁
、
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論　

四
版
』（
二
〇
〇
八
年
）
二
四
三
─
二
四
四
頁
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論　

二
版
』

（
二
〇
〇
八
年
）
三
七
三
頁
、
伊
東
研
祐
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
八
年
）
三
三
八
頁
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
二
〇
〇
八
年
）
四
九
四
頁
、

松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義　

四
版
』（
二
〇
〇
九
年
）
二
五
二
頁
、
船
山
泰
範
『
刑
法
学
講
話
〔
総
論
〕』（
二
〇
一
〇
年
）、
高
橋
則
夫
『
刑
法
総

論
』（
二
〇
一
〇
年
）
四
一
三
頁
な
ど
。

（
４
） 

西
田
・
前
掲
註（
１
）三
四
四
頁
。

（
５
） 

豊
田
兼
彦
「
狭
義
の
共
犯
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
─
『
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
』
お
よ
び
『
必
要
的
共
犯
』
の
問
題
を
素
材
と
し
て
─
」
立

命
館
大
学
法
学
会
・
立
命
館
法
学
二
〇
〇
六
年
六
号
二
五
二
─
二
五
四
頁
、
同
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
客
観
的
帰
属
─
『
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇

助
』
と
『
必
要
的
共
犯
』
を
素
材
と
し
て
─
」
刑
法
雑
誌
四
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
八
年
）
三
四
五
─
三
四
七
頁
。

（
６
） 

も
っ
と
も
代
表
的
な
も
の
だ
け
を
挙
げ
て
お
く
と
、
松
生
光
正
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
一
）」
姫
路
法
学
会
・
姫
路
法
学
二
七
・
二
八

合
併
号
（
一
九
九
九
年
）
二
〇
七
頁
以
下
、
同
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
二
）」
同
誌
三
一
・
三
二
合
併
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
三
九
頁
以
下
、

島
田
聡
一
郎
「
広
義
の
共
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
─
い
わ
ゆ
る
『
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
』
に
関
す
る
近
時
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て
─
」
立

教
法
学
会
・
立
教
法
学
五
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）
五
七
頁
以
下
、
曲
田
統
「
日
常
的
行
為
と
従
犯
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
に
し
て
─
」
中

央
大
学
法
学
会
・
法
学
新
報
一
一
一
巻
三
・
四
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
山
中
敬
一
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
の
可
罰
性
」
関
西
大

学
法
学
会
・
法
学
論
集
五
六
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
三
九
頁
以
下
な
ど
。
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
〇
九
）

（
７
） 

本
稿
で
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
体
系
書
で
あ
る
刑
法
総
論
（C

laus R
oxin, S

trafrecht  A
llgem

einer T
eil B

and

Ⅱ, ２００３

）
に 

拠
っ
て
い
る
が
、

ロ
ク
シ
ン
の
見
解
は
、
彼
自
身
が
執
筆
し
た
ラ
イ
プ
チ
ガ
ー
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
の
刑
法
典
第
二
七
条
の
説
明
（S

tG
B

 L
eipziger K

om
m

entar, 

１０. A
ufl., １９８５, 

§２７

）
や
彼
が
宮
澤
浩
一
先
生
の
七
〇
歳
の
祝
賀
記
念
論
文
集
（
一
九
九
五
年
）（F

estschrift für K
oichi M

iyazaw
a: dem

 

W
egbereiter des japanisch-deutschen S

trafrechtsdiskurses, １９９５

）
に
寄
せ
た
「
幇
助
と
は
何
か
」（W

as ist B
eihilfe?

）
と
い
う
タ
イ

ト
ル
の
論
文
に
お
い
て
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
断
片
的
な
い
し
一
面
的
に
し
か
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
き
ら
い
も
見
受
け
ら
れ
る

の
で
、
以
下
で
は
あ
る
程
度
原
文
の
叙
述
に
し
た
が
っ
て
、
や
や
忠
実
に
そ
の
見
解
の
全
容
を
示
す
こ
と
に
努
め
た
。

（
８
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２１８.

（
９
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４１.

（
１０
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４２.

（
１１
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２１.

（
１２
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２２.

（
１３
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２３.

（
１４
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２４.

（
１５
） G

ünter Jakobs, S
trafrecht, A

llgem
einer T

eil, ２.A
ufl., １９９１, ２４/１７.

ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法

学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
五
九
頁
以
下
、
山
中
・
前
掲
註（
６
）八
一
頁
以
下
に
詳
し
い
。

（
１６
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２８.

（
１７
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２２９.

（
１８
） H

eribert S
chum

ann, S
trafrechtliches H

andlungsunrecht und das P
rinzip der S

elbstverantw
ortung der A

nderen, １９８６, S
.５７. 

シ
ュ
ー
マ
ン
の
見
解
に
つ
き
、
松
生
・
前
掲
（
６
）
姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
三
九
頁
以
下
、
曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
六
九
頁
以
下
参
照
。

（
１９
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３０.

（
２０
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３１.

七
七
六



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
一
〇
）

（
２１
） W

infried H
assem

er, P
rofessionelle A

däquanz, １９９５, S
.８５. 

ハ
ッ
セ
マ
ー
に
よ
る
職
業
的
相
当
性
説
に
つ
き
、
松
生
・
前
掲
註（
６
）姫

路
法
学
二
七
・
二
八
合
併
号
二
一
六
頁
以
下
、
曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
五
八
頁
以
下
参
照
。

（
２２
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３３.

（
２３
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３４.

（
２４
） Ingeborg P

uppe, N
om

os K
om

m
entar zum

 S
trafgesetzbuch, １９９５, vor 

§１３, R
n.１５５ff.　

プ
ッ
ペ
の
見
解
に
つ
き
、
松
生
・
前
掲

（
６
）
姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
２５
） N

iederm
air, Z

S
tW

１０７ 

（１９９５

）, S
.５３６.

（
２６
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３７.

（
２７
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３８.

（
２８
） W

ohlers, S
chw

Z
S

tr１１７ 
（１９９９

）, S
.４２５; ders., N

S
tZ

２０００, S
.１６９.

（
２９
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２３９.

（
３０
） W

eigend, G
renzen strafbarer B

eihilfe, F
estschrift für H

aruo N
ishihara, １９９８, S

.１９９f.　

ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
の
見
解
に
つ
き
、
曲

田
・
前
掲
註（
６
）一
六
〇
頁
以
下
参
照
。

（
３１
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４４.

（
３２
） B

eckem
per,Jura２００１, S

１６８.

（
３３
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４６.

（
３４
） 

こ
の
Ｒ
Ｇ
の
判
例
に
つ
い
て
、
曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
四
七
─
一
四
八
頁
、
山
中
・
前
掲
註（
６
）四
八
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
３５
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４７.

（
３６
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４８.

（
３７
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２４９.

（
３８
） 

こ
の
ス
イ
ス
の
判
例
に
つ
き
、
ア
ン
チ
ロ
ー
プ
の
肉
の
販
売
事
件
と
し
て
、
山
中
・
前
掲
註（
６
）五
三
─
五
四
頁
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

七
七
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日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
一
一
）

（
３９
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２５０.

（
４０
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２５１.

（
４１
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２５３.

（
４２
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２５４.

（
４３
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２１０.　

こ
れ
に
つ
い
て
、
上
野
幸
彦
「
幇
助
犯
に
お
け
る
因
果
連
関
と
客
観
的
帰
責
」
日
本
大
学
法
学
会
・
日
本
法

学
七
〇
巻
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
〇
─
一
〇
二
頁
参
照
。

（
４４
） 

こ
の
結
果
、
ロ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
、
可
罰
的
幇
助
と
は
、
構
成
要
件
該
当
結
果
と
因
果
的
で
法
的
に
許
さ
れ
な
い
危
険
増
加
と
定
義
づ
け
ら
れ

る
（ders, a.a.O

., 

§２６R
n.１８３.

）。
許
さ
れ
な
い
危
険
の
実
現
は
、
客
観
的
構
成
要
件
に
対
す
る
帰
属
の
基
本
要
件
な
の
で
あ
る
（
な
お
、
ロ
ク

シ
ン
〔
佐
藤
拓
磨
訳
〕「
ド
イ
ツ
の
理
論
刑
法
学
の
最
近
の
状
況
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
四
九
巻
二
・
三
合
併
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
七
頁
、

二
〇
六
頁
参
照
）。
本
文
に
説
明
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
、
主
観
的
な
構
成
要
件
を
問
題
と
す
る
見
解
と
捉
え

た
り
（
た
と
え
ば
、T

hom
as R

otsch, N
eutrale B

eihilfe zur F
allbearbeitung im

 G
utachten, JU

R
A

２００４, S
.１８.

）、
折
衷
説
と
し
て
位
置

づ
け
る
の
は
（
た
と
え
ば
、
松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
七
六
頁
、
曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
七
二
頁
）、
必
ず
し
も
的
確

な
理
解
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。

（
４５
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）四
七
頁
。

（
４６
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）七
七
頁
以
下
。

（
４７
） 

島
田
聡
一
郎
「
他
人
の
行
為
の
介
入
と
正
犯
成
立
の
限
界
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
七
巻
三
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
二
六
頁
。

（
４８
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）八
二
─
八
三
頁
、
八
五
─
八
六
頁
、
八
八
頁
。

（
４９
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）八
一
頁
。

（
５０
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）七
八
頁
。

（
５１
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）八
八
頁
。

（
５２
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）九
一
頁
。

七
七
七



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
一
二
）

（
５３
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）九
八
頁
。

（
５４
） 

照
沼
准
教
授
も
、
代
替
原
因
の
設
定
基
準
に
つ
い
て
、
そ
の
不
透
明
さ
を
批
判
さ
れ
て
い
る
（
照
沼
亮
介
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
と
中
立
的
行

為
に
よ
る
幇
助
」『
神
山
敏
雄
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集　

第
一
巻　

過
失
犯
論
・
不
作
為
犯
論
・
共
犯
論
』（
二
〇
〇
六
年
）
五
八
五
頁
）。

（
５５
） 
山
中
・
前
掲
註（
６
）九
八
頁
。

（
５６
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.２１３.　

上
野
・
前
掲
註（
４３
）一
一
二
─
一
一
三
頁
。

（
５７
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）九
八
頁
。
さ
ら
に
、
曲
田
・
前
掲
註（
６
）四
五
一
頁
以
下
。

（
５８
） 

西
貝
吉
晃
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
に
お
け
る
現
代
的
課
題
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
五
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
九
頁
、

一
〇
七
頁
。

（
５９
） 

最
近
、
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
の
Ｈ
―
ホ
ラ
ン
ト
（K

laus H
offm

ann-H
olland

）
教
授
は
、
刑
法
上
の
概
念
に
つ
い
て
、
明
確
性
原
則
の
下
で
、

日
常
用
語
例
に
よ
っ
て
限
界
付
け
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
刑
法
体
系
に
よ
っ
て
も
形
成
さ
れ
、
制
限
さ
れ
る
と
い
う
興
味
深
い
見
解
を
示
し
て
お

ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
上
野
幸
彦
訳
「
団
体
概
念
の
事
例
に
関
す
る
解
釈
の
限
界
と
し
て
の
刑
法
お
よ
び
概
念
を
形
成
す
る
体
系
の
中
心
的
な

構
成
原
理
と
し
て
の
明
確
性
原
則
」
本
誌
本
号
（
日
本
法
学
七
七
巻
一
号
・
二
〇
一
一
年
）
一
一
九
頁
以
下
。

（
６０
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）一
一
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
註（
３
）九
一
二
─
九
一
三
頁
。

（
６１
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）一
二
二
─
一
二
五
頁
。

（
６２
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）一
二
六
─
一
二
七
頁
。

（
６３
） V

gl., R
oxin, a.a.O

., 

§２６R
n.２４３.

（
６４
） 

た
と
え
ば
、
山
中
教
授
は
、
後
述
す
るW

inny

事
件
に
つ
い
て
、
日
常
使
用
危
険
物
提
供
類
型
に
分
類
さ
れ
た
う
え
で
、
な
お
「
可
罰
的
幇

助
か
ど
う
か
は
微
妙
で
あ
る
。」（
山
中
・
前
掲
註（
３
）九
一
五
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
危
険
判
断
の
曖

昧
さ
と
難
し
さ
が
露
呈
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
６５
） 

松
宮
・
前
掲
註（
３
）二
九
二
頁
。

（
６６
） 

曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
八
七
頁
。

七
七
七



日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
一
三
）

（
６７
） 

曲
田
・
前
掲
註（
６
）一
九
五
─
一
九
六
頁
。

（
６８
） 

山
中
・
前
掲
註（
６
）一
〇
一
頁
。

（
６９
） 
照
沼
亮
介
『
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
五
八
─
一
五
九
頁
。

（
７０
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.１９５.　

上
野
・
前
掲
註（
４３
）九
七
頁
、
松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
四
二
頁
。

（
７１
） 

曲
田
・
前
掲
註（
６
）二
〇
四
頁
。

（
７２
） 

法
の
支
配
の
も
と
で
の
、
法
の
重
層
的
な
社
会
統
制
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
碧
海
純
一
『
新
版
法
哲
学
概
論　

全
訂
二
版
補
正
版
』

（
一
九
九
八
年
）
九
四
─
九
六
頁
。

（
７３
） 

照
沼
・
前
掲
註（
５４
）五
七
三
頁
。

（
７４
） 

照
沼
・
前
掲
註（
５４
）五
七
六
頁
。

（
７５
） 

照
沼
・
前
掲
註（
５４
）五
八
二
頁
。

（
７６
） 

船
山
泰
範
ほ
か
編
『
ス
タ
ッ
フ
刑
法
総
論
』（
一
九
九
七
年
）
三
〇
六
─
三
〇
七
頁
〔
上
野
幸
彦
〕。
混
合
惹
起
説
と
い
う
見
解
は
、
ロ
ク
シ
ン

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（R

oxin, a.a.O
., 

§２５R
n.１０２.

）。
こ
の
見
解
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
誠
二
「
共
犯
の
処
罰
の
根
拠

に
つ
い
て
の
管
見
」『
刑
事
法
学
の
新
動
向　

下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀　

上
巻
』（
一
九
九
五
年
）
一
八
─
一
九
頁
、
三
〇
頁
以
下
、
豊
田
兼
彦
「
共

犯
の
処
罰
根
拠
と
客
観
的
帰
属
⑴
」
愛
知
大
学
法
学
部
・
法
経
論
集
一
六
六
号
一
頁
以
下
参
照
。
現
在
で
は
、
日
本
で
も
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
見

解
が
多
数
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
西
田
・
前
掲
註（
１
）三
三
八
頁
、
山
口
・
前
掲
註（
１
）三
〇
〇
頁
、
井
田
・
前
掲
註（
３
）四
八
一
─
四
八
二

頁
、
松
宮
・
前
掲
註（
３
）二
五
二
頁
、
伊
東
・
前
掲
註（
３
）三
六
〇
頁
、
高
橋
・
前
掲
註（
３
）四
一
三
頁
な
ど
。

（
７７
） 

照
沼
・
前
掲
註（
５４
）五
七
八
─
五
七
九
頁
。

（
７８
） H

ans W
elzel,D

as D
eutsche S

trafrecht, １１.A
ufl., １９６９, S

.５５ff..

（
７９
） 

松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法
学
二
七
・
二
八
合
併
号
二
一
五
頁
、
島
田
・
前
掲
註（
６
）六
二
頁
、
山
中
・
前
掲
註（
６
）七
三
頁
、
曲
田
・
前
掲

註（
６
）一
七
八
頁
な
ど
。
も
っ
と
も
、
可
罰
的
違
法
性
と
い
う
観
点
か
ら
、
日
常
行
為
の
幇
助
構
成
要
件
該
当
性
を
論
じ
る
余
地
は
、
な
お
理
論
的

に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
藤
木
英
雄
『
可
罰
的
違
法
性
』（
一
九
七
五
年
）
八
八
─
八
九
頁
参
照
。

七
七
六



日
本
法
学　

第
七
十
七
巻
第
一
号
（
二
〇
一
一
年
七
月
）

（
一
一
四
）

（
８０
） 

豊
田
教
授
は
、
客
観
的
帰
属
論
と
混
合
惹
起
説
と
の
必
然
的
な
結
合
を
強
調
さ
れ
る
（
豊
田
・
前
掲
註（
５
）立
命
館
法
学
二
〇
〇
六
年
六
号

二
五
五
─
二
五
七
頁
、
刑
法
雑
誌
四
七
巻
三
号
三
四
七
─
三
四
九
頁
、
同
「
客
観
的
帰
属
論
と
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
関
係
」
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
一

号
（
二
〇
一
〇
年
）
六
頁
以
下
、
さ
ら
に
、
許
さ
れ
な
い
危
険
の
創
出
お
よ
び
そ
れ
と
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
に
つ
き
、
同
「
共
犯
の
一
般
的
成
立
要

件
に
つ
い
て
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
３
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
〇
─
一
八
頁
。

（
８１
） R

oxin, a.a.O
., 

§２６R
n.１９３.　

上
野
・
前
掲
註（
４３
）一
一
三
頁
。

（
８２
） 

松
生
「
客
観
的
帰
属
論
と
過
失
共
犯
」
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
三
─
三
四
頁
参
照
。

（
８３
） 

結
果
に
対
す
る
行
為
者
の
責
任
を
問
題
と
す
る
場
合
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
論
の
基
本
的
な
妥
当
性
に
つ
き
、
松
生
・
前
掲
註（
７９
）三
二
─

三
三
頁
。

（
８４
） 

松
生
・
前
掲
註（
７９
）三
二
頁
参
照
。

（
８５
） 

村
上
淳
一
・
六
本
佳
平
訳
『
Ｎ
・
ル
ー
マ
ン　

法
社
会
学
』（
一
九
七
七
年
）
三
九
─
四
四
頁
、
一
〇
八
頁
参
照
。
ル
ー
マ
ン
に
よ
る
分
析
に

つ
い
て
、
松
生
・
前
掲
註（
７９
）五
三
頁
以
下
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
８６
） 

松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
九
四
頁
。

（
８７
） 

な
お
、
松
生
教
授
の
見
解
に
対
し
て
は
、
購
買
者
が
そ
の
犯
行
に
利
用
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、「
他
者
の
行
為
と
完
全

に
遮
断
さ
れ
た
行
為
寄
与
」
が
存
在
す
る
と
評
価
し
得
る
の
か
、
あ
る
い
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
な
お
議
論
の
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
結
果
的
に
、
日
常
的
な
通
常
業
務
性
に
重
点
が
置
か
れ
た
解
決
策
と
な
っ
て
お
り
、
客
観
的
帰
属
と
い
う

一
般
的
な
帰
属
原
理
と
の
理
論
的
な
関
連
性
に
つ
い
て
も
、
十
分
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ

う
な
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
結
論
が
導
か
れ
る
の
か
と
い
う
説
明
に
乏
し
い
た
め
、
残
念
な
が
ら
、
具
体
的
に
利

用
可
能
で
有
効
な
基
準
と
し
て
機
能
す
る
か
否
か
と
い
う
検
証
を
十
分
行
い
得
る
程
度
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
現
時
点
に
お
い
て
は
客
観
的
に
分
析
で

き
る
材
料
に
や
や
不
足
が
認
め
ら
れ
る
。
具
体
的
な
適
用
可
能
性
に
関
す
る
議
論
の
さ
ら
な
る
展
開
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
８８
） C

laus R
oxin, S

trafrecht, A
llgem

einer T
eil, B

and

Ⅰ, ４.A
ufl., ２００６, 

§２４R
n.１１, R

n２１ff..

信
頼
の
原
則
に
つ
き
、
板
倉
宏
『
刑
法
総

論　

補
訂
版
』（
二
〇
〇
七
年
）
二
八
一
─
二
八
二
頁
参
照
。

七
七
六



日
常
行
為
と
可
罰
的
幇
助
（
上
野
）

（
一
一
五
）

（
８９
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）一
〇
五
頁
。

（
９０
） 

島
田
・
前
掲
註（
６
）八
五
─
八
六
頁
。

（
９１
） 
し
た
が
っ
て
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
「
故
意
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
す
る
見
方
は
（
小
島
秀
夫
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇

助
」
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
一
号
（
二
〇
一
〇
年
）
二
八
頁
）、
適
切
で
は
な
い
。

（
９２
） 

松
生
・
前
掲
註（
６
）姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
二
九
三
頁
。

（
９３
） 

中
立
的
行
為
に
関
連
す
る
日
本
の
判
例
に
つ
き
、
曲
田
統
「
日
常
行
為
と
従
犯
（
二
）
─
主
に
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
を
素
材
と
し
て
─
」
中

央
大
学
法
学
会
・
法
学
新
報
一
一
二
巻
一
・
二
号
（
二
〇
〇
五
年
）
四
四
五
頁
以
下
、
山
中
・
前
掲
註（
６
）五
四
頁
以
下
参
照
。

（
９４
） 

大
審
院
昭
和
七
年
九
月
二
六
日
判
決
（
刑
集
一
一
巻
一
三
六
七
頁
）。

（
９５
） 

判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三
〇
号
二
三
〇
頁
。

（
９６
） 

判
例
タ
イ
ム
ズ
七
五
二
号
二
四
六
頁
。

（
９７
） 

判
例
時
報
一
五
六
三
号
一
四
七
頁
。

（
９８
） 

高
等
裁
判
所
刑
事
判
例
集
五
二
巻
二
号
一
〇
三
頁
。

（
９９
） 

判
例
時
報
一
五
一
四
号
一
六
九
頁
。

（
１００
） 

上
野
幸
彦
「
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
を
開
発
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
・
提
供
し
た
者
に
つ
き
、
著
作
権
法
上
の
公
衆
送
信
権
侵
害
罪

の
幇
助
犯
の
成
立
が
否
認
さ
れ
た
事
例
─W

inny

事
件
控
訴
審
判
決
─
」
日
本
大
学
法
学
会
・
日
本
法
学
七
六
巻
三
号
（
二
〇
一
〇
年
）
一
九
一

頁
以
下
。
さ
ら
に
、
控
訴
審
判
決
に
つ
い
て
、
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
誌
上
で
特
集
（
二
二
号
（
二
〇
一
〇
年
））
が
組
ま
れ
、
不
可
罰
説
の
立
場
か

ら
、
園
田
寿
「W

inny

の
開
発
・
提
供
に
関
す
る
刑
法
的
考
察[
再
論]

─
ウ
イ
ニ
ー
控
訴
審
無
罪
判
決
の
意
義
と
課
題
─
」（
同
誌
四
〇
頁
以
下
）、

可
罰
説
の
立
場
か
ら
、
豊
田
兼
彦
「W

inny

事
件
と
中
立
的
行
為
」（
同
誌
五
一
頁
以
下
）、
さ
ら
に
島
田
聡
一
郎
「W

inny

事
件
二
審
判
決
と
、
い

わ
ゆ
る
『
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
論
』」（
同
誌
五
九
頁
以
下
）
の
論
稿
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
１０１
） 

上
野
・
前
掲
註（
１００
）二
〇
七
─
二
〇
八
頁
。

 

（
二
〇
一
一
年
二
月
八
日
脱
稿
）

七
七
六




