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第
二
章

不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件

Ⅰ

客
観
的
構
成
要
件

Ａ

客
観
的
構
成
要
件
要
素

１

結
果
回
避
義
務
を
基
礎
付
け
る
状
況

不
真
正
不
作
為
犯
の
客
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て
、
先
ず
挙
げ
ら
れ
る
べ
き
な
の
は
、
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
特
別
の
作
為
義
務

を
基
礎
付
け
る
状
況
の
存
在
で
あ
る（
い
わ
ゆ
る
構
成
要
件
該
当
状
況
な
い
し
義
務
を
基
礎
付
け
る

１
）

事
態
）。
す
な
わ
ち
、
不
作
為
者
に
そ

の
介
入
を
期
待
す
る
な
い
し
要
請
す
る
事
態
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

具
体
的
作
為
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
事
態
の
発
生
は
、
結
果
発
生
の
危
険
が
生
ず
る
時
点
で
初
め
て
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
保
障
人

の
地
位
と
い
っ
た
要
件
を
別
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
結
果
発
生
の
危
険
が
あ
っ
て
初
め
て
、
個
人
の
作
為
義
務
が
生

２
）

ず
る
。

例
え
ば
、
工
場
経
営
者
が
炭
疽
菌
に
汚
染
さ
れ
た
山
羊
毛
を
事
前
に
消
毒
す
る
こ
と
な
し
に
加
工
の
た
め
に
工
場
労
働
者
に
引
き
渡
し

た
と
こ
ろ
、
工
場
労
働
者
四
人
が
そ
れ
に
感
染
し
て
死
亡
し
た
と
い
う
、
有
名
な
ド
イ
ツ
の
山
羊
毛
事
件
が

３
）

あ
る
。
こ
の
事
件
で
は
、（
消

毒
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
）
不
作
為
と
（
工
場
労
働
者
に
山
羊
毛
を
引
き
渡
し
た
と
い
う
）
作
為
の
両
面
が
あ
り
、
不
作
為
犯
と
捉
え
る

か
作
為
犯
と
捉
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
学
説
に
は
、
本
事
例
は
、
作
為
犯
と
し
て
も
不
作
為
犯
と
し
て
も
構
成
で
き
る
、「
消
毒
を
し
て

い
な
い
と
い
う
不
作
為
が
積
極
的
行
為
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
山
羊
毛
が
消
毒
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
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労
働
者
に
引
き
渡
す
と
い
う
こ
と
は
注
意
義
務
違
反
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
こ
う
も
言
え
る
、
山
羊
毛
は
工
場
労
働
者
に
渡
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
、
既
に
、
そ
れ
を
消
毒
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
注
意
義
務
違
反
で
あ
る
」、
し
た
が
っ
て
、
過
失
犯
と
い
う

同
一
の
構
成
要
件
該
当
性
に
つ
き
、
作
為
犯
と
し
て
も
不
作
為
犯
と
し
て
も
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
両
者
は
競
合
す
る
が
、
補

充
性
の
観
点
か
ら
、
作
為
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
但
し
、
行
為
者
が
引
き
渡
し
時
点
に
お
い
て
責
任
無
能
力
状
態
に
あ
る

な
ら
、
不
作
為
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ

４
）

る
と
。
し
か
し
、
本
事
例
は
作
為
犯
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

不
作
為
の
時
点
で
は
、
結
果
回
避
義
務
を
基
礎
付
け
る
危
険
が
ま
だ
生
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
山
羊
毛
を
引
き
渡
す
と
い
う
計

画
だ
け
で
は
、
ま
だ
、「
行
為
者
心
理
現
象
」に
す
ぎ
ず
、
危
険
な
行
為
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
状
況
は
生
じ
て
い

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
山
羊
毛
を
引
き
渡
す
時
点
に
お
い
て
責
任
無
能
力
で
あ
っ
た
な
ら
、
そ
の
前
の
消
毒
を
し

な
か
っ
た
時
点
を
捉
え
て
、
不
作
為
犯
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
時
点
で
は
、
構
成
要
件
該
当
状
況
は
存
在
し
な
か
っ

た
か
ら
で

５
）

あ
る
。

２

必
要
な
作
為
の
非
着
手
（
不
作
為
）

構
成
要
件
該
当
行
為
は
、
各
命
令
構
成
要
件
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
る
（
積
極
的
）
作
為
を
し
な
い
こ
と
（
不
作
為
）
で
あ
る
。
必
要
な

行
為
は
法
律
に
明
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
各
構
成
要
件
該
当
状
況
に
お
か
れ
た
客
観
的
観
察
者
の
事
前
の
判
断
に

基
づ
く
と
、
各
犯
罪
類
型
、
そ
の
保
護
目
的
、
具
体
的
状
況
か
ら
、
で
き
る
だ
け
迅
速
且
つ
確
実
に
構
成
要
件
該
当
結
果
の
発
生
を
回
避

す
る
た
め
に
何
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
導
か
れ
る
。
具
体
的
な
結
果
発
生
の
危
険
が
あ
っ
て
初
め
て
作
為
義
務
が
生
ず

る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
行
為
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
の
判
断
に
は
、
事
例
ご
と
の
特
殊
な
事
情
が
す
べ
て
流
れ
込

む
。
す
な
わ
ち
、
義
務
付
け
ら
れ
る
者
の
知
識
、
能
力
及
び
可
能
事
、
危
険
源
へ
の
近
接
性
、
救
助
に
必
要
な
救
助
手
段
の
存
在
及
び
こ
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れ
を
利
用
す
る
の
に
必
要
な
経
験
と
知
識
。
命
令
さ
れ
る
の
は
、
常
に
、
着
手
す
る
こ
と
が
実
際
に
可
能
な
行
為
だ
け
で

６
）

あ
る
。
例
え
ば
、

子
供
が
熱
湯
で
火
傷
し
た
と
き
、
火
傷
軟
膏
を
塗
る
だ
け
で
足
り
る
の
か
、
医
師
を
呼
ん
だ
り
あ
る
い
は
病
院
へ
連
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら

な
い
の
か
は
、
火
傷
の
種
類
・
程
度
、
子
供
の
年
齢
、
体
質
、
及
び
、
事
故
の
場
所
、
時
間
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら

７
）

な
い
。

結
果
発
生
を
阻
止
す
る
た
め
に
適
し
た
行
為
は
唯
一
つ
し
か
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、複
数
の
行
為
選
択
肢
の
あ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
場
合
、
構
成
要
件
該
当
の
不
作
為
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
必
要
と
さ
れ
る
行
為
の
ど
れ
に
も
着
手
し
な
か
っ
た
場
合
に
限

ら
れ
る
。
行
為
選
択
肢
の
な
か
の
一
つ
で
も
行
わ
れ
れ
ば
、
不
作
為
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
ら
救
助

措
置
を
す
る
可
能
性
の
ほ
か
、
他
人
の
助
力
を
求
め
る
可
能
性
も

８
）

あ
る
。
行
為
義
務
を
課
せ
ら
れ
る
行
為
者
が
、
結
果
回
避
を
直
接
果
た

さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
危
険
状
況
に
よ
っ
て
は
、
行
為
者
は
専
門
の
第
三
者
（
例
え
ば
、
警
察
、

救
助
隊
、
救
急
医
療
、
消
防
）
に
助
力
を
求
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
第
三
者

に
義
務
を
果
た
し
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
を
自
分
の
行
為
義
務
付
け
か
ら
免
れ
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為
者

は
第
三
者
の
活
動
を
監
督
し
、
必
要
な
場
合
に
は
、
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら

９
）

な
い
。

結
果
回
避
傾
向
を
有
す
る
行
為
が
行
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
義
務
者
が
、「
客
観
的
状
況
か
ら
し
て
、

で
き
る
だ
け
最
善
の
且
つ
迅
速
な
結
果
回
避
に
必
要
な
こ
と
を
す
べ
て
行
っ
た
」
と
い
え
る
限
り
、
結
果
が
実
際
に
効
果
的
に
回
避
さ
れ

た
か
否
か
は
重
要
で
は

10
）

な
い
。
但
し
、
行
為
者
が
、
結
果
回
避
を
す
る
上
で
不
適
切
な
選
択
肢
を
適
切
だ
と
誤
認
し
て
選
ん
だ
と
き
、
例

え
ば
、
自
ら
は
救
助
措
置
を
と
ら
な
い
で
、
到
底
適
時
に
介
入
し
得
な
い
警
察
を
呼
ぶ
と
か
、
そ
の
他
、
不
十
分
な
選
択
肢
を
と
っ
た
と

き
、
過
失
の
不
作
為
犯
が
問
題
と

11
）

な
る
。
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通
説
に
よ
る
と
、
不
作
為
の
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
具
体
的
結
果
が
、
必
要
と
さ
れ
る
行
為
が
為
さ
れ
て
い
た
な
ら
確

実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
生
じ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
証
明
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
行
為
が
必
要
と

さ
れ
る
の
は
、
当
該
行
為
に
よ
っ
て
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
法
益
侵
害
が
避
け
ら
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
決
し
て
意
味
し
な
い
。
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
際
の
救
助
可
能
性
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
作
為
で
あ
る
。「
行
為
義
務
に
と
り
、
事

前
に
、
行
為
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
迫
り
来
る
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
と
い
う
認
定
は
前
提
要
件
で
は
な
い
」
の

で

12
）

あ
る
。
か
か
る
蓋
然
性
は
結
果
の
発
生
を
帰
属
さ
せ
る
際
に
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
一
切
の
（
最
小
で
あ
っ
て
も
）
救
助
可
能
性

で
足

13
）

り
る
。「
規
準
人
の
客
観
的
判
断
に
よ
る
と
、
事
前
に
、
考
え
ら
れ
う
る
救
助
活
動
が
実
際
に
は
見
込
み
が
な
い
」と
判
明
し
て
も（
例

え
ば
、
五
％
程
度
の
救
助
可
能
性
し
か
な
い
）、
そ
れ
で
も
、
救
助
行
為
は
可
能
で
あ
り
、
命
令
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
不
作
為
の
因
果

関
係
、
帰
属
可
能
性
又
は
少
な
く
と
も
期
待
可
能
性
が
な
く
な
る
。
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
の
要
求
は
発
生
し
た
結
果
の
因
果
関

係
の
存
否
と
の
関
係
で
の
み
意
味
を
有

14
）

す
る
。

３

必
要
な
作
為
に
着
手
す
る
事
実
上
の
可
能
性
（
個
別
行
為
能
力
）

次
に
、
不
作
為
者
に
客
観
的
つ
ま
り
実
際
に
行
為
可
能
性
（
物
理
的
な
現
実
の
可
能
性
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
る
と
、
個
人

的
行
為
能
力
が
必
要
で
あ
る
。
法
は
不
可
能
な
こ
と
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
実
的
救
助
可
能
性
と
い
う
こ
の
独
立

の
客
観
的
構
成
要
件
要
素
に
よ
っ
て
、
命
令
さ
れ
た
作
為
に
着
手
す
る
義
務
が
限
定
さ
れ
る
。
行
為
者
の
個
別
行
為
能
力
が
無
け
れ
ば
、

既
に
行
為
義
務
は
存
在
し

15
）

な
い
。
も
っ
と
も
、
個
別
行
為
能
力
の
問
題
は
前
述
２
の
命
令
さ
れ
た
作
為
の
非
着
手
の
問
題
と
重
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
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交
通
事
故
を
起
こ
し
炎
上
し
て
い
る
自
動
車
か
ら
脱
出
し
た
同
乗
者
が
、
自
動
車
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
運
転
者
か
他
の
同
乗
者
の
ど
ち

ら
か
し
か
救
助
で
き
な
い
と
き
、
そ
れ
は
個
別
行
為
能
力
の
問
題
で
は
な
く
、
作
為
義
務
衝
突
の
問
題
で

16
）

あ
る
。

行
為
可
能
性
の
存
否
は
、
不
作
為
者
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
客
観
的
視
点
か
ら
具
体
的
状
況
（
現
実
の
所
与
）
に
関
連
さ
せ
、
且
つ
、

不
作
為
者
の
個
人
的
能
力
と
も
関
連
さ
せ
て
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら

17
）

な
い
。
そ
う
す
る
と
、
行
為
の
可
能
性
が
存
在
し
な
い
場
合
と
い
う
の

は
、
不
作
為
者
に
、
命
令
さ
れ
た
行
為
を
着
手
す
る
の
に
必
要
と
さ
れ
る
救
助
手
段
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
に
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
不

作
為
者
に
必
要
と
さ
れ
る
（
技
術
的
）
技
量
、
知
識
、
知
的
能
力
又
は
経
験
が
欠
如
し
て
い
る
と
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
泳
げ
な
い
人
は
、

溺
れ
て
い
る
人
を
泳
い
で
助
け
に
行
か
な
く
と
も
、
不
作
為
者
と
は
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
浮
き
輪
を
投
げ
か
け
る
等
の
他
の
手
段
が

と
れ
る
場
合
は
別
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
十
分
な
力
が
無
い
と
か
、
身
体
疾
患
の
た
め
に
身
体
的
行
為
能
力
が
無
い
場
合
に
も
当
て
は

ま
る
。
遠
隔
地
に
い
る
と
い
う
こ
と
も
｜

危
険
の
客
観
的
認
識
可
能
性
を
前
提
と
し
て
｜

必
要
と
さ
れ
る
救
助
措
置
の
着
手
を
不
可

能
に
す
る
。
例
え
ば
、
札
幌
に
い
る
人
は
、
同
時
刻
に
東
京
で
命
令
さ
れ
る
行
為
を
不
作
為
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

行
為
義
務
が
不
作
為
者
に
あ
る
と
い
え
る
た
め
に
は
、
不
作
為
者
が
自
分
の
物
理
的
及
び
心
理
的
状
況
か
ら
、
行
為
義
務
を
果
た
せ
る

場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
可
能
性
は
、
法
に
誠
実
な
心
情
を
対
象
と
す
る
「
期
待
可
能
性
と
い
う
可
能
性
と
は
異
な
っ
た
次

元
に
あ
る
」。
実
際
の
個
別
的
救
助
可
能
性
・
能
力
は
保
障
人
義
務
の
履
行
能
力
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
、
保
障
人
義
務
の
具
体
化
で
も

あ
る
。

か
く
し
て
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
客
観
的
規
準
と
主
観
的
規
準
の
分
離
が
意
味
を
為
さ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
不
作
為
者

の
個
別
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
主
観
的
行
為
可
能
性
は
「
客
観
的
義
務
の
微
調
整
」
で
あ
る
か
ら
、
不
法
の
領
域
に
属
す
る
の
で

18
）

あ
る
。
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注
意
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
必
要
と
さ
れ
る
行
為
が
必
ず
し
も
直
接
的
救
助
で
あ
る
必
要
は
無
く
、
利
用
可
能
な
援
助
を
求
め
る
こ
と
で

も
よ
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
の
不
可
能
性
又
は
無
能
力
は
、
行
為
選
択
肢
が
無
い
場
合
に
の
み
存
在
す
る
。
同
時
に
、

行
為
無
能
力
は
、「
人
が
具
体
的
状
況
の
下
で
命
令
を
履
行
す
る
た
め
の
意
味
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
で
き
な
い
」、
換
言
す
る
と
、「
意
味

の
あ
る
方
法
で
必
要
な
こ
と
を
す
る
」
可
能
性
が
ま
っ
た
く
無
い
場
合
に
既
に
認
め
ら

19
）

れ
る
。
例
え
ば
、
消
火
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
が
、
自
分
の
妻
の
放
火
を
止
め
る
こ
と
の
で
き
た
火
災
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
る
夫
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
放
火
罪
が
成
立

20
）

す
る
。
こ

の
場
合
、
結
果
回
避
の
た
め
の
意
味
の
あ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ら
で

21
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
火
災
の
場
に
出
く
わ
し
た
者
が
、
手
で
水

を
掬
く
っ
て
炎
に
注
ぐ
こ
と
を
せ
ず
、
絶
望
の
あ
ま
り
何
も
し
な
い
場
合
、
不
作
為
に
よ
る
放
火
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

よ
う
な
方
法
で
は
首
尾
よ
く
消
火
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

22
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
令
さ
れ
た
行
為
の
着
手
の
可
能
性
が
な
か
っ
た

と
す
る
た
め
に
は
、
行
為
無
能
力
が
絶
対
的
に
存
在
し
た
こ
と
ま
で
要
求
さ
れ

23
）

な
い
。

可
能
性
判
断
は
客
観
的
観
点
か
ら
下
さ
れ
る
、す
な
わ
ち
、危
険
を
除
去
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
が
不
作
為
者
に
客
観
的
に
可
能
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
可
能
性
の
前
提
と
な
る
の
は
危
険
と
こ
れ
を
除
去
す
る
た
め
の
救
助
手
段
の
客
観
的
認
識
可
能
性

で
あ
る
。
不
作
為
者
が
救
助
措
置
に
よ
っ
て
も
結
果
回
避
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
本
気
で
疑
問
を
抱
い
て
い
て
も
、
行
為
能
力
が
否
定

さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
救
助
措
置
に
出
て
も
無
駄
で
あ
る
こ
と
が
確
実
に
予
見
で
き
る
場
合
に
の
み
、
行
為
能
力
は
否
定
さ
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
救
助
義
務
者
は
、
救
助
措
置
が
役
に
立
つ
か
否
か
を
知
ら
な
く
と
も
、
救
急
自
動
車
、
警
察
を
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
に
、

被
害
者
は
も
は
や
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
未
遂
の
問
題
が
生

24
）

ず
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
危
険
、
行
為

可
能
性
又
は
具
体
的
に
必
要
な
こ
と
が
不
作
為
者
に
知
ら
れ
て
い
た
か
、
又
は
、
知
り
え
た
か
と
い
っ
た
問
題
は
故
意
、
過
失
の
問
題
に

過
ぎ

25
）

な
い
。
例
え
ば
、
父
親
が
自
分
の
子
供
が
危
険
状
態
に
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
と
か
、
現
に
存
在
す
る
救
助
手
段
に
気
づ
か
な
い
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と
い
っ
た
こ
と
は
、
不
作
為
の
存
否
に
影
響
を
与
え

26
）

な
い
。
し
か
し
、
危
険
な
い
し
救
助
手
段
の
主
観
的
認
識
可
能
性
が
無
い
場
合
、
個

人
行
為
能
力
が
否
定
さ

27
）

れ
る
。

個
人
行
為
無
能
力
は
責
任
を
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
不
作
為
を
否
定
す
る
の
で

28
）

あ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
者
が
有
責
に
個
人
行
為
無

能
力
の
状
態
に
お
く
と
か
、
行
為
の
場
所
か
ら
離
れ
る
と
か
し
た
場
合
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
不
処
罰
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
可
罰
性
は
い

わ
ゆ
る
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
（o

m
issio lib

era in ca
u
sa

）
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
列
車
の
通

過
時
点
に
お
い
て
遮
断
機
を
下
ろ
せ
な
い
ほ
ど
酩
酊
し
て
い
る
踏
み
切
り
番
の
場
合
、
故
意
又
は
過
失
で
そ
う
い
う
状
態
に
陥
っ
た
こ
と

が
負
責
さ
れ
る
。
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
は
作
為
ば
か
り
で
な
く
、
不
作
為
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
。
例
え
ば
、
母
親
が
病
気
の

子
供
の
た
め
の
薬
を
適
時
に
購
入
し
な
い
場
合
で

29
）

あ
る
。

保
障
人
が
有
責
に
責
任
無
能
力
状
態
（
同
時
に
行
為
能
力
を
失
う
こ
と
な
く
）
に
お
く
場
合
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
列
車

の
通
過
時
点
に
お
い
て
遮
断
機
を
下
ろ
せ
な
い
ほ
ど
酩
酊
は
し
て
い
な
い
が
、し
か
し
、泥
酔
の
た
め
に
軽
率
に
も
そ
れ
を
お
ろ
さ
な
か
っ

た
踏
み
切
り
番
の
場
合
で

30
）

あ
る
。

４

結
果
の
発
生

不
真
正
不
作
為
犯
は
、
対
応
の
作
為
｜

結
果
犯
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
結
果
を
、
実
際
に
、
因
果
関
係
的
、
且
つ
、
規
範
的
に
帰
属

可
能
的
に
発
生
さ
せ
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
結
果
が
発
生
し
な
い
か
、
不
作
為
の
因
果
関
係
が
欠
如
す
る
か
、
発
生
し
た
結
果
が
客
観

的
、
主
観
的
に
不
作
為
者
に
帰
属
で
き
な
い
と
き
、
故
意
犯
で
は
未
遂
の
可
罰
性
が
問
題
と

31
）

な
る
。
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５

不
作
為
の
因
果
関
係

不
真
正
不
作
為
犯
が
既
遂
に
達
す
る
た
め
に
は
、
不
作
為
と
具
体
的
結
果
発
生
の
間
に
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
と
よ
り
、
不
活
動
、
す
な
わ
ち
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
具
体
結
果
発
生
に
現
実
の
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
自
然
科
学
的
意
味
で
は
、
不
作
為
と
具
体
的
結
果
発
生
の
間
に
は
因
果
関
係
は
無
い（D

e n
ih
ilo n

ih
il fit.N

ich
ts

 
k
o
m
m
t a
u
s d
em
 
N
Ich

ts.

「
無
か
ら
有
は
生
じ
な
い
」）。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
法
的
範
疇
と
し
て
の
不
作
為
の
因
果
関
係
が
否

定
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら

32
）

な
い
。

法
的
に
は
、
不
作
為
と
具
体
的
結
果
発
生
の
間
の
社
会
的
意
味
連
関
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
不
作
為
の
因
果
関
係
は
価
値
範

疇
で
あ
り
、
仮
定
的
因
果
関
係
で
あ
る
。
自
然
科
学
的
意
味
で
の
因
果
関
係
の
存
在
の
認
定
に
代
わ
っ
て
、
命
令
さ
れ
た
作
為
と
具
体
的

結
果
の
不
発
生
と
の
間
の
関
連
に
つ
き
経
験
的
根
拠
に
裏
付
け
ら
れ
た
予
測
が
必
要
と

33
）

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
の
因
果
関
係
が
問
題

と
な
る
存
在
範
疇
と
し
て
の
作
為
犯
の
因
果
関
係
と
は
異
な
り
、
不
作
為
の
因
果
関
係
は
常
に
思
考
上
の
因
果
関
係
、
つ
ま
り
擬
似
因
果

関
係
と
も
呼
ば
れ
る
の
で

34
）

あ
る
。

不
作
為
犯
の
場
合
に
も
、
等
価
説
が
基
本
的
に
妥
当
す
る
。
作
為
犯
の
場
合
に
は
作
為
を
除
去
す
る
条
件
公
式
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
作
為
を
付
加
し
た
修
正
等
価
説
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た

な
ら
ば
、
当
該
具
体
的
結
果
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
発
生
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
に
、
当
該
不
作
為

は
当
該
具
体
的
結
果
の
発
生
に
対
し
て
因
果
関
係
が
あ
る（
仮
定
的
因
果

35
）

関
係
）。
不
作
為
の
因
果
関
係
は
、
構
成
要
件
に
抽
象
的
に
輪
郭

付
け
ら
れ
た
結
果
で
は
な
く
、
発
生
し
た
具
体
的
形
態
に
お
け
る
結
果
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら

36
）

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
命
令
さ
れ
た
作
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為
が
行
わ
れ
て
い
て
も
、
構
成
要
件
該
当
の
結
果
は
生
ず
る
が
、
但
し
、
具
体
的
に
生
じ
た
の
と
は
異
な
っ
た
形
で
生
ず
る
と
い
え
る
場

合
で
も
、
不
作
為
と
具
体
的
結
果
の
発
生
の
間
に
は
因
果
関
係
が

37
）

あ
る
。
因
果
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
た
上
で
負
責
を
限
定
す
る
の
が

客
観
的
帰
属
論
で
あ
る
。

特
殊
な
場
合
に
、
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
等
価
説
が
合
法
則
的
条
件
公
式
に
依
拠
す
る
必
要
が
あ
る
よ

38
）

う
に
、
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
も

合
法
則
的
条
件
公
式
に
依
拠
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
時
間
的
に
後
続
す
る
、
当
該

作
為
と
相
互
に
合
法
則
的
に
結
び
つ
く
外
界
の
変
化
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
い
え
、
こ
の
外

界
の
変
化
が
生
ず
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
又
は
一
個
又
は
複
数
の
他
の
作
為
と
あ
い
ま
っ
て
最
終
的
に
は
具
体
的
結
果
の
発
生
に
は
至
ら
な

か
っ
た
と
い
え
る
場
合
に
不
作
為
の
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で

39
）

き
る
。
こ
の
よ
う
に
不
作
為
犯
の
因
果
関
係
で
は
、
予
測
の
領
域
に

蓋
然
性
判
断
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
点
で
、
客
観
的
帰
属
の
問
題
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
仮
定
的
因
果
関
係
が
通
常
予
見
で
き

る
こ
と
の
範
囲
外
に
あ
る
と
き
、
因
果
関
係
は
初
め
か
ら
否
定
さ

40
）

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
作
為
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
作
為
義
務
の
生
じ
た
時
点
で
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た
な
ら
、
具
体

的
結
果
の
発
生
が
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
避
け
ら
れ
た
と
い
え
る
場
合
で
あ
る
。
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
要

求
す
る
こ
と
は
、
証
明
の
程
度
を
下
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
認
識
能
力
に
適
っ
た
こ
と
な
の
で

41
）

あ
る
。
し
か
し
、

確
実
性
に
つ
い
て
過
大
な
程
度
を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
的
確
実
性
、
す
な
わ
ち
、「
遠
く
離
れ
た
、
純
理
論
的
に
考
え
ら
れ
る
可

能
性
は
無
視
さ
れ
る
が
、
人
々
が
生
活
に
お
い
て
こ
う
い
う
も
の
と
し
て
承
認
し
、
満
足
せ
ね
ば
な
ら
な
い
確
実
性
」
で
十
分
で

42
）

あ
る
。

不
作
為
の
因
果
関
係
に
当
た
っ
て
も
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」の
原
則
が
適
用
さ

43
）

れ
る
。
不
作
為
の
因
果
関
係
が
こ
の
よ
う
に
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は
証
明
で
き
な
い
と
き
、
既
遂
罪
は
成
立
し
な
い
。
故
意
犯
の
場
合
だ
と
、
未
遂
犯
処
罰
の
可
能
性
が

44
）

残
る
。

不
作
為
の
因
果
関
係
に
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
は
不
都
合
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
交
通
事
故
の
負
傷
者
が
病
院
に
搬
送
さ
れ
た
が
、
医
師
が
そ
の
脳
内
出
血
を
見
落
と
し
、
適
切
な

治
療
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
死
亡
し
た
が
、
適
切
な
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
負
傷
者
は
八
〇
％
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
助
か
っ

た
だ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
、
そ
の
死
亡
事
実
は
危
険
連
関
の
欠
如
の
た
め
に
自
動
車
運
転
者
に
帰
属
で
き
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
医
師
に

は
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
。
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
死
の
結
果
を
避

け
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
般
的
に
、
医
療
に
お
い
て
は
、
不
作
為
は
ほ
と
ん
ど
常
に
不
処
罰
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
批
判
さ
れ
る
。
治
療
を
行
え
ば
、
確
実
に
助
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
何
時
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
結
果
の
発

生
が
焦
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
ま
り
役
立
た
な
い
。
適
切
な
治
療
が
行
わ
れ
て
い
た
な
ら
、「
少
な
く
と
も
も
う
少
し
生
き
延
び
た
」

と
い
う
こ
と
を
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
認
定
で
き
る
の
は
稀
で
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
よ
り
に
よ
っ
て
命
令
さ
れ
た

手
術
を
し
た
な
ら
、
死
ん
だ
で
あ
ろ
う
、
つ
ま
り
、
も
っ
と
早
く
死
ん
だ
か
も
し
れ
な

45
）

い
と
。

そ
こ
で
、
危
険
増
加
説
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
命
令
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た
な
ら
ば
、
現
実
化
し
た
法
益

に
切
迫
し
た
危
険
を
著
し
く
減
少
さ
せ
た
と
い
え
る
場
合
に
既
に
、
不
作
為
は
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
作

為
義
務
者
は
、
確
実
で
な
く
と
も
、
五
〇
％
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
可
能
性
で
あ
っ
て
も
、
現
実
に
救
助
の
可
能
性
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
引

き
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
結
果
発
生
の
危
険
を
減
少
さ
せ
る
義
務
を
有
す
る
。
命
令
さ
れ
た
危
険
減
少
が
行
わ
れ
ず
、

且
つ
、
義
務
に
違
反
し
て
減
少
策
の
と
ら
れ
な
か
っ
た
危
険
が
現
実
化
し
た
と
き
、
結
果
の
発
生
は
、
義
務
に
違
反
し
て
減
少
策
の
と
ら
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れ
な
か
っ
た
、
し
た
が
っ
て
、
作
為
義
務
者
に
よ
っ
て
違
法
に
招
来
さ
れ
た
危
険
の
現
実
化
で
あ
り
、
発
生
し
た
結
果
は
作
為
義
務
者
に

客
観
的
に
帰
属
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
顕
著
な
危
険
現
象
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な

46
）

い
と
。

し
か
し
、
危
険
増
加
説
に
対
し
て
は
、
侵
害
犯
の
構
成
要
件
が
危
険
犯
の
構
成
要
件
に
機
能
転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
加

え
ら

47
）

れ
る
。
こ
の
批
判
は
形
式
的
に
見
る
と
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
結
果
の
発
生
は
依
然
と
し
て
要
求
さ
れ
て
お
り
、
侵
害
犯
が

危
険
犯
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
見
る
と
、
因
果
関
係
の
存
否
判
断
の
重
点
が
、
実
際
の
結
果
発

生
か
ら
た
だ
結
果
発
生
の
危
険
が
あ
っ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
移
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
侵
害
犯
が
危
険
犯
に
機
能
転
換
し
て
い

る
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
侵
害
犯
が
危
険
犯
に
接
近
し
て
い
る
と
は
い
え

48
）

よ
う
。
さ
ら
に
、
危
険
増
加
説
に
は
次
の
問
題
も
あ
る
。
危

険
増
加
論
は
内
容
的
に
は
客
観
的
帰
属
論
の
構
成
要
素
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
客
観
的
帰
属
論
は
、
本
来
、
客
観
的
、
主
観
的
に
構
成
要

件
該
当
行
為
が
実
際
に
も
刑
罰
規
範
に
よ
っ
て
是
認
さ
れ
な
い
領
域
に
入
る
の
か
否
か
を
目
的
論
的
理
由
か
ら
検
証
す
る
の
で
あ
っ
て
、

負
責
限
定
的
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
危
険
増
加
論
は
不
作
為
犯
処
罰
の
範
囲
を
拡
張
す
る
の
で

49
）

あ
る
。

自
ら
は
結
果
を
回
避
で
き
な
い
が
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要
な
第
三
者
（
例
え
ば
、
救
急
医
）
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
を
せ
ず
、
そ

の
結
果
、
救
助
を
必
要
と
す
る
者
が
死
亡
す
る
と
き
、
か
か
る
不
作
為
に
も
因
果
関
係
は
あ
る
。
第
三
者
が
ま
っ
た
く
来
な
か
っ
た
だ
ろ

う
か
否
か
、
第
三
者
の
作
為
が
結
果
の
発
生
を
（
確
実
に
は
）
阻
止
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
否
か
と
い
っ
た
仮
定
的
考
慮
は
、
不
作
為

の
因
果
関
係
の
認
定
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。
第
三
者
に
来
て
も
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
作
為
者
は
そ
の
限
り
で
負
責
を
免
除
さ
れ

る
の
で
あ
り
、
第
三
者
の
答
責
領
域
に
あ
る
新
し
い
状
況
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
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そ
う
す
る
と
、
当
初
の
不
作
為
と
は
関
連
の
な
い
別
の
因
果
関
係
が
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
、
結
果
回
避
の
た
め
に
必
要

な
第
三
者
が
来
な
い
、
あ
る
い
は
、
介
入
し
な
い
こ
と
を
確
実
に
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
故
、
第
三
者
を
呼
ば
な
い
者
は
、
そ
う
す
る
こ
と

が
唯
一
の
救
助
手
段
で
あ
っ
て
も
、
救
助
の
可
能
性
が
欠
如
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ

50
）

れ
る
。

集
団
決
定
の
場
合
の
不
作
為
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
の
集
団
決
定
に
賛
成
票
を
投
じ
た
個
々
の
構
成
員
だ
け
に
発
生
し
た

具
体
的
結
果
と
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
命
令
さ
れ
た
作
為
を
し
な
い
こ
と
に
反
対
票
を
投
じ
た
者
、
な
い
し
、
命
令
さ
れ
た
作
為

を
す
る
決
定
を
下
せ
る
よ
う
に
可
能
で
期
待
で
き
る
こ
と
を
行
っ
た
者
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定
さ

51
）

れ
る
。
先
ず
、
違
法
な
集
団

決
定
が
満
場
一
致
で
決
定
さ
れ
た
場
合
、
因
果
関
係
は
問
題
な
く
肯
定
さ
れ
る
。
同
様
に
、
違
法
な
集
団
決
定
が
一
票
差
で
決
定
さ
れ
た

場
合
も
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
。
賛
成
票
を
投
じ
た
者
（
多
数
派
）
が
一
人
で
も
仮
に
反
対
票
を
投
じ
て
お
れ
ば
結
果
は
変
わ
っ
た
と

い
え
る
か
ら
で

52
）

あ
る
。
問
題
は
、
必
要
最
低
数
を
越
え
る
圧
倒
的
多
数
で
決
ま
っ
た
場
合
に
生
ず
る
。
多
数
派
の
誰
も
が
仮
に
自
分
の
投

票
行
動
を
変
え
て
い
た
と
し
て
も
、
事
態
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
と
主
張
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
必
要
条
件
公
式
を
適
用
す
れ
ば
、
因
果
関

係
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
合
法
則
的
条
件
公
式
の
適
用
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
構
成
員
の
投
票
が
、
違
法

な
多
数
決
決
定
に
必
要
な
票
を
投
じ
た
他
の
者
と
一
緒
に
な
っ
て
、
結
果
の
発
生
の
た
め
の
十
分
な
条
件
を
与
え
て
い
る
。
各
人
の
票
は

そ
れ
だ
け
を
取
れ
ば
効
力
の
な
い
原
因
で
は
あ
る
が
、
他
人
の
票
と
あ
い
ま
っ
て
初
め
て
効
力
を
有
す
る
の
で

53
）

あ
る
。
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エ
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は
一
般
的
行
為
能
力
（
す
な
わ
ち
、
平
均
人
の
知
識
と
能
力
を
完
全
に
具
備
し
て
い
る

者
に
は
命
令
さ
れ
た
行
為
が
で
き
る
と
い
う
可
能
性
は
、
行
為
論
の
領
域
で
扱
わ
れ
、
社
会
的
に
重
要
な
人
の
行
動
と
し
て
の
不
作
為
の
概
念
に
属
す
る
）

を
前
提
と
す
る
が
、
不
作
為
の
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
は
具
体
的
事
例
に
お
い
て
不
作
為
者
と
考
え
ら
れ
る
個
人
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い

う
の
は
、
こ
の
者
に
可
能
で
あ
っ
た
行
為
を
し
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
が
不
法
の
性
質
を
も
ち
う
る
か
ら
で
あ
る
と
論
ず
る
。Jesch
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/
W
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d
,
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59 II 2.

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
。
平
均
人
が
命
令
さ
れ
た
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
か
は
、
前
構
成
要
件
の
次
元
で
答
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
か
な
る
行
為
が
そ
も
そ
も
命
令
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
具
体
的
構
成
要
件
に
基
づ
い
て
し
か
判
断
で
き
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
行
為
能
力
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
は
行
為
者
が
お
よ
そ
、
何
ら
か
の
方
法
で
受
動
性
か
ら
自
己
の
意
思
に
よ
り
離
脱

す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
た
か
否
か
だ
け
を
調
査
し
、
構
成
要
件
該
当
の
行
為
能
力
の
問
題
で
は
、
平
均
人
と
は
関
係
な
く
、
行
為
者
が
個
別
的
に
命
令
さ

れ
た
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
否
を
調
べ
る
べ
き
で
あ
る
。T

riffterer
,
(F
n
.
8),

14.
K
a
p R

n 79.

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ッ
ク
ス
は
、
命
令
さ
れ
た
作
為
の
客
観
的
可
能
性
と
個
別
行
為
能
力
を
区
別
し
て
い
る
。
一
方
で
、
客
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し
て

の
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
「
客
観
的
可
能
性
」
は
、
具
体
的
に
、
し
か
し
、
客
観
的
に
（
不
作
為
者
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
）
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

他
方
で
、
個
人
行
為
能
力
は
責
任
要
素
で
あ
っ
て
、
行
為
時
点
に
お
け
る
個
人
の
精
神
的
及
び
身
体
的
状
況
に
照
ら
し
、
客
観
的
に
に
命
令
さ
れ
た
行
為
を

実
際
に
も
行
う
こ
と
の
で
き
た
者
だ
け
に
有
責
の
不
作
為
が
認
め
ら
れ
る
。F

u
ch
s
,
(F
n
.
1),

37.
K
a
p R

n 23 u
.
81.

（
18
）

M
oos

,
(F
n
.
15),

4 R
n 119.

（
19
）

Jesch
eck

/
W
eigen

d
,
(F
n
.
16),

59 II 2.

（
20
）

R
G
S
t 64,

273,
276.

（
21
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n
.
9.

（
22
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n 9.

（
23
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n 9.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 48.

（
24
）

B
G
H
 
N
S
tZ 2000,

415.

（
25
）

S
tree

,
(F
n
.
9),

V
o
rb
em

13 ff.,
R
n 143.

（
26
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n 11.

カ
オ
フ
マ
ン
と
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
不
作
為
の
成
立
要
件
と
し
て
構
成
要
件
該
当
状
況
の
認
識
と
必
要
と
さ
れ
る
救
助
手

段
の
認
識
が
必
要
だ
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
過
失
の
不
作
為
を
可
罰
性
か
ら
排
除
す
る
が
、
こ
れ
は
過
大
な
要
求
で
あ
る
。A

rm
in
 
K
au
fm
an
n
,
D
ie

 
D
o
g
m
a
tik d

er U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
1959,

35 ff.,
59 ff.;

H
.
W
elzel,

D
a
s D

eu
tsch

e S
tra
frech

t,
11.

A
u
fl.,

1969,
201.

（
27
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 49.

（
28
）

マ
イ
ヴ
ァ
ル
ト
（M

.
M
aiw

ald
,
G
ru
n
d
la
g
en
p
ro
b
lem

e d
er U

n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
Ju
S 1981,

S
.
473 ff.,

479

）
は
、
社
会
的
地
位
か
ら
任
務

を
与
え
ら
れ
て
い
る
者
が
、
そ
の
任
務
を
果
た
さ
な
い
と
き
、
個
別
行
為
無
能
力
で
あ
っ
て
も
、
不
作
為
が
認
め
ら
れ
る
と
論
ず
る
。
例
え
ば
、
非
医
師
に

は
、
医
学
知
識
な
し
に
は
な
し
得
な
い
生
命
救
助
措
置
を
し
な
く
と
も
、
不
作
為
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
本
来
可
能
な
救
助
措
置
で
は
あ
る
が
、
二
〇
時
間
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も
の
災
害
出
動
の
後
で
そ
れ
が
も
は
や
「
で
き
な
い
」
医
師
に
は
、
不
作
為
が
認
め
ら
れ
、
た
だ
免
責
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
論
ず
る
。
し
か
し
、
法
は
不

可
能
な
こ
と
を
義
務
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
疲
労
の
あ
ま
り
無
気
力
状
態
に
あ
る
、
あ
る
い
は
、
心
臓
発
作
で
倒
れ
て
い
る
医
師
に
、
行
為
の
で
き
る

医
師
を
前
提
と
す
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。R

oxin
,
(fn
.
5),

31 R
n 15.

こ
れ
に
対
し
て
、
不
作
為
に
過
大
な
要
求
を
す
る
学
説
が
あ
る
。

ア
ン
ド
ロ
ウ
ラ
キ
ス
は「（
行
為
）能
力
の
完
全
な
自
由
」を
、
ヴ
ォ
ル
フ
は
行
為
能
力
の
前
提
に
動
機
付
け
能
力
を
要
求
す
る
。K

.
A
n
d
rou

lakis
,S
tu
d
ien

 
zu
r P

ro
b
lem

a
tik d

er u
n
ech

ten U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
1963,

115.;
E
.
A
.
W
olff

,
K
a
u
sa
lita

t v
o
n T

u
n u

n
d U

n
terla

ssen
,
1965,

46,
F
n
.

26.

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
不
作
為
と
責
任
を
区
別
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。R

oxin
,
(F
n
.
5),

31 R
n 15.

（
29
）

S
tree

,
(F
n
.
9),

13 ff.
R
n 144.

（
30
）

S
tree

,
(F
n
.
9),

V
o
rb
em

13 R
n 145.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 51.

（
31
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
z 52.

（
32
）

F
.
N
ow
akow

ski,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1.
A
u
fl.,

1982,
V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 19 f.;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
2),
V
o
rb
em

 
zu

2 R
n 5,

7 f,
21 f.

（
33
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
2),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 7,

2 R
n 18.

（
34
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
2),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 21,

2 R
n 17.

ノ
ヴ
ァ
コ
フ
ス
キ
ー
が
不
作
為
犯
に
お
け
る
因
果
関
係
を
「
法
的
意
味
で
の
因
果
関
係
」

で
あ
り
、
客
観
的
帰
属
と
一
つ
に
な
っ
た
事
象
だ
と
論
ず
る
と
き
（N

ow
akow

ski,
(F
n
.
32),

2 R
n
 
19

）、
客
観
的
帰
属
の
領
域
を
拡
張
し
す
ぎ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
と
も
と
客
観
的
帰
属
と
い
う
の
は
基
本
要
件
と
し
て
の
自
然
科
学
的
因
果
関
係
を
限
定
す
る
規
準
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
刑
法
理
論
的
明

晰
性
の
た
め
に
も
、
行
為
と
結
果
の
間
の
結
び
つ
き
を
自
然
科
学
的
側
面
か
ら
と
法
的
側
面
か
ら
分
け
て
論
ず
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。T

riffterer
,
(F
n
.

8),
14.

K
a
p R

n 85.

な
お
、
シ
ュ
ペ
ン
デ
ル
は
、「
擬
似
因
果
関
係
」
と
か
「
仮
定
的
因
果
関
係
」
と
い
う
用
語
は
適
切
で
な
く
、
作
為
の
場
合
に
は
積

極
的
条
件
が
、
不
作
為
の
場
合
に
は
消
極
的
条
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
条
件
連
関
（K

o
n
d
itio

n
a
lzu
sa
m
m
en
h
a
n
g

）
と
い
う
用
語
を

用
い
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。G

.
S
pen

d
el,

K
a
u
sa
lita

t u
n
d U

n
terla

ssu
n
g
,
in
:
F
estsch

rift fu
r R

.
D
.
H
erzb

erg zu
m
 
70.

G
eb
u
rtsta

g
,
2008,

S
.
247 ff.

自
然
科
学
的
意
味
で
の
因
果
関
係
の
存
在
し
な
い
不
作
為
を
義
務
違
反
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
へ
の
疑
問
か
ら
、
不
作
為
を
作
為
に
還
元
す
る
方
向
を
目

指
す
の
が
、
酒
井
安
行
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
い
わ
ゆ
る
因
果
論
的
構
成
の
可
能
性
と
限
界
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』
一
九
九
八
年
・

一
三
三
頁
以
下
。
松
宮
孝
明
「『
不
真
正
不
作
為
犯
』
に
つ
い
て
」『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
一
巻
』
一
九
九
八
年
・
一
五
九
頁
以
下
。

（
35
）

B
G
H
 
1 S

tR
 
175 /70 v

.
28.7.1970

(W
.
D
a
llin

g
er,

M
D
R
 
1971,

S
.
361 f.)

「
不
作
為
犯
の
場
合
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
こ
と
に
つ
き
こ
れ

北研44(2・ )82 248

論 説



を
行
為
者
に
帰
属
で
き
る
の
は
、
結
果
が
欠
落
す
る
と
い
う
こ
と
な
し
に
は
、
為
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
を
付
加
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
限
定

さ
れ
る
（R

G
S
t 63,

392,
393;

75,
49,

50

）
…
…
こ
れ
に
は
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
を
認
定
す
る
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
（R

G
S
t 75,

49,
50

）」。

W
.
G
ropp

,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,

2005,
11 R

n 79.;
Jesch

eck
/
W
eigen

d
,
(F
n
.
16),

59 III 4.
最
決
平
成
元
年
一
二
月
一
五
日
刑
集
四
三
巻
一
三
号
八
七
九
頁
（
覚
せ
い
剤
の
注
射
を
さ
れ
て
錯
乱
状
態
に
陥
っ
た
少
女
を
ホ
テ
ル
の
客
室
に
漫
然
と
放

置
し
た
た
め
急
性
心
不
全
の
た
め
同
女
が
死
亡
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
き
、
保
護
責
任
者
遺
棄
致
死
罪
に
問
わ
れ
た
事
案
）「
直
ち
に
被
告
人
が
救
急
医
療
を

要
請
し
て
い
れ
ば
、
同
女
が
年
若
く（
当
時
一
三
歳
）、
生
命
力
が
旺
盛
で
、
特
段
の
疾
病
が
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
十
中
八
九
同
女
の
救
命
が
可
能
で

あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
同
女
の
救
命
は
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
確
実
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
被
告
人
が
こ
の
よ
う

な
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
漫
然
同
女
を
ホ
テ
ル
客
室
に
放
置
し
た
行
為
と
…
…
同
女
が
同
室
で
覚
せ
い
剤
に
よ
る
急
性
心
不
全
の
た
め
死
亡
し
た
結
果
と
の

間
に
は
、
刑
法
上
の
因
果
関
係
が
あ
る
」。
こ
こ
に
、「
十
中
八
九
」
と
い
う
表
現
が
、
文
字
通
り
八
〇
％
な
い
し
九
〇
％
の
意
味
で
は
な
く
、
蓋
然
性
に
境

を
接
す
る
確
実
性
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
内
田
文
昭
『
刑
法
概
要
上
巻
』
一
九
九
五
年
・
三
五
八
頁
は
、
結
果
防
止
の
「
最
高
度

の
蓋
然
性
」
を
要
求
す
る
が
、
同
趣
旨
で
あ
ろ
う
。A

.
D
on
atsch

,
B
.
T
ag
,
S
tra
frech

t I,
8.
A
u
fl.,

2006,
S
.
314

” h
o
ch
stw

a
h
rsch

ein
lich

“.;
S
.

T
rech

sel,
S
ch
w
eizerisch

es S
tra
frech

t A
T
 
I,
4.
A
u
fl.,

1994,
S
.
231

” h
o
ch
stw

a
h
rsch

ein
lich

“.

参
照
、
原
田
国
男
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説

刑
事
篇
（
平
成
元
年
度
）』）（
一
九
九
一
年
）
三
八
五
頁
。
平
山
幹
子
「
不
作
為
の
因
果
関
係
」『
刑
法
判
例
百
選

総
論
（
第
六
版
）』
二
〇
〇
八
年
・
一
〇

頁
。こ

の
程
度
の
証
明
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
命
令
さ
れ
た
作
為
と
具
体
的
結
果
発
生
の
間
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な
い
。
盛
岡
地
判
昭
和
四
四
・
四
・
一

六
判
時
五
八
二
号
一
一
〇
頁
（
自
動
車
運
転
者
が
、
交
通
事
故
に
よ
り
被
害
者
に
瀕
死
の
重
傷
を
与
え
た
が
、
犯
行
の
発
覚
を
お
そ
れ
て
被
害
者
を
遺
棄
し

よ
う
と
し
て
、自
動
車
内
に
乗
せ
て
搬
送
中
死
亡
し
た
事
案
に
つ
き
、「
被
害
者
を
事
故
後
直
ち
に
最
寄
の
病
院
に
搬
送
し
て
救
護
措
置
を
受
け
た
と
し
て
も
、

死
の
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
は
認
め
難
」
い
か
ら
、
病
院
に
搬
送
し
な
い
と
い
う
不
作
為
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ

な
い
）。
参
照
、
山
口
厚
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』
二
〇
〇
七
年
・
七
七
頁
以
下
。

（
36
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
2),

V
o
rb
em
 
zu

2 R
n 20.;

J.
W
essels,

W
.
B
eu
lke
,
S
tra
frech

t A
T
,
32.

A
u
fl.,

2002,
R
n 712.

（
37
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n 56.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 35.;

B
G
H
 
N
S
tZ 1981,

219

（
こ
の
日
に
外
科
手
術
を
し
て
お
れ
ば
患
者
は
確
実
性
に
境
を

接
す
る
蓋
然
性
を
も
っ
て
一
日
生
き
延
び
た
の
で
あ
り
、
延
命
の
高
度
の
蓋
然
性
が
そ
も
そ
も
あ
っ
た
）。B

G
H
 
N
S
tZ
 
1985,

27

（
こ
の
時
点
で
処
置
が

と
ら
れ
て
い
れ
ば
患
者
の
延
命
の
可
能
性
は
ず
っ
と
高
か
っ
た
。
事
実
審
の
見
解
で
は
、
患
者
の
生
命
は
少
な
く
と
も
一
時
間
延
び
た
）。

（
38
）

例
え
ば
、
作
為
犯
に
お
い
て
、
甲
が
丙
を
殺
害
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
甲
が
殺
害
行
為
に
出
な
い
と
き
は
、
乙
が
丙
を
殺
害
す
る
予
定
で
あ
り
、
実
際
に

北研44(2・ )83 249

不作為犯の体系と構造 ㈡



は
甲
が
丙
を
殺
害
し
た
と
き（
仮
定
的
因
果
関
係
の
問
題
）、
必
要
条
件
公
式
を
適
用
す
る
と
甲
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
甲
と
乙
が
ま
っ
た
く

別
々
に
そ
れ
ぞ
れ
致
死
量
に
た
る
毒
薬
を
丙
の
ワ
イ
ン
グ
ラ
ス
に
入
れ
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
丙
が
死
ん
だ
と
き
（
二
重
因
果
関
係
、
択
一
的
因
果
関
係
又
は
重

畳
的
因
果
関
係
と
も
呼
ば
れ
る
問
題
）、
必
要
条
件
公
式
を
適
用
す
る
と
こ
こ
で
も
甲
も
乙
も
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
合
法
則
的
条
件
公
式
に

よ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
行
為
に
、
一
般
的
又
は
専
門
的
経
験
か
ら
す
る
と
、
時
間
的
に
後
続
す
る
外
界
の
変
化
が
生
じ
、
当
該
変
化
が
当
該
行
為
と
相
互
に
自

然
法
則
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
構
成
要
件
該
当
の
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
当
該
行
為
は
当
該
結
果
と
因
果
関
係
に
あ
る
。
い
ず
れ
の
設
例
に
も
因
果

関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
等
価
説
の
「
除
去
方
式
」
に
よ
る
必
要
条
件
の
同
定
は
、
因
果
関
係
の
定
義
を
意
味
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
践

的
に
は
多
く
の
場
合
有
用
で
は
あ
る
が
、
常
に
有
用
だ
と
は
限
ら
な
い
。F
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,
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n
.
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10 u

.
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2 R
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oxin
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n 44.;

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
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V
o
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2 R
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2 R
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W
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d
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S
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619.

（
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R
oxin

,
(F
n
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5),

31 R
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H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 57.

危
険
増
加
説
の
立
場
か
ら
通
説
に
対
し
て
、
行
為
者
が
確
実
に
回
避
で
き
る
結
果
に
対
し

て
の
み
責
め
を
負
う
と
き
、
結
果
の
回
避
に
つ
き
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
が
無
く
と
も
、
救
助
を
「
そ
れ
で
も
試
み
る
」
と
い
う
法
的
義
務
を
負
わ

せ
る
の
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
。G

.
S
traten

w
erth

,
S
tra
frech

t A
T
 
I,
4.
A
u
fl.,

2000,
13 3.

K
a
p R

n 55 F
n 81.

し
か
し
、

救
助
に
適
し
た
、
相
当
な
行
為
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
と
き
に
は
、
未
遂
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。B

G
H
 
S
tV
 
1985,

229

（
夫
が
打
ち
の
め

し
、
そ
の
傷
が
元
で
死
亡
し
た
妻
を
病
院
に
連
れ
て
行
か
な
か
っ
た
事
案
に
お
い
て
、
即
座
に
手
術
を
す
れ
ば
助
か
る
わ
ず
か
な
見
込
み
が
あ
っ
て
も
、
不

作
為
に
よ
る
故
意
の
殺
人
罪
は
成
立
し
な
い
が
、
未
遂
罪
の
成
立
は
可
能
で
あ
る
）。

こ
れ
に
対
し
て
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
七
年
・
一
〇
九
頁
｜
一
一
〇
頁
は
、「
あ
る
期
待
さ
れ
た
作
為
が
な
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
高
度
の
蓋

然
性
を
も
っ
て
結
果
が
回
避
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
」と
は
い
え
な
い
場
合
、
つ
ま
り
、
客
観
的
に
結
果
回
避
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、「
そ
も
そ
も
不
作
為
す

な
わ
ち
期
待
さ
る
べ
き
作
為
と
い
う
も
の
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
は
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
が
欠
如
し
、
未
遂
犯
も
成
立
し
な
い
」

と
主
張
し
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
三
版
）』
一
九
九
八
年
・
一
三
二
頁
も
、「
因
果
関
係
と
は
、
実
行
行
為
と
結
果
と
の
結
び
つ
き
の
問
題
で
あ

る
が
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
結
果
防
止
（
回
避
）
可
能
性
が
な
け
れ
ば
作
為
義
務
は
認
め
ら
れ
な
い
。
結
果
を
防
止
す
る
こ
と
が
具
体
的
に
可
能
な
作
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為
を
想
定
し
え
な
い
以
上
、『
期
待
さ
れ
た
作
為
』を
設
定
で
き
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
結
果
を
回
避
し
得
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
因
果
関
係
が
欠
け
て

結
果
を
帰
責
で
き
な
い
の
で
未
遂
と
な
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
実
行
行
為
性
が
欠
け
無
罪
と
な
る
べ
き
」
と
主
張
し
、
又
、
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論

（
第
三
版
）』
一
九
九
七
年
・
一
六
三
頁
も
、「
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
期
待
さ
れ
た
作
為
に
よ
っ
て
結
果
の
防
止
が
ほ
と

ん
ど
確
実
に
可
能
で
あ
る
と
い
う
要
件
が
必
要
と
な
る
」と
論
ず
る
が
、
い
ず
れ
の
見
解
も
未
遂
犯
の
理
解
に
お
い
て
適
切
で
な
い
。
参
照
、
佐
久
間
修『
刑

法
講
義
（
総
論
）』
一
九
九
七
年
・
九
八
頁
。
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
（
第
二
版
）』
一
九
九
九
年
・
八
六
頁
。
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』
二
〇
〇
〇
年
・

一
五
六
頁
。
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JR
 
1992,

S
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（
多
重
因
果
関
係
）；

R
oxin

,
(F
n
.
5),

11 R
n 19.;

K
u
h
l,
(F
n
.
52),

4 R
n 27a

.

ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
各
人
が
別
々
に
そ
れ
だ
け
で
は
致
死
量
に
足
り
な
い
が
、
併
せ
る
と
致
死
量
に
な
る
毒
薬

を
盛
り
、
そ
れ
を
飲
ん
だ
被
害
者
が
死
亡
し
た
場
合
（
重
畳
的
因
果
関
係
）
と
の
類
似
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
つ
づ
く
）
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