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第
一
章

未
遂
犯

一

未
遂
犯
の
意
義

二

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠

１

ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
け
る
未
遂
犯
処
罰
根
拠
の
議
論
状
況

Ａ

法
規
定

Ｂ

学
説

２

オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
学
に
お
け
る
未
遂
犯
処
罰
根
拠
の
議
論
状
況

Ａ

法
規
定

Ｂ

学
説
の
状
況

３

ス
イ
ス
刑
法
学
に
お
け
る
未
遂
犯
処
罰
根
拠
の
議
論
状
況

Ａ

法
規
定

Ｂ

学
説
の
状
況

（
以
上
第
47
巻
第
１
号
）

４

日
本
刑
法
学
に
お
け
る
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
の
議
論
状
況

Ａ

学
説
の
状
況

ａ

純
粋
）
主
観
的
未
遂
論

ｂ

客
観
的
未
遂
論

ａ
ａ

行
為
無
価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論

ｂ
ｂ

結
果
無
価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論

Ｂ

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
の
検
討

三

構
成
要
件

１

主
観
的
構
成
要
件

ａ

犯
行
計
画

ｂ

決
意

ｃ

故
意

２

客
観
的
構
成
要
件

Ａ

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
・
判
例
の
状
況



４

日
本
刑
法
学
に
お
け
る
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
の
議
論
状
況

Ａ

学
説
の
状
況

ド
イ
ツ
刑
法
（
絶
対
的
不
能
未
遂
は
基
本
的
に
可
罰
的
）
に
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
（
絶
対
的
不
能
未
遂
は
不

処
罰
）に
比
し
て
、
主
観
説
を
許
容
す
る
余
地
が
非
常
に
大
き
い
。
日
本
の
刑
法
は
そ
の
第
四
三
条
で
、「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
こ
れ

を
遂
げ
な
か
っ
た
者
は
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
犯
罪
を
中
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を

減
軽
し
、
又
は
免
除
す
る
。」と
規
定
し
、
わ
ず
か
一
か
条
だ
け
未
遂
犯
規
定
を
設
け
て
お
り
、
し
か
も
、
簡
潔
な
規
定
振
り
か
ら
、
ド
イ

ツ
刑
法
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
刑
法
に
も
ま
し
て
様
々
な
見
解
を
許
容
す
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
者
の
立
脚
す
る
「
あ

る
べ
き
刑
法
」
と
い
う
刑
事
政
策
・
刑
法
原
理
論
的
視
点
か
ら
の
未
遂
犯
処
罰
根
拠
論
が
展
開
さ
れ
る
余
地
が
広
く
残
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
の
学
説
は
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
大
ま
か
に
捉
え
る
と
、
次
の
よ
う
に
説
明

で
き
よ
う
。

論 説

ａ

形
式
的
客
観
説
（
構
成
要
件
説
）

ｂ

実
質
的
客
観
説

ｃ

主
観
説

ｄ

主
観
的
客
観
説
（
個
人
に
応
じ
た
客
観
説
）

ｅ

最
近
の
判
例
の
動
向

ｆ

部
分
行
為
説
の
具
体
化
（
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
説
）

Ｂ

我
が
国
の
学
説

ａ

主
観
説

ｂ

客
観
説

ａ
ａ

形
式
的
客
観
説
（
構
成
要
件
説
）

ｂ
ｂ

行
為
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説

ｃ
ｃ

結
果
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説

ｃ

折
衷
説

ａ
ａ

主
観
的
客
観
説
（
個
人
に
応
じ
た
客
観
説
）

ｂ
ｂ

客
観
的
主
観
説

（
以
上
本
号
）
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ａ

純
粋
）
主
観
的
未
遂
論

純
粋
）
主
観
的
未
遂
論
は
未
遂
犯
処
罰
の
根
拠
を
行
為
者
の
危
険
な
性
格
を
示
す
犯
罪
的
意
思
が
外

部
の
行
為
と
な
っ
て
表
れ
る
と
こ
ろ
に
求
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
社
会
に
と
っ
て
危
険
で
あ
り
、
社
会
防
衛
の
た
め
に
、
特
別
予
防

的
観
点
か
ら
の
刑
法
的
反
作
用
（
刑
罰
）
を
要
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
行
為
者
の
主
観
的
な
或
る
も
の
が
既
遂
と
未
遂
と
に
通
じ
同
一
な
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
…
…
犯
罪
は
、
侵
害
的
事
実
を
発
生
せ
し
め
た
も
の
と
し
て
処
罰
せ
ら
れ
る
の
で
な

く
、
侵
害
的
事
実
を
発
生
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
処
罰
せ
ら
れ
る
…
…
こ
こ
に
、
犯
罪
に
お
け
る
主
観
的
な
或
る
も
の
が
重
要

な
意
義
を

58
）

有
つ
」と
か
、「
主
観
主
義
の
刑
法
学
に
在
っ
て
は
、
刑
法
が
特
別
に
客
観
的
危
険
の
発
生
を
要
件
と
し
て
ゐ
る
場
合（
例
、
刑
、

一
〇
九

、
一
一
〇
）
を
除
い
て
は
、
専
ら
こ
れ
（
危
険
｜
筆
者
注
）
を
主
観
的
、
抽
象
的
に
解
す
る
。
即
ち
行
為
を
客
観
か
ら
切
り
離

し
、
主
観
を
中
心
と
し
て
そ
の
危
険
を
抽
象
的
に
考
え
る
。
従
っ
て
主
観
主
義
の
刑
法
学
に
在
っ
て
は
、
未
遂
罪
の
危
険
は
性
格
に
基
づ

く
実
行
反
覆
の
危
険
を
意
味

59
）

す
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
説
に
は
、
特
別
予
防
的
観
点
だ
け
か
ら
刑
罰
を
正
当
化
す
る
こ
と
に

は
疑
問
が
あ
る
こ
と
、
処
罰
時
期
が
早
く
な
り
す
ぎ
、
個
人
の
行
動
の
自
由
に
対
す
る
過
度
の
介
入
に
繫
が
る
と
批
判
さ

60
）

れ
た
。

ｂ

客
観
的
未
遂
論

行
為
の
客
観
面
を
重
視
す
る
客
観
的
未
遂
論
は
、
大
別
す
る
と
、
行
為
無
価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論
と
結
果
無

価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論
に
分
か
れ
る
。

ａ
ａ

行
為
無
価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論

本
説
は
、
刑
法
の
任
務
を
行
為
規
範
の
効
力
の
確
保
を
通
し
て
の
一
般
予
防
に
求
め
、
未

遂
犯
に
お
い
て
も
、
法
益
保
護
の
見
地
か
ら
否
定
的
に
評
価
さ
れ
、
禁
止
さ
れ
る
べ
き
規
範
違
反
行
為
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
未
遂
の
処

罰
根
拠
を
求
め
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
純
然
た
る
行
為
不
法
の
み
を
処
罰
の
理
由
と
す
る
犯
罪
と
し
て
未
遂
犯
を
捉
え
る
こ
と
も
、
又
、

こ
れ
に
加
え
て
、
一
定
の
結
果
無
価
値
要
素
（
結
果
発
生
の
現
実
的
・
客
観
的
危
険
）
が
付
加
さ
れ
て
違
法
性
が
強
ま
り
可
罰
的
と
な
る
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と
考
え
る
こ
と
も
で

61
）

き
る
。

ｂ
ｂ

結
果
無
価
値
論
的
客
観
的
未
遂
論

本
説
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
既
遂
結
果
発
生
の
危
険
性
に
求
め
る
が
、
既
遂
結
果
発

生
の
危
険
を
、
未
遂
犯
の
「
結
果
」
と
し
て
、
具
体
的
危
険
（
切
迫
し
た
危
険
）
と
理
解
す
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
刑
法
第
四
三
条
の

「
実
行
の
着
手
」
の
「
実
行
」
を
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
と
理
解
す
る
と
き
、
そ
の
な
か
に
「
結
果
」
が
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
含
ま

れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、「
実
行
の
着
手
」
の
判
断
対
象
も
結
果
を
含
む
広
義
の
行
為
概
念
と
し
て
理
解
し
、「
結
果
と
し
て
の
危
険
」

（
具
体
的
危
険
）
の
惹
起
も
「
実
行
の
着
手
」
の
な
か
で
判
断
で
き
る
し
、
ま
た
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
論

62
）

ず
る
。

Ｂ

未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
の
検
討

未
遂
罪
の
性
質
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
と
し
て
、
第
一
に
、
一
定
の
行
為
が
未
遂
と
し
て
理

解
さ
れ
う
る
か
否
か
は
、外
に
現
れ
た
事
象
か
ら
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、行
為
者
の
意
欲
と
関
連
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
ど
ん
な
行
為
で
あ
れ
未
遂
と
判
断
す
る
た
め
に
は
、
行
為
意
思
を
基
礎
と

す
る
し
か
な
い
。
故
意
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
も
そ
も
犯
罪
を
実
現
す
る
意
思
が
あ
っ
た
の
か
否
か
、
い
か
な
る
犯
罪
の
未
遂

な
の
か
の
判
断
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
甲
の
投
げ
つ
け
た
刃
物
が
乙
の
体
の
側
を
飛
ん
で
い
く
と
き
、
傷
害
未
遂
（
暴
行
罪
）
な
の
か

殺
人
未
遂
な
の
か
、
単
に
器
用
さ
を
誇
示
す
る
た
め
だ
け
だ
っ
た
の
か
は
、
専
ら
行
為
意
思
に
依
存
す
る
。
未
遂
と
い
う
の
は
概
念
的
に

行
為
者
の
具
体
的
行
為
意
思
を
考
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
で
き
な
い
の
で

63
）

あ
る
。

第
二
に
、
現
行
刑
法
が
未
遂
罪
の
任
意
的
減
軽
を
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
主
観
的
出
立
点
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
る
ほ

ど
、
次
の
よ
う
な
理
解
は
我
が
国
の
刑
法
に
も
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
未
遂
の
処
罰
根
拠
を
侵
害
さ
れ
る
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法
益
の
危
殆
化
に
見
て
い
た
の
な
ら
、
未
遂
の
法
定
刑
は
既
遂
に
比
し
て
必
要
的
に
減
軽
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
法
定
刑

の
違
い
に
よ
っ
て
、
法
益
の
侵
害
と
危
殆
化
の
間
の
無
価
値
差
異
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
は
そ
う

な
っ
て
い
な
い
。
未
遂
犯
も
既
遂
犯
も
既
遂
故
意
の
点
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
主
観
的
行
為
無
価
値
に
未
遂
犯
の
主
た
る

処
罰
根
拠
を
見
る
な
ら
、
未
遂
犯
の
任
意
的
減
軽
が
無
理
な
く
説
明
で

64
）

き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
行
為
無
価
値
だ
け
が

不
法
要
素
で
あ
っ
て
、
結
果
無
価
値
は
不
法
判
断
に
は
関
係
が
無
く
な
る
。
未
遂
が
犯
罪
の
基
本
型
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
行
為

無
価
値
と
結
果
無
価
値
は
同
価
値
の
不
法
要
素
で
あ
る
。
未
遂
の
場
合
も
、
事
前
の
判
断
か
ら
の
結
果
発
生
の
危
殆
化
が
客
観
的
不
法
要

素
で
あ
る
。
未
遂
処
罰
が
任
意
減
軽
に
と
ど
ま
る
の
は
、
未
遂
で
あ
っ
て
も
危
殆
化
の
程
度
に
よ
っ
て
は
既
遂
と
同
様
の
不
法
が
あ
る
こ

と
を
意
味

65
）

す
る
。

第
三
に
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
保
護
さ
れ
る
行
為
客
体
へ
の
具
体
的
危
険
に
求
め
る
客
観
的
未
遂
理
論
は
支
持
で
き
な
い
。
こ
の
理

論
で
は
、
未
遂
犯
は
具
体
的
危
険
犯
の
構
造
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
未
遂
の
「
結
果
」
と
い
う
の
は
攻
撃
客
体
に
具
体
的
危
険
を
惹
起

し
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
侵
害
犯
以
外
に
危
険
犯
に
つ
い
て
も
未
遂
犯
の
処
罰
規
定
（
刑
法
第
一
一
二
条
﹇
現
住
建

造
物
等
放
火
未
遂
罪
﹈、
刑
法
第
一
二
八
条
﹇
汽
車
・
電
車
・
艦
船
の
往
来
危
険
未
遂
罪
﹈
等
）
が
あ
り
、
そ
う
す
る
と
、
侵
害
犯
の
未
遂

を
結
果
の
具
体
的
危
険
の
発
生
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、危
険
犯
に
つ
い
て
は
意
味
を
成
さ
な
い
と
い
う
批
判
が
可
能
で
あ
る
。

具
体
的
危
険
犯
で
は
具
体
的
危
険
の
発
生
が
既
遂
の
要
件
で
あ
り
、
抽
象
的
危
険
犯
で
は
何
ら
か
の
法
益
危
険
の
発
生
を
考
慮
す
る
こ
と

な
く
既
遂
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で

66
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
法
益
「
侵
害
」
と
い
う
「
既
遂
結
果
」
発
生
、
法
益
侵
害
の

「
危
険
」
と
い
う
「
既
遂
結
果
」
発
生
の
「
切
迫
し
た
危
険
」
に
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
求
め
、「
切
迫
し
た
危
険
」
を
具
体
的
危
険
と
呼

ぶ
か
ど
う
か
は
言
葉
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
反
論
が

67
）

あ
る
。
た
し
か
に
、「
切
迫
し
た
危
険
」と
い
う
用
語
で
統
一
的
説
明
が
可
能
な
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よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
本
来
、
具
体
的
危
険
（＝

切
迫
し
た
危
険
）
に
は
支
配
可
能
性
の
欠
如
、
つ
ま
り
、
偶
然
の
要
素
が
内
在
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
終
了
未
遂
に
は
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
が
、
未
終
了
未
遂
の
場
合
、
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
は
な
お
事
象

を
掌
中
か
ら
手
放
し
て
い
な
い
の
で

68
）

あ
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
侵
害
犯
を
具
体
的
危
険
犯
と
捉
え
る
な
ら
、
不
能
未
遂
は
す
べ
て
不
可

罰
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
刑
事
政
策
上
耐
え
難
い
帰
結
で
あ
る
。

第
四
に
、
現
行
刑
法
が
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
し
て
主
観
説
を
出
立
点
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
の
危
険
性
を
取
り
上

げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
者
の
危
険
性
を
未
遂
の
処
罰
根
拠
と
す
る
な
ら
、
過
去
の
未
遂
行
為
で
は
な
く
、

将
来
の
行
為
の
危
険
性
が
処
罰
根
拠
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
個
別
行
為
刑
法
の
原
理
に
矛
盾

69
）

す
る
。

結
局
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
は
、
既
遂
の
意
思
（
主
観
）
が
危
険
な
行
為
と
な
っ
て
現
れ
（
客
観
）、
し
か
も
、
遵
法
心
の
あ
る
人
々
の
法

秩
序
の
通
用
性
へ
の
信
頼
感
を
動
揺
さ
せ
る
、
つ
ま
り
、
法
的
平
和
を
撹
乱
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る（
客
観
化
さ
れ
た
主
観
説
又
は
印
象
説
）。

し
た
が
っ
て
、
未
遂
を
基
礎
付
け
る
行
為
は
法
益
の
具
体
的
危
殆
化
を
惹
起
す
る
の
に
適
し
た
行
為
、
つ
ま
り
、
法
益
の
抽
象
的
危
険
を

発
生
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
法
益
の
具
体
的
危
険
を
発
生
さ
せ
る
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
未
遂
の
場
合
、
遵
法
心
の

あ
る
人
々
の
法
秩
序
に
対
す
る
意
識
が
既
遂
の
場
合
ほ
ど
に
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
、
法
的
平
和
を
恢
復
す
る
た
め
に
、
既
遂

犯
に
値
す
る
の
と
同
様
の
反
作
用
を
要
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
故
、
未
遂
罪
に
任
意
減
軽
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

予
備
行
為
は
、
未
遂
行
為
（
構
成
要
件
該
当
行
為
又
は
こ
れ
に
接
着
す
る
行
為
）
と
比
較
す
る
と
、
法
的
平
和
を
撹
乱
し
な
い
か
、
そ
れ

ほ
ど
撹
乱
し
な
い
。
そ
こ
に
予
備
行
為
の
処
罰
規
定
が
少
な
く
、
し
か
も
刑
が
軽
い
理
由
が

70
）

あ
る
。
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三

構
成
要
件

未
遂
犯
の
特
徴
は
、
主
観
的
構
成
要
件
は
充
足
さ
れ
て
い
る
が
、
既
遂
犯
の
客
観
的
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
為
が
既
遂

に
は
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
未
遂
犯
に
お
い
て
は
、
故
意
は
、
既
遂
犯
と
は
異
な
り
、
客
観
的
構
成
要
件
の
鏡
像
で
は

な
く
、
こ
れ
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
可
罰
的
行
為
を
し
た
可
能
性
が
あ
る
の
か
否
か
、
如
何
な
る
構
成
要
件
を
充
足
す
る

可
能
性
が
あ
っ
た
の
か
は
行
為
者
の
故
意
を
知
ら
ず
し
て
認
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
既
遂
犯
と
は
逆
に
、
主
観
的
構
成
要
件
が
客

観
的
構
成
要
件
に
先
立
っ
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
既
遂
犯
と
は
異
な
り
、
構
成
要
件
該
当
行
為
に
接
着
す
る
行
為
が
可
罰

性
検
証
の
結
節
点
に
な
る
と
こ
ろ
に
も
未
遂
犯
の
特
徴
が
あ
る
。

１

主
観
的
構
成
要
件

未
遂
犯
の
主
観
的
構
成
要
件
は
そ
れ
に
対
応
す
る
既
遂
犯
の
主
観
的
構
成
要
件
と
異
な
ら
な
い
。
一
般
的
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
し

て
の
故
意
の
ほ
か
に
、
特
殊
的
主
観
的
構
成
要
件
要
素
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
、
他
人
の
物
を
窃
取
し
よ
う

と
し
て
も
、
そ
れ
を
損
壊
す
る
と
か
、
捨
て
る
つ
も
り
の
と
き
は
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
不
法
領
得
の
意
思
が
欠
如
し
、
窃
盗
未
遂
罪
は
成

立
し
な
い
し
、
絵
画
の
技
量
を
磨
く
た
め
に
紙
幣
を
偽
造
し
て
い
る
者
に
も
、
行
使
の
目
的
が
無
け
れ
ば
通
貨
偽
造
未
遂
罪
は
成
立
し

71
）

な
い
。
過
失
の
未
遂
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
過
失
犯
の
未
遂
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
現
行
法
上
は
不
可
罰
で
あ
る
。

ａ

犯
行
計
画

故
意
犯
で
は
、
犯
行
計
画
が
先
行
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
犯
行
計
画
は
行
為
者
の
犯
罪
実
行
に
関
す
る
表
象
を
含

ん
で
い
る
。
犯
行
計
画
は
、
具
体
的
遂
行
方
法
、
特
に
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
し
、
起
こ
り
う
る
障
害
を
除
去
す
る
手
段
・
方
法
を
含
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む
。
犯
行
計
画
は
刑
法
上
重
要
な
事
柄
に
関
係
す
る
が
、
刑
法
上
重
要
で
は
な
い
事
柄
も
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
都
合
の
極
め
て
よ
い

機
会
を
探
す
と
か
、
情
報
収
集
す
る
と
か
、
犯
行
の
遂
行
方
法
や
犯
跡

滅
方
法
に
複
数
あ
る
場
合
の
衡
量
、
そ
れ
に
完
璧
に
犯
罪
を
遂

行
す
る
た
め
の
詳
細
な
計
画
が
そ
れ
で

72
）

あ
る
。

ｂ

決
意

犯
行
計
画
を
立
て
た
者
が
そ
れ
だ
け
で
直
ち
に
そ
れ
を
実
行
に
移
す
決
意
を
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
計
画
を
立
て
た

後
、「
結
果
発
生
の
見
込
み
」を
繰
り
返
し
考
え
た
後
よ
う
や
く
そ
の
計
画
を
実
行
に
移
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
未
遂
罪
の
成
立
に
は
、
行

為
者
が
犯
行
計
画
を
今
、
現
実
に
実
現
す
る
と
い
う
決
意
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
者
が
単
に
犯
罪
計
画
を
遂
行
す
る
の
に
傾

い
て
い
る
と
い
う
の
で
は
足
り

73
）

な
い
。
行
為
者
が
構
成
要
件
実
現
を
可
能
だ
と
思
っ
た
が
、
そ
の
最
終
的
決
断
を
下
し
て
い
な
い
場
合
、

た
ん
な
る
所
為
の
傾
き
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
所
為
の
機
会
の
可
能
性
と
か
、
盗
品
対
象
物
の
存
在
の
可
能
性
を
探

索
す
る
が
、「
ま
あ
様
子
を
見
よ
う
」
と
い
う
こ
と
で
窃
盗
の
実
行
を
す
る
か
ど
う
か
の
決
断
を
ま
だ
留
保
し
て
い
る
場
合
（
主
観
的
「
停

止
的
」行
為
意
思
）、
た
ん
な
る
所
為
の
傾
き
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
決
意
が
見
ら
れ
る
の
は
、
不
確
実
な
事
実
基
礎
を

認
識
し
た
上
で
の
所
為
決
意
と
云
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
（
夫
）
が
別
居
生
活
中
の
乙
（
妻
）
を
訪
れ
、
仲
直
り
の
話
を
断

ら
れ
た
な
ら
殺
す
つ
も
り
の
と
き
、
決
意
が
見
ら
れ
る
。
甲
は
最
終
的
決
意
を
し
て
お
り
、
そ
の
実
現
は
外
的
条
件
に
依
存
し
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
ど
ん
な
決
意
で
も
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
仮
定
的
基
礎
に
基
づ
き
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
実
現
に
当
た
っ

て
は
何
ら
か
の
外
的
条
件
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
決
意
と
い
う
の
は
、「
取
り
消
し
が
き
か
な
い
」、「
揺
る
ぎ
な

い
」と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
は

74
）

な
い
。「
犯
罪
の
実
現
へ
と
駆
り
立
て
る
動
機
が
起
こ
り
う
る
抑
制
に
対
し
て
明
白
に
優
越
し

た
段
階
に
達
し
た
」
と
き
、
す
で
に
決
意
が
あ
る
と
云

75
）

え
る
。
例
え
ば
、
工
場
の
侵
入
者
が
侵
入
時
点
で
既
に
何
ら
か
の
物
品
を
窃
取
す

る
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
き
、
所
為
決
意
が
見
ら
れ
る
が
、
侵
入
時
点
で
は
、
物
品
が
工
場
内
に
あ
る
の
か
ど
う
か
見
て
、
そ
の
後
で
窃
取

北研47(2・ )8 176

論 説



す
る
か
否
か
を
決
意
す
る
つ
も
り
の
と
き
、
侵
入
時
点
で
、
誘
惑
に
逆
ら
い
が
た
く
、
窃
取
す
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
っ
て
も
、
所

為
決
意
は
見
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
行
為
者
に
、
特
定
の
事
実
が
生
ず
る
と
決
意
の
実
行
を
止
め
る
と
い
う
中
止
の
留
保
付
き
決
意
と
云

わ
れ
る
場
合
に
も
、
決
意
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
家
事
手
伝
い
人
が
、
家
人
の
茶

笥
の
上
に
置
き
忘
れ
た
紙
幣
を
盗
る
つ
も
り
で
そ

の
背
後
に
落
と
し
て
お
き
、
戻
っ
て
き
た
家
人
が
紙
幣
を
置
き
忘
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
、
そ
の
発
見
を
装
う
つ
も
り
と
か
、

行
為
者
は
殺
人
の
決
意
を
す
る
が
、
万
一
被
害
者
が
泣
い
た
ら
、
構
成
要
件
実
現
を
断
念
す
る
こ
と
を
折
込
済
み
の
場
合
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
、決
意
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
り
、行
為
者
が
実
際
に
犯
行
の
途
中
で
構
成
要
件
実
現
を
止
め
る
と
き
、中
止
犯
の
成
否
が
問
題
と

76
）

な
る
。

ｃ

故
意

故
意
は
犯
行
計
画
か
ら
も
所
為
決
意
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
故
意
と
い
う
の
は
、
具
体
的
や
り
方
の
す
べ
て
の
要
素
を
含

ん
で
い
る
わ
け
で
な
く
、
専
ら
、
自
然
主
義
的
行
為
経
路
に
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
故
意
は
、
事
象
経
路
の
一
部
分
、
つ
ま
り
、

構
成
要
件
要
素
に
の
み
関
係
し
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
杜
撰
な
こ
と
も
あ
る
犯
行
計
画
を
立
て
、
所
為
決
意
を
す
る
こ
と
が
当
然
な

が
ら
先
行
す
る
の
で
あ
る
が
、
故
意
の
存
在
の
基
準
時
点
は
行
為
自
体
の
時
点
で
あ
る
。
法
が
特
別
の
形
態
の
故
意
を
要
求
し
て
い
な
い

限
り
、
未
必
の
故
意
で
足
り
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
の
遂
行
に
当
た
っ
て
、
構
成
要
件
実
現
を
意
欲
す
る
者
、
す
な
わ
ち
、
結
果
の
発
生

を
少
な
く
と
も
真
剣
に
可
能
だ
と
考
え
、
そ
れ
を
甘
受
す
る
者
に
故
意
が
認
め
ら

77
）

れ
る
。

既
遂
犯
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
故
意
は
既
遂
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い（
い
わ
ゆ
る
既
遂
意
思
）。
未
遂
と
既
遂
は
主
観
的
に
は
区

別
で
き
ず
、
構
成
要
件
該
当
結
果
の
発
生
の
有
無
で
区
別
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
が
初
め
か
ら
未
遂
に
止
め
て
お

く
つ
も
り
の
場
合
、
故
意
が
欠
如
す
る
の
で
、
未
遂
犯
も
成
立
し
な
い
。
例
え
ば
、
不
倫
に
走
る
夫
に
、
寝
た
き
り
に
し
て
そ
れ
を
阻
止

し
よ
う
と
し
て
毒
薬
を
飲
ま
せ
る
が
、
運
悪
く
夫
が
そ
れ
が
原
因
で
死
亡
し
た
場
合
、
そ
の
妻
に
は
殺
人
の
故
意
が
な
く
、
殺
人
未
遂
罪
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は
成
立
せ
ず
、
過
失
致
死
罪
が
成
立
す
る
。
も
っ
と
も
、
行
為
者
が
「
あ
た
る
か
ど
う
か
ま
あ
や
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
意
思
で
標
的
め

が
け
て
撃
つ
場
合
に
は
、
未
必
の
故
意
の
形
態
の
既
遂
意
思
が
認
め
ら

78
）

れ
る
。

未
遂
の
故
意
と
既
遂
の
故
意
と
い
う
も
の
が
別
個
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
故
意
は
既
遂
の
故
意
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

故
意
は
、
行
為
者
が
事
象
を
手
放
し
て
初
め
て
、
つ
ま
り
、
終
了
未
遂
の
段
階
で
初
め
て
存
在
す
る
と
い
う
見
解
は
適
切
で
な
い
。
例
え

ば
、
甲
は
一
〇
回
に
小
分
け
し
た
毒
を
服
用
さ
せ
て
乙
を
殺
害
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
乙
は
五
回
目
の
服
用
で
死
亡
し
た
と
い
う
場

合
、
既
遂
の
故
意
が
存
在
し
な
い
の
で
、
殺
人
未
遂
と
過
失
致
死
の
観
念
的
競
合
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で

79
）

あ
る
。
し
か
し
、
行
為
の
客

観
的
帰
属
が
可
能
で
あ
り
、
行
為
の
危
険
性
が
結
果
と
な
っ
て
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
帰
属
も
可
能
で
あ
り
、
構
成
要

件
実
現
の
認
識
と
意
欲
も
あ
る
の
で
あ
り
、
又
、
故
意
は
因
果
関
係
の
経
路
に
関
す
る
認
識
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
殺
人
既
遂
の

成
立
を
否
定
す
る
理
由
は

80
）

な
い
。

実
行
行
為
に
接
着
す
る
行
為
の
場
合
の
故
意
は
、
行
為
者
が
そ
れ
に
直
接
的
に
後
続
し
て
実
行
行
為
を
行
な
う
決
意
を
し
て
い
る
場
合

に
の
み
認
め
ら
れ
る
。

２

客
観
的
構
成
要
件

実
行
行
為
が
あ
れ
ば
未
遂
犯
の
成
立
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
実
行
行
為
に
接
着
す
る
行
為
が
あ
る
場
合
に
も
未
遂
犯
の
成
立
を

認
め
る
の
が
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
で
あ
る
。
日
本
刑
法
は
「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
」（
第
四
三
条
）
と
定
め
る
だ
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け
な
の
で
、
解
釈
の
余
地
が
広
く
残
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
・
判
例
で
は
、
実
行
行
為
に
接
着
す
る
行
為
の
判
断
基
準
に
つ

い
て
は
、
主
観
的
側
面
（
行
為
者
の
表
像
）
と
客
観
的
側
面
（
構
成
要
件
の
実
現
）
に
ど
の
程
度
の
重
き
を
置
く
か
に
よ
っ
て
諸
説
が
分

か
れ
る
。
以
下
で
は
、
先
ず
、
ド
イ
ツ
語
圏
の
学
説
・
判
例
を
、
次
い
で
、
日
本
の
学
説
・
判
例
を
検
討
し
よ
う
。

Ａ

ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
・
判
例
の
状
況

ａ

形
式
的
客
観
説（
構
成
要
件
説
）

本
説
は
、
行
為
者
の
厳
格
な
意
味
で
の
客
観
的
構
成
要
件
該
当
行
為
の
開
始
を
も
っ
て
よ
う
や

く
実
行
の
着
手
を
認

81
）

め
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
被
拘
束
犯
罪
、
例
え
ば
、
窃
盗
罪
の
場
合
、
他
人
の
物
を
そ
の
占
有
か
ら
離
脱
さ
せ

る
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
非
行
為
被
拘
束
犯
罪
、
つ
ま
り
、
殺
人
罪
の
よ
う
に
行
為
態
様
の
限
定
さ
れ
て
い
な
い

犯
罪
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
拳
銃
を
抜
い
た
り
、
構
え
た
り
す
る
だ
け
で
は
ま
だ
未
遂
で
は
な
く
、
拳
銃
を
発
射
し
た
と
き
に
初
め
て

未
遂
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
未
遂
と
既
遂
が
実
際
に
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
未
遂
が
成
立
す
る
の
は
、
拳
銃
の

弾
が
被
害
者
に
当
た
っ
た
が
、
死
な
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
可
罰
性
の
領
域
が
極
め

て
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
法
益
の
予
防
的
保
護
の
観
点
か
ら
望
ま
し
く
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
今
日
、
純
粋
な
形
式
的
客
観
説
が

主
張
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
条
は
、
構
成
要
件
の
部
分
的
実
現
を
要
求
し
て
お
ら
ず
、
構
成
要
件
実
現
の
開
始
を
要

求
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で

82
）

あ
る
。

最
近
の
学
説
で
本
説
に
近
い
の
が
フ
ォ
ー
グ
ラ

83
）

ー
説
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
条
の
意
味
で
の
開
始
は
、「
行
為
不
法
そ
れ
自
体
を

既
に
実
現
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
｜
そ
れ
で
も
各
構
成
要
件
の
行
為
不
法
に
特
徴
的
で
あ
る
行
為
を
す
る
」と
き
に
認
め
ら
れ
る
。

予
備
と
未
遂
の
区
別
の
問
題
は
「
構
成
要
件
的
特
徴
の
問
題
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
こ
の
区
別
は
、「
一
般
化
し
て
判
断
す
る
に
そ
ぐ
わ
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な
い
構
成
要
件
解
釈
の
問
題
」で
あ
る
。
未
遂
と
い
う
の
は
、「
許
容
さ
れ
る
解
釈
に
よ
っ
て
言
語
的
に
且
つ
実
質
に
即
し
て
各
構
成
要
件

に
含
め
ら
れ
う
る
」
行
為
で
あ
る
。
但
し
、「
可
能
な
語
義
」
へ
の
拘
束
は
緩
め
ら
れ
う
る
。「
判
断
さ
れ
る
べ
き
行
為
が
構
成
要
件
に
内

在
す
る
禁
止
の
意
味
に
よ
っ
て
実
質
的
に
含
め
ら
れ
る
」と
い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
形
式
的
構
成
要
件

実
現
に
は
ま
だ
達
し
て
い
な
い
が
、
事
柄
に
即
し
て
み
る
と
既
に
具
体
的
所
為
の
不
法
の
構
成
部
分
」で
あ
る
事
象
で
あ
る
と
。
し
か
し
、

本
説
に
対
し
て
は
、
未
遂
と
い
う
の
は
、
構
成
要
件
及
び
そ
の
「
可
能
な
語
義
」
に
限
定
さ
れ
ず
、
可
罰
性
は
構
成
要
件
の
限
界
を
超
え

て
拡
張
さ
れ
る
か
ら
、
構
成
要
件
解
釈
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
し
か
も
、
非
行
為
被
拘
束
犯
罪
の
よ
う
に
行
為
態
様
が
記
述
さ
れ
て

い
な
い
構
成
要
件
で
は
、
構
成
要
件
解
釈
に
よ
っ
て
予
備
と
未
遂
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
批
判
さ

84
）

れ
る
。

ｂ

実
質
的
客
観
説

本
説
は
、「
自
然
的
理
解
か
ら
す
る
と
構
成
要
件
該
当
行
為
と
の
必
要
的
一
体
性
の
た
め
に
そ
の
構
成
要
素
と
見

ら
れ
る
」
行
為
は
す
べ
て
未
遂
で
あ
る
と
説
く
（
フ
ラ
ン
ク
の

85
）

公
式
）。
本
説
は
「
自
然
的
理
解
」
を
必
要
的
一
体
性
の
判
断
規
準
と
す
る

た
め
、
殺
意
を
も
っ
て
、
拳
銃
を
抜
き
、
安
全
装
置
を
は
ず
し
、
狙
い
を
つ
け
、
引
き
金
に
手
を
か
け
、
撃
つ
と
い
う
一
連
の
行
為
の
中

で
、
如
何
な
る
範
囲
で
必
要
的
一
体
性
が
認
め
ら
れ
る
か
が
必
ず
し
も
判
然
と
し
な
い
。
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
七
五
年
の
刑
法
改
正
に
よ

り
第
二
二
条
に
「
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、
行
為
に
直
接
的
開
始
が
認
め
ら

れ
る
の
は
、「
行
為
が
所
為
行
為
と
空
間
的
及
び
時
間
的
に
接
し
て
い
て
、
所
為
行
為
が
実
行
さ
れ
る
場
合
に
は
こ
れ
と
一
体
を
な
す
が
故

に
、
行
為
者
の
計
画
か
ら
す
る
と
、
行
為
が
所
為
行
為
と
必
要
的
一
体
性
が
あ
る
た
め
所
為
行
為
の
構
成
要
素
と
見
ら
れ
る
」
場
合
で
あ

る
と
す
る
判
例
が
現

86
）

れ
た
。
本
説
に
よ
っ
て
、
部
分
的
に
も
構
成
要
件
該
当
行
為
と
す
ら
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
行
為
客
体
に
危
険
な

行
為
も
未
遂
と
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
拳
銃
の
場
合
で
言
え
ば
、
発
射
し
な
く
と
も
、
引
き
金
に
手
を
か
け
れ
ば
未
遂
と

な
る
。
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ｃ

主
観
説

形
式
的
客
観
説
や
実
質
的
客
観
説
と
対
照
的
な
の
が
主
観
説
で
あ
る
。
本
説
に
よ
る
と
、
行
為
者
の
表
象
像
が
未
遂
成

否
の
規
準
で
あ
る
。
行
為
者
が
「
さ
あ
今
や
る
ぞ
」
と
考
え
る
と
き
、
例
え
ば
、
強
盗
目
的
で
「
被
害
者
が
来
る
の
を
今
か
今
か
と
待
っ

て
い
る
」
と
き
、
未
遂
が
成
立

87
）

す
る
。
本
説
の
欠
点
は
、
着
手
時
期
を
行
為
者
の
表
象
を
規
準
と
す
る
こ
と
で
、
着
手
と
構
成
要
件
要
素

の
実
現
の
間
の
関
連
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
行
為
者
の
表
象
に
応
じ
て
、
可
罰
的
未
遂
の
範
囲
が
狭
く
も
な
り
広
く

も
な
る
。
そ
れ
故
、
個
別
行
為
者
の
表
象
を
基
に
、
規
範
的
判
断
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

88
）

な
い
。

ｄ

主
観
的
客
観
説
（
個
人
に
応
じ
た
客
観
説
）

本
説
は
主
観
説
と
客
観
説
を
混
合
し
た
説
で
あ
り
、
今
日
の
通
説
と
目
せ
ら
れ
る
。

行
為
者
の
全
体
計
画
か
ら
す
る
「
所
為
に
つ
い
て
の
表
象
」
に
よ
れ
ば
（
主
観
面
）、
行
為
者
の
行
為
が
構
成
要
件
該
当
行
為
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
て
（
フ
ラ
ン
ク
）、
物
事
が
妨
害
さ
れ
ず
に
進
行
す
れ
ば
直
接
的
に
構
成
要
件
全
体
の
実
現
に
至
る
と
き
（
客
観
的
要
素
の
時

間
的
側
面
）、
未
遂
が
成
立
す
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
要
し
な
い
。
密
接
性
、
直
接
性
の
徴
表
と
な
る
の
が
行
為

者
の
視
点
か
ら
見
た
侵
害
客
体
の
具
体
的
危
殆
化
で
あ
る（
客
観
的
要
素
の
危
殆
化
側
面
）。
危
殆
化
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
計
画
の
時

点
に
お
け
る
行
為
者
の
表
象
で
は
な
く
、
所
為
実
行
の
時
点
に
お
け
る
表
象
が
規
準
と
な
る
。
行
為
者
が
所
為
実
行
の
時
点
で
、
侵
害
客

体
を
直
接
的
に
危
殆
化
し
よ
う
と
考
え
る
と
き
に
初
め
て
「
直
接
的
開
始
」
が
認
め
ら
れ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
未
遂
行
為
は
、
構
成
要

件
該
当
行
為
で
あ
る
必
要
は
無
い
も
の
の
、
構
成
要
件
の
実
現
に
引
き
寄
せ
ら
れ
た
時
点
に
認
め
ら

89
）

れ
る
。

ｅ

最
近
の
判
例
の
動
向

戦
後
の
判
例
に
は
、
直
接
的
危
殆
化
の
観
点
か
ら
未
遂
を
論
ず
る
判
例
が
見
ら
れ
た
。「
行
為
者
の
全
体
計

画
に
よ
る
と
、
当
該
構
成
要
件
の
保
護
客
体
の
危
殆
化
に
直
接
繫
が
る
行
為
の
中
に
犯
罪
意
思
が
明
確
に
現
れ
た
と
き
」、
直
接
的
危
殆
化

が
認
め
ら

90
）

れ
る
。
し
か
し
、
直
接
的
危
殆
化
と
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
を
結
び
つ
け
る
判
例
も
多
く
見
ら
れ
る
。
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
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「
同
じ
目
的
に
役
立
つ
様
々
な
行
為
が
、
自
然
的
理
解
か
ら
す
る
と
｜
つ
ま
り
、
第
三
者
の
観
察
か
ら
す
る
と
｜
行
為
が
所
為
行
為
と
の
必

要
的
一
体
性
の
故
に
既
に
構
成
要
件
の
構
成
部
分
を
な
し
て
い
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
に
一
括
さ
れ
た
個
別
行
為
が
そ
の
全

体
性
に
お
い
て
、
法
益
を
こ
れ
に
よ
り
既
に
危
殆
化
さ
せ
、
直
接
的
に
連
接
す
る
最
終
結
果
の
招
来
を
差
し
迫
ら
せ
る
よ
う
な
種
類
の
、

保
護
法
益
へ
の
直
接
的
侵
害
を
含
ん
で
い
る
か
否
か
で
あ
る
（R

G
S
t 51,

342;
54,

254;
69,

329

）。
す
ぐ
さ
ま
利
用
し
よ
う
と
し
て
ウ

イ
ン
チ
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
接
的
に
保
護
法
益
が
危
殆
化
さ
れ
て

91
）

い
る
」。
一
九
七
五
年
の
刑
法
改
正
後
は
、
判
例
は
、「
局

外
的
観
察
者
の
自
然
的
見
解
」
と
い
う
表
現
は
使
わ
ず
、
行
為
者
の
犯
行
計
画
に
言
及
す
る
こ
と
に
な

92
）

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
フ
ラ
ン
ク

の
公
式
は
修
正
さ
れ
た
形
で
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

93
）

あ
る
。

最
近
の
判
例
で
は
、
上
記
と
は
異
な
る
基
準
を
用
い
る
判
例
が
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
。
①
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
進
行
す
れ
ば
直
接

的
に
構
成
要
件
実
現
に
繫
が
る

94
）

行
為
、
②
構
成
要
件
行
為
に
直
接
的
に
通
じ
る

95
）

行
為
、
あ
る
い
は
、
③
構
成
要
件
行
為
と
密
接
な
（
又
は

直
接
的
な
）
空
間
時
間
的
関
係
に
あ
る

96
）

行
為
が
あ
れ
ば
、
未
遂
が
認
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
④
行
為
者
が
閾
を
超
え
て
「
さ
あ
今
や
る
ぞ
」

と
い
う
こ
と
で
、
最
後
の
「
決
心
」
を
す
る
時
点
に
未
遂
の
開
始
を
認
め
る

97
）

見
解
、
⑤
本
来
の
構
成
要
件
行
為
の
前
の
最
後
の
部
分
行
為
、

す
な
わ
ち
、
未
遂
の
段
階
に
入
る
と
、
そ
の
後
に
「
介
在
行
為
」
が
続
く
こ
と
は
な
く
、
次
の
行
為
が
結
果
を
惹
起
す
る
行
為
の
場
合
に

未
遂
の
開
始
を
認
め
る
見
解
（
部
分
行
為
説
又
は
介
在
行

98
）

為
説
）
が
あ
る
。
判
例
に
は
こ
れ
ら
の
規
準
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用
す
る
も
の

が

99
）

多
い
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
規
準
も
十
分
な
言
明
力
が
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。
先
ず
、
判
例
で
は
、
法
文
の
中
心
概
念
で
あ
る
「
直
接
性
」
が

単
に
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
、
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。「
危
殆
化
」と
い
う
規
準
も
｜
不
能
未
遂
で
は
観
念
上
の
危
殆
化
が
あ
る
に
過
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ぎ
な
い
が
｜
直
接
性
の
解
釈
に
は
役
立
た
な
い
。
予
備
行
為
も
、
法
文
上
の
「
開
始
」
に
あ
た
ら
な
い
も
の
の
、
危
殆
化
を
既
に
含
ん
で

い
る
か
ら
で
あ
る
。
又
、
抽
象
的
危
険
犯
や
具
体
的
危
険
犯
の
標
識
も
使
え
な
い
の
は
、
あ
る
種
の
危
殆
化
は
既
に
既
遂
犯
を
成
立
さ
せ

る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
為
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
続
行
さ
れ
る
と
構
成
要
件
実
現
に
繫
が
る
と
か
、
こ
れ
に
い
た
る
と
い
う
規

準
も
使
え
な
い
の
は
、
予
備
行
為
に
つ
い
て
も
云
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
犯
行
現
場
に
出
発
す
る
と
き
、
切
れ
目
な
く

実
行
行
為
そ
し
て
既
遂
に
移
行
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
構
成
要
件
充
足
と
の
空
間
的
及
び
時
間
的
連
関
と
い
う
こ
と
も
、
最
終
結
果
を
目

指
す
予
備
に
も
当
て
は

100
）

ま
る
。

法
文
か
ら
最
も
離
れ
た
「
今
や
る
ぞ
」
と
い
う
主
観
的
規
準
も
批
判
さ
れ
る
。
行
為
者
の
計
画
を
基
底
に
す
る
に
せ
よ
、
客
観
的
規
準

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
べ
き
予
備
と
未
遂
の
区
別
を
行
為
者
の
「
熟
慮
」（
さ
あ
今
や
る
ぞ
）
に
依
存
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
。
通
常
は
欠
如

し
て
い
る
こ
の
種
の
熟
慮
で
は
な
く
実
行
行
為
に
取
り
掛
か
る
決
意
と
い
う
形
態
で
の
「
決
心
」
を
要
求
す
る
と
し
て
も
、
こ
の
種
の
主

観
的
現
象
は
予
備
の
段
階
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
被
害
者
の
食
べ
る
汁
物
に
毒
を
注
ぐ
者
は
、
致
死
量
の
毒
物
の
製
造

を
始
め
る
と
き
、「
さ
あ
今
や
る
ぞ
」（
つ
ま
り
、
今
仕
事
に
取
り
掛
か
り
、
計
画
を
実
現
に
移
す
）
と
自
分
に
言
う
が
、
そ
れ
で
も
予
備

に
と
ど

101
）

ま
る
。

予
備
と
未
遂
の
区
別
を
す
る
規
準
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
と
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
部
分
行
為
説
が
相
対
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
も
の

の
、
こ
れ
ら
の
基
準
の
弱
点
も
指
摘
さ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
は
、
実
態
に
即
す
る
と
構
成
要
件
行
為
に
属
さ
な
い
が
、「
自
然
的
理
解
」

に
よ
れ
ば
そ
の
一
部
と
見
ら
れ
る
行
為
を
未
遂
と
捉
え
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
構
成
要
件
の
前
に
あ
る
如
何
な
る
行
為
が
未
遂
を
構
成
す

る
の
か
と
い
う
問
題
が
感
情
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
し
ま
う
。
最
近
の
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
自
然
的
理
解
」
を
「
行
為
者
計
画
」
で
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置
き
換
え
る
と
、
客
観
的
限
界
付
け
が
完
全
に
放
棄
さ
れ
て
し

102
）

ま
う
。

フ
ラ
ン
ク
の
公
式
の
曖
昧
さ
を
、
本
来
の
構
成
要
件
行
為
の
前
の
最
後
の
部
分
行
為
に
照
準
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
克
服
し
よ
う
と

し
た
部
分
行
為
説
に
も
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。
本
説
は
、
個
々
の
独
立
し
た
身
体
の
動
き
を
「
部
分
行
為
」
に
分
け
る
こ
と
で
、
精
密
な

限
界
付
け
を
可
能
に
す
る
。
例
え
ば
、
拳
銃
を
構
え
る
の
は
そ
の
引
き
金
を
引
く
前
の
最
後
の
部
分
行
為
と
し
て
未
遂
と
な
る
が
、
拳
銃

を
抜
く
だ
け
で
は
、
そ
れ
と
発
射
す
る
こ
と
の
間
に
別
の
行
為
が
存
在
す
る
か
ら
、
予
備
で
あ
る
。
盗
も
う
と
す
る
客
体
に
腕
を
伸
ば
す

の
は
未
遂
だ
が
、
物
の
入
っ
て
い
る
箱
を
こ
じ
開
け
る
の
は
、
窃
取
の
前
に
ま
だ
部
分
行
為
が
あ
る
か
ら
、
予
備
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
に
、
行
為
者
が
攻
撃
客
体
に
向
け
て
行
な
う
各
行
為
を
独
立
し
た
部
分
行
為
と
見
て
、
最
後
の
一
歩
で
よ
う
や
く
未
遂
と
見
る
の

は
狭
す
ぎ
る
。
限
界
付
け
が
外
的
行
為
の
あ
り
よ
う
と
い
う
偶
然
に
支
配
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
部
座

席
に
あ
る
物
を
取
ろ
う
と
し
て
、
自
動
車
の
開
い
て
い
る
窓
か
ら
手
を
伸
ば
す
行
為
は
未
遂
だ
が
、
後
部
座
席
に
あ
る
財
布
を
吊
り
上
げ

よ
う
と
し
て
、
先
ず
前
部
座
席
に
あ
る
散
歩
用
杖
を
つ
か
む
行
為
は
予
備
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
行
為
は
最
後
の
部
分
行
為
の
前
だ

か
ら
で

103
）

あ
る
。

部
分
行
為
を
こ
の
よ
う
に
細
分
化
す
る
こ
と
に
、
判
例
自
体
も
「
拳
銃
を
持
ち
上
げ
、
構
え
る
行
為
を
介
在
行
為
と
見
る
の
は
、
身
体

の
動
き
に
応
じ
た
、
分
割
し
す
ぎ
る
考
察
で

104
）

あ
る
」と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
学
説
も
、
未
遂
の
開
始
と
本
来
の
所
為
行
為
の
間
に「
別

の
本
質
的
部
分
行
為
が
な
い
」
こ
と
を
要
求

105
）

す
る
。
し
か
し
、
如
何
な
る
部
分
行
為
が
「
本
質
的
」
な
の
か
は
評
価
の
問
題
で
あ
る
た
め
、

明
確
性
に
欠
け
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
部
分
行
為
説
の
さ
ら
な
る
具
体
化
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に

106
）

な
る
。
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ｆ

部
分
行
為
説
の
具
体
化（
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
説
）

ロ
ク
ス
ィ

107
）

ー
ン
は
、
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
に
分
け
て
論
ず
る
。
前
者
は
、
行

為
者
が
、
そ
の
犯
行
計
画
に
従
っ
て
犯
罪
を
既
遂
に
す
る
の
に
必
要
な
す
べ
て
の
こ
と
を
ま
だ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
事
態
を
さ
す
。

例
え
ば
、
拳
銃
を
抜
く
と
か
財
物
に
手
を
伸
ば
す
の
は
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
は
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
は
な
お
引
き
金
を

引
く
と
か
財
物
を
つ
か
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
後
者
は
、
行
為
者
が
、
そ
の
表
象
に
よ
れ
ば
、
結
果
の
発
生
に
必
要
な
こ

と
は
す
べ
て
や
り
遂
げ
た
事
態
を
さ
す
。
例
え
ば
、
時
限
爆
弾
を
仕
掛
け
る
と
か
、
毒
物
入
り
の
汁
物
を
提
供
す
る
の
は
終
了
未
遂
で
あ

る
。
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
行
為
が
な
く
と
も
、
結
果
は
発
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
中
止
犯
に
お
い
て
重

要
な
意
味
を
有
す
る
が
、
未
遂
と
予
備
の
区
別
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
。
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
は
異
な
っ
た
構
造
を
有
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
二
条
は
未
終
了
未
遂
に
合
わ
せ
た
規
定
で
あ
り
、
実
務
上
も
、
未
終
了
未
遂
の
事
例
の
方
が
多
い
。「
開

始
し
た
」
と
い
う
概
念
は
行
為
者
が
行
為
を
ま
だ
終
え
て
い
な
い
こ
と
を
暗
示
す
る
。
間
接
正
犯
や
共
同
正
犯
で
は
、
誰
が
「
開
始
し
た
」

の
が
規
準
と
な
る
の
か
は
、
法
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
独
正
犯
者
の
未
終
了
未
遂
が
法
律
の
念
頭
に
あ
る
基
本
形

態
で
あ
る
。

未
終
了
未
遂
で
は
、
最
後
の
部
分
的
行
為
と
い
う
の
は
、「
密
接
な
時
間
的
連
関
」と「
被
害
者
領
域
な
い
し
構
成
要
件
領
域
へ
の
影
響
」

と
い
う
二
つ
の
補
助
概
念
を
用
い
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
車
上
荒
し
の
場
合
、
開
け
っ
放
し
に
な
っ
て
い
る
自
動
車
の

窓
か
ら
手
を
突
っ
込
ん
で
物
を
奪
う
場
合
、
今
ま
さ
に
奪
お
う
と
手
を
突
っ
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
密
接
な
時
間
的
連
関
も
あ
る

し
、
被
害
者
の
占
有
領
域
に
す
で
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
害
者
領
域
へ
の
影
響
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
車
上
荒
し

の
目
的
が
あ
っ
て
も
、
被
害
車
両
の
前
に
佇
立
し
て
い
る
段
階
で
は
、
密
接
な
時
間
的
連
関
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
被
害
者
領
域
へ
の
影

響
は
ま
だ
無
い
の
で
、
窃
盗
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
被
害
者
領
域
が
存
在
し
な
い
と
き
は
構
成
要
件
領
域
へ
の
影
響
の
有
無
で
判
断
さ
れ
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る
。
例
え
ば
、
通
貨
偽
造
の
場
合
、
遅
滞
無
く
偽
造
行
為
に
移
る
た
め
に
偽
造
行
為
に
適
し
た
原
版
、
型
、
印
刷
用
活
字
等
を
用
意
す
る

と
き
に
未
遂
が
成
立
す
る
。

終
了
未
遂
は
二
つ
の
形
態
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
妻
が
そ
の
夫
を
殺
害
す
る
意
図
で
、
毒
入
り
の
汁
物
を
用
意
し
て
台
所

の
保
温
板
の
上
に
置
く
。
夫
は
勤
務
先
か
ら
帰
宅
す
る
と
、
自
分
で
そ
の
汁
物
を
取
り
出
し
て
食
べ
る
の
が
習
慣
で
あ
る
。
①
妻
は
夫
の

帰
宅
時
に
家
に
お
り
、
夫
の
行
動
を
見
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
は
な
お
最
後
ま
で
事
態
の
成
り
行
き
を
掌
握
し
て
い
る
点
で
、
構

造
の
上
で
未
終
了
未
遂
に
似
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
密
接
な
時
間
的
連
関
と
被
害
者
領
域
へ
の
影
響
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
未
遂
の

成
否
が
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
妻
の
考
え
で
は
、
被
害
者
が
直
接
危
険
に
晒
さ
れ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
夫
が
汁
鍋
に
触
ろ
う
と

す
る
と
き
に
未
遂
が
成
立
す
る
。
②
妻
は
夫
の
帰
宅
前
に
外
出
し
た
。
妻
は
数
時
間
後
に
戻
る
つ
も
り
で
、
そ
の
時
、
夫
が
死
ん
で
い
る

の
を
期
待
す
る
。
こ
の
場
合
、
構
造
の
上
で
未
終
了
未
遂
と
の
共
通
性
は
な
い
。
妻
は
、
外
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
後
の
出
来

事
を
支
配
し
て
お
ら
ず
、
出
来
事
を
手
放
し
て
い
る
。
妻
が
外
出
し
た
時
点
に
未
遂
が
成
立
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
時
点
で
、
夫
が
ま

だ
勤
務
先
に
い
る
の
で
、
密
接
な
時
間
的
連
関
も
被
害
者
領
域
へ
の
影
響
も
見
ら
れ
な
い
が
、
妻
は
、
そ
の
計
画
で
は
邪
魔
さ
れ
る
こ
と

な
く
結
果
に
繫
が
る
以
後
の
因
果
経
路
の
支
配
を
放
棄
し
た
か
ら
で
あ
る
。

未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
に
分
け
る
こ
と
は
、
実
態
に
適
し
た
分
析
を
可
能
に
す
る
点
に
長
所
が
あ
る
し
、
そ
の
解
決
策
も
妥
当
で
あ

る
。
し
か
し
、
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
は
、
本
来
、
根
拠
付
け
ら
れ
る
べ
き
未
遂
の
成
立
を
、
す
で
に
成

立
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
せ
る
の
で
適
切
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
未
終
了
未
遂
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
対
象
は
実
行
行
為
接
着
性
の
問

題
と
し
て
扱
い
、
終
了
未
遂
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
対
象
は
実
行
行
為
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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我
が
国
の
学
説

我
が
国
に
お
い
て
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
、
人
的
不
法
論
と
物
的
違
法
論
の
対
立
と
も
絡
ん
で
、
実
行
の
着

手
を
め
ぐ
る
論
争
が
未
だ
に
収
束
を
見
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

ａ

主
観
説

本
説
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
「
行
為
者
の
危
険
性
」
に
求
め
る
立
場
か
ら
出
立
し
て
、
そ
れ
を
徴
表
す
る
故
意
の

存
在
が
確
定
的
に
認
定
で
き
る
時
点
を
も
っ
て
実
行
の
着
手
と
す
る
。「
主
観
主
義
に
お
い
て
は
、
犯
罪
を
犯
意
の
表
現
と
し
て
理
解
す
る

…
…
従
っ
て
、
着
手
は
、
行
為
が
犯
罪
者
に
お
い
て
そ
の
犯
意
を
遂
行
す
る
の
状
態
に
達
し
た
と
き
…
…
言
い
換
え
れ
ば
、
犯
意
の
成
立

が
そ
の
遂
行
的
行
動
に
因
っ
て
確
定
的
に
認
め
ら
れ
る
と
き
、
こ
こ
に
着
手
の
成
立
が

108
）

あ
る
」、「
犯
罪
の
実
行
の
着
手
は
完
成
力
あ
る
犯

意
の
表
動
で
あ
る
と
し
、
又
た
斯
か
る
犯
意
の
表
動
は
飛
躍
的
表
動
（
詳
言
す
れ
ば
、
一
段
の
飛
躍
的
緊
張
を
為
し
た
犯
意
の
表
動
）
で

109
）

あ
る
」、
さ
ら
に
、「
行
為
者
の
犯
罪
的
意
思
が
二
義
を
許
さ
ず
、
取
消
が
不
可
能
な
よ
う
な
確
実
性
を
示
す
行
為
の
あ
っ
た
場
合
に
著
手

が

110
）

あ
る
」
と
論
じ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
語
圏
の
主
観
説
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
我
が
国
の
主
観
説
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
。
今
日
、
本

説
は
ほ
と
ん
ど
支
持
者
を
見
出
せ
な
い
。

ｂ

客
観
説

本
説
は
、
客
観
的
未
遂
論
か
ら
出
立
す
る
が
、
そ
の
内
部
で
「
形
式
的
客
観
説
」
と
「
実
質
的
客
観
説
」
に
分
か
れ
、

後
者
は
さ
ら
に
行
為
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説
と
結
果
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説
に
分
か
れ
る
。

ａ
ａ

形
式
的
客
観
説
（
構
成
要
件
説
）

本
説
は
、
構
成
要
件
を
基
準
に
し
て
法
益
侵
害
の
危
険
性
を
形
式
的
に
把
握
す
る
も
の
で
、

構
成
要
件
の
一
部
の
実
現
が
あ
っ
た
時
点
、
又
は
、
全
体
と
し
て
見
て
定
型
的
に
構
成
要
件
の
内
容
を
為
す
と
解
さ
れ
る
行
為
が
あ
っ
た

時
点
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
。「
犯
罪
の
『
実
行
』
と
は
、
私
の
見
解
で
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
。
ま
た
其
の
『
著
手
』
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と
は
犯
罪
構
成
事
実
を
実
現
す
る
意
思
を
以
て
そ
の
実
行
を
開
始
す
る
こ
と
を

111
）

謂
う
」と
か
、「
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
少

な
く
と
も
一
部
分
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
」、「
も
っ
と
も
、
そ
れ
自
体
が
構
成
要
件
的
特
徴

を
示
さ
な
く
て
も
、
全
体
と
し
て
み
て
定
型
的
に
構
成
要
件
の
内
容
を
な
す
と
解
さ
れ
る
行
為
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
を
実
行
の
着
手
と
解
し

て
さ
し
つ
か
え

112
）

な
い
」
と
論
じ
ら
れ
る
。

本
説
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
の
形
式
的
客
観
説
に
対
す
る
の
と
同
じ
批
判
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
実
行
行
為
の
着
手
時
期
が
遅

く
な
り
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
構
成
要
件
該
当
行
為
で
は
狭
す
ぎ
る
と
し
て
、「
構
成
要
件
該
当
行
為
と
直
接
関
連
あ
る
た
め
自
然

的
観
察
の
も
と
に
そ
の
一
部
分
と
し
て
理
解
せ
ら
れ
る
べ
き

113
）

行
為
」と
か
、「
構
成
要
件
の
全
部
ま
た
は
一
部
の
事
実
ま
た
は
そ
れ
に
密
接

し
た
事
実
を
実
現
す
る

114
）

こ
と
」
と
論
じ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
構
成
要
件
の
「
一
部
実
現
と
す
る
と
こ
ろ
に
す
で
に
明
確
を
欠
く
も
の
が

あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。『
一
部
』と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
そ
こ
に
合
目
的
的
な
解
釈
の
作
用
が
介
入
せ
ざ
る

を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、『
密
接
す
る
』と
い
う
一
句
を
加
え
た
方
が
、
か
え
っ
て
正
確
に
内
容
を
表
現
す
る
こ
と
に

115
）

な
る
」

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
主
張
は
、
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
の
実
質
的
客
観
説
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
形

式
的
客
観
説
は
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

ｂ
ｂ

行
為
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説

本
説
は
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る
現
実
的
危
険
性
な
い
し
客
観
的
危
険
性
を
も
つ
行
為
の

開
始
を
も
っ
て
実
行
の
着
手
と
す
る
。
構
成
要
件
理
論
を
基
礎
と
す
る
立
場
に
お
い
て
は
、「
犯
罪
構
成
要
件
の
実
現
に
い
た
る
現
実
的
危

険
性
を
含
む
行
為
を
開
始
す
る
こ
と
が
実
行
の
着
手
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
単
に
犯
罪
構
成
要
件
に
密
接
す
る
行
為
が
行
わ
れ
た

だ
け
で
は
足
り

116
）

な
い
」と
か
、「
実
行
行
為
は
そ
の
行
為
を
と
る
と
経
験
則
上
当
該
構
成
要
件
が
予
定
し
て
い
る
法
益
侵
害
の
現
実
的
危
険
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性
を
惹
起
す
る
行
為
」で
あ
り
、「
し
か
も
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
構
成
要
件
の
実
現
な
い
し
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
の
惹
起
に
求
め

る
以
上
、
実
行
の
着
手
は
そ
の
現
実
的
危
険
を
惹
起
せ
し
め
た
こ
と
を

117
）

い
う
」
と
か
、「
実
行
の
着
手
（A

n
fa
n
g d
er A

u
sfu
h
ru
n
g
.....

）

と
は
、
実
行
行
為
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
に
属
す
る
行
為
が
開
始
さ
れ
た
段
階
を
い
う
が
、
実
質
的
に
は
、
結
果
発
生
の
現
実
の
脅
威
が

認
め
ら
れ
る
行
為
で
、
実
行
行
為
自
体
あ
る
い
は
実
行
と
き
わ
め
て
接
着
し
た
段
階
に
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
実
行
の
着
手

が
あ
る
…
…
個
々
の
犯
罪
ご
と
に
、
具
体
的
な
犯
行
の
態
様
に
即
し
て
、
実
行
の
着
手
の
有
無
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
が
、
結
果
発
生
の

具
体
的
な
客
観
的
危
険
性
と
、
行
為
者
の
意
思
の
強
固
さ
と
を
総
合
し
て
、
実
質
的
に
判
断
す

118
）

べ
き
」
と
主
張
さ
れ
る
。

ｃ
ｃ

結
果
無
価
値
論
的
実
質
的
客
観
説

本
説
は
、
法
益
侵
害
の
結
果
が
発
生
す
る
具
体
的
危
険
が
切
迫
し
た
時
点
に
実
行
の
着
手

を
認
め
る
。「
未
遂
犯
を
処
罰
す
る
の
は
、
そ
の
行
為
が
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
危
険
性
と
は
、

行
為
者
の
性
格
の
（
主
観
的
な
）
危
険
性
で
は
な
く
、
行
為
の
持
つ
法
益
侵
害
の
客
観
的
危
険
性
で
あ
る
。
未
遂
犯
は
抽
象
的
危
険
犯
で

は
な
く
具
体
的
危
険
犯
で
あ
る
。
そ
の
危
険
が
、
切
迫
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
未
遂
が
予
備
か
ら
区
別
さ
れ
る
実
質
的
理
由
が
あ

る
。
…
…
も
っ
と
も
、
切
迫
し
た
危
険
と
い
っ
て
も
、
そ
の
程
度
に
は
か
な
り
の
幅
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
明
確
に
す
る
た
め

に
は
、
形
式
的
な
い
し
時
間
的
な
限
定
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
構
成
要
件
的
特
徴
を
持
つ
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る

必
要
は
な
い
。
我
が
国
の
判
例
が
、『
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
ま
た
は
こ
れ
に
接
着
し
た
行
為
』で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
意
味
で

119
）

妥
当
」
と
主
張
さ
れ
る
。
同
様
の
趣
旨
で
、
法
文
の
「
実
行
の
着
手
」
に
お
け
る
「
実
行
」
と
は
構
成
要
件
該
当
行
為

を
意
味
し
、
実
行
の
「
着
手
」
と
は
「
実
行
」
と
外
形
的
に
一
体
と
な
っ
て
「
実
行
」
に
と
り
か
か
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、「
実
行
」
に
接

着
す
る
と
い
う
意
味
で
「
密
接
な
行
為
」
も
含
む
と
解
す
る
こ
と
で
形
式
的
限
定
的
解
釈
を
行
い
、
さ
ら
に
、
未
遂
犯
は
既
遂
結
果
発
生

の
「
切
迫
し
た
危
険
」
と
い
う
結
果
の
発
生
を
必
要
と
す
る
結
果
犯
と
解
し
て
、
実
質
的
限
定
を
図
る
見
解
が
見
ら

120
）

れ
る
。
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行
為
の
危
険
性
の
判
断
に
当
た
っ
て
、
行
為
者
の
主
観
を
考
慮
す
る
べ
き
か
否
か
を
め
ぐ
っ
て
、
本
説
内
部
で
も
争
い
が
あ
る
。
未
遂

の
場
合
、
行
為
者
の
主
観
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
は
、
い
か
な
る
構
成
要
件
の
未
遂
な
の
か
判
別
で
き
な
い
、「
故
意
（
結
果
の
認
識
）
は

主
観
的
違
法
要
素
だ
と
い
わ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
故
意
を
考
慮
に
入
れ
て
、
行
為
の
客
観
的
危
険
性
を
判
断
す
べ
き
」
と
論
じ
て
肯
定
す

121
）

る
説
と
、「
客
観
的
」
危
険
の
切
迫
性
を
故
意
と
は
無
関
係
に
判
断
す

122
）

る
説
と
が
あ
る
。

ｃ

折
衷
説

本
説
は
主
観
説
と
客
観
説
を
い
ず
れ
も
一
面
的
で
あ
る
と
批
判
し
、
行
為
者
の
主
観
面
と
行
為
の
客
観
面
を
総
合
的
に

考
慮
し
て
、
実
行
の
着
手
時
期
を
定
め
る
。
主
観
説
を
基
礎
と
す
る
主
観
的
客
観
説
と
客
観
説
を
基
礎
と
す
る
客
観
的
主
観
説
が
あ
る
。

ａ
ａ

主
観
的
客
観
説
（
個
人
に
応
じ
た
客
観
説
）

本
説
は
、「
行
為
者
の
『
全
体
的
企
図
』（G

esa
m
tp
la
n

）
を
基
礎
と
し
て
当
該

構
成
要
件
の
保
護
客
体
に
対
し
て
直
接
危
殆
化
に
至
る
と
こ
ろ
の
行
為
の
中
に
犯
罪
的
意
思
が
明
確
に
表
現
せ
ら
れ
た
時
に
実
行
の
著
手

が
あ
る
」
と
説
く
。
本
説
の
主
張
者
に
よ
る
と
、
主
観
説
と
主
観
的
客
観
説
の
相
違
は
、
前
者
が
行
為
者
の
犯
罪
意
思
に
お
い
て
認
識
し

た
事
情
の
下
に
行
為
者
の
見
解
に
お
い
て
構
成
要
件
の
実
現
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る
行
為
を
為
し
た
場
合
に
実
行
の
着
手
が
あ
る
と
す
る

の
に
対
し
て
、
後
者
は
行
為
者
の
犯
罪
的
意
思
に
お
い
て
認
識
し
た
事
情
の
下
に
、
行
為
者
の
見
解
に
お
い
て
で
な
く
、
客
観
的
に
直
接

法
益
侵
害
の
危
険
が
あ
る
行
為
を
な
し
た
場
合
に
実
行
の
着
手
が
あ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
主
観
的
客
観
説
に
は
、
未
遂
の
本
質
的
要
素

た
る
危
険
概
念
が
加
味
さ
れ
て
い

123
）

る
と
。
例
え
ば
、
殺
人
罪
に
あ
っ
て
は
、
行
為
者
が
、
ピ
ス
ト
ル
の
安
全
機
を
外
し
、
狙
い
を
定
め
、

人
を
殺
す
意
思
で
、
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ピ
ス
ト
ル
を
取
り
出
し
た
と
き
に
殺
人
罪
の
着
手
が
あ
り
、
引
き
金
を
引
く
と
こ
ろ
ま
で
行
く
必
要

が
な
い
し
、
窃
盗
罪
に
あ
っ
て
は
、
部
屋
の
中
に
入
り
財
物
を
窃
取
す
る
意
思
を
も
っ
て
家
屋
内
に
入
り
、
部
屋
の
前
に
立
っ
た
と
き
に

実
行
の
着
手
が
あ
る
。「
直
接
の
危
殆
化
（u

n
m
ittelb

a
re G

efa
h
rd
u
n
g

）」
と
い
う
の
は
、
行
為
が
必
ず
し
も
行
為
の
結
果
に
対
し
て
時
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間
的
・
場
所
的
に
近
接
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
か
ら
、
恐
喝
文
書
を
郵
送
に
付
す
る
行
為
を
す
れ
ば
恐
喝
罪
の
実
行
の
着
手
が

124
）

あ
る
。

ｂ
ｂ

客
観
的
主
観
説

本
説
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
が
、
行
為
の
法
益
侵
害
に
対
す
る
客
観
的
危
険
性
に
あ
る
こ
と
か
ら
出
立

125
）

し
て
、「
犯
罪
の
実
行
」
と
は
構
成
要
件
該
当
行
為
の
こ
と
で
あ
り
、「
行
為
者
の
計
画
全
体
に
照
ら
し
法
益
侵
害
の
危
険
が
切
迫
し
た
こ

と
を
も
っ
て
着
手
」
と

126
）

す
る
。
本
説
は
、
実
行
の
着
手
の
認
定
の
た
め
に
は
行
為
者
の
主
観
面
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
の
理
由
と

し
て
、「
危
険
性
の
認
定
は
元
来
客
観
的
状
況
を
基
準
に
し
て
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
危
険
が
切
迫
し
た
よ
う
な
客
観
的
状
況
が
あ
っ

て
も
、
行
為
者
が
犯
意
を
持
た
な
い
こ
と
が
被
害
者
あ
る
い
は
第
三
者
に
明
ら
か
で
あ
れ
ば
、
実
行
の
着
手
は
な
い
と
す
べ
き
」
だ
と
主

張
す
る
。
例
え
ば
、
相
手
方
が
胸
元
に
銃
を
構
え
、
引
き
金
に
指
を
か
け
る
行
為
は
、
行
為
者
に
殺
意
が
あ
れ
ば
当
然
実
行
の
着
手
が
認

め
ら
れ
、
殺
人
未
遂
が
成
立
す
る
が
、
単
な
る
冗
談
で
あ
れ
ば
犯
罪
に
も
な
ら
な

127
）

い
と
。

（
つ
づ
く
）
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「
な
る
ほ
ど
法

益
客
体
で
は
な
い
が
、
保
護
さ
れ
る
法
益
が
未
遂
に
顕
現
し
た
通
用
性
侵
害
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
る
点
で
、
不
能
未
遂
に
お
い
て
す
ら
法
益
関
連
性
が
問

題
と
な
る
」。G

ropp
,
(F
n
.
28),

9 R
n
.
48.

な
お
、
フ
ロ
イ
ン
ト
は
、
未
遂
と
既
遂
の
処
罰
根
拠
は
同
一
で
あ
り
、「
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
規
範
通
用

性
を
害
す
る
危
険
を
除
去
す
る
た
め
の
行
為
規
範
違
反
へ
の
適
切
な
反
作
用
が
問
題
と
な
る
」と
論
ず
る
。G

.
F
reu

n
d
,
S
tra
frech

t A
T
,2.A

u
fl.,2009,

8 R
n 11.

な
お
、
未
遂
犯
は
、
実
行
の
着
手
以
後
の
段
階
で
あ
る
点
で
、
ま
だ
そ
の
段
階
に
至
ら
な
い
予
備
、
陰
謀
と
区
別
さ
れ
る
。
予
備
と
は
、
後
の
実
行
行
為

を
可
能
に
し
た
り
、
行
な
い
や
す
く
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
隠
蔽
策
を
講
じ
た
り
す
る
準
備
行
為
を
云
う
。
予
備
は
、
原
則
と
し
て
処
罰
さ
れ
ず
、
止

む
を
得
な
い
刑
事
政
策
上
の
要
請
か
ら
、
例
外
的
に
一
定
の
重
大
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
処
罰
さ
れ
る
。
現
行
刑
法
の
定
め
る
予
備
罪
に
は
、
内
乱
予
備
罪（
第

七
八
条
）、
外
患
予
備
罪
（
第
八
八
条
）、
私
戦
予
備
罪
（
第
九
三
条
）、
放
火
予
備
罪
（
第
一
一
三
条
）、
通
貨
偽
造
準
備
罪
（
第
一
五
三
条
）、
支
払
い
用
カ
ー

ド
電
磁
的
記
録
不
正
作
出
準
備
罪
（
第
一
六
三
条
の
四
）、
殺
人
予
備
罪
（
第
二
〇
一
条
）、
身
代
金
目
的
の
拐
取
予
備
罪
（
第
二
二
八
条
の
三
）、
強
盗
予
備

罪
（
第
二
三
七
条
）
が
あ
る
。
予
備
行
為
は
、
物
的
準
備
行
為
に
限
ら
れ
な
い
の
で
、
犯
罪
の
実
行
方
法
を
具
体
的
に
取
り
決
め
る
た
め
の
話
し
合
い
も
含

む
。
特
別
刑
法
に
は
、「
爆
発
物
取
締
罰
則
」
第
三
条
（
爆
発
物
使
用
準
備
の
処
罰
）、「
破
壊
活
動
防
止
法
」
第
三
九
条
（
政
治
目
的
の
放
火
・
爆
発
物
破
裂
・

汽
車
転
覆
等
・
殺
人
・
強
盗
の
各
予
備
・
陰
謀
の
処
罰
）、
同
法
第
四
〇
条
「
政
治
目
的
の
騒
乱
の
予
備
・
陰
謀
の
処
罰
）、「
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
」
第
六
条

（
組
織
的
な
殺
人
予
備
の
刑
の
加
重
、
組
織
的
な
営
利
目
的
拐
取
予
備
の
処
罰
）、「
航
空
機
強
取
等
処
罰
法
」
第
三
条
（
航
空
機
強
取
等
予
備
の
処
罰
）、「
サ

リ
ン
等
防
止
法
」
第
五
条
第
三
項
（
サ
リ
ン
等
発
散
予
備
の
処
罰
）
の
諸
規
定
が
あ
る
。「
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
」
第
三
条
、
第

四
条
、
第
一
六
条
は
、
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
・
携
帯
を
処
罰
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
住
居
侵
入
窃
盗
の
予
備
を
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
予
備
罪
は
、
私

戦
予
備
罪
を
除
く
と
、
そ
の
前
提
に
目
的
と
す
る
犯
罪
の
既
遂
類
型
が
あ
る
の
で
、
そ
の
犯
罪
の
実
現
を
目
的
と
す
る
「
目
的
犯
」
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
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る（
修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
）。
し
た
が
っ
て
、
予
備
行
為
者
は
自
分
自
身
が
そ
の
目
的
と
す
る
犯
罪
を
実
現
す
る
目
的
で
準
備
を
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

予
備
罪
は
、
他
人
の
犯
罪
を
実
現
す
る
た
め
の
準
備
行
為
（
他
人
予
備
行
為
）
を
含
ま
ず
、
自
己
予
備
行
為
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
大
判
大
五
・
一

二
・
二
一
刑
録
二
二
・
一
九
二
五
（
通
貨
偽
造
準
備
罪
は
他
人
予
備
も
含
む
）。

殺
人
予
備
罪
の
よ
う
に
具
体
的
準
備
行
為
の
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
「
包
括
的
予
備
罪
」
に
お
い
て
は
、
予
備
行
為
は
物
的
準
備
行
為
に
限
ら
れ
な
い
。
例

え
ば
、
殺
人
予
備
で
は
、
殺
人
目
的
で
、
凶
器
、
毒
物
を
調
達
す
る
と
い
っ
た
物
的
準
備
が
典
型
的
予
備
行
為
で
あ
る
が
、
犯
行
現
場
に
行
く
、
犯
行
現
場

に
と
ど
ま
る
、
犯
行
現
場
を
下
見
す
る
、
犯
行
の
機
会
を
作
る
と
い
っ
た
行
為
も
普
通
は
予
備
行
為
で
あ
る
。
予
備
の
処
罰
は
未
遂
の
例
外
的
処
罰
の
さ
ら

に
そ
の
例
外
的
処
罰
な
の
で
あ
る
か
ら
、
予
備
行
為
は
「
実
行
の
着
手
」
に
移
れ
る
準
備
の
整
っ
た
と
き
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
浅
田
（
注
62
）
三

六
八
頁
。
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
五
・
三
〇
下
刑
集
六
巻
五＝

六
号
六
九
四
頁
「
各
犯
罪
類
型
に
応
じ
、
そ
の
実
現
に
『
重
要
な
意
義
を
も
つ
』
あ
る
い
は

『
直
接
に
役
立
つ
』と
客
観
的
に
も
認
め
ら
れ
る
物
的
そ
の
他
の
準
備
が
整
え
ら
れ
た
と
き
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
犯
罪
の
実
行
に
著
手
し
よ
う
と
思
え
ば
い
つ

で
も
そ
れ
を
利
用
し
て
実
行
に
著
手
し
う
る
程
度
の
準
備
が
整
え
ら
れ
た
と
き
に
、
予
備
罪
が
成
立
す
る
」。

陰
謀
と
は
、
予
備
の
程
度
に
至
ら
な
い
、
犯
罪
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
二
人
以
上
の
者
の
謀
議
・
合
意
形
成
を
云
う
。
現
行
刑
法
の
定
め
る
陰
謀
罪
に
は
、

内
乱
陰
謀
罪
（
第
七
八
条
）、
外
患
陰
謀
罪
（
第
八
八
条
）、
私
戦
陰
謀
罪
（
第
九
三
条
）
が
あ
る
。
陰
謀
に
つ
い
て
も
、
予
備
と
同
様
、
限
定
的
解
釈
が
要

求
さ
れ
る
。
東
京
地
判
昭
和
三
九
・
五
・
三
〇
下
刑
集
六
巻
五＝

六
号
六
九
四
頁
「
破
防
法
第
三
十
九
条
、
第
四
十
条
の
殺
人
お
よ
び
騒
擾
の
陰
謀
と
は
、

二
人
以
上
の
も
の
が
、
こ
れ
ら
の
罪
を
実
行
す
る
目
的
で
、
そ
の
実
現
の
場
所
、
時
期
、
手
段
、
方
法
等
に
つ
い
て
具
体
的
な
内
容
を
も
っ
た
合
意
に
達
し
、

か
つ
こ
れ
に
つ
き
明
白
か
つ
、
現
在
の
危
険
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
い
う
と
解
す
る
が
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
を
伴
う
陰
謀
と
は
、
そ
の
目
的
と
す
る
犯

罪
が
、
す
で
に
単
な
る
研
究
討
議
の
対
象
と
し
て
の
域
を
脱
し
、
き
わ
め
て
近
い
将
来
に
実
行
に
移
さ
れ
、
ま
た
は
移
さ
れ
う
る
よ
う
な
緊
迫
し
た
情
況
に

あ
る
と
き
と
解
さ
れ
る
」。
予
備
罪
に
つ
い
て
は
、
斉
藤
誠
二
『
予
備
罪
の
研
究
』
一
九
七
一
年
参
照
。

特
別
法
に
は
、「
共
謀
」、「
そ
そ
の
か
し
」、「
あ
お
り
」
や
こ
れ
ら
の
行
為
の
「
企
て
」
を
独
立
に
処
罰
す
る
規
定
が
あ
る
。
例
え
ば
、
国
家
公
務
員
法
第

一
一
〇
条
第
一
項
第
一
七
号
、
地
方
公
務
員
法
第
六
一
条
第
四
号
。
目
的
と
さ
れ
る
行
為
が
処
罰
さ
れ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
は
る
か
前
の
段
階
の

行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
刑
事
立
法
の
本
来
の
在
り
方
か
ら
す
る
と
異
例
で
あ
る
。
非
現
業
地
方
公
務
員
に
関
す
る
最
大
判
昭
和
四
四
・
四
・
二
刑
集
二
三

巻
五
号
三
〇
五
頁
〔
都
教
組
事
件
〕、
非
現
業
国
家
公
務
員
に
関
す
る
最
大
判
昭
和
四
四
・
四
・
二
刑
集
二
三
・
五
・
六
三
八
頁
〔
全
司
法
仙
台
事
件
〕
は
「
あ

お
り
」
の
成
立
要
件
と
し
て
あ
お
り
行
為
自
体
と
そ
の
目
的
と
し
て
の
争
議
行
為
に
強
度
の
違
法
性
を
要
求
す
る
「
二
重
の
絞
り
論
」
を
採
用
し
、
あ
お
り

罪
の
処
罰
範
囲
を
限
定
し
た
が
、
四
年
後
の
最
大
判
昭
和
四
八
・
四
・
二
五
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
は
こ
れ
ら
の
判
例
を
変

更
し
た
。
最
大
判
昭
和
五
一
・
五
・
二
一
刑
集
三
〇
巻
五
号
一
一
七
八
頁
〔
岩
手
県
教
組
事
件
〕。
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）

T
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(F
n
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70),
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15.

K
a
p R
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）

T
riffterer

,
(F
n
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70),

15.
K
a
p R

n 8.

73
）

W
.
S
ch
m
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” B
ed
in
g
ter H

a
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g
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b
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V
ersu
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B
ereich d

er stra
fb
a
ren V

o
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ereitu

n
g
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g
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,
Z
S
tW
 
74

(1962),
48 ff.;

T
riffterer,

(F
n
.
70),

15.
K
a
p R

n 9.

74
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

22 R
n 5.;

E
ser

,
(F
n
.
28),

22 R
n 18

19.;
K
.
K
u
h
l,
S
tra
frech

t A
T
,
6.
A
u
fl.,

2008,
15 R

n 36.

75
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 88.;

E
ser,

(F
n
.
28),

22 R
n 18.;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

22 R
n 5.;

K
u
h
l,
(F
n
.
74),

15 R
n 36

37.

76
）

K
u
h
l,
(F
n
.
74),

15 R
n 32.;

S
ch
m
id
,
(F
n
.
73),

54 ff.;
Jesch

eck
/
W
eigen

d
,
(F
n
.
16),

49 III 1.

77
）

T
riffterer

,
(F
n
.
70),

15.
K
a
p R

n 10.

78
）

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
41),

118.;
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
44),

Z 22 R
n 8.

79
）

G
ropp

,
(F
n
.
28),

9 R
n 62 ff.

80
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 67.

81
）

R
G
S
t 70,

151,
157

「
未
遂
は
実
行
行
為
か
ら
始
ま
る
、
つ
ま
り
、
概
念
上
既
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
犯
罪
の
構
成
要
件
に
包
摂
さ
れ
る

行
為
者
の
行
為
か
ら
始
ま
る
…
…
こ
れ
に
対
し
て
、
構
成
要
件
行
為
に
先
行
し
、
そ
の
実
現
を
可
能
に
し
又
は
容
易
に
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
自
体
と
し
て

そ
れ
で
も
ま
だ
可
罰
構
成
要
件
に
包
摂
さ
れ
な
い
行
為
は
予
備
行
為
と
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。E

.
B
elin

g,
G
ru
n
d
zu
g
e d
es S

tra
frech

ts,11.A
u
fl.,

1930,
57 f.;

v.
H
ippel,

(F
n
.
2),
398 ff.;

F
.v.

L
iszt,

E
.
S
ch
m
id
t,
L
eh
rb
u
ch d

es d
eu
tsch

en S
tra
freh

ts,
26.

A
u
fl.,

1932,
182,

305;
A
.
G
raf

 
zu
 
D
oh
n
a
,
D
er A

u
fb
a
u d

er V
erb

rech
en
sleh

re,
3.
A
u
fl.,

1947,
17 f.

82
）

G
ropp

,
(F
n
.
28),

9 R
n 31;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 105.

83
）

V
ogler

,
(F
n
.
28),

22 R
n 23 ff.;

d
ers
.,
D
er B

eg
in
n d

es V
ersu

ch
s,
S
tree /W

essels-F
S
,
1993,

285 ff.

84
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 108 f.

85
）

F
ran

k
,
(F
n
.
7),

43 II b
.;
R
G
S
t 77,

162.

86
）

B
G
H
 
N
JW
 
1980,

1759 f.;
B
G
H
S
t 2,

380
(381);

4,
273.

87
）

V
g
l.
B
G
H
 
4 S

tR
 
274 /54;

B
G
H
S
t 6,

302.

88
）

G
ropp

,
(F
n
.
28),

9 R
n 35.

ス
イ
ス
の
主
観
説
論
者
で
あ
る
ゲ
ル
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
説
く
（G

erm
an
n
(F
n
.
54),

186 f.

）「
可
罰
的
な
の
は
…
…

意
欲
で
あ
っ
て
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
で
な
い
、
す
な
わ
ち
、
何
よ
り
も
先
ず
可
罰
的
な
の
は
未
遂
で
あ
っ
て
、
既
遂
で
な
い
」。「
既
遂
・
行
為
意
思
の
段
階
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か
ら
出
立
し
て
、
そ
こ
で
は
、
一
般
に
意
思
の
将
来
の
危
険
性
（
犯
罪
意
思
を
変
更
し
て
な
い
こ
と
）
が
そ
の
最
大
値
に
達
し
て
い
る
が
、
未
遂
の
様
々
な

段
階
に
対
す
る
刑
量
は
そ
こ
に
現
れ
た
犯
罪
意
思
の
危
険
性
（
強
度
）
に
対
応
し
て
相
対
的
に
定
ま
る
」。
し
か
し
、
予
備
と
未
遂
を
区
別
す
る
規
準
は
意
思

の
強
度
で
な
く
、「
決
然
と
し
た
態
度
、
変
更
で
き
な
い
こ
と
、
一
般
的
完
成
力
」で
あ
る
。O

.A
.
G
erm

an
n
,
D
a
s V

erb
rech

en im
 
n
eu
en S

tra
frech

t,

1942,
66 ff.

予
備
と
未
遂
を
区
別
す
る
規
準
は
「
犯
罪
決
意
を
取
り
消
せ
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。

89
）

G
ropp,

(F
n
.
79),

9 R
n 36.;

H
.
W
elzel,

D
a
s d
eu
tsch

e S
tra
frech

t,
11.

A
u
fl.,

1969,
191

「
重
要
な
こ
と
は
常
に
、
実
行
の
開
始
の
判
断
は
個

別
の
行
為
者
計
画
を
基
礎
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て（
個
人
に
応
じ
た
客
観
説
）、犯
罪
計
画
を
知
ら
な
い
仮
定
的
目
撃
者
の
立
場
か
ら
行
な
わ
れ
る（
一

般
的
客
観
説
）
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
犯
罪
実
現
へ
の
方
法
は
限
定
が
な
い
ほ
ど
多
様
で
あ
る
か
ら
、
実
行
の
開
始
は
常
に
個

別
の
行
為
者
計
画
に
も
左
右
さ
れ
る
」。

90
）

O
L
G
 
C
elle N

JW
 
1972,

1823.

そ
の
他
、
戦
前
の
判
例
に
、R

G
S
t 54,

254 f.

戦
後
の
判
例
に
、B

G
H
S
t 2,

380;
3,
297,

299;
4,
333,

334

等
。

91
）

B
G
H
S
t 22,

380

〔
甲
ら
は
繊
維
会
社
に
侵
入
し
、
出
格
子
を
ウ
ィ
ン
チ
で
曲
げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
。
甲
ら
は
こ
う
い
っ
た
ウ
イ
ン
チ
を
調
達
し
、
犯
行

現
場
に
持
っ
て
行
き
、
こ
れ
を
建
物
と
建
物
の
前
に
置
か
れ
て
い
た
鉄
製
の
桁
の
間
に
隠
し
た
。
三
日
後
、
甲
ら
は
、
出
格
子
を
開
け
る
た
め
に
、
ウ
イ
ン

チ
を
隠
し
場
所
か
ら
取
り
出
し
た
。
甲
ら
は
警
備
員
に
妨
害
さ
れ
、
逃
走
し
た
〕。

92
）

B
G
H
S
t 26,

203.

93
）

ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
は
、
未
遂
と
予
備
の
区
別
に
つ
き
、
判
例
が
主
観
的
判
断
基
底
に
基
づ
き
な
が
ら
も
客
観
的
基
準
に
従
う
べ
き
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い

こ
と
、
判
例
は
、
危
殆
化
思
想
に
触
れ
な
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
刑
法
第
二
二
条
が
保
護
法
益
の
直
接
的
危
殆
化
に
触
れ
て
い
な
い
と
い
う
形
式
的
理
由

で
満
足
し
て
い
る
が
、
実
質
的
理
由
付
け
が
必
要
だ
と
批
判
す
る
。R

oxin
,
(F
n
.
3),

29 R
n 125.

94
）

B
G
H
S
t 26,

203;
31,

178;
B
G
H
 
N
S
tZ 1981,

99;
1983,

364;
1987,

20.

95
）

B
G
H
 
N
S
tZ 1983,

462;
1987,

20;
1989,

473;
1993,

77;
B
G
H
 
S
tV
 
1994,

240.

96
）

B
G
H
 
N
S
tZ 1989,

473;
1993,

77;
133;

B
G
H
 
S
tV
 
1994,

240.

97
）

B
G
H
S
t 28,

163;
B
G
H
 
N
S
tZ 1989,

473;
1993,

77;
B
G
H
 
S
tV
 
1994,

240.

98
）

B
G
H
S
t 26,

203;
28,

163;
35,

8 f.;
36,

250;
37,

297 f.;
B
G
H
 
N
S
tZ 1996,

38;
1997,

31;
1997,

83.

99
）

B
G
H
S
t 26,

201

〔
被
告
人
ら
は
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
給
油
係
員
か
ら
強
奪
し
よ
う
と
し
、
そ
の
玄
関
扉
の
前
で
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
覆
面
を
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
共
犯
者
甲
は
呼
び
鈴
を
鳴
ら
し
た
。
甲
は
拳
銃
を
手
に
持
っ
て
い
た
。
被
告
人
ら
は
呼
び
鈴
に
応
え
て
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
の
給
油
係
員
か
別
の
人

が
現
れ
る
と
思
っ
て
い
た
。
甲
は
家
人
が
現
れ
た
ら
す
ぐ
に
脅
迫
し
、
縛
り
上
げ
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
誰
も
現
れ
な
か
っ
た
。
強
盗
未
遂
罪
が
成
立
〕「（
行
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為
者
ら
は
）
マ
ス
ク
を
し
て
、
拳
銃
を
手
に
持
ち
今
に
も
強
奪
で
き
る
態
勢
に
あ
る
。
行
為
者
ら
は
主
観
的
に
は
閾
を
越
え
て
『
さ
あ
今
や
る
ぞ
』
と
い
う

段
階
に
達
し
、
客
観
的
に
は
構
成
要
件
該
当
の
攻
撃
行
為
を
開
始
し
た
、
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
ら
は
、
そ
の
作
為
に
よ
っ
て
介
在
行
為
な
く
し
て
（
現
れ
た

者
を
拳
銃
で
脅
迫
す
る
と
い
う
）
構
成
要
件
実
現
を
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
」。B

G
H
S
t 28,162

〔
行
為
者
は
自
動
車
三
台
用
の
合
鍵
を
作
製
し
て
い

た
。
行
為
者
は
い
つ
で
も
自
動
車
の
戸
を
開
け
、
盗
む
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
あ
っ
た
。
窃
盗
未
遂
罪
は
成
立
し
な
い
〕「
未
遂
の
段
階
は
、
…
…
妨
害
さ
れ

ず
に
続
行
さ
れ
る
と
直
接
に
構
成
要
件
充
足
に
繫
が
る
は
ず
の
行
為
、
又
は
、
こ
れ
と
直
接
の
空
間
的
又
は
時
間
的
連
関
の
あ
る
行
為
に
拡
張
さ
れ
る
。
…
…

こ
の
事
が
云
え
る
の
は
、
行
為
者
が
主
観
的
に
は
閾
を
越
え
て
『
さ
あ
今
や
る
ぞ
』
と
い
う
段
階
に
い
た
り
、
客
観
的
に
は
構
成
要
件
該
当
の
攻
撃
行
為
を

開
始
し
、
そ
の
結
果
、
そ
の
作
為
が
介
在
行
為
な
し
に
構
成
要
件
充
足
に
移
行
す
る
場
合
で
あ
る
」。
こ
の
二
つ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
て
お
ら
な
い
の
は
、
行

為
者
が
実
行
行
為
に
向
け
た
行
為
す
ら
ま
だ
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

100
）

R
u
d
oph

i,
(F
n
.
28),

22 R
n 10.;

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 129.

101
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 132.

102
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 135.

103
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 137.

104
）

B
G
H
S
t 26,

201.

105
）

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

22 R
n 13.;

K
u
h
l,
(F
n
.
74),

15 R
n 60

「
い
わ
ゆ
る
部
分
行
為
説
（
又
は
『
介
在
行
為
説
』）
の
適
用
に
当
た
っ
て
注
意
す

べ
き
は
、
行
為
者
の
全
体
行
為
を
技
巧
的
に
分
割
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
拳
銃
を
抜
い
て
殺
害
の
意
図
を
も
っ
て
被
害
者
に
近
づ
く
者
は
、
致

命
傷
と
な
り
う
る
弾
丸
を
発
射
す
る
前
に
、
拳
銃
を
持
ち
上
げ
、
構
え
る
と
か
、
引
き
金
に
指
を
掛
け
る
こ
と
が
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
ま
だ
予

備
の
段
階
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
こ
う
い
っ
た
『
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
』
｜
刑
法
を
部
分
行
為
説
が
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
拳
銃

を
持
ち
上
げ
、
構
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
非
本
質
的
介
在
行
為
は
こ
の
説
の
意
味
で
の
独
立
し
た
部
分
行
為
で
な
い
か
ら
で
あ
る
」。

106
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 138.

そ
の
他
の
学
説
と
し
て
、
二
つ
の
学
説
を
紹
介
し
て
お
く
。
そ
の
一
は
ツ
ア
チ
ュ
ッ
ク
説
（Z

aczyk
,
(F
n
.
34),311

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
行
為

者
が
構
成
要
件
該
当
の
行
為
を
し
た
場
合
は
勿
論
、
法
益
を
制
御
で
き
る
よ
う
な
優
越
的
地
位
に
た
つ
と
き
、
構
成
要
件
実
現
に
接
着
し
た
行
為
が
あ
り
、

未
遂
が
成
立
す
る
。
優
越
性
の
存
否
は
具
体
的
事
案
で
衡
量
さ
れ
る
べ
き
多
く
の
要
素
に
左
右
さ
れ
る
と
。
し
か
し
、
優
越
性
と
い
う
の
は
、
予
備
の
段
階

で
も
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
甲
が
乙
を
殺
害
す
る
つ
も
り
で
、
乙
と
約
束
し
た
一
目
の
つ
か
な
い
場
所
に
ポ
ケ
ッ
ト
に
拳
銃
を
忍
ば
せ
て
現
れ
た
と
き
、
乙

は
初
め
か
ら
甲
に
身
を
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
予
備
で
あ
る
。
逆
に
、
攻
撃
が
強
力
な
被
害
者
に
よ
っ
て
難
な
く
撃
退
さ
れ
る
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場
合
に
は
、
被
害
者
の
劣
位
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
外
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
未
遂
は
成
立
す
る
。R

oxin
,
(F
n
.
3),

29 R
n 187.;

R
u
d
olph

i,

(F
n
.
28),

22 R
n 12 a

.
そ
の
二
は
、
フ
ェ
ー
リ
ン
グ
説
（K

.H
.
V
eh
lin
g,
D
ie A

b
g
ren

zu
n
g v

o
n V

o
rb
ereitu

n
g u

n
d V

ersu
ch
,
1991,

131

）
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

構
成
要
件
実
現
が
生
じ
な
い
と
い
う
規
範
的
に
裏
付
け
ら
れ
た
期
待
が
、
社
会
的
地
位
及
び
こ
れ
に
伴
う
役
割
に
よ
っ
て
、
こ
の
役
割
は
社
会
的
交
流
の
危

険
へ
の
期
待
さ
れ
る
べ
き
対
処
を
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
最
早
基
礎
付
け
ら
れ
え
な
い
時
点
か
ら
未
遂
不
法
が
始
ま
る
。
こ
れ
は
、
行
為
者
が
自
分
の
役

割
不
相
当
行
為
に
よ
っ
て
法
的
に
是
認
さ
れ
な
い
危
険
を
冒
し
た
場
合
、
及
び
、
行
為
者
が
犯
し
た
不
相
当
な
危
険
が
志
向
さ
れ
た
構
成
要
件
実
現
を
徴
表

す
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
と
。
こ
の
説
は
、
危
険
と
い
う
漸
増
概
念
を
使
用
し
て
い
る
た
め
、
予
備
と
未
遂
の
区
別
が
で
き
な
い
と
批
判
さ
れ
る
。R

oxin
,

(F
n
.
3),

29 R
n 189.;

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
28),

22 R
n 12b

.

107
）

R
oxin

,
(F
n
.
3),

29 R
n 139 ff.,

195.;
d
ers.,

(F
n
.
70),

4 f.,
9 f.

B
G
H
S
t 43,177

〔
パ
ッ
サ
オ
の
薬
剤
師
毒
物
罠
事
件
〕（
薬
剤
師
甲
の
家
が
不
法
侵
入
者
に
よ
っ
て
荒
ら
さ
れ
た
。
侵
入
者
ら
は
様
々
な
瓶
酒
を
飲
み
干

し
、
様
々
な
品
物
を
屋
根
裏
部
屋
に
運
ん
だ
。
知
ら
せ
を
受
け
た
警
察
は
、
犯
人
ら
が
数
日
内
に
運
搬
の
準
備
の
で
き
て
い
る
物
品
を
取
り
に
ま
た
来
る
と

考
え
た
。
犯
人
ら
を
逮
捕
す
る
た
め
に
、
三
月
八
日
か
ら
九
日
に
か
け
て
の
夜
、
警
察
官
四
人
が
見
張
っ
た
。
侵
入
さ
れ
た
こ
と
に
怒
り
を
感
じ
た
甲
は
そ

の
前
の
三
月
八
日
の
午
後
に
、
一
階
の
玄
関
に
陶
磁
器
の
瓶
に
「
真
正
の
ハ
イ
ケ
の
バ
イ
エ
ル
ン
の
森
ベ
ー
ア
ヴ
ル
ツ
」
と
貼
付
し
て
、
毒
物
を
混
入
し
た

焼
酎
を
置
い
た
。
甲
は
、
犯
人
ら
が
こ
れ
を
見
つ
け
て
、
飲
ん
で
死
ぬ
だ
ろ
う
と
考
え
た
。
甲
は
こ
の
こ
と
を
当
初
、
警
察
に
告
げ
な
か
っ
た
が
、
後
に
告

げ
た
の
で
、
そ
の
瓶
は
取
り
除
け
ら
れ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
甲
の
殺
人
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
。
甲
の
犯
行
計
画
に
よ
る
と
、
被
害
者
の
協
働
が
ど

う
し
て
も
必
要
と
な
る
が
、
被
害
者
が
現
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
甲
は
確
信
を
も
て
な
い
。
甲
の
行
為
が
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
構
成
要
件
の
実
現
に

直
接
的
に
繫
が
り
う
る
程
度
に
、
被
害
者
が
所
為
手
段
、
つ
ま
り
、
毒
物
の
罠
の
作
用
領
域
に
近
づ
い
た
時
点
に
未
遂
が
成
立
す
る
。
本
件
は
そ
う
い
う
事

案
で
は
な
か
っ
た
と
）。
本
事
案
に
つ
い
て
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
（R

oxin
,
(F
n
.
3),

29 R
n 214

）
は
殺
人
未
遂
の
成
立
を
否
定
す
る
。
戻
っ
て
こ
な
か
っ

た
不
法
侵
入
者
の
直
接
的
危
殆
化
と
い
う
こ
と
な
ど
問
題
外
で
あ
る
。
甲
が
事
態
の
支
配
を
手
放
し
た
と
い
う
こ
と
も
い
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
不
法
侵
入

者
が
夜
に
再
来
す
る
こ
と
だ
け
が
予
期
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
不
法
侵
入
者
が
現
に
再
来
し
た
な
ら
、
警
察
官
が
不
法
侵
入
者
を
取
り
押
さ
え
、
焼
酎
の
飲

用
を
妨
げ
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
警
察
官
が
そ
の
瓶
の
内
容
を
事
前
に
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
同
じ
こ
と
が
云
え
る
と
。V

g
l.
G
ropp

,
(F
n
.
28),

9 R
n 37e.

108
）

牧
野
英
一
『
刑
法
総
論
上
巻
』﹇
全
訂
版
﹈
一
九
五
八
年
・
三
五
九
頁
、
同
『
日
本
刑
法
上
巻
』﹇
重
訂
版
﹈
一
九
三
七
年
・
二
五
四
頁
。

109
）

宮
本
（
注
59
）
一
七
九
頁
。
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110
）

木
村
亀
二
『
新
刑
法
読
本
』﹇
新
全
訂
版
﹈
一
九
六
七
年
・
二
五
五
頁
。

111
）

小
野
清
一
郎
『
新
訂
刑
法
講
義
総
論
』﹇
増
補
版
﹈
一
九
五
〇
年
・
一
八
二
頁
。
本
説
は
、「
未
遂
を
罰
す
る
立
法
上
の
理
由
は
、
根
本
的
に
は
そ
の
反
道

義
性
に
あ
る
が
、
政
策
的
に
は
一
定
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
に
至
ら
な
い
行
為
で
も
、
そ
の
危
険
の
あ
る
行
為
に
対
し
て
す
で
に
可
罰
性
を
認
め
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
」（
一
八
〇
頁
）、「
客
観
的
に
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
構
成
事
実
を
実
現
す
る
危
険
（
抽
象
的
危
険
性
）
の
あ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。
そ
の
危
険
性
の
有
無
は
社
会
的
事
実
の
定
型
的
観
察
に
よ
っ
て
定
べ
き
」（
一
八
三
頁
）、「
未
遂
犯
は
本
来
侵
害
犯
で
あ
る
犯
罪
形
式
を
修

正
し
て
一
種
の
（
抽
象
的
）
危
殆
犯
と
す
る
も
の
で
あ
る
」（
一
八
四
頁
）
と
論
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
抽
象
的
危
険
を
未

遂
犯
の
処
罰
根
拠
と
捉
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

112
）

團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
一
九
九
〇
年
・
三
五
五
頁
（
本
文
及
び
注
四
）。

113
）

滝
川
幸
辰
『
犯
罪
論
序
説
』﹇
改
訂
版
﹈
一
九
四
七
年
・
一
八
五
頁
。

114
）

植
松
正
『
刑
法
概
論

総
論
』﹇
再
訂
版
﹈
一
九
七
四
年
・
三
一
五
頁
。

115
）

植
松
（
注
114
）
三
一
五
頁
。

116
）

大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）』﹇
第
四
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
一
七
一
頁

117
）

大
谷
實
『
刑
法
総
論
』﹇
第
三
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
二
〇
四
頁
。

118
）

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
一
九
七
七
年
・
二
五
七
頁
。

119
）

平
野
龍
一
『
刑
法
総
論

』
一
九
七
五
年
・
三
一
三
頁
。

120
）

内
藤
（
注
60
）
一
二
二
四
頁
。
結
果
犯
説
か
ら
は
、「
実
行
に
着
手
し
て
」（
刑
法
第
四
三
条
本
文
）
も
ま
だ
未
遂
は
成
立
せ
ず
、
結
果
と
し
て
の
具
体
的

危
険
の
発
生
を
待
っ
て
初
め
て
未
遂
が
成
立
す
る
と
す
る
の
で
、
実
行
の
着
手
と
未
遂
犯
の
成
立
時
期
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。
①
事
後
的
遡
及
評
価
説（
山

中
敬
一
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
七
一
三
頁
以
下
）
は
、
潜
在
的
実
行
行
為
（
事
前
判
断
に
よ
っ
て
「
危
険
」
と
さ
れ
た
行
為
）
が
、
事
後

判
断
に
よ
っ
て
「
具
体
的
危
険
」
が
発
生
し
た
と
き
に
、
遡
及
し
て
、
真
の
「
実
行
行
為
」
に
転
化
す
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
本
説
は
、
正
当
に
も
、

後
の
事
情
の
変
化
に
よ
っ
て
前
の
行
為
の
性
質
が
代
わ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
批
判
さ
れ
る
（
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
八
年
・
三
五
四

頁
以
下
）。
②
「
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
」＝

具
体
的
危
険
発
生
説
（
名
和
鉄
郎
「
未
遂
犯
の
論
理
構
造
」
福
田＝

大
塚
古
希
祝
賀
『
刑
事
法
学
の
総
合
的
研

究
（
下
）』
一
九
九
三
年
・
四
〇
七
頁
以
下
、
四
二
二
頁
）
は
、
未
遂
の
成
立
に
は
、「
行
為
の
危
険
」
と
「
結
果
と
し
て
の
危
険
」
が
必
要
で
あ
る
と
し
、

結
果
と
し
て
の
危
険
の
発
生
は
、
実
行
の
着
手
と
は
切
り
離
さ
れ
た
、「
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
」と
い
う
要
件
の
中
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
説
明
す
る
。
斉

野
彦
弥
「
危
険
概
念
の
認
識
論
的
構
造
」
内
藤
古
希
祝
賀
『
刑
事
法
学
の
現
代
状
況
』
一
九
九
四
年
七
九
頁
以
下
も
、
結
果
の
危
険
性
の
判
断
は
、「
実
行
の
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着
手
」
の
問
題
で
は
な
く
、「
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
」（
刑
法
第
四
三
条
本
文
）
の
問
題
で
あ
っ
て
、
法
益
侵
害
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
発
生
が
あ
っ
た

場
合
、
そ
の
危
険
発
生
に
因
果
連
関
を
も
つ
行
為
を「
実
行
の
着
手
」と
事
後
的
に
評
価
す
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
、
本
説
は
、「
こ
れ
を
遂
げ
な
か
っ
た
」

と
い
う
法
文
は
既
遂
結
果
の
発
生
に
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
こ
に
具
体
的
危
険
の
発
生
ま
で
読
み
込
む
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
批
判
さ
れ

る
（
内
藤
（
注
62
）
一
二
一
九
頁
）。
な
お
、
斉
野
説
の
云
う
事
後
的
評
価
が
事
後
的
遡
及
評
価
を
意
味
す
る
な
ら
、
事
後
的
遡
及
説
に
対
す
る
批
判
が
こ
こ

に
も
妥
当
す
る
。
③
具
体
的
危
険
違
法
要
素
説
（
曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
五
年
・
二
五
七
頁
以
下
）
は
、
刑
法
第
四
三
条
に
は
、

構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
し
て
、
実
行
の
着
手
「（
行
為
の
危
険
性
）
と
既
遂
結
果
の
不
発
生
だ
け
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
未
遂
犯
固
有
の
違
法
要
素
と

し
て
具
体
的
危
険
の
発
生
（
結
果
と
し
て
の
危
険
）
が
必
要
で
あ
る
、
不
法
を
積
極
的
に
基
礎
付
け
る
構
成
要
件
要
素
は
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い

が
、
違
法
要
素
は
、
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
の
存
在
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
常
に
法
文
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
論
ず
る
。
本
説
は
、
具
体
的

危
険
の
発
生
を
構
成
要
件
要
素
と
せ
ず
、
違
法
要
素
と
し
て
い
る
た
め
、
具
体
的
危
険
の
発
生
が
、
本
来
、
構
成
要
件
要
素
で
あ
っ
て
、
違
法
性
評
価
の
対

象
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
（
参
照
、
山
中
（
注
120
）
七
一
三
頁
）。
④
「
実
行
」＝

具
体
的
危
険
包
含
説
（
内
藤
（
注
60
）
一
二
一
九
頁
）
は
、「
実
行

の
着
手
」
の
判
断
対
象
は
、
結
果
を
含
む
広
義
の
行
為
概
念
で
あ
り
、「
結
果
と
し
て
の
危
険
」（
具
体
的
危
険
〔
切
迫
危
険
〕）
の
惹
起
も
「
実
行
の
着
手
」

の
中
で
判
断
で
き
る
と
説
明
す
る
。
同
旨
、
山
口
・
二
七
一
頁
。
結
果
犯
説
の
中
で
は
、
本
説
が
最
も
無
理
の
な
い
解
釈
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
、
未
遂

犯
を
具
体
的
危
険
犯
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
原
則
的
問
題
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
仮
に
未
遂
犯
を
具
体
的
危
険
犯
と
捉
え
た
と
こ
ろ
で
、
危
険
と
い
う
概
念
は

漸
増
概
念
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
予
備
と
未
遂
を
区
別
す
る
明
確
な
規
準
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
な
い
。

121
）

平
野
（
注
119
）
三
一
四
頁
、
林
（
注
120
）
三
五
〇
頁
。

122
）

中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』
一
九
八
二
年
・
四
一
一
頁
。
内
藤
（
注
60
）
一
二
二
八
頁
。

123
）

木
村
亀
二
『
刑
法
総
論
』﹇
増
補
版
﹈
一
九
七
八
年
・
三
四
五
頁
。

124
）

木
村
（
注
123
）
三
四
六
頁
（
注
四
）。v

g
l.
W
elzel,

(F
n
.
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125
）

西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
一
九
七
七
年
・
二
七
七
頁
。

126
）

西
原
（
注
125
）
二
七
九
頁
。
高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
』
二
〇
一
〇
年
・
三
六
六
頁
。

127
）

西
原
（
注
125
）
二
八
二
頁
。
野
村
稔
『
未
遂
犯
の
研
究
』
一
九
八
四
年
・
二
九
九
頁
「
行
為
自
体
の
違
法
性
の
実
体
は
行
為
の
も
つ
法
益
に
対
す
る
危
険

性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
の
危
険
性
を
判
断
す
る
に
は
行
為
の
行
わ
れ
る
実
態
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
人
間
が
行
為
を
す
る
場
合
に
は
、
一
定
の
客

観
的
状
況
の
下
で
、
行
為
に
特
定
の
意
義
を
賦
与
し
な
が
ら
そ
の
行
為
を
行
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
法
益
に
対
し
て
危
険
か
ど

う
か
を
判
断
す
る
に
は
、
た
ん
に
行
為
の
外
形
的
部
分
か
ら
の
み
で
な
く
、
広
く
行
為
者
が
行
為
を
行
う
際
に
持
っ
て
い
た
主
観
的
意
図
を
も
考
慮
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
行
為
の
危
険
性
、
行
為
自
体
の
違
法
性
を
判
断
す
る
に
は
行
為
者
の
主
観
面
を
必
ず
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
犯
罪
の
故
意
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
具
体
的
な
形
態
で
の
所
為
計
画
も
主
観
的
違
法
要
素
で
あ
」
る
。
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』﹇
第
二
版
﹈
二
〇
〇
六
年
・
四
五
九
頁
以
下
。
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