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四

私
見

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
見
解
は
、内
部
に
お
い
て
主
に
以
下
の
二
点
を
巡
っ
て
対
立
し
て
い
る
。
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私
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強
要
緊
急
避
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の
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に
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向
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第
一
は
、
被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
は
許
容
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
補
充
性
、
法
益
権
衡
性
の
要
件
を
満

た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
緊
急
避
難
に
よ
る
反
撃
の
み
が
許
容
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
が
許
容
さ
れ
る
と
す
る

論
者
は
、
被
強
要
者
の
行
為
性
を
否
定
し
て
強
要
者
の
間
接
正
犯
を
認
め
る
か
、
強
要
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
可
罰
的
違
法
性
阻
却
事

由
あ
る
い
は
責
任
阻
却
事
由
と
解
し
て
避
難
行
為
に
つ
い
て
の
一
般
的
違
法
性
の
残
存
を
認
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
緊
急
避
難
の
み
が
許

容
さ
れ
る
と
す
る
論
者
は
、
強
要
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
一
般
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
し
て
、
適
法
行
為
に
対
す
る
正
当
防
衛
は
許

容
さ
れ
な
い
と
す
る
。

第
二
は
、
被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
に
つ
い
て
、
制
限
従
属
性
説
を
前
提
に
、
教
唆
犯
や
間
接
正
犯
の
成

立
を
肯
定
し
う
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
教
唆
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
論
者
は
、
被
強
要
者
に
つ
い
て
少
な
く
と
も
一
般
的
違
法
性
は
あ

る
も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
、
強
要
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
可
罰
的
違
法
性
阻
却
事
由
あ
る
い
は
責
任
阻
却
事
由
と
解

す
べ
き
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
強
要
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
一
般
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
論
者
は
、
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆

犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
強
要
緊
急
避
難
の
検
討
に
際
し
て
は
、
緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
と
い
う
点
も
問
題
と
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
多
く
の
判
例
は
、
緊
急
避
難
の
成
否
を
検
討
し
た
う
え
で
、
別

個
に
期
待
可
能
性
の
存
否
を
検
討
し
て
い
る
（
前
掲

（
一
）
③
〜
⑥
判
決
）。
従
っ
て
判
例
は
、
緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
を
、
そ
れ
ぞ

れ
法
的
性
質
を
異
に
す
る
犯
罪
成
立
阻
却
事
由
と
捉
え
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は
緊
急
避
難
を
違
法
性
阻
却
事
由
、
期
待
可
能
性
を
責
任
阻

却
事
由
と
解
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
緊
急
避
難
の
成
否
に
つ
い
て
は
比
較
的
詳
細
に
検
討
す
る
一
方
、
期
待
可
能

性
に
つ
い
て
は
格
別
の
検
討
を
せ
ず
に
そ
の
欠
如
を
否
定
し
た
り（
③
判
決
）、
緊
急
避
難
の
各
要
件
と
く
に
危
難
の
現
在
性
、
避
難
の
意

思
の
有
無
の
検
討
の
内
容
と
、
期
待
可
能
性
の
存
否
の
検
討
の
内
容
が
実
質
的
に
共
通
し
て
い
る
も
の
（
④
⑤
判
決
）
も
見
ら
れ
る
。
緊
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急
避
難
と
期
待
可
能
性
を
別
個
に
判
断
す
る
こ
と
の
意
義
は
、
改
め
て
問
題
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
強
要
緊
急
避
難
の
法

的
性
質
を
責
任
阻
却
事
由
と
解
し
た
り
、
二
分
説
に
拠
っ
た
う
え
で
法
益
同
価
値
の
事
例
に
つ
い
て
責
任
阻
却
と
解
し
た
場
合
に
は
、
緊

急
避
難
の
成
否
の
検
討
と
期
待
可
能
性
の
存
否
の
検
討
は
同
義
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
別
個
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
。

以
下
で
は
、
上
記
三
点
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
試
み
る
。

一
）
被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
反
撃

被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
反
撃
が
、
正
当
防
衛
の
程
度
ま
で
許
容
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
緊
急
避
難
の
限
度
に
留
ま
る
べ
き

か
と
い
う
問
題
は
、
被
害
者
を
優
先
し
て
、
被
害
者
か
ら
の
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
の
甘
受
を
被
強
要
者
に
強
い
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も

被
強
要
者
を
優
先
し
て
、
緊
急
避
難
の
補
充
性
、
法
益
権
衡
性
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
場
合
に
危
難
の
甘
受
を
被
害
者
に
強
い
る
べ
き
か

と
い
う
問
題
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
つ
い
て
、
一
般
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
論
者
の
多
く
は
、
被
強
要
者

な
い
し
第
三
者
に
危
険
が
迫
っ
て
い
る
以
上
、
被
害
者
は
、
被
強
要
者
の
行
為
を
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
阻
止
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
な
い

と

75
）

す
る
。

こ
れ
に
対
し
、
可
罰
的
違
法
性
阻
却

76
）

事
由
ま
た
は
責
任
阻
却

77
）

事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
る
論
者
、
あ
る
い
は
緊
急
避
難

の
成
立
を
認
め
ず
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
の
み
を
認
め
る

78
）

論
者
は
、
被
強
要
者
か
ら
被
害
を
転
嫁
さ
れ
る
被
害
者
に
つ

い
て
、
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
を
許
容
し
な
い
の
は
不
当
で
あ
る
と
一
般
的
違
法
阻
却
説
を
批
判
し
た
う
え
で
、
被
強
要
者
の
行
為
が
可

罰
的
違
法
性
な
い
し
責
任
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
一
般
的
違
法
性
が
残
存
し
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
す

る
被
害
者
の
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
を
許
容
し
う
る
と
主
張
す
る
。
確
か
に
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
一
般
的
違
法
阻
却
説
を
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採
る
な
れ
ば
、
緊
急
避
難
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

ａ

錯
誤
論
に
よ
る
解
決

あ
る
い
は
、
一
般
的
違
法
阻
却
説
を
前
提
と
し
て
も
、
錯
誤
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
妥
当
な
結
論
を
導
く
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
強
要
者
の
避
難
行
為
に
つ
い
て
一
般
的
違
法
阻
却
を
認
め
た
う
え
で
、
こ
れ
に
対
し
被
害
者
は
緊
急
避
難
な
い
し

過
剰
避
難
に
出
た
も
の
の
、
主
観
的
に
は
正
当
防
衛
を
意
図
し
て
反
撃
行
為
に
出
て
い
た
と
解
し
、
誤
想
防
衛
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る

こ
と
に
よ
り
被
害
者
の
不
利
益
を
回
避
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
厳
格
責
任
説
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
責
任
阻
却
を
認
め

う
る
し
、
同
説
を
採
ら
な
い
と
し
て
も
、
被
害
者
の
故
意
は
阻
却
さ
れ
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と

も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
厳
格
責
任
説
を
採
ら
な
い
場
合
に
少
な
く
と
も
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
以
上
、
被
害
者
の
保
護
と
い
う
観

点
か
ら
は
到
底
満
足
の
行
く
解
決
で
は
な
い
と
の
批
判
が

79
）

あ
る
。

し
か
し
、
被
強
要
者
の
反
撃
が
緊
急
避
難
と
し
て
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
過
剰
避
難
と
し
て
第
三
七
条
第
一
項
但
書
に
よ
り
刑
の

減
免
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ

80
）

ろ
う
。
被
害
者
が
正
当
防
衛
と
誤
信
し
て
行
為
に
出
た
も
の
の
、
客
観
的
に
は
緊
急
避
難
の
限
度
で
法

益
保
護
の
効
果
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
は
、
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め

81
）

う
る
。
防
衛
・
避
難
の
意
思
必
要
説
の
立
場
か
ら
は
誤
想
防
衛
と

も
な
り
う
る
が
、
防
衛
の
意
思
も
避
難
の
意
思
も
主
観
的
正
当
化
要
素
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
、
防
衛
の
意
思
は
急
迫

不
正
の
侵
害
を
認
識
し
つ
つ
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
心
理
状
態
を
い
い
、
危
難
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
思
と
は
共
通
す
る
と
い
っ

て
よ
い
か
ら
、
防
衛
の
意
思
の
避
難
の
意
思
へ
の
転
用
を
認
め
う
る
と
の
主
張
が
本
説
内
部
で
は
有
力
で

82
）

あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
防
衛
・

避
難
の
意
思
必
要
説
を
前
提
と
し
て
も
、
被
強
要
者
の
反
撃
が
法
益
権
衡
性
や
補
充
性
を
満
た
す
も
の
で
あ
れ
ば
、
緊
急
避
難
が
成
立
す

る
こ
と
に
な
る
し
、
反
撃
が
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
に
は
過
剰
避
難
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
第
三
七
条
第
一
項
但
書
は
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刑
の
裁
量
的
減
免
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
反
撃
に
出
た
被
害
者
が
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
は
依
然
と
し
て
残
る
。

あ
る
い
は
、
反
撃
が
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
に
、
誤
想
防
衛
と
過
剰
避
難
を
併
せ
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、

被
強
要
者
が
一
般
的
違
法
性
を
欠
い
て
い
る
と
の
事
情
を
被
害
者
が
認
識
せ
ず
、
反
撃
が
過
剰
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ま
ず
誤
想
防
衛
を

認
め
、
厳
格
責
任
説
に
よ
ら
な
い
な
ら
ば
故
意
を
阻
却
し
て
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
。
そ
の
う
え
で
、
反
撃
が
過
剰
で
あ
っ

た
点
に
つ
い
て
は
過
剰
避
難
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
被
害
者
は
第
三
七
条
第
一
項
但
書
に
よ
る
刑
の
減
免
を
受
け
う
る
か

ら
、
刑
は
免
除
さ
れ
る
か
、
減
軽
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
過
失
犯
か
ら
の
減
軽
で
あ
る
か
ら
刑
は
非
常
に
軽
く
な
る
。
過
失
犯
に
つ
い
て

過
剰
避
難
を
認
め
て
よ
い
か
は
問
題
と
な
り
う
る
が
、
少
な
く
と
も
過
失
に
よ
る
緊
急
避
難
に
つ
い
て
は
下
級
審
判
例
で
認
め
た
も
の
が

83
）

あ
り
、
学
説
上
も
肯
定
説
が
支
配
的
で

84
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
過
剰
部
分
に
つ
い
て
の
故
意
・
過
失
の
有
無
に
よ
っ
て
、
故
意
犯
と
し
て
の
過

剰
防
衛
・
過
剰
避
難
と
過
失
犯
と
し
て
の
過
剰
防
衛
・
過
剰
避
難
を
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
過
失
に
よ
る
過
剰
避
難
を
認
め
る
論

者
も

85
）

あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
単
に
誤
想
防
衛
、
あ
る
い
は
過
剰
避
難
と
し
て
の
み
と
し
て
処
理
す
る
よ
り
も
、
被
害
者

救
済
の
観
点
か
ら
優
れ
た
解
決
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
も
っ
と
も
、
過
失
犯
に
対
し
第
三
七
条
第
一
項
を
適
用
す
る
こ

と
で
刑
は
非
常
に
軽
く
な
る
と
し
て
も
、
厳
格
責
任
説
に
よ
ら
ね
ば
犯
罪
成
立
阻
却
を
確
実
に
な
し
得
な
い
点
は
、
依
然
と
し
て
被
害
者

救
済
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
と
の
批
判
を
免
れ
得
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

ｂ

道
具
理
論
に
よ
る
解
決

そ
も
そ
も
、
一
般
的
違
法
阻
却
説
を
前
提
に
、
被
強
要
者
に
対
す
る
被
害
者
の
反
撃
に
つ
い
て
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
本

当
に
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
強
要
緊
急
避
難
の
事
例
に
お
い
て
は
、
被
強
要
者
は
避
難
行
為
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
般
的
違
法
阻

却
説
を
前
提
と
す
る
限
り
は
間
接
正
犯
と
な
る
強
要
者
に
と
っ
て
の
道
具
で
も
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
非
行
為
説
と
同
様
に
、
被
害
者
の
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被
強
要
者
に
対
す
る
反
撃
を
強
要
者
の
道
具
に
対
す
る
反
撃
と
解
し
て
、
対
物
防
衛
の
議
論
を
参
照
す
る
こ
と
で
正
当
防
衛
を
認
め
る
余

地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
、
Ａ
が
無
関
係
の
Ｂ
所
有
の
犬
を
け
し
か
け
て
Ｘ
を
襲
わ
せ
、
Ｘ
が
反
撃
し
て
Ｂ
所
有
の
犬
を
殺
害
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
学

説
は
主
に
以
下
の
説
が
対
立
し
て
い
る
。

緊
急
避
難
説
（
対
物
防
衛
否
定
説
）
は
、
人
的
違
法
観
に
基
づ
き
「
不
正
の
侵
害
」
は
客
観
的
に
違
法
な
「
行
為
」
に
限
ら
れ
る
と
し
、

動
物
に
は
侵
害
「
行
為
」
が
な
い
こ
と
か
ら
緊
急
避
難
の
み
が
許
さ
れ
る
と

86
）

す
る
。
本
説
に
対
し
て
は
、
人
に
対
す
る
反
撃
で
あ
れ
ば
正

当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
の
に
、
物
や
動
物
に
対
す
る
反
撃
で
は
緊
急
避
難
に
よ
り
厳
格
な
要
件
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
は
不

均
衡
で
あ
る
と
の
批
判
が

87
）

あ
る
。

正
当
防
衛
説
（
対
物
防
衛
肯
定
説
）
は
、
Ｂ
の
犬
に
対
す
る
Ｘ
の
正
当
防
衛
を
許
容
す
る
。
も
っ
と
も
、
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
と

す
る
根
拠
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。「
不
正
の
侵
害
」か
否
か
は
物
的
違
法
観
に
基
づ
き
純
客
観
的
に
決
す
べ
き
と
す
る
論
者
は
、
客
観

的
に
「
違
法
状
態
」
で
あ
る
か
ぎ
り
は
動
物
に
よ
る
法
益
侵
害
も
「
不
正
の
侵
害
」
で
あ
る
と

88
）

す
る
。「
違
法
状
態
」
の
観
念
を
認
め
る
べ

き
で
な
い
と
し
て
人
的
違
法
観
を
支
持
す
る
論
者
は
、
Ｂ
所
有
の
犬
が
道
具
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
の
侵
害
行
為
の
一
部

を
な
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
は
許
容
さ
れ
る
と

89
）

す
る
。「
他
人
の
物
か
ら
生
じ
た
急
迫
の
危
難
を
避
け
る
た
め
そ
の
物

を
損
傷
し
た
場
合
」
に
つ
い
て
「
損
害
賠
償
の
責
任
を
負
わ
な
い
」
と
す
る
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
を
参
照
す
べ
き
と
す
る
論
者
は
、

対
物
防
衛
に
お
い
て
民
法
上
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
以
上
は
、
刑
法
上
の
違
法
性
も
阻
却
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

90
）

す
る
。

防
衛
的
緊
急
避
難
説
は
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
は
物
を
損
傷
す
る
行
為
の
免
責
に
つ
い
て
法
益
の
均
衡
も
補
充
性
も
要
件
と
し
て

い
な
い

91
）

か
ら
、
物
の
損
壊
に
関
す
る
限
り
、
同
要
件
を
不
要
と
す
る
防
衛
的
緊
急
避
難
を
認
め
る
べ
き
で
、
こ
れ
に
対
し
人
の
無
過
失
行

為
ま
た
は
行
為
と
は
い
え
な
い
身
体
の
動
静
か
ら
危
険
が
生
じ
て
い
る
と
き
は
、
人
に
対
す
る
反
撃
は
第
三
七
条
第
一
項
の
緊
急
避
難
と
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し
て
し
か
正
当
化
さ
れ
な
い
と

92
）

す
る
。

強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
お
け
る
強
要
者
と
被
強
要
者
の
関
係
も
、
上
記
事
例
の
Ａ
と
Ｂ
（
の
犬
）
の
関
係
と
同
様
と
い
え
る
の
で

は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
説
に
よ
れ
ば
、
被
強
要
者
に
よ
る
避
難
行
為
も
、
被
害
者
か
ら
客
観
的
に
み
れ
ば
「
違
法
状
態
」
に

当
た
る
か
ら
、
被
害
者
に
は
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
緊
急
避
難
説
あ
る
い
は
防
衛
的
緊
急
避
難
説
（
人
に
対
す
る
反

撃
）
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
被
強
要
者
は
強
制
さ
れ
た
と
は
い
え
「
行
為
」
に
は
出
て
い
る
と
い
え
る
。
被
強
要
者
の
行
為
が
一
般
的
違

法
阻
却
説
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
被
強
要
者
が
適
法
で
あ
る
が
故
に
、
強
要
者
は
適
法
行
為
者
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
罪

責
に
問
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
被
強
要
者
は
強
要
者
の
道
具
で
あ
っ
て
、
強
要
者
の
違
法
性
が
道
具
で
あ
る
被
強
要
者
を
伝
達
し
て
被
害

者
に
及
ん
で
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
被
強
要
者
の
避
難
行
為
は
、
被
害
者
と
の
関
係
で
は
、
強
要
者
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ

た
違
法
性
を
具
備
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
緊
急
避
難
説
を
前
提
と
し
て
も
、
被
害
者

は
、
強
要
者
の
違
法
性
を
伝
達
す
る
道
具
と
し
て
の
被
強
要
者
の
、
ま
さ
に
伝
達
し
て
い
る
強
要
者
の
違
法
性
を
具
備
し
た
避
難
行
為
に

対
し
て
、
正
当
防
衛
を
な
し
う
る
と
解
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
。

大
判
昭
和
一
二
年
一
一
月
六
日
大
審
院
判
決
全
集
四
巻
一
一
五
一
頁
は
、
被
告
人
が
所
有
す
る
猟
犬
（
六
〇
〇
円
相
当
）
を
連
れ
て
Ａ

方
前
の
道
路
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、
Ａ
の
番
犬
（
一
五
〇
円
相
当
）
が
被
告
人
の
猟
犬
に
嚙
み
つ
き
、
被
告
人
は
Ａ
方
家
人
に
対
し

番
犬
の
制
止
を
求
め
た
も
の
の
応
じ
な
か
っ
た
の
で
、
被
告
人
が
所
携
の
猟
銃
を
発
砲
し
Ａ
の
番
犬
を
負
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
被

告
人
の
発
砲
行
為
は
緊
急
避
難
に
該
当
す
る
と
し
て
違
法
性
の
阻
却
を
認
め
た
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
番
犬
に
よ
る
侵
害
が
飼
主

Ａ
等
の
故
意
ま
た
は
過
失
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
む
し
ろ
正
当
防
衛
を
も
っ
て
論
ず
べ
き
で
あ
っ
た

と
の
主
張
が
有
力
で

93
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
的
違
法
観
に
基
づ
い
た
な
ら
ば
番
犬
自
身
に
違
法
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
Ａ
の
違
法
性
が

番
犬
を
介
し
、
被
告
人
の
猟
犬
に
対
す
る
侵
害
行
為
の
違
法
性
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
で
、
被
告
人
は
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
な
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し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
被
強
要
者
の
強
要
緊
急
避
難
行
為
に
つ
い
て
も
、
被
強
要
者
自
身
の
違
法
性
は
認
め
ら
れ

な
い
が
強
要
者
の
違
法
性
は
認
め
ら
れ
、
避
難
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
被
強
要
者
は
何
ら
の
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い

が
、
強
要
者
は
違
法
・
有
責
で
あ
る
か
ら
間
接
正
犯
の
罪
責
を
負
う
と
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
被
害
者
の
避
難
行
為
者
に
対
す

る
反
撃
は
、
強
要
に
よ
ら
な
い
通
常
の
避
難
行
為
者
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
、
緊
急
避
難
の
限
度
で
の
み
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か

し
、
強
要
緊
急
避
難
の
場
合
に
は
、
強
要
者
の
違
法
性
を
伝
達
し
て
い
る
被
強
要
者
で
あ
る
避
難
行
為
者
に
対
し
、
ま
さ
に
強
要
者
の
道

具
に
対
し
て
の
正
当
防
衛
が
許
容
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
対
物
防
衛
に
関
す
る
い
ず
れ
の
学
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
強
要
緊
急
避
難
で
は
、
強
要
者
か
ら
道
具
で
あ
る
被
強

要
者
へ
の
違
法
性
の
伝
達
を
肯
定
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
を
許
容
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

ｃ

民
法
第
七
二
〇
条
に
よ
る
解
決

対
物
防
衛
に
関
す
る
正
当
防
衛
説
の
論
者
の
一
部
、
及
び
防
衛
的
緊
急
避
難
説
（
物
に
対
す
る
反
撃
）
は
、
被
害
者
の
正
当
防
衛
な
い

し
防
衛
的
緊
急
避
難
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
を
参
照
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
強
要
緊
急
避
難
に
お
い
て
も
、

被
害
者
の
被
強
要
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
民
法
第
七
二
〇
条
の
解
釈
を
そ
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

強
要
緊
急
避
難
に
お
け
る
強
要
者
、
被
強
要
者
、
被
害
者
相
互
の
関
係
を
詳
細
に
論
じ
た
民
法
上
の
学
説
は
皆
無
の
よ
う
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
は
以
下
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

強
要
者
か
ら
被
強
要
者
へ
の
強
要
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
、
被
強
要
者
に
対
す
る
不
法
行
為
と
な
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
被
強
要
者
は

こ
れ
に
つ
き
強
要
者
に
対
し
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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被
強
要
者
か
ら
被
害
者
へ
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
被
強
要
者
は
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
の
「
他
人
の
不
法
行

為
」
す
な
わ
ち
強
要
者
の
強
要
行
為
に
対
し
、
や
む
を
得
ず
被
害
者
へ
の
「
加
害
行
為
」
に
出
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
民
法
上

の
正
当
防
衛
が
成
立
し
被
強
要
者
は
被
害
者
か
ら
の
損
害
賠
償
請
求
を
免
れ
る
。

被
害
者
か
ら
被
強
要
者
へ
の
反
撃
に
つ
い
て
は
、
民
法
上
は
確
た
る
規
定
が
見
当
た
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
も
や
は
り
第
七
二
〇
条
第
一

項
が
適
用
さ
れ
て
被
害
者
は
免
責
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
の
被
強
要
者
の
攻
撃
は「
他
人
の
不
法
行
為
」

に
当
た
り
、
被
害
者
は
「
や
む
を
得
ず
加
害
行
為
を
し
た
者
」、
被
強
要
者
は
「
被
害
者
」
と
な
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被

強
要
者
の
攻
撃
に
つ
い
て
は
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
が
適
用
さ
れ
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
攻
撃
を
「
不
法
行
為
」
と
解
し

て
よ
い
か
は
問
題
と
な
り
う
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
民
法
上
の
通
説
は
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
緊
急
行
為
の
原
因
に
関
す
る
要
件
は
外
形

に
よ
っ
て
定
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
う

94
）

え
で
、「
他
人
の
不
法
行
為
」
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
当
該
他
人
が
故
意
・
過
失
や
責
任
能

力
な
ど
の
不
法
行
為
の
成
立
要
件
の
す
べ
て
を
具
備
し
て
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
行
為
が
も
っ
ぱ
ら
客
観
的
に
違
法
で
あ
れ
ば
よ
い
と

解
し
て

95
）

い
る
。
さ
ら
に
は
こ
れ
を
進
め
て
、「『
権
利
』
侵
害
へ
の
危
険
性
あ
る
人
の
外
形
的
行
為
（
侵
害
行
為
）
が
あ
れ
ば
足
り
、
そ
の

侵
害
行
為
が
不
法
行
為
責
任
を
発
生
す
る
の
に
必
要
な
『
可
能
性
』
の
要
件
は
、（
有
責
性
の
そ
れ
に
せ
よ
、
は
た
ま
た
行
為
の
そ
れ
に
せ

よ
）
備
え
て
い
な
く
て
も

96
）

よ
い
」
と
か
、「『
行
為
』
で
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
夢
遊
病
者
の
加
害
『
行
為
』
で
も

97
）

よ
い
」

と
す
る
主
張
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
民
法
上
、
被
強
要
者
の
行
為
は
正
当
防
衛
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
も

の
の
、
強
要
者
の
違
法
性
が
伝
達
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
客
観
的
・
外
形
的
に
は
違
法
と
な
る
か
ら
、
被
害
者
は
こ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛

を
な
し
う
る
と
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
被
強
要
者
か
ら
被
害
者
へ
の
攻
撃
は
、
民
法
上
は
、
強
要
者
と
被
強
要
者
に
よ
る
共
同
不
法
行
為
（
民
法
第

七
一
九
条
）、
あ
る
い
は
強
要
者
を
使
用
者
、
被
強
要
者
を
被
用
者
及
び
不
法
行
為
者
と
す
る
使
用
者
責
任
（
民
法
第
七
一
五
条
第
一
項
）

北研48(3・ )31 489

強制状態における行為 ㈢



を
生
じ
る
複
合
型
不
法

98
）

行
為
に
あ
た
る
が
、
正
当
防
衛
（
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
）
に
該
当
し
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
の
民
法
第
七

二
〇
条
第
一
項
は
、
共
同
不
法
行
為
者
な
い
し
複
合
的
不
法
行
為
者
で
あ
る
強
要
者
と
被
強
要
者
の
う
ち
、
正
当
防
衛
の
要
件
を
満
た
す

被
強
要
者
に
つ
い
て
の
み
、
個
別
的
な
違
法
阻
却
を
認
め
る
規
定
と
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
の
被

強
要
者
へ
の
反
撃
に
つ
い
て
も
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
を
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
、
被
害
者
の
反
撃
に
よ
っ
て
生
じ
た
被

強
要
者
の
損
害
に
つ
い
て
、
被
害
者
は
免
責
さ
れ
る
。
被
害
者
の
反
撃
に
よ
る
損
害
は
、
強
要
者
の
強
要
と
い
う
不
法
行
為
に
よ
っ
て
生

じ
た
損
害
と
解
し
、
上
記
の
強
要
に
よ
る
損
害
と
併
せ
て
、
被
強
要
者
の
強
要
者
に
対
す
る
民
法
第
七
〇
九
条
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
を

認
め
れ
ば
足
り
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
被
強
要
者
の
被
害
者
へ
の
攻
撃
は
、
刑
法
と
民
法
の
両
法
に
お
い
て
客
観
的
に
違
法
で
あ
り
、
被
害
者
の
被
強

要
者
に
対
す
る
反
撃
は
、
刑
法
、
民
法
と
も
に
正
当
防
衛
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
法
で
は
、
違
法
性
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個

別
的
に
、
と
の
原
則
が
あ
る
か
ら
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
も
個
別
的
違
法
性
阻
却
事
由
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
責
任
阻
却
事

由
と
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
法
上
の
違
法
性
と
責
任
の
概
念
は
刑
法
に
お
け
る
よ
う
に
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い

も
の
の
、
少
な
く
と
も
正
当
防
衛
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
の
が
通
説
で

99
）

あ
る
。
さ
ら
に
従
来
の
通
説
は
、
責
任
無
能
力
に
よ
る
免

責
（
民
法
第
七
一
二
条
、
第
七
一
三
条
）
は
故
意
・
過
失
の
論
理
的
前
提
で
あ
り
、
正
当
防
衛
及
び
緊
急
避
難
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
し

て
位
置
づ
け
て

100
）

い
た
。
こ
れ
を
刑
法
的
に
見
れ
ば
、
責
任
能
力
及
び
故
意
・
過
失
は
責
任
要
素
で
あ
り
、
正
当
防
衛
及
び
緊
急
避
難
は
違

法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
近
年
の
民
法
上
の
議
論
で
は
、
責
任
能
力
を
必
ず
し
も
故
意
・
過
失
と
関

連
し
な
い
「
年
少
者
等
の
一
種
の
弱
者
保
護
の
た
め
の
政
策
的
規
定
」
と
解
し
、
正
当
防
衛
、
緊
急
避
難
と
並
ん
で
、
不
法
行
為
の
成
立

を
阻
却
す
る
事
由
と
し
て
統
一
的
に
位
置
づ
け
る
べ
き
と
の
主
張
が
有
力
と
な
り
つ
つ

101
）

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
民
法
上
の

違
法
性
と
責
任
の
区
別
は
不
明
確
で
、
必
ず
し
も
有
意
と
は
言
い
難
い
も
の
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
故
意
・
過
失
を
正
当
防
衛
、
緊
急
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避
難
と
と
も
に
不
法
行
為
成
立
阻
却
事
由
と
し
て
統
合
す
る
立
場
に
拠
っ
た
う
え
で
、
民
法
上
の
故
意
・
過
失
を
刑
法
上
の
主
観
的
違
法

要
素
と
し
て
の
故
意
・
過
失
に
当
て
は
め
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
を
、
故
意
す
な
わ
ち
主
観
的
違
法
性
を
阻
却
す
る
こ
と
に
よ
り
、

刑
法
上
の
結
果
無
価
値
と
行
為
無
価
値
の
併
存
を
要
求
す
る
違
法
二
元
論
的
な
意
味
で
、
全
体
の
違
法
性
な
い
し
不
法
行
為
の
成
立
を
阻

却
す
る
規
定
と
解
す
る
余
地
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
被
強
要
者
が
強
要
者
の
「
不
法
行
為
」
を
認
識
し
た
う
え
で
、
そ
の

損
害
を
被
害
者
に
転
嫁
し
た
場
合
に
は
、
主
観
的
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
が
客
観
的
違
法
性
は
残
存
す
る
。
そ
し
て
、

被
害
者
が
被
強
要
者
に
対
し
反
撃
に
出
た
場
合
に
も
、
被
害
者
の
主
観
的
違
法
性
は
同
様
に
阻
却
さ
れ
不
法
行
為
と
な
ら
な
い
と
解
す
る

の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
民
法
上
の
正
当
防
衛
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
し
、
さ
ら
に
民
法
と
刑
法

の
違
法
性
概
念
を
一
元
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
違
法
一
元
論
、
な
い
し
や
わ
ら
か
な
違
法
一
元
論
を
前
提
と
す
る
以
上
は
、
刑
法
上
も

強
要
緊
急
避
難
を
違
法
性
阻
却
事
由
、
さ
ら
に
い
え
ば
一
般
的
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
ほ
か
な
か
ろ
う
。
民
法
と
刑
法
の
違
法
性
概

念
を
多
元
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る
違
法
多
元
論
を
前
提
と
し
て
も
、
刑
法
の
謙
抑
性
の
観
点
か
ら
は
、
民
法
で
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る

の
に
刑
法
で
は
阻
却
さ
れ
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
極
力
避
け
ね
ば
な
ら

102
）

な
い
。
民
法
第
七
二
〇
条
第
一
項
は
、
刑
法
上
は
緊
急
避
難
と
な

り
う
る
被
強
要
者
の
被
害
者
に
対
す
る
損
害
の
転
嫁
の
み
な
ら
ず
、
一
般
的
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
正
当
防
衛
と
な
り
う
る
、「
他
人
の

不
法
行
為
」
を
し
た
強
要
者
に
対
す
る
反
撃
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ら
、
同
条
が
適
用
さ
れ
民
法
上
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
行
為
に
つ
い

て
、
刑
法
上
も
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
被
害
者
が
被
強
要
者
に
反

撃
し
た
場
合
の
強
要
者
と
被
強
要
者
及
び
被
害
者
の
民
法
上
の
関
係
の
解
釈
と
、
上
掲
ｂ
に
お
い
て
論
じ
た
、
強
要
者
の
違
法
性
の
被
強

要
者
へ
の
伝
達
を
根
拠
に
被
害
者
に
よ
る
刑
法
上
の
正
当
防
衛
を
認
め
る
解
釈
と
の
間
に
、
理
論
的
整
合
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
か
。
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と
こ
ろ
で
、
民
法
上
の
正
当
防
衛
の
要
件
に
つ
い
て
、
通
説
は
、
第
一
に
「
他
人
の
不
法
行
為
」
の
存
在
、
第
二
に
「
自
己
ま
た
は
第

三
者
の
権
利
を
防
衛
す
る
」
た
め
に
な
さ
れ
た
こ
と
、
第
三
に
防
衛
行
為
の
必
要
性
、
相
当
性
が
あ
る
こ
と
を
要
し
、
こ
の
相
当
性
は
、

防
衛
す
べ
き
法
益
と
相
手
型
の
被
侵
害
法
益
と
の
間
に
、
あ
る
程
度
の
合
理
的
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
を
指
す
と
解
し
て

103
）

い
る
。
こ

の
必
要
性
や
「
合
理
的
均
衡
」
の
程
度
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
に
よ
っ
て
は
、
民
法
上
は
正
当
防
衛
で
あ
る
が
刑
法
上
は

過
剰
避
難
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
に
、
民
法
上
の
正
当
防
衛
の
要
件
を
「
刑
法
の
場
合
よ
り
弾
力
的
に
解
釈
す
べ

き
」
で
あ
る
と
し
て
、
民
法
上
の
正
当
防
衛
の
成
立
範
囲
を
刑
法
上
の
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
の
そ
れ
よ
り
広
く
解
釈
す
る
か
の
よ
う
な

見
解
も

104
）

あ
る
。
し
か
し
、
民
刑
両
法
の
違
法
性
概
念
を
一
元
的
に
解
釈
す
る
か
多
元
的
に
解
釈
す
る
か
は
と
も
か
く
、
民
法
で
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
の
に
刑
法
で
阻
却
さ
れ
な
い
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
の
前
提
に
立
つ
以
上
は
、
正
当
防
衛
が
民
法
の
み
で
成
立
す
る
こ
と
は

避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
刑
法
上
の
正
当
防
衛
・
緊
急
避
難
の
要
件
に
つ
い
て
も
、
民
法
上
の
解
釈
を
参
照
し
て
「
弾
力
的
に
解
釈
」
し
て

い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
民
法
で
は
、
損
害
を
第
三
者
に
転
嫁
す
る
正
当
防
衛
（
刑
法
上
の
強
要
緊
急
避
難
）
に
つ
い
て
は
合
理
的
均
衡
の
要
件
は
必
要

で
あ
る
が
、
正
当
防
衛
を
誘
発
し
た
不
法
行
為
者
へ
の
反
撃
（
刑
法
上
の
正
当
防
衛
）
に
つ
い
て
は
「
考
え
る
必
要
は
な
い
」
と
す
る
論

者
が

105
）

あ
る
。
こ
れ
に
倣
え
ば
、
刑
法
上
も
、（
強
要
）緊
急
避
難
は
違
法
性
阻
却
事
由
、
正
当
防
衛
は
責
任
阻
却
事
由
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
が
、
妥
当
と
は
思
わ
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
見
解
は
民
法
上
も
未
だ
一
般
的
と
は
言
い
難
い
。
正
当
防
衛
を
誘
発
し
た

不
法
行
為
者
へ
の
反
撃
に
つ
い
て
、
合
理
的
均
衡
の
要
件
を
緩
和
す
る
余
地
は
確
か
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
民
法
上
、

損
害
の
第
三
者
へ
の
転
嫁
と
不
法
行
為
者
へ
の
反
撃
と
い
う
二
つ
の
正
当
防
衛
の
間
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
合
理
的
均
衡
の
差
異
を
、
刑

法
上
は
、
正
当
防
衛
の
必
要
性
と
緊
急
避
難
の
補
充
性
の
差
異
の
問
題
に
吸
収
す
る
こ
と
で
、
解
釈
の
一
貫
性
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
、
不
法
行
為
者
へ
の
反
撃
に
つ
い
て
合
理
的
均
衡
の
要
件
を
不
要
と
ま
で
解
す
る
と
、
刑
法
上
は
も
は
や
、
正
当
防
衛
を
違
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法
性
阻
却
事
由
で
は
な
く
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
解
釈
す
る
ほ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
緊
急
避
難
を

責
任
阻
却
事
由
と
解
す
る
学
説
は
今
日
で
も
一
定
の
支
持
が
あ
る
も
の
の
、
正
当
防
衛
を
責
任
阻
却
事
由
と
解
す
る
こ
と
は
困
難
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
。

二
）
強
要
者
に
関
す
る
教
唆
犯
と
間
接
正
犯
の
成
否

被
強
要
者
に
犯
罪
の
実
行
を
強
要
し
た
背
後
の
強
要
者
に
つ
い
て
、
教
唆
犯
や
間
接
正
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
か
。
被

強
要
者
に
つ
い
て
一
般
的
違
法
性
が
残
存
す
る
と
解
し
た
場
合
に
は
、
制
限
従
属
性
説
を
前
提
に
、
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
成
立
を

容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
一
般
的
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
解
し
た
場
合
に
は
、
制
限
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
教
唆
犯
の

成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
、
一
般
的
違
法
阻
却
説
（
及
び
違
法
阻
却
内
部
の
二
分
説
）
に
対
す
る
可
罰
的
違
法
阻
却

一
元
説
、
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
な
い
し
責
任
阻
却
説
の
優
位
性
を
指
摘
す
る
論
者
も

106
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
一
般
的
違
法
阻
却

説
か
ら
は
、
強
要
者
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
も
、
強
要
に
よ
る
被
強
要
者
と
の
共
謀
共
同
正
犯
、

あ
る
い
は
被
強
要
者
の
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
法
秩
序
の
維
持
に
格
別
の
支
障
は
な
い

と
の
反
論
も

107
）

あ
る
。

適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
判
例
は
積
極
的
に
解
し
て
い
る
。
大
判
大
正
一
〇
年
五
月

七
日
刑
録
二
七
巻
二
五
七
頁
は
、
自
ら
堕
胎
手
術
を
施
し
た
結
果
妊
婦
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
被
告
人
が
医
師
に
胎
児
の
排
出
を
求
め
、

医
師
の
緊
急
避
難
行
為
を
利
用
し
て
医
師
に
堕
胎
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
犯
法
行
為
タ
ル
自
己
ノ
堕
胎
手
段
ニ
因
リ
叙
上
緊
急
危
難
ノ

状
態
ヲ
発
生
セ
シ
メ
…
…
医
師
ノ
前
記
正
当
業
務
行
為
ヲ
利
用
シ
テ
堕
胎
ノ
遂
行
シ
タ
ル
者
ニ
外
ナ
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
堕
胎
罪
ノ
間
接
正
犯

ヲ
以
テ
論
ス
ヘ
キ
」
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
堕
胎
の
直
接
正
犯
と
し
て
の
実
行
行
為
に
着
手
し
て
お
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り
、
放
置
す
れ
ば
、
胎
児
の
死
す
な
わ
ち
堕
胎
の
結
果
が
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
場
合
だ
っ
た
と
い
え
、
医
師
は
母
胎
の
死
を
防
止
し
た
に

す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
例
と
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
と
の
主
張
が

108
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
医
師
の

手
に
委
ね
た
後
は
、
正
当
業
務
行
為
か
緊
急
避
難
か
は
と
も

109
）

か
く
、
医
師
の
正
当
行
為
を
被
告
人
が
利
用
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
っ
て
、

本
判
決
も
間
接
正
犯
と
な
る
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
、
本
判
決
が
理
論
上
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
認
め
た
こ
と
自
体
に
は

疑
い
が
な
か

110
）

ろ
う
。

最
決
平
成
九
年
一
〇
月
三
〇
日
刑
集
五
一
巻
九
号
八
一
六
頁
は
、
被
告
人
ら
が
外
国
か
ら
大
麻
を
隠
匿
し
た
航
空
貨
物
を
密
輸
入
し
よ

う
と
し
た
際
、
税
関
検
査
で
大
麻
の
隠
匿
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
麻
薬
特
例
法
第
四
条
に
基
づ
き
い
わ
ゆ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ

バ
リ
ー
（
泳
が
せ
捜
査
）
が
実
施
さ
れ
、
税
関
長
の
輸
入
許
可
を
経
て
捜
査
当
局
の
監
視
の
下
、
配
送
業
者
が
捜
査
当
局
と
打
合
せ
の
う

え
、
右
貨
物
を
配
達
し
被
告
人
が
受
け
取
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、「
被
告
人
ら
は
、
通
関
業
者
や
配
送
業
者
が
通
常
の
業
務
の
遂
行
と
し
て

右
貨
物
の
輸
入
申
告
を
し
、
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
っ
て
配
達
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
期
し
、
運
送
契
約
上
の
義
務
を
履
行
す
る
配
送

業
者
ら
を
自
己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
通
関
業
者
に
よ
る
申
告
は
も
と
よ
り
、

配
送
業
者
に
よ
る
引
取
り
及
び
配
達
も
、
被
告
人
ら
の
依
頼
の
趣
旨
に
沿
う
も
の
で
あ
っ
て
、
配
送
業
者
が
、
捜
査
機
関
か
ら
事
情
を
知

ら
さ
れ
、
捜
査
協
力
を
要
請
さ
れ
て
そ
の
監
視
の
下
に
置
か
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
被
告
人
ら
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
く
運
送
契
約

上
の
義
務
の
履
行
と
し
て
の
性
格
を
失
う
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
被
告
人
ら
は
、
そ
の
意
図
し
た
と
お
り
、
第
三
者
の
行
為
を
自

己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
の
道
具
と
し
て
利
用
し
た
と
い
う
に
妨
げ
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
判
示
し
て
、
禁
制
品
輸
入
既
遂
罪
の
成
立

を
認
め
た
。
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
に
よ
る
配
送
業
者
の
配
達
は
適
法
行
為
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
本
決
定
は
適
法
行
為
を
利
用

し
た
間
接
正
犯
を
認
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
本
決
定
に
は
、
禁
制
品
輸
入
罪
は
未
遂
に
と
ど
ま
る
と
の
遠
藤
裁
判
官
の
意
見
が

付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
支
持
す
る
論
者
も

111
）

あ
る
。
確
か
に
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
実
施
後
、
配
送
業
者
が
被
告
人
ら
の
道
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具
と
し
て
真
に
支
配
さ
れ
て
い
た
か
は
疑
問
も
あ
る
。
配
送
業
者
は
、
運
送
契
約
上
は
貨
物
の
配
達
を
行
う
義
務
を
負
う
よ
う
に
見
え
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
配
送
業
者
の
ほ
と
ん
ど
が
、
麻
薬
類
の
運
送
を
引
き
受
け
な
い
こ
と
、
及
び
そ
れ
に
関
連
す
る
免
責
を
規

定
す
る
約
款
を
置
い
て
お
り
、
こ
の
約
款
に
よ
っ
て
配
送
業
者
の
配
達
義
務
は
消
滅
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

解
す
る
と
、
本
件
で
は
、
配
送
業
者
が
道
具
で
あ
っ
た
の
は
大
麻
の
隠
匿
が
判
明
す
る
ま
で
の
時
点
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人

に
つ
い
て
禁
制
品
輸
入
未
遂
罪
の
間
接
正
犯
を
認
め
る
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

一
方
、
学
説
上
は
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
是
非
に
つ
い
て
激
し
い
対
立
が
あ
る
。
肯
定
説
は
、
適
法
行
為
を
行
う
被
利

用
者
に
は
規
範
的
障
害
が
な
い
か
ら
、利
用
者
の
道
具
と
み
て
利
用
者
に
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
主
張

112
）

す
る
。

こ
れ
に
対
し
否
定
説
は
、
そ
も
そ
も
一
般
的
に
、
適
法
行
為
を
行
う
被
利
用
者
が
規
範
的
障
害
の
な
い
道
具
と
は
言
い

113
）

難
い
、
あ
る
い
は

適
法
行
為
を
利
用
し
て
も
適
法
で

114
）

あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
。

思
う
に
、
教
唆
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、
教
唆
犯
が
正
犯
者
の
実
行
行
為
を
通
し
て
間
接
的
に
被
害
者
の
法
益
を
侵
害
し
て
い
る

と
解
す
べ
き
で
、
従
っ
て
共
犯
の
違
法
性
は
正
犯
の
そ
れ
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
混
合
惹
起
説
が
有
力
で
あ
る
と

115
）

こ
ろ
、
本
説

に
よ
れ
ば
、
共
犯
と
正
犯
は
い
ず
れ
も
違
法
性
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
適
法
行
為
者
に
対
す
る
教
唆
犯
は
当
然
に
成

立
し
得
な
い
。
一
方
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
で
は
、
被
利
用
者
に
違
法
性
は
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
に
、
利
用
者
の
違
法
性
は

被
利
用
者
の
行
為
に
完
全
に
反
映
・
伝
達
さ
れ
て
被
害
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
利
用
者
の
違
法
性
が
被
害
者

に
対
し
て
完
全
に
伝
達
さ
れ
る
の
が
間
接
正
犯
で
あ
り
、
被
利
用
者
の
違
法
性
と
相
ま
っ
て
伝
達
さ
れ
る
の
が
教
唆
犯
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
も
っ
と
も
、
被
利
用
者
が
適
法
で
あ
れ
ば
す
べ
て
間
接
正
犯
で
あ
る
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正

犯
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
利
用
者
が
被
利
用
者
の
緊
急
行
為
を
利
用
す
る
な
ど
し
て
、
被
利
用
者
自
身
の
違
法
性
を
惹
起
さ
せ
な

い
よ
う
支
配
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
決
平
成
九
年
一
〇
月
三
〇
日
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
、
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被
告
人
の
配
送
業
者
に
対
す
る
支
配
が
崩
れ
た
と
し
て
、
既
遂
罪
の
間
接
正
犯
を
否
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
ド
・
デ
リ
バ
リ
ー
の
開
始
に
よ
っ
て
配
送
業
者
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
は
、
配
送
業
者
自
身
が
捜
査
協
力
を
す
る
と

い
う
選
択
の
結
果
で
あ
っ
て
、
も
は
や
そ
こ
に
被
告
人
の
関
与
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
に
つ
い
て
、
概
念
自
体
は
肯
定
し
う
る
も
の
の
、
実
際
に
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
容
易

で
は
な
い
と
す
る
学
説
が
あ
る
。
本
説
は
、
司
法
警
察
員
Ａ
が
虚
偽
の
事
実
を
述
べ
て
裁
判
官
に
逮
捕
状
を
出
さ
せ
、
司
法
巡
査
Ｂ
を
し

て
Ｘ
を
逮
捕
さ
せ
た
事
例
に
つ
い
て
、
Ａ
に
逮
捕
罪
の
間
接
正
犯
を
認
め
て
よ
い
か
を
問
題
と
す
る
。
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯

を
肯
定
す
る
論
者
の
多
く
は
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
も
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
し
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
も
、
適
法
行

為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
の
一
態
様
と
し
て
、
Ａ
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
三
九
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
る
自
由
剥
奪
罪
（F

reiheits-

beraubung

）の
間
接
正
犯
の
成
立
を
認

116
）

め
る
。
し
か
し
、
本
説
の
論
者
は
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
自
体
は
必
ず
し
も
不
可
能

で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
事
例
で
の
Ｂ
を
道
具
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
か
ら
、
適
法
行
為
者
は
常
に
道
具
た
り
う
る
と
解
す
べ
き
で

は
な
い
と
主
張
す
る
の
で

117
）

あ
る
。

も
っ
と
も
、
上
記
の
事
例
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
の
間
に
、
実
際
に
は
裁
判
官
や
他
の
裁
判
所
職
員
、
司
法
警
察
員
が
複
数
名
介
在
す
る
こ
と

に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
Ａ
は
連
鎖
的
教
唆
（
再
間
接
教
唆
）
に
類
似
し
た
、
い
わ
ば
連
鎖
的
間
接
正
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
連
鎖

的
教
唆
を
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
し
て
良
い
か
を
巡
っ
て
は
議
論
が
あ
る
。
大
判
大
正
一
一
年
三
月
一
日
刑
集
一
巻
九
九
頁
は
、
被
告
人
Ａ

が
市
会
議
員
で
あ
る
被
害
者
ら
へ
の
脅
迫
を
相
被
告
人
Ｂ
に
教
唆
し
、
Ｂ
は
こ
れ
に
基
づ
き
相
被
告
人
Ｃ
に
脅
迫
を
教
唆
、
Ｃ
は
相
被
告

人
Ｄ
ら
五
名
に
脅
迫
を
教
唆
し
、
五
名
が
被
害
者
ら
を
脅
迫
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
第
六
一
条
第
二
項
は
教
唆
者
を
教
唆
し
た
間
接
教
唆

が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
、
間
接
教
唆
者
を
教
唆
し
た
再
間
接
教
唆
に
つ
い
て
、
学
説
上
は
因
果
関
係
の
中
断
を
生
じ

不
可
罰
と
な
る
と
の
主
張
が
あ
る
も
の
の
、再
間
接
教
唆
で
あ
っ
て
も
教
唆
行
為
が
な
け
れ
ば
正
犯
は
犯
罪
行
為
に
出
な
か
っ
た
と
い
え
、
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相
当
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
と
判
示
し
て
、
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
公
務
執
行
妨
害
罪
の
教
唆
犯
の
成
立
を
認
め
た
。
一
方
、
学
説
上
は
、

判
例
を
支
持
す
る
可

118
）

罰
説
と
反
対
す
る
不
可

119
）

罰
説
と
が
激
し
く
対
立
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
き
、
不
可
罰
説
に
よ
る
な
ら
ば
連
鎖
的
間
接

正
犯
も
当
然
に
不
可
罰
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
可
罰
説
に
よ
っ
た
と
し
て
も
、
間
接
正
犯
で
は
相
手
の
行
為
を
ど
れ

だ
け
支
配
し
て
い
た
か
が
そ
の
成
否
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
複
数
名
が
介
在
す
る
連
鎖
的
間
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
偶
然
性
の
介

在
部
分
が
大
き
い
こ
と
を
根
拠
に
、
利
用
者
に
よ
る
支
配
を
維
持
し
得
な
い
と
し
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
余
地
は
あ
る
か
も
し

れ

120
）

な
い
。

な
お
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
を
肯
定
す
る
と
し
て
も
、
被
強
要
者
の
避
難
行
為
が
過
剰
避
難
と
な
る
場
合
に
は
、
過
剰
部

分
は
違
法
で
あ
り
規
範
的
障
害
を
生
じ
る
か
ら
、
強
要
者
に
つ
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の

場
合
に
は
、
被
強
要
者
は
違
法
で
あ
る
か
ら
、
強
要
者
に
つ
い
て
は
教
唆
犯
あ
る
い
は
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
れ
ば
よ
い
。
被
強

要
者
Ｘ
の
避
難
行
為
と
し
て
の
Ａ
殺
害
を
過
剰
避
難
と
し
た
④
東
京
地
判
平
成
八
年
六
月
二
六
日
の
事
案
に
つ
い
て
、
強
要
者
側
の
教
団

幹
部
を
被
告
人
と
し
た
東
京
地
判
平
成
一
二
年
七
月
一
七
日
判
タ
一
〇
九
一
号
一
八
一
頁
は
、「
Ｘ
は
自
分
が
助
か
る
の
で
あ
れ
ば
、
Ａ
を

殺
害
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
と
自
ら
判
断
し
て
殺
害
行
為
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
間
接
正
犯
の
道
具
と
は
い
え
な
い
し
、
ま
た
、

殺
害
の
実
行
行
為
の
間
、
他
の
教
団
幹
部
ら
も
、
Ａ
の
身
体
を
押
さ
え
付
け
る
な
ど
実
行
行
為
と
評
価
で
き
る
行
為
に
及
ん
で
い
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
…
…
共
謀
共
同
正
犯
の
認
定
は
揺
る
が
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
Ｘ
の
直
接
の
強
要
者
で
あ
る
教
祖
Ｃ
を
被
告

人
と
し
た
東
京
地
判
平
成
一
六
年
二
月
二
七
日
判
時
一
八
六
二
号
四
七
頁
も
、
被
告
人
Ｃ
が
「
Ｘ
ら
と
共
謀
の
上
、
Ａ
を
殺
害
し
よ
う
と

企
て
…
…
Ａ
を
窒
息
死
さ
せ
て
殺
害
し
た
」
と
認
定
し
て
い
る
。
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三
）
緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
の
関
係

緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
き
責
任
阻
却
説

を
採
る
論
者
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
根
拠
を
期
待
可
能
性
の
欠
如
に
求
め
る
か
ら
、
強
要
緊
急
避
難
の
成
否
と
期
待
可
能
性
の
存
否

は
同
一
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
は
、
特
殊
な
外
部
的
事
情
が
存
在
し
て
行
為

者
の
心
理
状
態
を
圧
迫
す
る
こ
と
で
、
行
為
者
が
違
法
行
為
に
出
た
こ
と
を
非
難
し
え
な
く
な
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
従
っ
て
、
強
要

緊
急
避
難
を
期
待
可
能
性
の
存
否
の
問
題
と
解
す
る
場
合
に
は
、
保
全
法
益
と
侵
害
法
益
の
法
益
権
衡
性
は
不
要
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

実
際
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
避
難
に
関
す
る
第
三
四
条
で
は
法
益
権
衡
性
を
要
求
し
て
い
る
の
に
対
し
、
免
責
さ
れ

る
緊
急
避
難
に
関
す
る
第
三
五
条
で
は
こ
れ
を
要
求
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
に
つ
き
違
法
阻
却
説
を
採
る
場
合
に
は
、
法
益
権
衡
性
を
必
要
と
す
る
強
要
緊
急
避
難
の
成
立

が
否
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
続
い
て
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
の
成
否
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
強
要
緊

急
避
難
に
つ
い
て
、
ま
ず
第
三
四
条
の
適
用
を
検
討
し
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
本
質
的
に
優
越
し
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
続
い
て

第
三
五
条
の
適
用
を
検
討
す
れ
ば
よ
い
と
の
指
摘
が
あ

121
）

る
が
、
わ
が
国
で
も
こ
れ
に
倣
い
、
法
益
権
衡
性
が
あ
る
な
ら
ば
緊
急
避
難
、
な

け
れ
ば
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
犯
罪
成
立
阻
却
を
検
討
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
強
制
状
態
に
お
け
る
行
為
に
関
す
る
前
掲
の
判
例
が
、
緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
を
明
確
に
区
別
し
、
期
待
可
能
性
の
存

否
の
判
断
が
法
益
権
衡
性
に
か
か
ら
な
い
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
か
は
若
干
疑
わ
し
い
。
す
な
わ
ち
、
④
判
決
は
、
生
命
に
対
す
る
現
在

の
危
難
を
否
定
し
、
身
体
の
自
由
を
保
全
法
益
と
す
る
限
度
で
の
過
剰
避
難
の
成
立
を
認
め
た
上
で
、「
期
待
可
能
性
の
理
論
に
よ
る
責
任

の
阻
却
は
、
厳
格
な
要
件
の
下
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
客
観
的
に
み
て
当
該
行
為
が
心
理
的
に
抵
抗
で
き
な
い
強
制
下
に
お
い
て

行
わ
れ
た
場
合
な
ど
、
極
限
的
な
事
態
に
お
い
て
初
め
て
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
し
、
被
告
人
に
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は
殺
害
行
為
に
出
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
、
責
任
減
少
は
あ
り
得
て
も
、
責
任
阻
却
は
な
い
と
判
示
し
た
。

本
件
で
は
、
身
体
の
自
由
の
限
度
で
は
現
在
の
危
難
が
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
っ

た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
つ
い
て
「
極
限
的
な
事
態
」
を
要
求
す
る
と
、
保
全
法
益
は
常
に
生
命
で
あ
る

必
要
を
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
緊
急
避
難
の
成
否
と
期
待
可
能
性
の
存
否
の
判
断
は
結
局
は
同
一
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

客
観
的
に
は
「
極
限
的
な
事
態
」
で
は
な
い
も
の
の
、
被
利
用
者
の
主
観
的
に
は
「
極
限
的
な
事
態
」
と
い
え
る
場
合
、
具
体
的
に
は
、

被
利
用
者
が
自
身
の
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
認
識
し
て
い
た
も
の
の
、
実
際
に
は
現
在
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
緊

急
避
難
と
は
な
ら
な
い
が
期
待
可
能
性
を
欠
く
と
す
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
件
で
は
、
被
告

人
は
、
身
体
の
自
由
に
対
す
る
現
在
の
危
難
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
も
、
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
は
認
識
し
て
い
な
い
か
ら
、
そ

の
心
理
状
態
は
ま
だ
極
限
的
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
本
件
に
お
い
て
被
告
人
に
真
に
生
命
に
対
す
る
現
在
の
危
難
が
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
は
、
大
い
に
疑
問

が

122
）

残
る
。

注75
）

前
注
（
41
）
参
照
。

76
）

前
注
（
54
）
参
照
。

77
）

井
田
・
前
掲
書
三
〇
六
頁
（
責
任
阻
却
を
基
本
と
す
る
二
分
説
に
基
づ
き
、
保
全
法
益
が
侵
害
法
益
に
著
し
く
優
越
し
な
い
場
合
の
み
責
任
阻
却
を
認
め
、

こ
の
場
合
の
被
害
者
に
つ
い
て
避
難
行
為
者
に
対
す
る
正
当
防
衛
に
よ
る
反
撃
を
許
容
）。

78
）

松
宮
・
総
論
一
五
九
頁
、
橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
九
二
、
一
〇
七
頁
、
同
「
強
制
に
よ
る
行
為
の
法
的
性
質
（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
三
一
巻
四
号
（
一

九
九
二
年
）
九
六
頁
。
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79
）

橋
田
・
前
掲
論
文
（
二
）
九
九
頁
。

80
）

大
沼
・
内
田
古
稀
一
一
八
頁
。

81
）

大
沼
・
内
田
古
稀
一
一
八
頁
。

82
）

福
田＝
大
塚
『
対
談
刑
法
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
一
五
頁
、
大
塚
・
総
論
三
八
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
二
八
三
頁
、
柏
木
千
秋
『
刑
法
総
論
』（
一

九
八
二
年
）
一
七
一
、
一
七
五
頁
（
防
衛
の
意
思
の
内
容
は
極
め
て
緩
や
か
に
解
す
る
こ
と
が
実
態
に
即
し
て
い
る
と
し
た
う
え
で
、
避
難
の
意
思
の
内
容

は
防
衛
の
意
思
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
）。
こ
れ
に
対
し
、
佐
久
間
・
前
掲
書
二
三
二
、
二
三
五
頁
、
香
川
・
前
掲
書
一
七
七
、
一
七
九
頁
注
二
三
（
防
衛
の

意
思
と
避
難
の
意
思
の
非
共
通
性
を
根
拠
の
一
つ
と
し
て
防
衛
・
避
難
の
意
思
不
要
説
を
展
開
）
は
反
対
。

83
）

大
阪
高
判
昭
和
四
五
年
五
月
一
日
高
刑
集
二
三
巻
二
号
三
六
七
頁
（
中
央
線
を
越
え
て
走
行
し
て
き
た
対
向
車
を
避
け
よ
う
と
し
て
道
路
左
に
進
路
変
更

し
減
速
し
た
と
こ
ろ
、
後
続
の
単
車
と
衝
突
し
単
車
運
転
者
が
負
傷
し
た
事
案
に
つ
い
て
、「
被
告
人
は
進
路
変
更
に
つ
き
安
全
措
置
を
と
ら
ず
且
広
報
の
安

全
確
認
を
怠
っ
た
た
め
本
件
事
故
を
惹
起
し
た
も
の
と
し
て
過
失
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。し
か
し
な
が
ら
…
…
被
告
人
の
行
動
は
、

現
在
の
危
難
を
避
け
る
た
め
已
む
こ
と
を
得
な
い
行
為
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
た
）。

84
）

福
田＝

大
塚
・
前
掲
書
三
一
頁
以
下
、
大
塚
・
総
論
四
〇
四
頁
注
九
、
大
谷
・
前
掲
書
三
〇
〇
頁
、
川
端
・
総
論
三
三
二
頁
、
井
田
・
前
掲
書
三
四
一
頁
、

佐
久
間
・
前
掲
書
二
三
五
頁
注
六
、
高
橋
・
前
掲
書
二
九
二
頁
。

85
）

内
田
文
昭
『
刑
法

総
論
』（
改
訂
補
正
版
・
一
九
九
七
年
）
二
〇
二
頁
。

86
）

団
藤
・
前
掲
書
二
三
七
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
二
一
三
頁
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
法
総
論
』（
第
二
版
・
二
〇
一
一
年
）
七
〇
頁
。

87
）

大
谷
・
前
掲
書
二
七
七
頁
。

88
）

植
松
正
『
刑
法
概
論

総
論
』（
再
訂
・
一
九
七
四
年
）
一
六
九
頁
、
西
田
・
総
論
一
五
九
頁
、
前
田
・
前
掲
書
三
七
四
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
、

浅
田
・
前
掲
書
二
二
三
頁
、
山
口
・
前
掲
書
一
一
六
頁
（
準
正
当
防
衛
と
称
す
る
）。

89
）

川
端
「
防
衛
行
為
と
第
三
者
の
法
益
の
侵
害
に
つ
い
て
」
香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀
『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
』（
一
九
九
六
年
）
一
六
一
頁
。

90
）

平
野
・
前
掲
書
二
三
一
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
二
七
七
頁
（
準
正
当
防
衛
と
称
す
る
）。
な
お
、
大
谷
・
前
掲
書
二
七
三
頁
は
正
当
防
衛
の
正
当
化
根
拠
を
法

確
証
の
利
益
に
求
め
る
と
こ
ろ
、
西
田
・
総
論
一
六
〇
頁
は
、
動
物
に
対
し
て
法
確
証
の
利
益
を
説
い
て
も
無
意
味
で
あ
る
か
ら
、
法
確
証
の
利
益
説
と
対

物
防
衛
肯
定
説
は
論
理
的
に
一
貫
せ
ず
、
肯
定
す
る
根
拠
と
し
て
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
を
使
う
の
も
便
宜
主
義
に
す
ぎ
な
い
と
批
判
す
る
。

91
）

井
田
・
前
掲
書
二
八
〇
頁
。
も
っ
と
も
、
民
法
第
七
二
〇
条
第
二
項
は
、
保
全
法
益
を
限
定
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
客
体
に
つ
い
て
は
「
物
」
に

限
定
し
て
い
る
点
で
、
一
定
の
法
益
権
衡
性
を
要
求
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
民
法
上
の
通
説
は
、
そ
の
物
を
毀
損
す
る
以
外
に
適
当
な
防
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衛
手
段
が
な
か
っ
た
こ
と
を
第
七
二
〇
条
第
二
項
の
要
件
と
解
し
て
お
り
、
補
充
性
を
要
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
か
は
疑
問
も
あ
る
。
我
妻
榮『
事
務
管
理
・

不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
一
九
三
七
年
）
一
四
九
頁
、
幾
代
・
前
掲
書
一
〇
二
頁
参
照
。

92
）

井
田
・
前
掲
書
二
七
九
頁
。

93
）

荘
子
邦
雄
「
正
当
防
衛
」
小
野
慶
二＝

中
野
次
雄＝

荘
子
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法
⑴
』（
一
九
五
六
年
）
一
六
七
頁
、
斉
藤
信
宰
「
緊
急
避
難
」
西
原

他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
二
巻
』（
一
九
八
一
年
）
一
五
四
頁
、
川
端
・
総
論
三
四
四
頁
。

94
）

我
妻
・
前
掲
書
一
四
八
頁
、
四
宮
和
夫
『
不
法
行
為
』（
一
九
八
七
年
）
三
六
七
頁
。

95
）

我
妻
・
前
掲
書
一
四
八
頁
、
加
藤
・
前
掲
書
一
三
六
頁
、
幾
代
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
、
鈴
木
（
禄
）・
前
掲
書
二
六
頁
、
近
江
幸
治
『
民
法
講
義

事
務
管

理
・
不
当
利
得
・
不
法
行
為
』（
第
二
版
・
二
〇
〇
七
年
）
一
四
六
頁
、
本
田
純
一
『
債
権
各
論
』（
二
〇
一
〇
年
）
一
八
五
頁
、
内
田
貴
『
民
法

債
権
各

論
』（
第
三
版
・
二
〇
一
一
年
）
四
〇
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
平
井
・
前
掲
書
九
五
頁
、
潮
見
佳
男
『
不
法
行
為
法

』（
第
二
版
・
二
〇
〇
九
年
）
四
五
一

頁
は
、「
他
人
の
不
法
行
為
」に
つ
い
て
客
観
的
に
違
法
で
あ
れ
ば
よ
い
と
の
限
定
を
付
す
る
必
要
は
な
く
、
文
字
通
り
不
法
行
為
成
立
要
件
を
備
え
て
い
る

必
要
が
あ
る
と
解
す
べ
き
と
す
る
。

96
）

四
宮
・
前
掲
書
三
六
七
頁
。

97
）

前
田
達
明
『
民
法

2
（
不
法
行
為
法
）』（
一
九
八
〇
年
）
一
一
一
頁
。

98
）

平
井
・
前
掲
書
二
二
五
頁
参
照
。

99
）

加
藤
・
前
掲
書
一
三
五
頁
、
幾
代
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
、
前
田
（
達
）・
前
掲
書
一
一
〇
頁
、
近
江
・
前
掲
書
一
四
六
頁
、
円
谷
峻
『
不
法
行
為
法
・
事
務

管
理
・
不
当
利
得
』（
第
二
版
・
二
〇
一
〇
年
）
八
九
頁
。

100
）

加
藤
・
前
掲
書
一
三
五
頁
、
幾
代
・
前
掲
書
九
六
頁
、
前
田
（
達
）・
前
掲
書
一
一
〇
頁
。

101
）

平
井
・
前
掲
書
九
一
頁
、
円
谷
・
前
掲
書
八
九
頁
、
内
田
貴
・
前
掲
書
四
〇
五
頁
（
違
法
性
阻
却
事
由
に
つ
い
て
「
違
法
性
概
念
の
導
入
に
積
極
的
な
意

味
を
見
出
さ
な
い
立
場
に
立
つ
な
ら
、
む
し
ろ
不
法
行
為
責
任
阻
却
事
由
と
呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
」
と
す
る
）。
な
お
、
幾
代
・
前
掲
書
一
一
三
頁
は
、
通
説
に

対
す
る
批
判
を
「
当
た
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、
違
法
性
概
念
を
不
法
行
為
の
成
立
要
件
と
し
て
の
「
過
失
」
概
念
に
統

合
・
一
元
化
す
る
解
釈
に
は
「
な
お
躊
躇
を
感
ず
る
」
と
す
る
。
森
島
昭
夫
『
不
法
行
為
法
講
義
』（
一
九
八
七
年
）
二
五
一
頁
以
下
は
、
違
法
性
を
「
被
侵

害
利
益
の
限
界
づ
け
」
を
す
る
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
、
利
益
保
護
の
必
要
あ
る
場
合
に
お
い
て
当
該
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
が
「
違
法
」
で
、
無
過
失
責

任
に
つ
い
て
も
違
法
性
は
必
要
で
あ
る
と
し
、「
被
侵
害
利
益
の
側
面
か
ら
不
法
行
為
責
任
の
成
立
を
限
界
づ
け
る
た
め
の
概
念
と
し
て
、
違
法
性
は
な
お
一

定
の
有
用
性
を
持
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
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102
）

平
野
・
前
掲
書
二
一
七
頁
は
、
違
法
多
元
論
を
前
提
と
し
た
「
刑
法
的
違
法
」
の
概
念
を
提
唱
し
た
う
え
で
、
刑
法
の
謙
抑
性
を
根
拠
に
「
民
事
法
上
違

法
で
な
い
の
に
、
刑
法
上
違
法
だ
と
い
う
こ
と
は
原
則
と
し
て
認
め
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

103
）

幾
代
・
前
掲
書
一
〇
一
頁
、
加
藤
・
前
掲
書
一
三
六
頁
。

104
）

本
田
・
前
掲
書
一
八
五
頁
（
急
迫
性
の
要
件
に
つ
い
て
）。

105
）

平
井
・
前
掲
書
九
六
頁
。

106
）

井
上
・
緊
急
行
為
論
二
三
七
頁
（
可
罰
的
違
法
阻
却
中
心
の
二
分
説
）、
橋
田
・
前
掲
論
文
（
一
）
一
〇
〇
頁
（
責
任
阻
却
説
）。

107
）

大
沼
・
内
田
古
稀
一
二
七
頁
。

108
）

平
野
・
前
掲
書
三
六
二
頁
、
斎
藤
信
治
「
間
接
正
犯
｜
と
く
に
教
唆
と
の
関
係
｜
」
芝
原
邦
爾
編
『
刑
法
の
基
本
判
例
』（
一
九
八
八
年
）
六
二
頁
。

109
）

大
塚
「
間
接
正
犯
」
同
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法

』（
一
九
六
三
年
）
五
二
頁
は
、
見
方
に
よ
っ
て
正
当
業
務
行
為
と
も
緊
急
避
難
と
も
と
れ
る
行
為

で
、
ど
ち
ら
も
違
法
性
阻
却
事
由
で
あ
る
か
ら
ど
ち
ら
に
拠
っ
て
も
よ
い
よ
う
で
は
あ
る
も
の
の
、
よ
り
類
型
性
の
程
度
の
高
い
緊
急
避
難
を
主
た
る
理
由

と
す
べ
き
で
、
両
理
由
を
併
用
す
る
の
は
適
当
で
な
い
と
す
る
。

110
）

大
塚
・
総
判
刑

五
〇
頁
、
大
沼
「
間
接
正
犯
」
西
原
他
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
四
巻
』（
一
九
八
一
年
）
一
三
八
頁
。

111
）

西
田
・
総
論
三
三
〇
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
二
三
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
前
田
・
前
掲
書
一
二
五
頁
注
一
八
は
既
遂
罪
で
よ
い
と
す
る
。

112
）

西
田
・
総
論
三
三
一
頁
、
山
口
・
前
掲
書
七
三
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
二
三
八
頁
、
柏
木
・
前
掲
書
一
二
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
一
四
七
、
一
四
八
頁
、
佐

久
間
・
前
掲
書
八
三
頁
、
井
田
・
前
掲
書
四
四
九
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
三
九
九
頁
。

113
）

植
田
博
「
間
接
正
犯
」
阿
部
他
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
四
巻
』（
一
九
九
二
年
）
八
六
頁
。

114
）

松
宮
・
総
論
二
五
七
頁
、
大
越
義
久
『
刑
法
総
論
』（
第
五
版
・
二
〇
一
二
年
）
一
八
三
頁
。

115
）

大
谷
・
前
掲
書
三
九
九
頁
、
井
田
・
前
掲
書
四
八
一
、
四
八
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
書
四
一
三
頁
、
松
宮
・
総
論
三
二
一
頁
、
前
田
・
前
掲
書
四
五
九
、
四

六
一
頁
、
山
口
・
前
掲
書
三
〇
〇
頁
、
西
田
・
総
論
三
三
八
頁
（
構
成
要
件
的
惹
起
説
と
称
す
る
）。

116
）

B
G
H
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d
N
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u
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A
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fl.
(2011),

R
d
N
.
537.

117
）

平
野
・
前
掲
書
三
六
二
頁
、
大
沼
・
判
刑
研
四
巻
一
三
八
頁
。
前
田
・
前
掲
書
四
七
五
頁
は
、
理
論
的
に
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
可
能
性
に
含
み
を
残
し

つ
つ
も
、「
正
犯
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
と
す
る
。
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118
）

平
野
・
前
掲
書
三
五
二
頁
、
西
田
・
総
論
三
八
八
頁
、
山
口
・
前
掲
書
三
一
八
頁
、
前
田
・
前
掲
書
五
〇
九
頁
、
大
谷
・
前
掲
書
四
四
〇
頁
、
井
田
・
前

掲
書
四
八
九
頁
、
伊
東
・
前
掲
書
三
四
八
頁
。

119
）

団
藤
・
前
掲
書
三
八
四
頁
、
大
塚
・
総
論
二
七
三
頁
、
香
川
・
前
掲
書
三
九
六
頁
、
植
松
・
前
掲
書
三
七
九
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
書
三
八
八
頁
、
曽
根
・

前
掲
書
二
六
二
頁
、
浅
田
・
前
掲
書
四
二
八
頁
、
鈴
木
（
茂
）・
前
掲
書
二
二
三
頁
。

120
）

な
お
、
前
田
・
前
掲
書
四
七
五
頁
参
照
。

121
）

前
注
（
９
）
参
照
。

122
）

前
注
（
21
）
参
照
。
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