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は
達
成
で
き
な
い
と
認
識
す
る
か
（
正
し
い
認
識
）、
又
は
、
で
き
な
い
も
の
と
誤
信
す
る
（
間
違
っ
た
認
識
）
場
合
の
こ
と
を

97
）

云
う
。
す

な
わ
ち
、
失
効
未
遂
は
行
為
者
視
点
か
ら
主
観
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る（「
望
ん
で
も
結
果
の
実
現
は
無
理
で
あ
る
」）。
結
果
は
も
は

や
実
現
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、ど
の
道
存
在
し
な
い
結
果
の
発
生
に
対
し
て
も
は
や
任
意
に
対
抗
措
置
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

実
行
行
為
の
故
意
を
任
意
に
放
棄
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
中
止
未
遂
は
犯
罪
が
既
遂
に
達
す
る
こ
と
の
主
観
的
可
能
性
を
前
提
と
す
る

と
こ
ろ
、
失
効
未
遂
に
は
そ
れ
が
欠
如
し
、
し
た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
任
意
性
が
問
題
と
な
る
余
地
が
な
い
の
で
あ
る
。
失
効
未
遂
は
未

遂
犯
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
。

失
効
未
遂
の
類
型
と
し

98
）

て
は
、
先
ず
、
①
予
期
し
た
行
為
客
体
が
存
在
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
掏
り
目
的
で
ポ
ケ
ッ
ト
に
指

を
突
っ
込
ん
だ
が
空
だ
っ
た
と
か
、
破
壊
し
た
金
庫
が
空
だ
っ
た
と
か
、
強
姦
目
的
で
背
後
か
ら
襲
わ
れ
た
被
害
者
が
男
だ
っ
た
と
い
う

場
合
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
物
品
の
窃
取
を
放
棄
し
た
と
か
姦
淫
を
放
棄
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
窃
盗
罪
や
強
姦

罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

99
）

あ
る
。

次
に
、
②
用
意
し
て
あ
る
行
為
手
段
で
は
結
果
を
招
来
し
得
な
い
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
拳
銃
に
弾
丸
が
装
塡
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
か
、
時
限
信
管
付
き
の
爆
弾
を
仕
掛
け
た
が
故
障
で
爆
発
し
な
か
っ
た
と
か
、
結
果
を
招
来
す
る
の
に
必
要
な
道
具
を
持
ち
合
わ
せ
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
道
具
の
用
い
方
を
知
ら
な
い
と
い
っ
た
場
合
も
あ
る
。
行
為
者
に
望
ま
し
い
行
為
を
さ
せ
よ
う
と
し

て
被
害
者
に
暴
行
を
働
く
が
効
果
が
上
が
ら
な
か
っ
た
と
か
、
殺
害
の
目
的
で
毒
を
盛
っ
た
が
、
被
害
者
が
そ
れ
に
気
づ
い
た
と
か
、
詐

欺
の
被
害
者
が
欺

を
見
抜
い
た
と
い
う
例
も
考
え
ら

100
）

れ
る
。
行
為
者
の
表
象
が
規
準
と
な
る
か
ら
、
行
為
者
が
実
際
に
は
弾
丸
の
入
っ

て
い
る
拳
銃
を
も
う
撃
ち
つ
く
し
た
と
考
え
て
い
る
場
合
も
失
効
未
遂
で

101
）

あ
る
。
行
為
者
が
強
盗
目
的
で
被
害
者
を
襲
う
が
、
被
害
者
は
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そ
の
直
前
に
窃
盗
の
被
害
に
あ
い
財
布
も
時
計
も
携
帯
し
て
い
な
い
と
嘘
を
つ
い
て
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
行
為
者
は
こ
れ
を

信
用
し
て
、「
臆
病
な
窃
盗
犯
」
を
の
の
し
り
な
が
ら
立
ち
去
っ
た
と
い
う
場
合
も
失
効
未
遂
で

102
）

あ
る
。

さ
ら
に
、
③
行
為
者
が
無
能
力
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
行
為
者
が
殺
害
行
為
に
出
た
が
心
筋
梗
塞
に
よ
っ
て
行
動
で
き
な
く
な
る
と
か
、

強
姦
犯
人
が
暴
行
に
着
手
し
た
が
性
交
能
力
を
失
っ
た
と
か
、
行
為
者
が
強
盗
目
的
で
被
害
者
を
襲
っ
た
が
、
逆
襲
さ
れ
意
識
を
失
っ
た

と
か
、
逃
走
さ
れ
た
と
か
、
被
害
者
の
予
期
せ
ぬ
抵
抗
に
あ
い
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
る
と
い
っ
た
場
合
で

103
）

あ
る
。

④
具
体
的
な
行
為
目
的
の
達
成
が
事
実
上
不
可
能
だ
っ
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
法
的
に
不
可
能
な
場
合
も
失
効
未
遂
で
あ
る
。
例
え
ば
、

行
為
者
が
、
そ
の
窃
盗
の
未
遂
の
段
階
で
、
被
害
者
が
同
意
し
た
と
思
っ
た
場
合
、
占
有
者
の
同
意
は
窃
盗
罪
の
構
成
要
件
該
当
性
を
排

除
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
く
な
く
と
も
、
行
為
者
の
視
点
か
ら
は
、
行
為
を
放
棄
し
た
り
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
は
で

き

104
）

な
い
。
強
姦
が
未
遂
の
段
階
で
、
行
為
者
が
被
害
者
に
は
性
交
の
同
意
を
与
え
た
と
い
う
事
例
も
失
効
未
遂
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
行
為

者
の
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
性
交
の
同
意
が
あ
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
き
、
さ
ら
な
る
行
為
を
放
棄
す
る
の
に
必
要
な
、

強
姦
を
完
遂
す
る
か
止
め
る
か
の
選
択
可
能
性
が
な
く
な
る
の
で

105
）

あ
る
。

次
に
、
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
し
か
し
、
当
初
の
犯
行
計
画
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
が
全
く
無
意
味
に
な
っ
た
場
合
に

も
失
効
未
遂
は
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
仕
事
の
基
礎
の
脱
落
（W

egfall der G
eschaftsgrundlage

）」
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
に
は

二
つ
の
類
型
が
あ
る
。

未遂犯と中止犯 ⑺
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⑤
行
為
客
体
が
行
為
者
の
期
待
以
下
だ
っ
た
場
合
が
あ
る
。
高
額
の
借
金
を
返
済
す
る
た
め
窃
盗
に
よ
っ
て
大
金
を
得
よ
う
と
し
て
他

人
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
ク
を
窃
取
し
た
が
、
そ
こ
に
は
数
十
円
し
か
入
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
放
置
し
て
逃
走
し
た
と
い

う
場
合
、
行
為
者
は
そ
の
小
額
を
窃
取
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
は
い
え
、
行
為
者
に
と
り
そ
れ
は
な
ん
ら
の
意
味
を
有
せ
ず
、「
仕
事
の
基

礎
」
が
脱
落
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
は
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
も
は
や
で
き

106
）

な
い
。

行
為
者
の
表
象
す
る
特
定
の
規
模
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
が
特
定
額
の
借
金
返
済
の
た
め
で
な
く
、
一
般
的
利
得
の
た
め
に
多
額

の
金
銭
を
期
待
し
て
金
庫
破
り
を
し
た
が
、
そ
こ
に
は
小
額
し
か
な
か
っ
た
の
で
、
何
も
と
ら
ず
に
逃
走
し
た
と
い
う
場
合
、
失
効
未
遂

は
認
め
ら
れ

107
）

な
い
。
行
為
者
の
窃
盗
の
故
意
が
特
定
の
性
質
の
物
に
向
け
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
な
か
っ
た
と
き
は
失
効
未
遂
で

108
）

あ
る
。
人
が
直
接
的
に
犯
罪
行
為
の
対
象
に
な
る
場
合
に
も
稀
に
失
効
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
人
を
量
的

に
等
級
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
性
質
か
ら
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
異
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
現
実
が
行
為
者
の
犯
行
計
画
か
ら
ず

れ
て
い
て
も
犯
行
計
画
の
失
敗
と
は
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
背
後
か
ら
女
性
を
抱
き
し
め
て
無
理
や
り
接
吻
し
よ
う
と
し
た
が（
強
要
）、

近
づ
い
て
よ
く
見
た
ら
そ
れ
ほ
ど
き
れ
い
で
も
な
く
若
く
も
な
い
の
に
気
づ
き
、
そ
れ
以
上
は
止
め
た
と
い
う
場
合
、
行
為
者
は
そ
の
女

性
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
犯
行
計
画
の
中
に
特
定
の
期
待
を
本
質
的
な
も
の
と
し
て
取
り
入
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と

き
、
失
効
未
遂
と
は
い
え

109
）

な
い
。
も
と
よ
り
、
行
為
者
が
特
定
の
女
性
に
接
吻
し
よ
う
と
し
て
近
づ
い
た
が
、
別
人
だ
っ
た
の
で
止
め
た

と
い
う
場
合
、
人
の
取
り
違
え
で
あ
っ
て
、
失
効
未
遂
が
認
め
ら

110
）

れ
る
。
強
姦
が
未
遂
の
段
階
で
、
被
害
者
が
性
交
の
同
意
を
与
え
た
も

の
の
、
行
為
者
は
加
虐
性
向
の
人
で
暴
行
を
加
え
な
い
性
交
に
は
関
心
が
な
い
と
い
っ
た
場
合
も
失
効
未
遂
で

111
）

あ
る
。

⑥
行
為
客
体
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
行
為
が
無
意
味
で
あ
り
、
失
効
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
甲
は
乙
を
射
殺
し

よ
う
と
し
て
そ
の
背
後
か
ら
近
づ
い
た
が
、
最
後
の
瞬
間
に
そ
れ
が
乙
で
な
く
丙
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
再
び
拳
銃
を
し
ま
っ
た
と
い
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う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
甲
は
丙
を
撃
つ
こ
と
で
構
成
要
件
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
甲
は
丙
を
撃
つ
こ
と
を

断
念
し
た
と
は
言
え
る
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
た
め
に
は
行
為
の
「
放
棄
」
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
者
の
犯
行
計
画
か
ら
す

る
と
、
甲
に
と
っ
て
乙
と
い
う
具
体
的
人
を
殺
害
す
る
と
い
う
こ
と
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
甲
の
故
意
は
誰
に
で
も
向
け
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
を
殺
害
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
丙
を
殺
す
こ
と
は
甲
に
は
ま
っ
た
く
無
意
味
で

112
）

あ
る
。
同
じ
こ

と
は
物
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
高
価
な
宝
石
を
窃
取
し
よ
う
と
し
て
陳
列
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
板
を
壊
し
た
と
こ
ろ
、
よ
く
見
る
と
ほ
と
ん

ど
価
値
の
な
い
模
造
品
だ
っ
た
と
い
う
場
合
、
失
効
未
遂
が
認
め
ら

113
）

れ
る
。
行
為
者
は
赤
い
ゴ
ム
鞠
を
盗
も
う
と
し
て
他
人
の
庭
に
侵
入

し
、
赤
い
鞠
だ
と
思
っ
て
手
に
取
っ
た
と
こ
ろ
木
製
の
鞠
だ
っ
た
の
で
、
落
胆
し
て
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
は
中
止
未
遂
の
成
立
を
認

114
）

め
た
。
行
為
者
は
行
為
の
続
行
を
「
外
的
な
、
自
分
の
意
思
と
は
関
係
の
な
い
事
情
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ

た
の
で
な
く
」、
行
為
者
は
、「
純
粋
に
内
的
な
、
精
神
的
出
来
事
、
つ
ま
り
、
真
の
事
態
を
知
る
こ
と
を
き
っ
か
け
と
し
た
熟
考
」に
よ
っ

て
行
為
を
続
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
。
し
か
し
、
こ
の
説
示
そ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
任
意
性
の
認
め
ら
れ
る
典
型
的

事
例
だ
と
し
て
も
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
行
為
者
は
、「
任
意
の
他
人
の
物
で
は
な
く
、
他
で
も
な
く
ゴ
ム
鞠
と
思
わ
れ
る
物
、
つ
ま
り
、

特
定
の
有
体
物
を
ほ
し
か
っ
た
」
と
認
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ゴ
ム
鞠
と
い
う
「
仕
事
の
基
礎
」
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
失
効
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で

115
）

あ
る
。

以
上
、
類
型
別
に
考
察
し
た
と
こ
ろ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
既
遂
に
至
り
得
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

ど
っ
ち
み
ち
生
ず
る
こ
と
の
な
い
結
果
の
発
生
に
対
し
て
、
中
止
行
為
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
者
は
も
は
や
実
行
行
為
の
放
棄

を
す
る
と
か
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
行
為
者
が
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
継
続
し
て
い
る
効
果
を
ま

だ
阻
止
で
き
る
と
考
え
て
い
る
場
合
に
の
み
、
行
為
者
は
何
か
を
放
棄
し
た
り
、
阻
止
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
既
に
失
敗
し
た
と
思
っ
た
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場
合
に
は
放
棄
し
た
り
、
阻
止
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
失
敗
に
「
終
わ
っ
た
事
実
」
を
確
信
し
た
後
と

な
っ
て
は
、「
失
敗
し
た
事
実
」を
変
化
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

116
）

な
い
。
行
為
者
は
二
重
の
不
運
に
襲
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
犯
罪
者
と
し
て
は

結
果
を
生
じ
さ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
不
運
、
そ
し
て
、
中
止
に
よ
っ
て
優
遇
さ
れ
る
こ
と
が
遮
断
さ
れ
る
と
い
う
不
運
。
中
止
犯
は
任
意

性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
任
意
性
は
行
為
者
が
犯
罪
を
既
遂
に
至
ら
し
め
う
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で

117
）

あ
る
。

失
効
未
遂
と
い
う
法
形
象
は
ド
イ
ツ
語
圏
刑
法
学
説
及
び

118
）

判
例
に
よ
っ
て
独
自
の
法
形
象
と
し
て
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
法
形
象
は
中
止
犯
の
規
定
に
適
合
し
な
い
と
か
余
計
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
の
一
部
か
ら
、

中
止
犯
は
刑
法
第
二
四
条
の
規
定
を
満
た
す
こ
と
で
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、「
失
効
」の
欠
如
と
い
う
付
加
的
要
件
を
課
す
る
こ
と
は
行
為

者
の
不
利
益
に
繫
が
り
、
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、「
失
効
」と
い
う
の
は
中
止
犯
規
定
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
で
し

か
意
味
を
有
し
な
い
の
で
、
失
効
未
遂
と
い
う
法
形
象
は
中
止
犯
規
定
に
適
合
し
な
い
か
、
余
計
で
あ
る
と
主
張
さ

119
）

れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
主
張
は
ド
イ
ツ
刑
法
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
の
刑
法
に
関
し
て
も
適
切
な
理
解
と
は
い
え
な
い
。
先
ず
、
中
止
犯
規
定
に
適
合
し
な

い
と
い
う
批
判
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
失
効
未
遂
と
い
う
法
形
象
は
、
中
止
犯
規
定
が
充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
に
そ
の
適
用
を
否
定
す

る
と
い
う
意
味
で
の
創
設
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
失
効
未
遂
は
中
止
の
可
能
性
の
な
い
特
別
な
場
合
を
指
す
用
語
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
失
敗
し
た
と
思
う
と
き
、
法
文
の
定
め
る
用
語
の
意
義
か
ら
も
法
規
定
の
法
的
根
拠
か

ら
も
、「
任
意
に
行
為
の
以
後
の
遂
行
を
放
棄
し
、
又
は
そ
の
既
遂
を
妨
げ
た
」（
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
）と
か
、「
自
己
の
意
思
に
よ
り

犯
罪
を
中
止
し
た
」（
日
本
刑
法
第
四
三
条
第
二
文
）と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で

120
）

あ
る
。
次
に
、
余
計
で
あ
る
と
い
う
批
判
に

つ
い
て
検
討
す
る
と
、
確
か
に
、
失
効
未
遂
の
事
例
と
い
う
の
は
、
従
来
、「
任
意
の
放
棄
」
や
「
任
意
の
阻
止
」
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
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て

121
）

き
た
。
し
か
し
、
失
効
未
遂
で
は
、
行
為
者
の
視
点
か
ら
、
行
為
者
に
そ
の
外
部
世
界
に
お
い
て
行
為
の
二
者
選
択
の
道
が
開
か
れ
て

い
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
、
そ
れ
が
開
か
れ
て
い
な
い
場
合
、
も
は
や
実
現
の
で
き
な
い
故
意
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
任
意
性
で
は
、
行
為
者
を
動
か
す
動
機
（
内
部
世
界
）
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
が
中
止

の
可
能
性
を
有
し
て
い
る
か
、
有
し
て
い
る
と
思
う
と
き
だ
け
、
任
意
性
の
存
否
が
問
題
と
な
る
。
失
効
未
遂
の
問
題
は
任
意
性
の
問
題

に
先
行
す
る
の
で

122
）

あ
る
。

ｂ

反
復
的
な
い
し
継
続
的
行
為
が
可
能
な
場
合
の
失
効
未
遂
？

行
為
者
は
、
実
行
行
為
に
出
た
が
ま
だ
そ
れ
で
は
目
的
を
達
成
す

る
の
に
足
り
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
さ
ら
に
攻
撃
を
繰
り
返
す
か
、
他
の
手
段
を
用
い
る
こ
と
で
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
、

失
効
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
毒
物
が
致
死
量
に
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
き
さ
ら
に
毒
を
盛
る
こ
と
が
で

き
る
と
か
、
拳
銃
で
撃
ち
損
ね
た
の
で
刃
物
で
刺
し
殺
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
暫
定
的
失
効
と
も

最
終
的
失
効
と
も
見
ら
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、
行
為
者
は
同
種
の
行
為
を
反
復
な
い
し
異
質
の
行
為
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
既
遂
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
は
暫
定
的
失
効
と
い
え
る
。
他
方
で
、
行
為
者
が
行
為
を
反
復
な
い
し
継
続
し
て

も
そ
れ
以
前
の
行
為
の
失
敗
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
は
最
終
的
失
効
と
も
い

123
）

え
る
。

行
為
者
の
行
為
開
始
時
の
犯
行
計
画
を
規
準
と
す
る
犯
行
計
画
説
に
よ
れ
ば
、行
為
者
が
当
初
棍
棒
の
一
撃
で
殺
害
し
よ
う
と
し
た
が
、

一
撃
し
て
か
ら
そ
れ
で
は
結
果
を
発
生
さ
せ
る
に
は
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、
失
効
未
遂
で
あ
っ
て
、
中
止
未
遂
の
可
能
性
は

否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
当
初
か
ら
一
撃
で
足
り
な
け
れ
ば
、
更
に
攻
撃
を
続
け
る
つ
も
り
で
あ
り
、
実
際
、
一
撃
し

た
が
、
そ
れ
で
は
足
り
な
い
こ
と
に
気
づ
き
な
が
ら
、
更
な
る
攻
撃
を
止
め
た
と
い
う
場
合
、
中
止
未
遂
の
可
能
性
が
認
め
ら

124
）

れ
る
。
し
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か
し
、
本
説
は
、
当
初
か
ら
、
結
果
を
生
じ
さ
れ
る
た
め
の
様
々
な
方
法
を
練
っ
て
い
た
者
、
つ
ま
り
、
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
横
溢
な
者

の
方
を
利
す
る
結
果
に
な
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
犯
行
開
始
時
に
結
果
を
発
生
さ
せ
る
複
数
の
手
段
が
あ
る
こ
と
を
明
確

に
考
え
て
い
な
か
っ
た
行
為
者
に
、
後
に
な
っ
て
犯
行
計
画
に
入
れ
て
い
た
と
の
反
証
し
が
た
い
弁
解
の
余
地
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
も
問

題
が

125
）

あ
る
。

個
別
行
為
説
は
、
行
為
者
の
当
初
の
犯
行
計
画
と
は
関
係
な
く
、
個
々
の
部
分
行
為
を
切
り
分
け
て
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
を
未
遂
行
為
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
名
称
が
来
て
い
る
。
各
部
分
行
為
毎
に
中
止
未
遂
の
成
否
の
検
証
が
行
わ
れ
る
。
行
為
者
が
、
結
果
を
発
生
さ

せ
る
に
足
り
る
と
考
え
て
部
分
行
為
を
行
っ
た
が
、
実
際
に
は
そ
れ
で
は
足
り
な
か
っ
た
場
合
、
行
為
者
が
事
後
に
そ
れ
を
認
識
し
て
も
、

失
効
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
が
当
該
部
分
行
為
で
は
足
り
な
い
と
き
に
は
、
更
に
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
を
当
初
の
計
画
に
入
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
失
効
未
遂
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
個
別
行
為
に
よ
っ
て
行
為
事
象
を
既
に
手
放
し
て
お
り
、（
成
功

し
て
い
た
場
合
に
は
）
既
遂
の
発
生
を
も
は
や
阻
止
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
え
る
場
合
、
例
え
ば
、
毒
を
盛
っ
た
も
の
の
偶
然
の
過

誤
か
ら
致
死
量
に
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
失
効
未
遂
で

126
）

あ
る
。
殺
害
の
意
図
で
拳
銃
を
撃
っ
た
が
、
弾
丸
は
相
手
に
す
れ
す
れ
で

飛
ん
で
行
っ
た
と
い
う
場
合
も
失
効
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
の
視
点
か
ら
は
結
果
発
生
を
も
た
ら
す
の
に
十
分
な
行
為
を
し

て
お
り
、
行
為
を
し
た
後
、
も
は
や
そ
の
効
果
を
支
配
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
「
絶
対
的
に
独
立
化
さ
れ
た
」
未

遂
行
為
と
か
「
も
は
や
撤
回
で
き
な
い
個
別
行
為
」
と
呼
ば

127
）

れ
る
。
確
か
に
、
ま
っ
た
く
の
偶
然
か
ら
結
果
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
行
為
者
が
さ
ら
に
行
為
を
続
け
な
か
っ
た
と
き
に
も
中
止
未
遂
に
値
す
る
と
す
る
こ
と
に
は
疑
問
も
生
じ
よ
う
。

し
か
し
、
逆
に
、
拳
銃
の
弾
が
命
中
し
た
場
合
に
は
、
終
了
未
遂
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
弾
丸
が
命
中
し
な
か
っ
た
場
合
に

失
効
未
遂
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が

128
）

あ
る
。
個
別
行
為
説
は
、
行
為
者
が
最
初
の
未
遂
行
為
で
既
遂
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
と
思
っ
て
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い
た
と
き
、
そ
の
失
敗
は
失
効
未
遂
だ
と
捉
え
、
中
止
未
遂
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
体
性
の
あ
る
生
活
事
象
を
切
り

裂
き
、
中
止
未
遂
の
成
立
可
能
性
を
不
当
に
狭
め
る
の
も
の
で
適
切
で

129
）

な
い
。

最
初
に
用
い
た
手
段
で
は
結
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
で
も
、
行
為
者
に
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
に
接
着
し
て
改
め
て
攻

撃
の
構
え
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
用
意
し
て
あ
る
新
し
い
手
段
を
投
入
で
き
る
と
の
認
識
が
あ
る
と
き
、
当
該
未
遂
は
失
効
未
遂

で
な
い
。
生
活
事
象
の
一
体
性
（
全
体
と
し
て
一
個
の
未
遂
構
成
要
件
該
当
行
為
）
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
さ
ら
に
行
為
を
続
け
う
る
こ

と
は
、
行
為
者
が
当
初
の
犯
行
計
画
の
段
階
で
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
初
の
犯
行
計
画
が
維
持
・
続
行
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
実
現
を
目
指
す
た
め
に
新
た
な
手
段
が
用
い
ら
れ
る
の
で

130
）

あ
る
。
こ
の
意
味
で
全
体
的
考
察
説
が
妥
当
で
あ
る
。
例
え
ば
、

計
画
に
従
い
、
被
害
者
を
一
発
で
銃
殺
す
る
、
壜
で
殴
り

131
）

殺
す
、
自
動
車
で
轢
殺

132
）

す
る
、
ガ
ソ
リ
ン
を
浴
び
せ
て
焼
殺

133
）

す
る
と
い
っ
た
行

為
を
行
っ
た
が
、
失
敗
し
た
た
め
、
改
め
て
銃
撃
し
て
殺
害
す
る
こ
と
、
行
為
者
よ
り
も
力
で
劣
る
被
害
者
を
そ
の
場
で
直
ち
に
絞
殺
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
き
、
殺
人
未
遂
の
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
居
酒
屋

店
主
甲
が
そ
の
店
に
敵
対
関
係
に
あ
る
乙
が
い
る
の
を
見
て
、
乙
の
頭
蓋
骨
を
叩
き
割
ろ
う
と
し
て
焼
酎
壜
を
手
に
取
っ
た
が
、
乙
の
方

が
逸
早
く
甲
を
手
こ
ぶ
し
で
打
ち
の
め
し
た
、
し
ば
ら
く
し
て
意
識
を
回
復
し
た
甲
は
上
階
の
自
分
の
住
ま
い
へ
よ
ろ
け
な
が
ら
行
き
、

長
い
料
理
包
丁
を
携
え
て
店
に
戻
り
、
殺
害
の
意
図
を
も
っ
て
不
意
を
つ
か
れ
た
乙
を
刺
し
た
が
、
後
悔
し
て
、
医
師
を
呼
ん
だ
の
で
、

乙
は
助
か
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
甲
は
最
初
の
攻
撃
の
後
そ
の
場
を
離
れ
、
改
め
て
新
た
な
攻
撃
手
段
を
用
意
し
て
き
た
の
で
あ
る
か

ら
、
両
者
の
間
に
生
活
事
象
の
一
体
性
が
認
め
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
事
象
で
あ
っ
て
、
最
初
の
攻
撃
は
失
効
未
遂
で

あ
る
が
、
後
の
攻
撃
は
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立

134
）

す
る
。
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全
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
、
中
止
未
遂
の
法
的
根
拠
か
ら
も
基
礎
付
け
ら
れ
う
る
。
行
為
者
は
最
初
の
行
為
が
失
敗
し
た

後
、
再
度
犯
罪
行
為
に
出
る
こ
と
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
合
法
性
に
回
帰
し
た
の
で
あ
る
。
最
初
の
危
険
な
行
為
に
よ
っ
て
一

旦
動
揺
し
た
人
々
の
法
意
識
も
、
行
為
者
の
不
作
為
に
よ
っ
て
法
の
妥
当
性
へ
の
信
頼
性
が
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎮
静
化
さ
れ

の
で
、
科
刑
の
必
要
性
が
減
少
又
は
消
滅
す
る
の
で

135
）

あ
る
。
行
為
者
が
事
前
に
中
止
犯
の
減
軽
・
免
除
を
知
っ
て
い
る
と
き
、
中
止
未
遂

を
肯
定
す
る
こ
と
は
被
害
者
の
保
護
に
も
役
立
つ
。
失
効
未
遂
を
成
立
さ
せ
る
な
ら
、
行
為
者
は
ど
の
道
処
罰
さ
れ
る
と
の
思
い
か
ら
、

被
害
者
と
い
う
目
撃
証
人
を
「
消
す
」
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
こ
と
は
被
害
者
保
護
の
道
を
閉
ざ
す
こ
と
を
意
味

136
）

す
る
。

失
効
未
遂
は
、
障
害
（
有
能
）
未
遂
か
不
能
未
遂
か
、
終
了
未
遂
か
未
終
了
未
遂
か
と
い
う
分
類
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
の
分
類
で

あ
る
。
不
能
未
遂
は
、
行
為
者
が
行
為
を
完
遂
す
る
こ
と
が
客
観
的
に
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
や
、
そ
の
時
点
で
失
効
未
遂
と

な
る
。
失
効
未
遂
は
中
止
犯
の
可
能
性
を
初
め
か
ら
排
除
す
る
か
ら
、
失
効
未
遂
か
否
か
は
未
終
了
未
遂
か
終
了
未
遂
か
の
問
題
の
前
に

扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

137
）

な
い
。

失
効
未
遂
で
は
、
実
行
行
為
を
自
発
的
に
放
棄
す
る
と
か
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
行
為
と
い
う
の
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
中
止
犯
は
お
よ
そ
成
立
し
な
い
。

ｃ

失
策
未
遂

失
策
未
遂
（M

iß
lungener V

ersuch

）
と
い
う
の
は
、
失
効
未
遂
と
は
異
な
り
、
行
為
者
の
認
識
と
は
関
係
な
く
、

行
為
が
客
観
的
に
失
敗
し
た
未
遂
の
こ
と
を
云
う（
純
客
観
的
規
準
）。
し
た
が
っ
て
、
失
効
未
遂
と
い
う
の
は
行
為
者
が
失
敗
を
正
し
く

認
識
し
て
い
る
失
策
未
遂
か
、
行
為
者
が
失
敗
し
た
と
誤
信
す
る
未
遂
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る（
純
主
観
的
規
準
）。
後
者
は
失
効
未
遂
で
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は
あ
る
が
、
失
策
未
遂
で
は

138
）

な
い
。
失
効
未
遂
と
失
策
未
遂
の
並
存
す
る
場
合
が
多
い
。
例
え
ば
、
金
庫
破
り
を
し
た
が
、
そ
れ
が
空
だ
っ

た
と
い
う
場
合
、
行
為
は
客
観
的
に
も
主
観
的
に
も
失
敗
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
失
策
未
遂
で
は
、
最
初
か
ら
結
果
の
発
生
が
あ
り
え
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
中
止
と
い
う
の
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
行
為
者
が
行
為
の
失
敗
を
認
識
せ
ず
、
結
果
発
生
を
阻
止
す
る

努
力
を
す
る
と
き
、
誤
想
中
止
の
成
立
が
考
え
ら
れ
る
（
本
章
五
参
照
）。

⑵

構
成
要
件
外
的
目
的
を
達
成
し
た
未
遂

行
為
者
が
、
未
必
の
故
意
で
実
行
行
為
を
し
た
が
、
自
分
の
主
目
的
（
構
成
要
件
外
的
目
的
）
は
達
成
し
た
と
考
え
、
そ
れ
以
上
に
実

行
行
為
を
続
行
し
て
既
遂
を
実
現
す
る
理
由
が
見
出
せ
な
く
な
っ
た
場
合
に
も
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
問
題
と

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
甲
は
、
乙
か
ら
強
奪
し
て
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
が
、
気
丈
な
乙
が
甲
を
追
跡
し
て
き
た
の
で
、
乙
を
追
っ
払
う
た

め
に
未
必
の
故
意
で
所
携
の
拳
銃
で
撃
っ
た
と
こ
ろ
、
弾
丸
は
乙
に
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
驚
い
た
乙
は
そ
れ
以
上
の
追
跡
を
し
て
こ
な

か
っ
た
の
で
、
甲
は
続
け
て
撃
た
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
が
問
題
と

139
）

な
る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
、
未
終
了
未
遂
の
要
件
で
あ
る
「
放
棄
」

が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者
は
自
分
の
行
為
の
失
敗
に
気
づ
く
が
、
さ
ら
に
行
為
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
、
行
為
の
続
行
を
放
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
失
効
未
遂
と
は
異
な
り
、
行
為
を
続
行
し
て
完
遂
す
る
こ
と
は

で
き
る
も
の
の
、
行
為
者
は
自
分
の
目
的
を
達
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
行
為
の
続
行
を
放
棄
し
た
と
は
い
え
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で

140
）

あ
る
。
故
意
の
面
か
ら
見
て
も
、
行
為
者
が
一
旦
目
的
を
達
成
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
未
必
の
故
意
は
消
失
す
る
の
で
あ
る
。
消
失
し
た

故
意
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き

141
）

な
い
。
甲
が
目
的
を
達
成
し
た
の
に
さ
ら
に
行
為
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で

の
未
遂
行
為
と
は
別
個
の
新
た
な
行
為
の
開
始
、
つ
ま
り
、「
非
追
跡
者
へ
の
射
撃
」
で
あ
る
。
甲
は
、「
新
た
な
、
異
な
っ
た
動
機
か
ら

決
意
」
を
し
て
、
行
為
を
す
る
こ
と
に

142
）

な
る
。
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ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
の
裁
判
例
に
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
外
的
目
的
を
達
成
し
た
場
合
に
つ
き
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
を
肯
定

し
た
も
の
と
否
定
し
た
も
の
と
が
あ
っ

143
）

た
が
、
一
九
九
三
年
の
大
刑
事
部
決
定
は
肯
定
説
を
明
確
に

144
）

し
た
。
甲
は
、
乙
を「
と
っ
ち
め
る
」

べ
く
同
人
の
上
腹
部
を
刃
物
で
刺
し
た
と
き
、
そ
れ
が
致
命
傷
に
な
り
う
る
こ
と
を
予
期
し
、
そ
れ
を
甘
受
し
た
が
、
甲
は
、
乙
を
と
っ

ち
め
る
と
い
う
目
的
を
達
成
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
乙
の
上
腹
部
か
ら
刃
物
を
抜
き
、
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
が
、
そ
の
際
、
甲
は
乙
の
傷

の
状
態
と
そ
の
驚
く
べ
き
冷
静
な
対
応
か
ら
、
命
に
か
か
わ
る
ほ
ど
で
は
な
い
と
考
え
、
実
際
、
乙
は
生
き
延
び
た
と
い
う
事
案
に
お
い

て
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
の
定
め
る
未
終
了
未
遂
の
中
止
の
成
立
要
件
で
あ
る
「
所
為
（T

at

）
の
放
棄
」
の
意
義
に
つ
い
て
、

「
事
柄
に
即
し
た
法
的
意
味
で
の
所
為
、
つ
ま
り
、
法
定
構
成
要
件
に
明
確
に
規
定
さ
れ
た
構
成
要
件
該
当
行
為
と
構
成
要
件
該
当
結
果
」

で
あ
る
と
論
じ
て
、「
行
為
者
は
、
構
成
要
件
外
的
目
的
を
達
成
し
た
の
で
、
行
為
を
続
け
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、
不
処
罰
と
な
る

未
終
了
未
遂
の
中
止
は
可
能
で
あ
る
」
と
説
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
う
い
っ
た
解
釈
は
形
式
的
に
過
ぎ
る
の
で
あ
っ

て
、
行
為
者
は
既
に
目
的
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
被
害
者
に
危
険
な
行
為
を
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら

な
る
行
為
が
無
意
味
な
と
き
、
行
為
の
放
棄
と
い
う
こ
と
も
な
い
と
の
批
判
が
可
能
で

145
）

あ
る
。
も
っ
と
も
、
本
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者

が
殺
人
未
遂
に
よ
っ
て
「
と
っ
ち
め
る
」
と
い
う
目
的
を
現
実
に
達
成
し
た
ど
う
か
確
信
が
も
て
な
い
と
き
、
行
為
者
に
は
放
棄
す
る
か

否
か
の
選
択
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え

146
）

よ
う
。

構
成
要
件
外
的
目
的
を
達
成
し
た
場
合
に
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
す
る
説
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
先
ず
、
最
適
化
論
（
参
照
、
注

143
③
）
が
あ
る
。
目
的
の
達
成
を
も
っ
と
確
実
に
実
現
で
き
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
う
し
な
か
っ
た
と
き
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ

き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
に
、
目
的
達
成
と
い
う
点
で
、
さ
ら
に
行
為
を
す
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
意
味
を
も
た
な
い
の
か
、

そ
れ
ほ
ど
意
味
を
も
た
な
い
の
か
、
最
適
の
目
的
達
成
な
の
か
普
通
の
目
的
達
成
な
の
か
の
区
別
は
恣
意
的
た
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
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指
摘
で
き
る
。
第
二
に
、
生
命
に
か
か
わ
る
行
為
を
続
行
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
行
為
者
の
得
よ
う
と
す
る
最
適
状
態
を
下
回
る
と
は
い

え
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
行
為
者
は
被
害
者
の
死
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
な
く
、
目
的
を
で
き
る
だ
け
殺
害
す
る
こ
と
な

く
達
成
し
た
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
ま
っ
た
く
必
要
の
な
い
致
死
行
為
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
に
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

目
的
達
成
の
た
め
に
さ
ら
に
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
が
必
要
な
と
き
に
、そ
れ
を
し
な
い
と
い
う
場
合
は
中
止
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
行
為
者
は
被
害
者
を
懲
ら
し
め
る
た
め
に
刃
物
で
突
い
た
が
、
想
定
外
に
も
被
害
者
の
腕
を
刺
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う

場
合
で
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）

あ
る
。

次
に
、
被
害
者
保
護
論
（
参
照
、
注
143
②
）
が
あ
る
。
上
記
の
一
九
九
三
年
の
大
刑
事
部
決
定
は
、「
行
為
者
が
事
前
の
行
為
目
的
を
既

に
達
成
し
て
い
る
場
合
で
も
、
被
害
者
に
は
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
う
る
、
…
…
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
は
そ
の
行
為
目
的

を
最
終
的
に
確
実
に
す
る
た
め
の
攻
撃
を
続
行
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
際
行
為
者
に
中
止
の
可
能
性
を
開
け
て
お
く
こ

と
は
、
実
行
開
始
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
た
法
益
の
保
護
に
役
立
つ
」
と
説
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
論
拠
の
説
得
性
も
乏
し
い
。

第
一
に
、「
行
為
目
的
を
最
終
的
に
確
実
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
「
行
為
目
的
の
最
適
化
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
は
上
記

の
批
判
が
妥
当
す
る
。
第
二
に
、「
行
為
目
的
を
最
終
的
に
確
実
に
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
犯
行
隠
蔽
殺
人
を
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、

被
害
者
以
外
に
他
の
証
人
が
い
な
い
と
い
う
場
合
の
ご
く
一
部
に
お
い
て
の
み
隠
蔽
殺
人
は
可
能
で
あ
り
、
被
害
者
保
護
は
限
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
、
構
成
要
件
外
的
目
的
を
達
成
し
た
場
合
に
、
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
し
た
と
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
場
合
に
処

罰
さ
れ
な
い
こ
と
を
事
前
に
知
っ
て
い
る
行
為
者
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
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な
い
。
さ
ら
に
、
次
の
指
摘
も
重
要
で
あ
る
。「
不
処

罰
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
行
為
者
に
犯
行
隠
蔽
殺
人
を
止
め
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
、
個
々
の
被
害
を
被
っ
た

者
の
た
め
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
の
不
処
罰
の
提
供
が
そ
も
そ
も
こ
れ
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
る
が
。
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し
か
し
、
被
害
者
の
殺
害
を
最
終
目
的
と
し
て
で
な
く
、
せ
い
ぜ
い
中
間
目
的
又
は
副
次
効
果
と
し
て
甘
受
す
る
行
為
者
を
、
犯
行
隠
蔽

殺
人
を
断
念
し
た
限
度
で
、
は
じ
め
か
ら
未
遂
の
廉
で
の
可
罰
性
の
危
険
か
ら
免
れ
さ
せ
る
と
き
、
そ
れ
は
将
来
の
全
て
の
被
害
者
の
た

め
に
な
ら
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な
い
」。

最
後
に
、
目
的
故
意
犯
と
の
比
較
論
（
参
照
、
注
143
②
）
が
あ
る
。
行
為
者
は
、
殺
人
の
目
的
故
意
で
被
害
者
を
一
突
き
し
た
が
、
そ

れ
で
は
ま
だ
殺
害
に
十
分
で
な
い
の
に
、
行
為
の
続
行
を
止
め
た
と
き
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
が
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
目
的
故

意
よ
り
も
非
難
の
軽
い
未
必
の
故
意
の
場
合
、
中
止
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
辻
褄
が
合
わ
な
い
と
い
う
の
で
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あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

論
拠
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
第
一
に
、
中
止
犯
の
性
質
上
、
射
程
距
離
の
広
い
目
的
を
も
っ
て
い
る
者
は
、
目
的
を
既
に
達
成
し
た
者

よ
り
も
よ
り
長
時
間
に
わ
た
っ
て
引
き
下
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
即
座
に
可
能
な
目
的
の
達
成
を
任
意
に

断
念
す
る
目
的
故
意
犯
に
だ
け
、
行
為
決
意
の
修
正
、「
減
退
」、「
合
法
性
へ
の
回
帰
」と
い
う
こ
と
が
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ

が
中
止
犯
の
成
立
を
正
当
化
す
る
の
で
あ
る
。
未
必
の
故
意
で
行
為
す
る
者
が
構
成
要
件
外
的
目
的
を
全
面
的
に
達
成
し
た
と
き
、
そ
う

い
う
こ
と
は
云
え
な
い
の
で
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あ
る
。

三

未
終
了
未
遂
（
着
手
未
遂
）
と
終
了
未
遂
（
実
行
未
遂
）
の
区
別

⑴

概
説

未
終
了
（
着
手
）
未
遂
（U

nbeendeter V
ersuch

）
と
終
了
（
実
行
）
未
遂
（B

eendeter V
ersuch

）
と
い
う
概
念
は
刑
法
典
上

用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
中
止
犯
の
成
立
要
件
と
関
係
し
て
、
判
例
・
学
説
に
お
い
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
犯
罪
を
「
中
止
し

た
」（
刑
法
第
四
三
条
）
と
い
う
の
に
は
二
つ
の
形
態
、
つ
ま
り
、「
放
棄
」
と
「
阻
止
」
が
あ
る
。
中
止
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
実
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行
行
為
が
ま
だ
終
了
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
失
効
未
遂
で
な
い
限
り
、「
放
棄
」
と
い
う
不
作
為
で
足
り
る
が
（
未
終
了
未
遂
の
中
止
）、

実
行
行
為
が
終
了
し
て
い
る
場
合
に
は
、
結
果
発
生
を
「
阻
止
」
す
る
と
い
う
積
極
的
行
為
（
作
為
）
が
必
要
で
あ
る
（
終
了
未
遂
の
中

止
）。
こ
の
違
い
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
前
者
の
未
遂
を
未
終
了
未
遂
と
呼
ば
れ
、
後
者
の
未
遂
が
終
了
未
遂
と
呼
ば
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れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
の
成
立
要
件
は
終
了
未
遂
の
中
止
犯
の
成
立
要
件
ほ
ど
厳
格
で
な
い
。

わ
が
国
で
は
、
従
前
、
大
別
し
て
、
主
観
説
、
修
正
主
観
説
、
客
観
説
及
び
折
衷
説
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
主

153
）

観
説
は
、
行
為
者
の
実

行
行
為
の
開
始
時
点
に
お
け
る
表
象
を
規
準
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
行
為
者
が
一
発
の
発
砲
で
殺
害
す
る
つ
も
り
の
と
き
、
現
実

に
被
害
者
に
当
た
っ
た
か
否
か
に
関
係
な
く
、
そ
れ
で
実
行
行
為
は
終
了
す
る
。
そ
こ
で
、
①
ａ
被
害
者
に
当
た
ら
な
か
っ
た
と
き
、
行

為
者
が
さ
ら
に
二
発
目
を
撃
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
結
果
の
発
生
を
「
阻
止
」
す

る
行
為
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
中
止
未
遂
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
①
ｂ
弾
丸
が
当
た
っ
た
と
き
、

手
当
て
を
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
結
果
の
発
生
を
「
阻
止
」
す
る
行
為
を
す
る
と
、
中
止
未
遂
の
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
②
行
為
者

が
行
為
の
開
始
時
に
、
一
発
で
な
く
、
二
発
撃
つ
つ
も
り
の
と
き
、
一
発
撃
っ
た
だ
け
で
は
、
実
行
未
遂
と
な
ら
ず
、
着
手
未
遂
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
②
ａ
一
発
目
が
あ
た
ら
な
っ
た
と
き
、
二
発
目
を
撃
つ
の
を
止
め
る
と
、
中
止
未
遂
と
な
り
、
②
ｂ
一
発
目
が
当
た
っ
た
と
き
、

た
ま
た
ま
第
三
者
が
結
果
の
発
生
を
妨
げ
、
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
二
発
目
を
撃
た
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で

中
止
未
遂
と
な
る
。
し
か
し
、
本
説
は
支
持
し
が
た
い
。
先
ず
、
①
ａ
の
場
合
、
中
止
未
遂
に
な
ら
な
い
が
、
②
ｂ
の
場
合
、
中
止
未
遂

に
な
る
と
い
う
の
は
奇
妙
で
あ
る
し
、
次
に
、
①
ｂ
の
場
合
、
中
止
未
遂
に
な
る
が
、
①
ａ
の
場
合
、
中
止
未
遂
に
な
ら
な
い
の
に
、
①

ｂ
の
場
合
、
中
止
未
遂
に
な
る
と
い
う
の
も
奇
妙
な
こ
と
だ
か
ら
で
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あ
る
。
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修
正
主

155
）

観
説
は
、
基
本
的
に
は
主
観
説
に
基
づ
く
が
、
そ
れ
を
部
分
的
に
修
正
す
る
。
実
行
行
為
が
完
了
し
た
か
ど
う
か
は
主
観
的
に

決
す
べ
き
で
あ
る
が
、
結
果
発
生
の
危
険
が
既
に
生
じ
た
以
上
、
行
為
者
が
そ
の
予
定
の
行
為
を
完
了
し
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
で
、

実
行
行
為
は
完
了
し
た
も
の
と
す
る
。
上
記
の
主
観
説
②
ｂ
の
場
合
、
一
発
目
で
結
果
発
生
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
以
上
、
行
為
者
が
予

定
の
二
発
目
を
発
射
し
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
で
、
実
行
行
為
は
完
了
し
た
も
の
と
す
る
。
本
説
も
支
持
し
が
た
い
。
上
記
主
観
説
①

ａ
の
場
合
に
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
な
い
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

客
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観
説
は
、
着
手
未
遂
の
場
合
、
事
後
の
行
為
を
し
な
い
だ
け
で
中
止
未
遂
に
な
る
が
、
終
了
未
遂
は
障
害
未
遂
に
ほ
か
な
ら
ず
、
中

止
犯
成
立
の
余
地
は
な
い
。
終
了
未
遂
に
い
う
「
終
了
」
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
連
発
銃
を
使

用
し
て
殺
人
を
企
て
る
と
き
、
①
最
初
の
一
弾
を
発
射
し
て
命
中
せ
ず
、
殺
意
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
き
、
人
を
殺
す
に
足
る
行
為
を
為
し

終
わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
時
す
で
に
行
為
は
終
了
未
遂
に
達
し
て
お
り
、
中
止
犯
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
②
そ
れ
が
当
た
っ

た
と
き
、
結
果
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
の
行
為
を
す
れ
ば
、
そ
れ
は
本
来
の
中
止
犯
と
は
い
え
な
い
が
、
本
来
の
中
止
犯
に
比
し
て
遜
色
あ

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
例
外
的
に
、
中
止
犯
の
類
推
適
用
を
認
め
る
。
本
説
も
支
持
し
が
た
い
。
①
の
場
合
、
行
為
者
が
二
発
目
を
撃

つ
こ
と
が
で
き
る
し
、
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
止
め
た
と
き
に
ま
で
中
止
未
遂
を
認
め
な
い
の
は
厳
格
に
過
ぎ
る
。

折
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衷
説
は
、
実
行
行
為
は
、
主
観＝

客
観
の
全
体
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
終
了
時
期
も
、
実
行
行
為
の
主
観
・
客
観
の

両
側
面
を
総
合
的
に
考
量
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
。
連
発
銃
を
使
用
し
て
殺
人
を
企
て
る
と
き
、
①
一
発
目
が
被
害
者
に
命

中
し
た
と
き
、
積
極
的
に
結
果
を
防
止
す
る
行
為
の
な
い
か
ぎ
り
、
中
止
犯
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
②
一
発
目
が
命
中
し
な
か
っ
た
と
き
、

二
発
目
の
発
射
が
客
観
的
に
可
能
で
あ
り
、
し
か
も
、
行
為
者
が
主
観
的
に
こ
れ
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
発
目
を
発
射
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し
な
か
っ
た
と
き
、
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
。
本
説
に
は
、
①
の
場
合
、
弾
丸
の
命
中
に
よ
る
結
果
発
生
の
可
能
性
に
関
す
る
行
為
者
の

認
識
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
の
か
不
明
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

以
上
の
学
説
に
対
し
、
近
時
は
、
未
遂
の
形
態
と
中
止
行
為
の
形
態
を
連
動
さ
せ
ず
に
論
ず
る
説
（
新
客
観
説
と
呼
ば
れ
る
）
が
展
開

さ
れ
る
よ
う
に
な
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っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
中
止
行
為
と
し
て
単
な
る
不
作
為
で
足
り
る
か
、
そ
れ
と
も
積
極
的
な
作
為
が
要
求
さ
れ
る

か
の
問
題
は
、
実
行
行
為
の
終
了
時
期
は
い
つ
か
の
問
題
と
位
相
を
異
に
し
、
中
止
行
為
が
不
作
為
で
足
り
る
か
作
為
を
要
す
る
か
の
問

題
は
、
結
果
発
生
に
向
け
て
因
果
経
過
が
進
行
を
開
始
し
た
か
ど
う
か
に
関
係
す
る
の
で
、
実
行
行
為
の
終
了
時
期
は
い
つ
か
を
区
別
す

る
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
結
果
の
発
生
に
向
け
て
因
果
の
経
過
が
ま
だ
進
行
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、
実
行
行
為
を
中
止

す
れ
ば
中
止
行
為
と
な
る
の
に
対
し
、
既
に
進
行
を
開
始
し
て
い
る
と
き
は
、
作
為
に
よ
る
結
果
防
止
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
説

に
よ
れ
ば
、
終
了
不
能
未
遂
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
因
果
関
係
が
進
行
し
え
な
い
場
合
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か
判
然
と
し
な
い
。
む
し
ろ
、

未
遂
犯
の
成
立
を
前
提
と
す
る
中
止
未
遂
の
成
立
に
は
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
任
意
の
放
棄
で
足
り
る
場
合
の
未
遂
の
形
態
（
未
終
了

未
遂
）
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
、
任
意
の
放
棄
で
は
足
り
ず
、
結
果
発
生
の
阻
止
が
要
求
さ
れ
る
場
合
の
未
遂
の
形
態
（
終
了
未
遂
）

と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
を
行
為
者
の
視
点
か
ら
論
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
区
別
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
は
行
為
者
の

表
象
（
主
観
的
規
準
）
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
未
遂
事
象
の
客
観
的
段
階
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
未
遂
犯

の
成
立
要
件
で
あ
る
実
行
行
為
も
実
行
行
為
に
接
着
す
る
行
為
も
行
為
者
の
具
体
的
犯
行
計
画
を
基
礎
に
し
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、

そ
う
す
る
と
、
任
意
の
放
棄
で
足
り
る
未
終
了
未
遂
と
結
果
発
生
の
阻
止
が
要
求
さ
れ
る
終
了
未
遂
の
区
別
も
行
為
者
の
表
象
が
規
準
と
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159
）

な
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
自
分
の
考
え
で
は
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
ま
だ
す
べ
て
為
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
っ

て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
の
誤
信
は
意
味
を
も
た
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
、
既
に
既
遂
を
も
た

ら
す
べ
く
す
べ
て
の
こ
と
を
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
し
て
も
自
分
が
さ
ら
に
行
為
を
し
な
く
と
も
実
現
す
る
と
考
え
て
い
る
と

き
、
そ
れ
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
認
識
の
あ
る
行
為
者
に
だ
け
中
止
行
為
と
し
て
何
を
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
が
分
か
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
行
為
者
の
誤
信
は
意
味
を
も
た
な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
ま
だ
点
火
装
置
を
起
動
さ
せ
て
い
な
い
時
限
爆
弾
を
そ
れ

と
知
り
な
が
ら
仕
掛
け
る
と
き
、
そ
れ
は
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
、
点
火
装
置
を
既
に
起
動
さ
せ
た
と
誤
信

し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。
又
、
行
為
者
が
点
火
装
置
を
起
動
さ
せ
た
こ
と
を
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
仕
掛
け
る
と
き
、

終
了
未
遂
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
点
火
装
置
を
ま
だ
起
動
さ
せ
て
い
な
い
と
誤
信
し
て
い
る
と
き
、
こ
れ
は
未
終
了
未
遂

で

160
）

あ
る
。

⑵

行
為
者
の
表
象
時
点

行
為
者
の
表
象
が
規
準
と
な
る
に
し
て
も
、
い
か
な
る
時
点
の
行
為
者
の
表
象
を
規
準
と
す
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
射

撃
と
か
殴
打
と
か
い
っ
た
行
為
で
は
、
最
初
の
一
撃
の
後
に
初
め
て
そ
の
効
果
を
正
し
く
評
価
で
き
る
の
で
、
こ
う
い
っ
た
場
合
に
問
題

と
な
る
。
未
遂
行
為
開
始
時
点
で
の
行
為
者
の
表
象
を
規
準
（
犯
行
計
画
規
準
説
な
い
し
犯
行
計
画
視

161
）

座
説
）
と
す
る
の
か
、
全
体
的
考

察
説
に
立
脚
し
て
、
行
為
者
の
表
象
に
よ
れ
ば
最
後
と
な
る
実
行
行
為
の
終
了
な
い
し
打
ち
切
り
時
点
で
の
行
為
者
の
考
え
を
規
準
（
行

為
一
体
説
な
い
し
中
止
視

162
）

座
説
）
と
す
る
の
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

行
為
者
が
、
当
初
、
自
分
の
行
為
で
は
ま
だ
構
成
要
件
の
実
現
に
は
至
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
が
、
実
行
し
て
か
ら
、
そ
れ
が
誤
り
で
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あ
り
、
自
分
が
さ
ら
に
行
為
を
し
な
く
と
も
構
成
要
件
の
実
現
に
は
十
分
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
と
き
、
当
初
は
未
終
了
未
遂
と
判
断
さ

れ
た
行
為
が
、
行
為
者
の
表
象
の
変
化
後
は
終
了
未
遂
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
は
見
解
の
一
致
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
が
結
果
発

生
を
回
避
す
る
た
め
の
積
極
的
行
為
を
す
る
と
き
、
中
止
犯
が
成
立
す
る
。
犯
行
計
画
規
準
説
も
こ
の
場
合
を
例
外
的
に
終
了
未
遂
と
す

る
。
例
え
ば
、
甲
は
、
二
日
連
続
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
定
量
の
毒
物
を
乙
に
飲
ま
せ
殺
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
一
回
分
だ
け
で
は
致
死
量
に

足
り
ず
、
二
回
あ
い
ま
っ
て
致
死
量
に
達
す
る
と
考
え
て
い
た
が
、
実
際
に
は
、
乙
に
一
回
目
の
毒
を
飲
ま
せ
た
だ
け
で
そ
の
効
果
が
強

力
で
致
死
に
は
十
分
で
あ
る
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
終
了
未
遂
で

163
）

あ
る
。

見
解
が
分
か
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
、
当
初
、
一
回
の
行
為
（
一
回
の
発
砲
、
一
回
の
殴
打
）
だ
け
で
構
成
要
件
は
実
現
す
る
と
考
え

た
が（
少
な
く
と
も
真
剣
に
可
能
と
考
え
、
そ
れ
を
認
容
す
る
）、
そ
の
後
、
こ
の
行
為
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
と
認
識
す
る
に
至
っ
た
が
、

見
合
わ
せ
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
犯
行
計
画
規
準
説
で
は
、
犯
行
計
画
に
見
合
う
こ
と
は
全
て
行
っ
て
い
る
の
で
、
終
了
未
遂
（
失
効

未
遂
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
中
止
未
遂
は
認
め
ら
れ

164
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
一
体
説
で
は
、
未
遂
が
失
敗
し
た
と
い
う
認
識
が

あ
る
と
、
未
終
了
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
当
初
の
犯
行
計
画
の
範
囲
内
で
さ
ら
に
行
為
を
す
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ

れ
以
後
の
実
行
行
為
を
放
棄
す
る
だ
け
で
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に

165
）

な
る
。

犯
行
計
画
規
準
説
は
、
終
了
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
、
行
為
の
着
手
の
時
点
で
既
遂
の
効
果
を
も
た
ら
す
と
考
え

る
行
為
を
行
な
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者
が
、
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
は
数
度
の
行
為
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
が
、
最
初
の
行
為
で
も
っ
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
こ
と
を
認
容
す
る
と
き
で
も
、
未
終
了

未
遂
を
認
め
、
さ
ら
な
る
行
為
を
し
な
い
だ
け
で
中
止
犯
を
認
め
て
優
遇
す
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
行
為
者
に
構
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成
要
件
を
実
現
す
る
た
め
の
さ
ら
な
る
行
為
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
き
、
行
為
者
が
こ
れ
を
認
識
し
た
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、

行
為
者
が
優
遇
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

166
）

る
と
。
そ
う
す
る
と
、
未
終
了
未
遂
の
成
立
は
、
行
為
者
が
、
行
為
を
す
る
に
当
た
っ
て
、
自

分
の
さ
ら
な
る
行
為
が
な
く
と
も
、
構
成
要
件
を
実
現
し
う
る
行
為
と
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
甘
受
し
な
い
場
合
に
限
定
さ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
殺
人
の
故
意
で
発
砲
し
た
が
相
手
に
当
た
ら
ず
、
行
為
者
が
こ
の
事
に
気
づ
く
と
き
、
行
為
者
が
一
回
で
殺
そ
う
と
し
た

の
か
、
必
要
な
だ
け
発
砲
し
て
殺
そ
う
と
し
た
の
か
と
は
関
係
な
く
、
終
了
未
遂
で
あ
り
、
し
か
も
失
効
未
遂
で
あ
る
か
ら
、
中
止
犯
は

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で

167
）

あ
る
。
本
説
は
、
行
為
一
体
説
を
、
用
意
周
到
な
行
為
者
や
良
心
の
呵
責
を
感
じ
な
い
行
為
者
を
優
遇
す
る

も
の
だ
と
批
判

168
）

す
る
。

し
か
し
、
犯
行
計
画
規
準
説
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
は
じ
め
か
ら
様
々
な
可
能
性
を
考
慮
し
て
行
為
を
す
る
思
慮
深
い

者
の
方
が
た
っ
た
一
回
き
り
の
行
為
し
か
計
画
し
て
い
な
い
単
純
な
者
よ
り
も
有
利
な
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
行
為
者

が
毒
を
盛
っ
た
飲
み
物
で
殺
害
で
き
る
と
思
っ
て
実
行
し
た
が
、予
期
に
反
し
て
そ
の
量
で
は
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
き
、

そ
し
て
、
ま
だ
手
元
の
毒
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
用
い
ず
、
そ
れ
以
上
の
行
為
を
し
な
い
と
き
、
こ
れ
を
終
了
未
遂
（
失
効
未
遂
）
と
捉
え

て
一
切
中
止
犯
の
成
立
の
可
能
性
を
認
め
な
い
の
は
厳
し
す
ぎ
る
。

結
果
発
生
へ
の
経
路
を
支
配
し
て
お
り
、
さ
ら
に
行
為
を
継
続
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
結
果
発
生
が
妨
げ
ら
れ
る
と
き
、
全
体
的
に
考

察
し
て
未
終
了
未
遂
を
広
く
認
め
る
行
為
一
体
説
が
妥
当
で
あ
る
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
実
行
行
為
と
、
結
果
を
発
生
さ
せ

る
た
め
の
可
能
な
さ
ら
な
る
行
為
と
は
自
然
的
行
為
一
体
（
時
間
的
・
空
間
的
に
密
接
な
連
関
）
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
最
後
の
実

行
行
為
と
直
接
接
す
る
行
為
の
継
続
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で

169
）

あ
る
。
最
後
の
実
行
行
為
と
そ
の
後
の
行
為
の
間
に
時
間
的

170
）

間
𨻶
が
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あ
る
と
き
、
自
然
的
行
為
一
体
性
は
欠
如
す
る
の
で
、
そ
れ
は
失
効
未
遂
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
最
後
の
実
行
行
為
を
し
た
後
、

結
果
を
生
じ
さ
せ
る
た
め
に
犯
行
現
場
を
離
れ
て
別
の
凶
器
を
入
手
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
場
合
、
自
然
的
行
為
一
体
性
は
欠

如
す
る
。
主
観
的
に
は
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
を
止
め
た
時
点
に
お
け
る
結
果
発
生
の
可
能
性
に
関
す
る
行
為
者
の
表
象
、
つ
ま
り
、
さ
ら

に
行
為
を
す
べ
き
か
否
か
に
関
す
る
判
断
時
点
の
行
為
者
の
表
象
が
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
区
別
の
規
準
と
な
る
。
行
為
者
は
こ
の

時
点
で
既
に
行
な
っ
た
こ
と
の
効
果
に
関
す
る
判
断
を
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
決
定
的
な
の
は
危
険
意
識
で
あ
る
。
行
為

者
が
、
最
後
の
実
行
行
為
の
終
了
後
、
被
害
者
に
は
ま
だ
結
果
が
生
じ
得
な
い
と
考
え
る
と
き
、
こ
の
危
険
意
識
が
欠
如
す
る
の
で
、
こ

れ
は
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
は
、
当
初
、
一
発
で
銃
殺
で
き
る
と
思
っ
て
撃
っ
た
が
、
被
害
者
は
負
傷
し
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
と
か
、
被
害
者
に
命
中
し
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
殺
害
に
必
要
な
射
撃
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
こ
れ
は
未
終

了
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
は
当
初
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
実
行
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ

る（
継
続
意
識
）。
行
為
者
は
さ
ら
に
行
為
を
し
な
け
れ
ば
結
果
の
発
生
が
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

171
）

な
い
。
上
記
の
毒
薬

事
例
で
も
、
行
為
者
が
そ
れ
以
上
の
毒
薬
投
与
を
し
な
い
と
き
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立
し

172
）

う
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
に
危
険

173
）

意
識
が
あ
る
と
き
、
そ
れ
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
が
、
最
後
の
実
行
行
為
を
終
え
た
後
で
、

さ
ら
に
実
行
行
為
を
し
な
く
と
も
既
に
そ
れ
ま
で
の
実
行
行
為
に
因
っ
て
被
害
者
に
損
害
の
発
生
す
る
可
能
性
が
ほ
ど
遠
い
も
の
と
は
い

え
な
い
と
考
え
て
い
る
と
き
、
危
険
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
が
、
被
害
者
を
刃
物
で
刺
し
た
後
、
被
害
者
に
致
命
傷
を

与
え
た
と
予
期
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
十
分
で
な
い
。
む
し
ろ
、
決
定
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
行
為
者
は
、「
被
害
者
が

負
傷
に
耐
え
ら
れ
ず
に
死
ぬ
の
は
当
然
だ
と
の
認
識
が
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で

174
）

あ
る
。
そ
の
際
、
行
為
者
は
、
結
果
の
発
生
に
つ
い
て

故
意
を
有
し
て
い
る
必
要
は

175
）

な
い
。
行
為
者
が
実
際
に
は
行
為
の
不
適
格
で
あ
る
こ
と
を
誤
信
し
て
結
果
の
発
生
を
可
能
と
考
え
る
と
き
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も
終
了
未
遂
で

176
）

あ
る
。
行
為
者
が
最
後
の
実
行
行
為
を
し
た
後
で
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
「
じ
っ
く
り
考
え
な
い
」
と
き
が
問
題
と
な
る
。

こ
う
い
っ
た
場
合
、
行
為
者
は
結
果
の
発
生
、
不
発
生
の
両
方
の
可
能
性
を
考
え
て
い
た
、
つ
ま
り
、
両
方
と
も
甘
受
し
て
い
る
と
云
え

る
。
行
為
者
が
自
分
の
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
お
よ
そ
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
非
現
実
的
で
あ
る
。
行
為
者
に
は
結
果
が
ど

う
な
る
の
か
に
関
し
て
無
関
心
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
無
関
心
な
態
度
を
示
す
行
為
者
は
両
方
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
終
了
未
遂
を
基
礎
付
け
る
の
で

177
）

あ
る
。

上
記
の
毒
薬
事
例
で
は
、
重
畳
的
に
効
力
を
発
揮
し
て
結
果
の
発
生
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
異
な
っ
て
、
複
数
の
行
為
の
う

ち
、
ど
れ
か
一
つ
で
も
単
独
で
結
果
を
招
来
さ
せ
う
る
場
合
、
例
え
ば
、
六
発
の
弾
丸
を
装
塡
し
た
回
転
弾
倉
式
拳
銃
で
射
殺
し
よ
う
と

す
る
が
、
必
要
と
あ
ら
ば
六
発
を
撃
つ
も
り
の
行
為
者
が
、
一
発
発
射
し
た
が
標
的
に
当
た
ら
ず
、
続
い
て
も
う
一
発
発
射
し
た
と
い
う

場
合
、
犯
行
計
画
規
準
説
か
ら
は
終
了
未
遂
（
失
効
未
遂
）
で
中
止
犯
が
成
立
し
な
い
が
、
行
為
一
体
説
か
ら
は
、
行
為
者
が
二
回
目
の

発
射
の
後
、
ま
だ
結
果
を
招
来
し
う
る
と
考
え
な
が
ら
、
次
の
行
為
を
放
棄
す
る
と
き
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立

178
）

す
る
。
被
害
者

に
ガ
ソ
リ
ン
を
浴
び
せ
て
焼
殺
し
よ
う
と
し
た
が
失
敗
し
、
首
を
絞
め
始
め
る

179
）

と
か
、
バ
ル
コ
ニ
ー
か
ら
突
き
落
と
し
て
殺
そ
う
と
し
た

が
失
敗
し
、
転
落
し
た
歩
道
の
プ
レ
ー
ト
に
頭
を
打
ち
付
け
て
殺
そ
う
と
す
る
と
い
っ
た

180
）

場
合
も
行
為
者
の
最
後
の
行
為
時
点
に
お
け
る

表
象
が
規
準
と
な
る
。
行
為
の
一
体
性
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
と
そ
の
後
の
行
為
と
が
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が

181
）

必
要
だ
と
す

る
の
は
形
式
に
過
ぎ
る
。
極
端
な
場
合
、
一
発
の
弾
丸
し
か
装
塡
さ
れ
て
い
な
い
拳
銃
で
撃
ち
損
ね
た
の
で
、
所
携
の
短
刀
で
殺
す
こ
と

が
で
き
た
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う
と
き
、
こ
の
手
段
の
差
異
を
過
大
評
価
す
べ
き
で
な
い
。
同
種
の
凶
器
を
用
い
て
犯
行
を
続
け

る
の
を
放
棄
す
る
者
だ
け
に
中
止
未
遂
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
、
異
種
の
、
既
遂
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
適
し
た
凶
器
を
用
い
て
現
実
に
犯

行
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
そ
れ
を
放
棄
す
る
者
に
は
中
止
未
遂
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で

182
）

あ
る
。
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も
っ
と
も
、
行
為
者
が
そ
れ
ま
で
の
行
為
で
は
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
手
持
ち
の
他
の
手
段
を
見
合
わ
せ

た
と
い
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
後
者
の
手
段
が
発
見
さ
れ
る
危
険
性
が
高
く
、
そ
れ
を
用
い
る
の
が
適
切
で
は
な
い
と
き
、
行
為
一
体
性

は
否
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
注
意
深
い
行
為
者
が
使
用
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
の
難
し
い
毒
物
を
利
用
し
て
殺
害
し
よ
う
と
し
て
失

敗
し
、
た
ま
た
ま
そ
ば
に
あ
っ
た
パ
ン
切
り
包
丁
を
用
い
て
殺
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
こ
れ
が
用
い
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
秘
か
に
事
を
運
ぶ
」
と
い
う
行
為
一
体
性
が
破
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
失
効
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限

り
で
、
行
為
者
の
犯
行
計
画
が
意
味
を
も
つ
こ
と
に

183
）

な
る
。

確
固
た
る
犯
行
計
画
が
存
在
し
、
行
為
者
が
犯
行
開
始
時
に
既
遂
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
は
全
部
終
え
た
と
考
え
て
い
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
事
情
は
異
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
未
遂
が
終
了
か
未
終
了
か
は
行
為
開
始
時
の
犯
行
計
画
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は
な
く
、

最
後
の
実
行
行
為
を
終
え
た
後
の
行
為
者
の
表
象
に
よ
っ
て
決
ま
る
か
ら
で

184
）

あ
る
。
行
為
者
が
、
後
者
の
時
点
に
お
い
て
、
当
初
の
計
画

は
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
行
為
を
続
け
な
け
れ
ば
結
果
は
発
生
し
な
い
と
考
え
直
す
と
き
、
こ
の
修
正
さ
れ
た
表
象
が
規

準
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
行
為
者
が
さ
ら
に
行
為
を
続
け
な
い
と
き
も
、
そ
れ
は
未
終
了
未
遂
で

185
）

あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
は
、
殺
害
目

的
で
拳
銃
を
撃
っ
た
と
こ
ろ
、
撃
た
れ
た
被
害
者
が
思
い
が
け
ず
立
ち
上
が
っ
た
た
め
、
殺
す
た
め
に
は
さ
ら
に
撃
た
ね
ば
な
ら
な
い
と

考
え
た
場
合
で

186
）

あ
る
。
但
し
、
行
為
者
が
実
行
行
為
を
終
え
た
時
点
で
、
当
初
の
計
画
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
行
為
を

続
け
な
け
れ
ば
結
果
は
発
生
し
な
い
と
考
え
直
す
と
き
で
も
、
中
間
休
止
が
必
要
な
場
合
は
失
効
未
遂
で

187
）

あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
、
犯
行
計
画
を
実
行
に
移
し
、
実
行
行
為
に
出
た
が
、
そ
の
最
後
の
行
為
時
に
結
果
発
生
の
可
能
性
は
ま

だ
な
い
と
考
え
た
が
、
そ
の
直
後
に
そ
れ
ま
で
の
行
為
で
も
結
果
を
招
来
し
う
る
と
考
え
を
改
め
た
場
合
も
修
正
さ
れ
た
表
象
が
規
準
と
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な
り
、
こ
れ
は
終
了
未
遂
で

188
）

あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
は
、
当
初
の
計
画
通
り
に
は
か
ど
っ
て
い
な
い
こ
と
や
計
画
を
実
現
す
る
上
で

必
要
な
措
置
を
ま
だ
採
っ
て
い
な
い
こ
と
を
盾
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
規
準
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ま
で
の
行
為
で
結
果
を

発
生
さ
せ
う
る
と
い
う
行
為
者
の
認
識
で
あ
る
。
行
為
者
が
こ
の
時
点
で
結
果
の
発
生
を
意
欲
し
て
い
る
の
か
、
認
容
し
て
い
る
の
か
は

重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
既
に
実
行
に
移
さ
れ
た
構
成
要
件
的
故
意
が
存
在
し
続
け
て
い
る
か
否
か
は
重
要
で

189
）

な
い
。
例
え
ば
、
行
為
者

は
、
殺
人
の
故
意
で
被
害
者
の
左
胸
を
刺
し
た
が
、
ま
だ
致
命
傷
を
負
わ
せ
て
い
な
い
と
思
い
な
が
ら
背
を
向
け
た
が
、
そ
の
直
後
に
振

り
返
っ
て
見
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
倒
れ
る
様
を
見
て
、
致
命
傷
を
与
え
た
と
認
識
す
る
場
合
は
、
終
了
未
遂
で

190
）

あ
る
。

つ
づ
く
）
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R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 85 ff.;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16
13 ff.

99
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 13 f.;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 86;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 9.

100
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 13 f.;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 9.

101
）

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ー
ガ
ー
は
、
中
止
の
努
力
を
し
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
客
観
的
に
は
依
然
と
し
て
危
殆
化
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
危
殆
化
減
退

を
主
観
的
規
準
で
判
断
す
べ
き
で
な
く
、
客
観
的
事
態
に
合
わ
せ
る
べ
き
と
す
る
。
例
え
ば
、
①
行
為
者
は
、
実
際
に
は
致
死
量
の
毒
を
、
毒
殺
に
は
ま
だ

十
分
で
な
い
量
だ
と
思
っ
て
投
与
し
た
が
、
そ
れ
以
上
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
と
き
、
治
療
が
功
を
奏
し
て
行
為
者
は
死
亡
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
で
も
、

中
止
未
遂
は
認
め
ら
れ
ず
、
可
罰
的
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
が
現
実
の
危
殆
化
減
退
を
成
し
遂
げ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
文
の
例
の
よ
う
に
、

②
行
為
者
が
実
際
に
は
弾
丸
の
装
塡
さ
れ
て
い
る
拳
銃
を
も
う
撃
ち
つ
く
し
た
と
考
え
て
い
る
場
合
、
行
為
者
は
危
殆
化
を
客
観
的
に
は
消
滅
さ
せ
た
の
で

中
止
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
任
意
の
中
止
と
は
い
え
な
い
の
で
、
や
は
り
可
罰
的
未
遂
が
成
立
す
る
。Ja

g
er
,
(F
n
.
47.
D
er R

u
ck
tritt),

66 f.

本
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説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
。
①
の
例
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
が
、
終
了
未
遂
に
つ
い
て
、
行
為
者
と

は
関
係
な
く
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
行
為
者
の
真
摯
な
努
力
が
あ
れ
ば
中
止
未
遂
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
未
終
了
未
遂
に
つ
い

て
は
こ
れ
と
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
の
は
理
解
し
が
た
い
。
②
の
例
に
関
し
て
は
、
行
為
者
は
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
危
殆
化
減
退
を
実
現
さ
せ
る
つ
も
り
は
ま
っ
た
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
止
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。V

g
l.
R
o
xin
,

(F
n
.
12),

30 R
n 40 ff.

102
）

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n 1272.

103
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 86;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 9;

H
.
F
u
ch
s,
Ö
sterreich

isch
es S
tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,
2008,

31.
K
a
p R
n 23.

斉
藤
誠
二
『
特
別
講
義

刑
法
』
一
九
九
一
年
・
一
六
七
頁
。

104
）

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n 1280;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 89;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 9.

105
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 14;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 89;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 9;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 136.

連
邦
通
常
裁
判
所
（B

G
H
S
t 39,244 ff.

）
は
、
強
姦
未
遂
の
段
階
で
被
害
者
が
う
わ
べ
だ
け
の
同
意
を
与
え
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
見
せ
か
け
の

同
意
は
無
効
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
後
の
性
交
は
客
観
的
に
は
強
姦
で
あ
る
が
、
行
為
者
は
同
意
が
あ
る
と
誤
信
し
た
の
で
、
性
行
為
の
時
点
に
は
故
意
が
な

く
、
強
姦
既
遂
は
成
立
せ
ず
、
強
姦
未
遂
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
が
、
失
効
未
遂
の
事
例
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
は
、「
事
実
の
領
域
で
障
害
が
あ
る

と
き
、
行
為
者
に
は
、
刑
法
第
二
四
条
が
前
提
と
す
る
、
獲
得
し
よ
う
と
す
る
結
果
を
見
込
ん
で
行
為
を
続
行
す
る
か
放
棄
す
る
か
の
選
択
可
能
性
が
な
い

が
、
法
的
障
害
の
場
合
に
は
こ
の
可
能
性
が
あ
る
。
強
姦
未
遂
の
被
害
者
が
、
行
為
者
の
意
図
し
た
性
交
に
真
摯
な
同
意
を
表
明
し
た
か
又
う
わ
べ
だ
け
の

同
意
を
表
明
し
た
と
き
、
行
為
者
は
｜

同
意
に
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
｜

そ
の
行
為
目
的
を
引
き
続
き
追
求
で
き
、
性
交
を
完
遂
で
き
る
」
の
で
あ
っ

て
、「
こ
れ
を
も
失
効
未
遂
と
い
う
の
は
語
義
か
ら
し
て
奇
異
な
こ
と
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
趣
旨
、K

u
d
lich
,
(F
n
.
38),
244 f.

し
か
し
、

こ
れ
に
は
、
正
当
に
も
、
本
事
案
は
失
効
未
遂
と
捉
え
ら
れ
べ
き
だ
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。
行
為
者
の
視
点
か
ら
は
、
構
成
要
件
的
結
果
を
招
来
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
強
姦
罪
の
構
成
要
件
的
結
果
は
「
性
行
為
そ
れ
自
体
」
で
は
な
く
、「
被
害
者
の
意
思
に
反
し
た
性
行
為
」
だ
か
ら
で
あ
る
。

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 91;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n 1281;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 14;

W
.
B
o
ttk
e,
M
isslu

n
g
en
er o

d
er

 
feh
lg
esch

la
g
en
er V

erg
ew
a
ltig
u
n
g
sv
ers u
ch b

ei irrig a
n
g
en
o
m
m
en
em
 
E
in
v
ersta

n
d
n
is?,
JZ 1994,

71 ff.,
75.

さ
ら
に
、
本
判
例
は
失
効

未
遂
を
否
定
し
て
、
任
意
の
中
止
未
遂
の
成
立
す
る
余
地
を
残
し
て
お
く
べ
き
刑
事
政
策
的
根
拠
を
次
の
よ
う
に
説
示
す
る
。「
行
為
者
は
自
分
の
行
為
計
画

を
同
意
と
は
関
係
の
な
い
理
由
か
ら
も
、
例
え
ば
、
羞
恥
心
や
悔
悟
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
法
に
誠
実
で
あ
る
基
盤
に
戻
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
う
い
っ
た
状
況
の
下
で
中
止
犯
と
し
て
不
処
罰
と
す
る
可
能
性
を
行
為
者
か
ら
奪
う
こ
と
は
、
刑
法
第
二
四
条
の
刑
事
政
策
的
目
的
設
定
と
調
和
し

未遂犯と中止犯 ⑺
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な
い
」。
こ
の
理
由
に
対
し
て
も
次
の
よ
う
な
批
判
が
加
え
ら
れ
る
。「
パ
ー
ト
ナ
ー
が
、
行
為
者
の
考
え
た
よ
う
に
、
性
交
を
切
望
し
て
い
る
と
き
、
性
交

を
『
羞
恥
心
や
悔
悟
』
か
ら
放
棄
す
る
き
っ
か
け
は
も
は
や
ま
っ
た
く
生
じ
な
い
。
行
為
者
が
誤
信
さ
れ
た
パ
ー
ト
ナ
ー
を
失
望
さ
せ
る
決
意
を
す
る
場
合

で
す
ら
、
強
姦
未
遂
の
中
止
が
あ
る
の
で
な
く
、
性
交
の
断
念
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
性
交
の
断
念
が
『
法
的
誠
実
』
を
証
明
し
て
い
る
と
し
、
行
為

者
の
先
行
し
た
性
的
暴
力
行
為
を
不
処
罰
と
す
べ
き
な
の
か
、
理
解
し
が
た
い
」。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 92.v

g
l.
L
ilie /
A
lb
rech
t.(F

n
.12),

24
 

R
n 138.

106
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 15;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 102;

B
a
u
er
,
(F
n
.
62),
202.

同
種
の
事
案
で
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（B

G
H
S
t 4,
56

）
は

任
意
性
を
否
定
し
て
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
。

107
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 104.

108
）

失
効
未
遂
の
事
案
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
事
案
と
し
て
、
高
松
高
判
昭
和
二
六
・
一
・
二
五
高
刑
特
一
七
・
一
〔
強
盗
を
企
て
た
者
が
、
予
期
に
反
し

て
奪
取
す
る
の
に
適
当
な
物
品
が
な
か
っ
た
の
で
、
提
供
さ
れ
た
現
金
を
受
領
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕。

B
G
H
S
t 13,

156

〔
行
為
者
が
「
な
か
ん
ず
く
現
金
を
盗
み
た
い
が
、
他
の
有
用
な
物
で
も
い
い
」
と
思
っ
て
い
た
が
、
現
金
を
見
つ
け
ら
れ
ず
、
写
真

機
と
外
套
を
取
っ
た
も
の
の
、
売
る
こ
と
が
難
し
い
と
か
不
都
合
な
事
態
の
生
ず
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
結
局
、
何
も
と
ら
ず
に
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
〕

に
つ
い
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
金
銭
が
本
質
的
要
素
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
関
し
て
は
失
効
未
遂
、
物
に
関
し
て
は
中
止
が
認
め
ら
れ
る
。R

G
S
t

 
45,6

﹇
金
網
窓
事
件
﹈〔
行
為
者
は
窓
と
金
網
を
窃
取
し
よ
う
と
し
た
が
、
取
る
最
中
に
不
器
用
な
た
め
に
壊
し
て
し
ま
い
、
無
用
の
物
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
事
案
〕。

109
）

R
o
xin
,(F
n
.12),

30 R
n 106.

斉
藤
（
注
103
）
一
六
七
頁
。
失
効
未
遂
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
事
案
と
し
て
、
仙
台
高
判
昭
和
二
六
・
九
・
二
六
高

刑
特
二
二
・
七
三
「
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
た
上
執
拗
に
『
メ
ン
ス
な
ら
其
の
証
拠
を
見
せ
ろ
』
と
迫
り
月
経
帯
を
着
し
お
る
を
確
認
し
た
結
果
、
嫌
悪
の

情
を
催
し
て
断
念
す
る
に
至
り
、
強
姦
の
目
的
を
遂
げ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の
は
い
わ
ゆ
る
中
止
未
遂
で
な
く
障
碍
未
遂
で
あ
る
」、
東
京
高
判
昭
和
三
九
・

八
・
五
高
刑
集
一
七
・
六
・
五
五
七
〔
被
告
人
は
、
冬
の
小
雪
降
る
夕
方
、
被
害
者
（
当
時
一
六
歳
）
を
姦
淫
す
る
目
的
で
松
林
の
中
に
連
れ
込
み
、
同
女

の
下
着
を
脱
が
せ
た
上
、
そ
の
場
に
仰
向
け
に
倒
し
陰
部
に
手
指
を
押
入
れ
る
等
し
て
、
や
が
て
姦
淫
し
よ
う
と
し
た
が
、
同
女
の
露
出
し
た
肌
が
寒
気
の

た
め
鳥
肌
た
っ
て
い
る
の
を
見
て
欲
情
が
減
退
し
た
た
め
、
そ
の
行
為
を
止
め
る
に
い
た
っ
た
と
い
う
事
案
。
本
判
決
は
任
意
性
に
関
す
る
客
観
説
の
立
場

か
ら
任
意
性
の
問
題
と
し
て
解
決
し
た
〕「
被
告
人
が
姦
淫
行
為
を
中
止
す
る
に
至
っ
た
右
の
如
き
事
情
は
、
一
般
の
経
験
上
、
こ
の
種
の
行
為
に
お
い
て
は
、

行
為
者
の
意
思
決
定
に
相
当
強
度
の
支
配
力
を
及
ぼ
す
べ
き
外
部
的
事
情
が
存
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
の
た
め
被
告
人
は
性
慾
が
減
退
し
て
姦
淫
行
為

に
出
る
こ
と
を
止
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
、
犯
行
中
止
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
任
意
性
を
欠
く
」。
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連
邦
通
常
裁
判
所
（B

G
H
S
t 20,

279

）
は
、﹇
生
理
事
件
﹈〔
行
為
者
は
強
姦
目
的
で
女
性
を
襲
っ
た
が
、
生
理
バ
ン
ド
を
着
用
し
て
お
り
、
生
理
中
だ

と
気
づ
い
た
の
で
、
意
図
し
た
強
姦
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕に
お
い
て
、
性
交
に
は
適
さ
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
失
効
未
遂
を
認
め
た
。

本
事
案
に
つ
き
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
犯
行
計
画
時
に
は
生
理
に
つ
い
て
考
え
が
及
ば
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
性
交
に
適
し
た
状
態
と
い
う
の
は
暗
黙
の
且

つ
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
判
例
を
支
持
す
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 107.

110
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 106.

111
）

B
a
u
er
,
(F
n
.
62),
207;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 15.

な
お
、B
G
H
 
N
JW
 
1990,263

（
強
奪
し
よ
う
と
し
て
暴
行
接
着
行
為
を
し
た
が
、
被
害
者
が

暴
行
の
直
前
に
意
識
喪
失
に
な
っ
た
場
合
、
暴
行
を
加
え
る
こ
と
は
行
為
者
の
視
点
か
ら
全
く
無
意
味
と
な
り
、
行
為
者
は
暴
行
を
放
棄
で
き
な
い
の
で
、

強
盗
未
遂
は
失
効
未
遂
で
あ
る
）。

112
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 94;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 15;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 11.

斉
藤
（
注
103
）
一
六
七
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ェ

ル
テ
ス
（T

h
.
F
eltes,

D
er
(v
o
rla
u
fig
)
feh
lg
esch

la
g
en
e V
ersu
ch
,
G
A
 
1992,

394 ff.,
413

）
は
、
甲
が
人
違
い
で
丙
を
殺
害
し
た
場
合
、
殺
人
既

遂
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
殺
人
未
遂
の
場
合
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
行
為
を
「
放
棄
」
し
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
理
由
を
問

題
と
す
る
必
要
は
な
い
論
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
甲
が
真
実
を
知
っ
た
か
否
か
は
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
乙
で
は
な
く
丙
で
あ
る
と
知
っ
た
と
き
に

は
、
故
意
の
対
象
が
な
く
な
る
と
の
反
批
判
が
可
能
で
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 99.

イ
エ
ー
ガ
ー
（Ja

g
er
,
(F
n
.
47.
D
er R

u
ck
tritt),

78

）

は
、
錯
誤
に
気
づ
き
丙
を
撃
た
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、「
も
く
ろ
ん
だ
人
に
関
し
て
は
危
殆
化
」を
逆
戻
り
さ
せ
、
行
為
を
放
棄
し
て
い
る
と
論
ず
る
。
し
か

し
、
こ
れ
に
対
し
て
も
、
甲
が
人
違
い
に
気
づ
く
や
、
主
観
的
に
も
客
観
的
に
も
誰
も
危
殆
化
さ
れ
て
い
な
い
、
そ
の
場
に
い
な
い
乙
は
も
ち
ろ
ん
、
殺
人

故
意
の
対
象
で
な
い
丙
も
そ
の
他
の
通
行
人
も
甲
の
関
心
の
対
象
外
に
あ
る
と
の
反
批
判
が
可
能
で
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 99.

113
）

F
u
ch
s,
(F
n
.
103),

31.
K
a
p R
n 24.

114
）

R
G
S
t 39,

37.

115
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 96;

E
ser
,
(F
n
.
62),
R
n 11.

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ー
ガ
ー
（Ja

g
er
,
(F
n
.
47.
D
er R

u
ck
tritt),

78

）
は
、「
何
か
を

庭
か
ら
盗
む
」と
い
う
不
定
の
故
意
を
有
し
な
が
ら
、
無
用
の
木
製
ボ
ー
ル
を
放
置
し
て
お
く
者
も
中
止
で
き
る
と
論
ず
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
こ
う
い
っ

た
場
合
、
故
意
は
有
用
な
物
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
不
存
在
ゆ
え
に
失
敗
し
た
と
の
反
批
判
が
可
能
で
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 100.

116
）

M
o
o
s,
(F
n
.
97),
55;
R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
23),

24 R
n 8.

117
）

M
o
o
s,
(F
n
.
97),
55;
W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
37),

14 R
n 628.

118
）

B
G
H
S
t 34,

53,
56

「
行
為
者
が
す
ぐ
さ
ま
行
為
を
続
け
て
も
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
が
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
認
識
す
る
と
き
」
失
効
未
遂
が
認
め

未遂犯と中止犯 ⑺
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ら
れ
る
。B

G
H
S
t 35,

94;
36,
224;

39,
221,

228
(G
S
)

（
失
効
未
遂
と
は
「
結
果
の
発
生
が
｜

行
為
者
に
見
分
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
｜

客
観
的
に

も
は
や
可
能
で
な
い
か
又
は
行
為
者
が
そ
れ
を
も
は
や
可
能
で
な
い
と
思
う
」
場
合
の
こ
と
を
云
う
。
当
初
の
計
画
通
り
行
か
な
く
と
も
、
行
為
者
が
、
時

間
的
間
𨻶
を
お
く
こ
と
な
く
既
に
用
い
ら
れ
て
い
た
手
段
や
他
の
用
意
し
て
あ
る
手
段
で
な
お
結
果
の
発
生
を
阻
止
で
き
る
と
直
ち
に
考
え
つ
く
と
き
、
失

効
未
遂
は
認
め
ら
れ
な
い
）;B

G
H
 
N
S
tZ 2010,

690

「
行
為
者
が
、
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
こ
と
、
近
く
に
あ
る
手
段
で
は
犯
行
計
画
の
本
質
的
変
更

と
新
た
な
因
果
連
鎖
を
創
設
す
る
こ
と
な
し
に
は
も
は
や
実
現
さ
れ
え
な
い
と
認
識
す
る
と
き
、
犯
罪
の
未
遂
は
失
効
し
た
」。

119
）

M
a
u
ra
ch
/
G
o
ssel /

Z
ip f,

(F
n
.
93),

41 R
n 36 ff.;

B
a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
27),

27 R
n
 
12;
R
.D
.
H
erzb
erg
,
M
u
n
ch
n
er

 
K
o
m
m
en
ta
r S
tra
fg
esetzb

u
ch B

d
.
1,
2003,

24 R
n 58 ff.;

F
.-C
h
.
S
ch
ro
ed
er
,
R
u
ck
trittsu

n
fa
h
ig u
n
d feh

lertra
ch
tig
:
d
er feh

lg
esch

-

la
g
en
e V
ersu
ch
,
N
S
tZ 2009,

9 ff.

120
）

V
g
l.
K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n 1274.

121
）

バ
オ
マ
ン
等
（B

a
u
m
a
n
n
/
W
eb
er
/
M
itsch

,
(F
n
.
27),

27 R
n 11

）
に
よ
る
と
、
甲
が
乙
を
射
殺
す
る
意
図
で
一
発
撃
つ
が
当
た
ら
ず
、
さ
ら
に
二

発
目
を
撃
つ
が
ま
た
失
敗
し
た
と
こ
ろ
、
甲
は
そ
れ
以
上
は
弾
丸
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
例
で
、「
未
遂
が
失
効
し
、
甲
が

こ
の
こ
と
を
認
識
し
た
か
ら
、
立
ち
去
る
と
い
う
こ
と
は
以
後
の
行
為
を
放
棄
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
」
と
論
じ
て
、「
放
棄
」
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
失
効

未
遂
と
い
う
概
念
は
余
計
で
あ
る
と
論
ず
る
。H

.
T
ro
n
d
le,
T
h
.
F
isch
er
,
S
ta
fg
esetzb

u
ch
,
52.
A
u
fl.,
2004,

24 R
n 6

（
失
効
未
遂
と
い
う
の
は

包
摂
可
能
な
概
念
で
な
く
、
法
定
の
中
止
犯
成
立
要
件
を
充
足
し
な
い
場
合
の
用
語
に
過
ぎ
な
い
）。
シ
ュ
ト
レ
ン
グ
（F

.
S
tren
g
,
H
a
n
d
lu
n
g
sziel,

V
o
llen
d
u
n
g
sn
eig
u
n
g u
n
d
” R
u
ck
trittsh

o
rizo
n
t“,
N
S
tZ 1993,

257 ff.,
258

）
は
、「
日
常
用
語
の
理
解
で
は
、
自
分
の
目
的
を
実
現
す
る
可
能
性

を
お
よ
そ
も
は
や
も
た
な
い
者
と
い
え
ど
も
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
行
為
者
は
と
も
か
く
も
こ
の
こ
と
を
追
体
験
す
る
、
以
後
の
行
為
を
し

な
い
決
意
を
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
、「
放
棄
」
の
概
念
が
「
失
効
」
の
概
念
を
排
斥
す
る
と
論
ず
る
。

122
）

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
95),
20.
K
a
p R
n 87;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 96,

98,
107;

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 7;
K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n

 
1274;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 89 .

123
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 17;

U
.
M
u
rm
a
n
n
,
V
ersu
ch
su
n
rech

t u
n
d R
u
ck
tritt,

1999,
44.

124
）

B
G
H
S
t 14,

75.

125
）

V
g
l.
F
u
ch
s,
(F
n
.
103),

31.
K
a
p R
n 26;

S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
95),
20.
K
a
p R
n 98.

126
）

E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 10.

V
g
l.
H
.
F
rister

,
S
tra
frech

t A
T
,
5.
A
u
fl.,
2011,

24.
K
a
p R
n 12 ff.

127
）

B
erg
m
a
n
n
,
(F
n
.
57),
340,

344 u
.
351;

G
.
G
eilen

,
Z
u
r A
b
g
ren
zu
n
g zw

isch
en b
een
d
etem
 
u
n
d u
n
b
een
d
etem
 
V
ersu
ch
,
JZ 1972,

335,
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339.

個
別
行
為
説
に
よ
っ
て
も
、
行
為
者
の
表
象
か
ら
、
複
数
の
行
為
に
よ
る
重
畳
的
効
果
に
よ
っ
て
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
場
合
は
異
な
っ
た
扱
い
を
受
け

る
。

128
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 19.

129
）

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 96 ff;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 178;

W
eessels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.37),

14 R
n 629;

K
rey
/
E
sser
,(F
n
.95),

44 R
n 1277.

130
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
37),

14 R
n 629;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 116,

162.

所
為
事
象
の
一
体
性
の
判
断
規
準
に
つ
い
て
は
、
競
合
論
の
自
然
的
行
為
単
一
性
を
援
用
す
る
説
と
生
活
事
象
の
単
一
性
説
が
あ
る
。
前
説
に
よ
れ
ば
、

部
分
行
為
が
密
接
な
時
間
的
、
空
間
的
連
関
に
あ
り
、
不
法
内
実
が
量
的
に
し
か
重
く
な
ら
ず
、
行
為
が
継
続
す
る
故
意
な
い
し
単
一
の
動
機
に
よ
っ
て
担

わ
れ
て
い
る
と
き
、
事
象
の
単
一
性
が
認
め
ら
れ
る
。B
G
H
 
N
S
tZ 2001,

315.
v
g
l.
R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 199.

後
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
生
活
事

象
の
単
一
性
は
、
時
間
的
間
𨻶
が
な
く
、
直
接
の
事
象
継
続
、
決
意
の
単
一
性
（
特
に
、
継
続
す
る
所
為
故
意
）
が
あ
る
と
き
、
生
活
事
象
の
単
一
性
が
認

め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
象
経
過
の
展
開
か
ら
す
る
と
、
既
遂
へ
向
け
た
所
為
の
新
た
な
開
始
に
、
生
活
事
態
の
単
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
、

新
た
な
所
為
決
意
に
基
づ
く
未
遂
行
為
が
認
め
ら
れ
る
。B

G
H
S
t 34,

53;
40,
75;
41 368.

v
g
l.
Jesch

eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),

51 II 4.

所
為
事
象

の
一
体
性
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
複
数
の
手
段
を
用
い
た
実
行
行
為
の
単
一
性
と
複
数
の
実
行
行
為
の
区
別
に
関
係
し
て
い
る
の
で
、
犯
罪
の
成
立

が
複
数
競
合
す
る
場
合
の
刑
の
量
定
に
か
か
わ
る
問
題
を
扱
う
競
合
論
は
適
切
と
い
え
な
い
。L

ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 114,

164.

131
）

B
G
H
S
t 10,129

﹇
フ
ラ
ッ
ハ
マ
ン
（
ウ
イ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
デ
ー
を
入
れ
る
薄
い
小
型
容
器
）
事
件
﹈〔
被
告
人
甲
は
自
動
車
で
走
行
し
て
い
た
際
、
今

は
別
れ
た
前
妻
乙
に
よ
り
を
戻
す
よ
う
に
要
求
し
た
。
乙
は
こ
れ
を
拒
絶
し
た
の
で
、
甲
は
殺
害
の
意
図
を
も
っ
て
八
分
の
三
リ
ッ
ト
ル
壜
で
乙
の
頭
部
を

殴
っ
た
。
し
か
し
、
車
内
が
狭
い
た
め
に
腕
を
十
分
に
振
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
殺
せ
な
か
っ
た
。
引
き
続
い
て
、
甲
は
乙
の
首
を
絞
め
た
と
こ
ろ
、

乙
は
意
識
を
失
っ
た
。
甲
は
考
え
直
し
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕（
連
邦
通
常
裁
判
所
は
場
合
分
け
を
し
て
次
の
よ
う
に
説
示
し

た
。
被
告
人
は
、
壜
で
一
撃
し
た
と
き
既
に
そ
れ
だ
け
で
は
結
果
を
発
生
さ
せ
る
の
に
十
分
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
、
当
初
か
ら
こ
の
場
合
さ
ら
に

暴
行
を
加
え
る
つ
も
り
だ
っ
た
と
き
、
死
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
全
体
の
行
為
を
自
然
的
意
味
で
の
単
一
事
象
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
、
法
的
に
見
て
自
然

的
行
為
単
一
性
と
評
価
す
る
の
が
当
然
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
殺
人
未
遂
は
全
体
と
し
て
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
被
告
人
が
、
当
初
、
壜
の
一
撃
で
失
敗

す
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
が
、
被
告
人
の
犯
行
計
画
か
ら
す
る
と
殺
害
方
法
が
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
と
き
も
同
様
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
が

殺
人
意
思
を
特
定
の
手
段
を
も
っ
て
し
か
実
現
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
場
合
に
だ
け
、
未
遂
行
為
は
独
立
の
行
為
と
評
価
さ
れ
う
べ
き
で
あ
る
）。

132
）

B
G
H
S
t 34,53

〔
被
告
人
甲
は
そ
の
前
妻
の
新
し
い
友
人
乙
を
轢
殺
し
よ
う
と
し
た
。
乙
が
飛
び
よ
け
た
た
め
、
殺
人
行
為
は
失
敗
し
た
。
続
い
て
、
甲

未遂犯と中止犯 ⑺
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は
乙
に
襲
い
掛
か
り
、
両
手
で
乙
の
首
を
絞
め
た
。
乙
は
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
次
い
で
、
甲
は
乙
か
ら
止
め
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
そ
れ
に
応
じ
た

と
い
う
事
案
〕。

133
）

B
G
H
 
N
S
tZ 86,264

﹇
ガ
ソ
リ
ン
散
布
事
件
﹈「
被
告
人
甲
は
そ
の
妻
乙
が
離
婚
を
意
図
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
か
ら
乙
を
殺
害
し
よ
う
と

し
た
。
甲
は
バ
ケ
ツ
一
杯
の
ガ
ソ
リ
ン
を
乙
に
か
け
、
乙
に
燐
寸
で
火
を
つ
け
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
。
乙
は
庭
に
逃
げ
た
と
こ

ろ
、
甲
は
そ
こ
で
乙
を
地
面
に
引
き
倒
し
、
首
を
絞
め
た
が
、
途
中
で
止
め
た
と
い
う
事
案
」。

134
）

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

44 R
n 1279.

135
）

V
g
l.
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 21.

136
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 188;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 20;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

14 R
n 1277;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 163;

B
G
H
 
N
S
tZ 1986,

264.

137
）

M
o
o
s,
(F
n
.
97),
55 F

N
.
51.;
K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel
(F
n
.
37),
Z 23 R

n 21;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 10.

138
）

M
o
o
s,
(F
n
.
97),
55 F

N
 
50;
S
tein
in
g
er
,
(F
n
.
97),
269 F

N
30.

139
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 39,

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1289.

140
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 40;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 62;

R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
23),

24 R
n 14b

.

141
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 64.

142
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 38 f.;

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 59;

H
.
O
tto
,
F
eh
lg
esch

la
g
en
er V

ersu
ch u
n
d R
u
ck
tritt,

Ju
ra 1992,

423 ff.,

430.

143
）

①
、
②
及
び
⑥
は
お
灸
を
す
え
る
事
案
、
④
、
⑤
及
び
⑦
は
追
っ
手
を
追
い
払
う
事
案
、
③
は
被
害
者
の
抵
抗
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
。
①B

G
H
,1.S

en
a
t,

N
JW
 
1984,1693

〔
行
為
者
は
、
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
る
た
め
に
、
殺
人
の
未
必
の
故
意
で
被
害
者
の
腹
部
を
刺
し
た
。
行
為
者
は
さ
ら
に
突
き
刺
す
こ
と
も

で
き
た
が
、
被
害
者
が
逃
げ
る
の
に
任
せ
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
行
為
者
が
傷
害
目
的
を
「
一
突
き
で
」
達
成
し
た
と
い
う
理
由
で
中
止

犯
の
成
立
を
否
定
し
た
〕。
②B

G
H
,1.S

en
a
t,N
S
tZ 1989,317

〔
行
為
者
は
、「
一
発
食
ら
わ
す
」
た
め
に
鋭
利
な
料
理
包
丁
で
殺
人
の
未
必
の
故
意
で

被
害
者
の
「
背
中
を
思
い
っ
き
り
」
刺
し
た
。
行
為
者
は
、
被
害
者
を
殺
害
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
そ
の
ま
ま
立
ち
去
っ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
殺
人

未
遂
の
中
止
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
〕「
こ
の
こ
と
は
被
害
者
の
保
護
の
た
め
に
な
る
し
、
行
為
者
を
不
当
に
優
遇
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
行
為
者

は
｜

逆
に
｜

さ
も
な
け
れ
ば
、
未
必
の
故
意
で
行
為
を
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
接
的
故
意
で
攻
撃
す
る
行
為
者
よ
り
も
不
利
な
扱
い
を
受
け

る
こ
と
に
な
る
」。
③B

G
H
,1.S

ea
n
t,N
S
tZ 1990,30

〔
行
為
者
は
被
害
者
か
ら
ポ
ー
カ
ー
で
負
け
た
金
を
奪
い
返
そ
う
と
し
た
。
取
っ
組
み
合
い
の
と
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き
被
害
者
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
ガ
ス
拳
銃
が
落
ち
た
。
行
為
者
は
そ
れ
を
取
り
上
げ
た
。
行
為
者
は
、
そ
れ
が
本
物
の
拳
銃
な
の
か
ガ
ス
拳
銃
な
の
か
分
か
ら

な
い
ま
ま
、
殺
人
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
被
害
者
の
顔
面
中
央
部
を
撃
っ
た
。
行
為
者
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
、
被
害
者
を
殺
す
こ
と
で
な
く
、
戦
闘

無
能
力
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
被
害
者
は
意
識
が
朦
朧
と
し
て
倒
れ
た
。
行
為
者
は
被
害
者
か
ら
金
を
奪
っ
て
立
ち
去
っ
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判

所
は
、
殺
人
未
遂
の
中
止
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
が
、
そ
の
際
、「
最
適
の
目
的
達
成
」の
場
合
に
は
中
止
犯
の
成
立
は
な
く
、
本
事
案
は
そ
の
よ
う
な
事
例

で
な
い
と
説
示
し
た
。
被
告
人
に
は
別
の
「
場
合
に
よ
っ
て
は
致
死
効
果
の
あ
る
行
為
手
段
」
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、「
そ
れ
を
用
い
れ
ば
被
害
者
を
戦
闘
無

能
力
に
す
る
と
い
う
目
的
を
い
っ
そ
う
高
め
る
こ
と
が
で
き
た
」、「
拳
銃
で
頭
を
殴
る
と
か
、
首
を
絞
め
る
等
」。
こ
の
種
の
行
為
を
し
な
い
と
き
、「
殺
人

の
さ
ら
な
る
実
行
を
任
意
に
断
念
し
た
」
と
云
え
る
と
〕。
④B
G
H
,2.S

en
a
t,N
S
tZ 1990,77

〔
被
告
人
は
共
犯
者
一
人
と
と
も
に
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ

ト
か
ら
強
奪
し
た
が
、
被
告
人
は
そ
の
店
長
か
ら
自
動
車
で
追
跡
さ
れ
た
。
被
告
人
は
、
店
長
を
追
い
払
う
た
め
に
、
殺
人
の
未
必
の
故
意
で
同
人
め
が
け

て
五
発
撃
っ
た
。
店
長
は
追
跡
を
あ
き
ら
め
た
と
き
、
被
告
人
は
さ
ら
に
撃
つ
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
中
止
犯
の
成
立
を

否
定
し
た
。「
構
成
要
件
実
現
の
断
念
が
賞
賛
に
値
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、「
行
為
目
的
を
達
成
し
た
後
と
な
っ
て
新
た
な
決
意
に
基
づ
き
法
益
の

新
た
な
危
殆
化
を
希
求
し
な
い
行
為
者
に
は
、
構
成
要
件
実
現
の
断
念
が
｜

い
か
な
る
理
由
か
ら
も
｜

賞
賛
に
値
す
る
と
は
い
え
な
い
」と
〕。
⑤B

G
H
,

5.
S
en
a
t,
N
JW
 
1991,

1189

〔
被
告
人
は
金
融
機
関
か
ら
強
奪
し
た
後
、
奪
っ
た
金
を
保
持
し
、
逮
捕
を
免
れ
る
た
め
、
殺
人
の
未
必
の
故
意
で
追
っ
て

き
た
警
察
官
を
撃
っ
た
。
警
察
官
が
逃
げ
た
と
き
、
被
告
人
は
、
そ
の
背
後
か
ら
ま
だ
撃
つ
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
う
し
な
か
っ
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は

中
止
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
新
た
に
撃
つ
こ
と
に
な
れ
ば
そ
れ
は
新
た
な
決
意
と
そ
れ
に
基
づ
く
新
た
な
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
を
断
念
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
に
終
わ
っ
た
未
遂
行
為
を
中
止
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
〕。V

g
l.
R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 48 ff.

144
）

⑥B
G
H
,
1.
S
en
a
t,
N
S
tZ 1993,

280
(V
o
rla
g
eb
esch

lu
ß
);
B
G
H
,
G
ro
ß
er S

en
a
t,
B
G
H
S
t 39,

221.

こ
れ
を
支
持
す
る
の
が
、W

essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
37),

14 R
n 635;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1293;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 190 ff.

し
か
し
、
そ
の
後
も
中
止

犯
の
成
立
を
否
定
し
た
判
例
が
あ
る
。
⑦B

G
H
,5.S

en
a
t,N
S
tZ 1994,493

〔
被
告
人
は
、
追
跡
し
て
き
た
被
害
者
に
追
い
つ
か
れ
、
体
を
触
れ
ら
れ
た

と
き
、
殺
人
の
未
必
の
故
意
で
同
人
を
撃
っ
た
。
腕
を
撃
た
れ
た
被
害
者
は
居
酒
屋
に
戻
っ
た
が
、
被
告
人
は
被
害
者
を
も
は
や
撃
た
な
か
っ
た
と
い
う
事

案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
中
止
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
が
、
被
害
者
を
さ
ら
に
撃
つ
と
い
う
こ
と
は
新
た
な
犯
行
の
決
意
を
前
提
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
で
あ
る
〕。

145
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 41;

S
tra
ten
w
erth
/
K
u
h
len
,
(F
n
.
95),

11 R
n 80;

R
.
Z
a
czyk
,
M
o
m
o
sK
o
m
m
en
ta
r S
tra
fg
esetzb

u
ch B

d
.
1,
3.

A
u
fl.,
2010,

24 R
n 34,

53;
H
.
O
tto
,
G
ru
n
d
k
u
rs  S
tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,
2004,

19 R
n 32

「
直
接
故
意
の
行
為
者
は
少
な
く
と
も
普
通
は

よ
り
犯
罪
を
犯
す
危
険
が
高
い
」。

未遂犯と中止犯 ⑺
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146
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 41.

147
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 67 ff.

148
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 71.

149
）

I.
P
u
p
p
e,
A
n
m
erk
u
n
g zu

m
 
B
esch

lu
ß
d
es B

G
H
 
v
.
11.
3.
1999,

JR
 
2000,

72 ff.

150
）

R
.D
.
H
erzb
erg
,
G
esa
m
tb
etra
ch
tu
n
g
 
u
n
d
 
E
in
zela
k
tsth
eo
rie b

eim
 
R
u
ck
tritt v

o
m
 
V
ersu
ch
,
N
JW
 
1988,

1559 ff.,
1564;

K
.

U
lsen
h
eim
er
,
A
n
m
erk
u
n
g zu

m
 
U
rteil d

es B
G
H
 
v
.
14.
2.
1984,

JZ 1984,
852 ff.,

853;
K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1293.

151
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 75;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 40.

152
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30;
K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1282 f.

153
）

牧
野
英
一
『
日
本
刑
法

上
巻
』﹇
重
訂
版
﹈
一
九
三
七
年
・
三
〇
九
頁
以
下
、
宮
本
（
注
78
）
一
八
五
頁
、
瀧
川
幸
辰
『
刑
法
講
義
』〔
改
訂
版
〕
一
九

三
一
年
・
一
八
八
頁
。

154
）

参
照
、
平
野
龍
一
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）』
一
九
八
一
年
・
一
四
八
頁
以
下
。

155
）

斎
藤
金
作
『
刑
法
総
論
』﹇
改
訂
版
﹈
一
九
五
五
年
・
二
一
二
頁
以
下
。
佐
伯
（
注
79
）
三
二
六
頁
（
燐
寸
の
軸
木
を
数
本
利
用
し
て
放
火
す
る
つ
も
り
で

い
て
も
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
に
よ
っ
て
す
で
に
結
果
の
発
生
の
可
能
性
が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
、
も
は
や
行
為
の
継
続
を
止
め
る
だ
け
で
中
止
で
き
な
い
）

そ
の
他
、
中
義
勝
『
講
述

犯
罪
総
論
』
一
九
八
〇
年
・
二
一
四
頁
。

156
）

植
松
（
注
82
）
三
二
八
頁
以
下
。

157
）

福
田
（
注
72
）
二
三
九
頁
注
一
。
そ
の
他
、
大
塚
（
注
89
）
二
六
一
頁
。

158
）

大
谷
實
（
注
75
）
三
九
三
頁
（
実
行
行
為
の
終
了
時
に
つ
い
て
、
殺
意
を
も
っ
て
二
発
の
弾
丸
が
装
塡
し
て
あ
る
拳
銃
を
使
用
す
る
と
き
、
着
手
未
遂
は
、

①
一
発
目
を
発
射
し
た
が
死
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
ず
、
も
う
一
発
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
止
め
た
場
合
で
あ
り
、
実
行
未
遂
は
、
②
一
発
を
発
射
し
人
に
命
中

し
て
死
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
③
一
発
目
で
死
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
ず
、
行
為
者
が
一
発
し
か
弾
丸
が
な
い
と
誤
信
し
て
発
砲
を
止
め
た
場
合
、
及

び
、
④
二
発
と
も
命
中
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
）。
そ
の
他
、
中
山
（
注
83
）
四
三
七
頁
、
山
中
（
注
83
）
七
五
七
頁
以
下
、
前
田
（
注
82
）
一
七
五
頁
、

井
田
（
注
87
）
四
二
七
頁
以
下
、
山
口
（
注
88
）
二
八
二
頁
。

159
）

B
u
rg
sta
ller
,
(F
n
.
95),
32 f.;

T
riffterer,

(F
n
.
23),
15.
K
a
p R
n 37;

F
u
ch
s,
(F
n
.
103),

31.
K
a
p R
n 21;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 24 f.;

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,
(F
n
.
1),
541;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 96,

154;
E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 13.

こ
れ
に
対
し
て
、
イ
エ
ー
ガ
ー
は
法
益
の
客
観
的
危
殆
化
も
考
慮
す
る
。
行
為
者
が
、
殺
害
の
意
図
で
被
害
者
に
毒
を
盛
っ
た
が
、
そ
の
量
で
は
致
死
に
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至
ら
な
い
と
誤
信
し
て
、
そ
れ
以
上
の
行
為
を
し
な
か
っ
た
が
、
被
害
者
は
医
師
の
治
療
に
よ
っ
て
一
命
を
と
り
と
め
た
と
い
う
場
合﹇
毒
殺
事
例
﹈、
行
為

者
は
現
実
に
危
殆
化
を
元
に
戻
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
最
終
的
に
は
被
害
者
が
死
ん
で
い
な
く
て
も
可
罰
的
未
遂
が
成
立
す
る
が
、
殺
害
の
意

図
で
拳
銃
を
構
え
た
が
、
銃
身
に
は
弾
が
一
発
も
入
っ
て
い
な
い
と
誤
信
し
て
、
結
局
、
撃
た
な
か
っ
た
と
い
う
場
合﹇
拳
銃
事
例
﹈、
行
為
者
は
拳
銃
か
ら

の
切
迫
す
る
危
険
を
客
観
的
に
は
除
去
し
て
い
る
の
で
、
中
止
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
中
止
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
結
局
、
可

罰
的
未
遂
が
成
立
す
る
。Ja

g
er
,
(F
n
.
47.

D
er R

u
ck
tritt),

66 ff.

し
か
し
、
こ
の
立
論
に
対
し
て
は
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
の
批
判
が
妥
当
す
る
。﹇
毒
殺

事
例
﹈
の
解
決
方
法
は
刑
法
第
二
四
条
第
一
項
第
二
文
に
反
す
る
。
同
条
項
に
よ
れ
ば
、
真
摯
な
努
力
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
創
設
さ
れ
た
危
殆
化
に
何
ら
の

影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
く
て
も
、
結
果
が
ま
っ
た
く
他
の
事
情
か
ら
生
じ
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。「
放
棄
」
を
「
阻
止
」

と
異
な
っ
た
扱
い
を
す
る
こ
と
は
理
解
し
が
た
い
。
と
り
わ
け
、
結
果
を
招
来
す
る
の
に
十
分
な
こ
と
を
ま
だ
何
も
し
て
い
な
い
と
考
え
な
が
ら
「
放
棄
」

す
る
の
は
そ
れ
自
体
「
阻
止
の
努
力
」
と
も
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。﹇
拳
銃
事
例
﹈
で
は
、
非
故
意
の
中
止
と
い
う
理
解
し
が
た
い
構
成
が
と
ら
れ
る
。

行
為
者
は
行
為
を
実
行
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
は
危
殆
化
を
元
に
戻
す
と
い
う
影
響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

危
殆
化
の
表
象
が
未
遂
を
基
礎
付
け
る
と
き
、
結
果
が
発
生
し
て
い
な
く
と
も
、
危
殆
化
を
元
に
戻
す
と
表
象
す
る
こ
と
が
中
止
を
認
め
る
う
え
で
必
要
で

あ
り
、
十
分
足
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
お
ま
け
に
、
行
為
者
が
弾
丸
の
な
い
こ
と
か
ら
も
は
や
実
行
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
と
き
、「
未
遂
危
険
」と
い
う
こ

と
す
ら
そ
も
そ
も
云
え
な
い
。
行
為
者
が
誤
信
に
気
づ
き
、
新
た
な
殺
害
の
決
意
を
す
る
と
い
う
危
険
は
、
さ
ら
な
る
行
為
が
で
き
な
い
と
考
え
た
た
め
に

消
滅
し
た
実
現
故
意
の
代
わ
り
と
な
り
う
る
も
の
で
は
な
い
。
行
為
者
の
誤
表
象
は
未
遂
の
継
続
を
妨
げ
る
。
し
か
し
、
未
遂
が
な
け
れ
ば
中
止
と
い
う
の

も
な
い
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 40 ff.

ヘ
ッ
ク
ラ
ー
も
、
行
為
者
が
、
行
為
を
止
め
る
時
点
で
、
自
ら
認
識
し
な
か
っ
た
「
既
遂
危
険
」
が
あ
る
と
き
、
つ
ま
り
、
客
観
的
観
察
者
が
構
成
要
件

実
現
を
ま
っ
た
く
非
蓋
然
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
た
ん
に
「
放
棄
」
だ
け
で
任
意
の
中
止
を
認
め
る
の
に
十
分
で
な
い
。
行
為
者
に
帰

属
可
能
な
危
険
除
去
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
中
止
が
み
と
め
ら
れ
う
る
と
論
ず
る
。A

.
H
eck
ler
,D
ie E
rm
ittlu
n
g d
er b
eim
 
R
u
ck
tritt v

o
m
 
V
ersu
ch

 
erfo
rd
erlich

en R
u
ck
trittsleistu

n
g a
n
h
a
n
d d
er o
b
jek
tiv
en V

o
llen
d
u
n
g
sg
efa
h
r;zu

g
leich ein B

eitra
g zu
m
 
S
tra
fg
ru
n
d d
es V

ersu
ch
s,

2002,
161 ff.

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
こ
う
批
判
す
る
。
未
遂
が
行
為
者
の
「
表
象
」
に
よ
る
着
手
を
前
提
と
す
る
よ
う
に
、
要
求
さ
れ
る
べ

き
危
殆
化
の
後
戻
し
も
行
為
者
の
表
象
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
が
今
ま
で
起
こ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
結
果
は
生
じ
得
な
い
と
考
え
て
い

る
と
き
、
行
為
者
に
結
果
阻
止
の
努
力
を
す
る
動
機
は
生
じ
得
な
い
。
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
と
き
、
行
為
者
が
そ
の
表
象
に
基
づ
き
余
分
で
無
意
味
と
考

え
た
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
、
行
為
者
を
処
罰
す
る
必
要
性
は
な
い
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 44.

オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
客
観
説
に
、T

h
.
R
ittler

,
L
eh
rb
u
ch d

es o
sterreich

isch
en S

tra
frech

ts,
2.
A
u
fl.,
1954,

266 F
N
 
1

（
行
為
者
は
、
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実
行
行
為
を
終
え
て
い
な
い
限
り
、
結
果
は
そ
の
掌
中
に
あ
る
。
こ
れ
が
未
終
了
未
遂
で
あ
る
。
行
為
者
が
構
成
要
件
的
結
果
を
招
来
す
る
の
に
必
要
と
思

わ
れ
る
行
為
を
全
て
終
え
た
と
き
、
こ
れ
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。
そ
の
区
別
は
客
観
的
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
る
）。

そ
の
他
、P

.
O
sterm

eier
,
D
ie B
eg
ren
zu
n
g d
er A

u
fg
a
b
ev
a
ria
n
te d
es

24 I 1 S
tG
B
(u
sw
.),
S
tra
F
o 2008,

102 ff.,
103

「
今
ま
で
行
わ

れ
た
こ
と
か
ら
さ
ら
に
行
為
を
行
わ
な
く
と
も
結
果
が
生
じ
う
る
か
否
か
」;U
.
B
o
rch
ert,
U
.
H
ellm
a
n
n
,
D
ie A
b
g
ren
zu
n
g d
er V

ersu
ch
ssta
d
ien

 
a
n
h
a
n
d d
er E

rfo
lg
sta
u
g
lich
k
eit,
G
A
 
1982,

429 ff.

160
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),
15.
K
a
p R
n 37.

161
）

B
u
rg
sta
ller
,(F
n
.95),33;

T
riffterer

,(F
n
.23),15.K

a
p R
n 40;

E
ser
,(F
n
.62),

24 R
n 16 ff.,18a

;
G
.
Ja
k
o
b
s,S
tra
frech

t A
T
,2.A

u
fl.,

1991,
26.
A
b
sch
n R
n 14 ff.

162
）

K
ien
a
p
fel /
H
o
p
fel,
(F
n
.
37),
Z 23 R

n 4
;
R
u
d
o
lp
h
i,
(F
n
.
23),

24 R
n 15.

163
）

B
u
rg
sta
ller
,
(F
n
.
95),
33 F

N
 
85.
V
g
l.
B
G
H
 
N
S
tZ 1998,

614

〔
甲
は
腹
を
立
た
せ
た
物
乞
い
の
乙
を
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
刃
物
で
そ
の
胸
を

一
突
き
し
た
。
甲
は
こ
れ
で
は
ま
だ
致
命
傷
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
た
が
、
甲
は
そ
の
直
後
、「
被
害
者
が
胸
を
押
さ
え
、
よ
ろ
め
き
歩
き
、
地
面
に
倒
れ

る
様
」
を
見
た
と
き
、
乙
の
死
ぬ
可
能
性
を
認
識
し
た
と
い
う
事
案
。
終
了
未
遂
〕。

164
）

E
ser
,(F
n
.62),

24 R
n 17.

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
当
初
、
犯
行
計
画
規
準
説
に
従
っ
て
い
た
。
行
為
者
が
確
固
た
る
犯
行
計
画
に
基
づ
き
た

だ
一
回
の
実
行
行
為
（
射
撃
、
刺
す
、
打
撃
）
を
行
い
、
構
成
要
件
該
当
結
果
の
招
来
を
あ
る
特
定
の
手
段
の
投
入
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
行
為
者

が
事
後
に
そ
れ
で
は
十
分
で
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
も
、
未
遂
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。B

G
H
S
t 22,330.

但
し
、
行
為
開
始
時
に
こ
の
種
の
犯
行
計
画
が
存

在
し
な
い
と
か
、
犯
行
計
画
の
不
存
在
が
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
則
り
認
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
、
最
後
の
実
行
行
為
の
終
了
後
の
行

為
者
の
表
象
が
規
準
と
な
る
。
行
為
者
が
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
で
は
結
果
発
生
の
た
め
に
は
十
分
で
な
い
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
は
未
終
了
未
遂
で
あ
っ
て
、

犯
行
の
決
断
を
放
棄
し
、
そ
れ
以
上
の
行
為
を
し
な
い
こ
と
で
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
。B

G
H
S
t 10,129

﹇
フ
ラ
ッ
ハ
マ
ン
事
件
﹈;B

G
H
S
t 22,176

﹇
パ

イ
プ
レ
ン
チ
事
件
﹈（
被
告
人
は
継
娘
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
、
前
も
っ
て
手
布
巾
で
巻
い
て
い
た
パ
イ
プ
レ
ン
チ
で
継
娘
の
頭
部
を
一
撃
し
た
と
こ
ろ
、
被

害
者
は
意
識
を
朦
朧
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
が
、
そ
れ
以
上
に
は
出
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
次
の
理
由
か
ら
未

終
了
未
遂
を
肯
定
し
た
。
未
必
の
故
意
で
他
人
を
叩
き
割
る
者
は
一
定
数
の
殴
打
を
要
す
る
の
か
ど
う
か
を
考
え
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
、
被
告
人
は
行
為

の
終
了
後
、
構
成
要
件
の
結
果
を
ま
だ
惹
起
し
て
い
な
い
と
認
識
し
た
）。B

G
H
 
G
A
 
1966,

208

﹇
哨
兵
事
件
﹈（
行
為
者
が
当
初
か
ら
速
射
銃
を
連
射
し

て
殺
害
す
る
こ
と
を
計
画
し
、
結
果
が
生
ず
る
ま
で
撃
ち
続
け
よ
う
と
し
た
が
、
な
お
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
止
め
た
と
き
、

未
終
了
未
遂
）。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
必
要
な
こ
と
は
す
べ
て
や
っ
た
と
思
っ
た
と
か
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
の
効
果
に
疑
問
が
あ
る
も
の
の
結
果
の
発
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生
は
少
な
く
と
も
可
能
だ
と
思
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
終
了
未
遂
で
あ
る
。B

G
H
 
N
JW
 
1980,

195;
B
G
H
 
N
S
tZ 1981,

342 u
.
1984,

116.
165
）

そ
の
後
、
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
一
九
八
二
年
に
、
最
後
の
実
行
行
為
終
了
後
の
行
為
者
の
表
象
を
規
準
と
す
る
行
為
一
体
説
を
支
持
し
た
。
以

後
、
行
為
一
体
説
が
支
配
的
に
な
る
。B

G
H
S
t 31,170

﹇
絞
首
事
件
﹈（
終
了
未
遂
は
、
犯
行
計
画
の
存
在
及
び
そ
の
内
容
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
最
後

の
実
行
行
為
の
終
了
後
の
近
接
し
て
い
る
結
果
発
生
の
可
能
性
と
そ
れ
に
対
応
す
る
危
険
意
識
か
ら
判
明
し
う
る
）。B

G
H
S
t 33,295

﹇
こ
め
か
み
射
撃
事

件
﹈（
行
為
者
が
は
じ
め
か
ら
計
画
し
た
行
為
を
実
行
す
る
と
す
ぐ
に
終
了
未
遂
と
な
る
の
で
な
く
、
最
後
の
実
行
行
為
の
後
、
結
果
が
発
生
す
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
せ
る
実
際
の
状
況
を
認
識
す
る
か
、
行
為
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
誤
認
し
て
結
果
発
生
を
可
能
だ
と
考
え
る
と
き
に
は
じ
め
て
終
了
未
遂
が

認
め
ら
れ
る
）;B

G
H
S
t 35,

90

﹇
う
な
じ
刺
し
傷
事
件
﹈（
確
定
し
た
犯
行
計
画
が
あ
る
場
合
で
も
、
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
区
別
に
と
っ
て
重
要
な

の
は
、「
被
告
人
が
最
後
の
実
行
行
為
を
し
た
後
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
可
能
と
考
え
た
か
否
か
」
で
あ
る
）;B

G
H
 
N
S
tZ 86,264

﹇
ガ
ソ
リ
ン
散
布

事
件
﹈（
行
為
者
の
計
画
し
た
攻
撃
が
当
初
失
敗
し
た
と
き
で
も
、
既
に
投
入
し
た
又
は
新
た
に
投
入
の
用
意
の
あ
る
手
段
を
用
い
れ
ば
な
お
既
遂
が
可
能
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
き
に
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
可
罰
的
失
効
未
遂
と
は
な
ら
な
い
。
本
件
で
は
、
殺
人
未
遂
は
焼
き
討
ち
の
失
敗
に
も
か
か
わ
ら
ず
最

終
的
に
失
効
し
た
と
は
ま
だ
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
行
為
者
は
時
間
的
切
れ
目
な
く
新
た
な
犯
行
手
段
（
首
を
絞
め
る
）
を
用
い
た
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、

こ
れ
に
よ
り
既
遂
に
至
り
う
る
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
）;B

G
H
 
N
S
tZ 99,

299 ff u
.
02,
427;

03,
369 u

.
05,
331

﹇
ナ
イ
フ
刺
し
傷
事
件
﹈.

166
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),
15.
K
a
p R
n 40.

167
）

B
u
rg
sta
ller
,
(F
n
.
95),
34 f.;

T
riffterer

,
(F
n
.
23),
15.
K
a
p R
n 40.

168
）

O
tto
,
(F
n
.
142),

428;
E
ser
,
(F
n
.
62),

24 R
n 18a

.

169
）

U
.
E
b
ert,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,
2001,

132;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 28,35;

W
essels /

B
eu
lk
e,(F

n
.37),

14 R
n 629;

L
ilie /
A
lb
rech
t,

(F
n
.12),

24 R
n 162;

Jesch
eck
/
W
eig
en
d
,(F
n
.1 ),542;

Z
a
czyk
,(F
n
.143),

24 R
n 17;B

G
H
S
t 34,57

「
一
体
的
生
活
事
象
（ein ein

h
eitlich

er
 

L
eb
en
sv
o
rg
a
n
g

）」;B
G
H
S
t 40,

75;
B
G
H
 
N
S
tZ 1996,

96.

170
）

V
g
l.
B
G
H
S
t 35,

90,
m
.
A
n
m
.
R
.
R
en
g
ier
,
JZ 1988,

933 ff.

171
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 28,

30,
35.

東
京
高
判
昭
和
五
一
・
七
・
一
四
判
時
八
三
四
・
一
〇
六
〔
甲
が
日
本
刀
で
被
害
者
の
右
肩
方
を
一
回
切
り
つ
け
、
さ
ら
に
引
き
続
き
二
の
太
刀
を
加
え

て
、
倒
れ
た
同
人
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
し
た
と
き
、
共
謀
者
の
乙
が
、
そ
の
攻
撃
を
止
め
さ
せ
た
と
い
う
事
案
。
中
止
未
遂
成
立
〕「
被
告
人
甲
が
、
原

判
示
刃
渡
り
約
五
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
日
本
刀
を
振
り
上
げ
て
被
告
人
ら
の
前
に
正
座
し
て
い
る
丙
の
右
肩
辺
り
を
一
回
切
り
つ
け
た
と
こ
ろ
、
同
人
が

前
か
が
み
に
倒
れ
た
の
で
、
更
に
引
き
続
き
二
の
太
刀
を
加
え
て
同
人
の
息
の
根
を
止
め
よ
う
と
し
て
次
の
攻
撃
に
移
ろ
う
と
し
た
折
、
被
告
人
乙
が
、
同

未遂犯と中止犯 ⑺
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甲
に
対
し
、『
も
う
い
い
、
安
（
被
告
人
甲
の
意
）
い
く
ぞ
』
と
申
し
向
け
、
次
の
攻
撃
を
止
め
さ
せ
、
被
告
人
も
こ
れ
に
応
じ
て
丙
に
対
し
二
の
太
刀
を
振

り
降
ろ
す
こ
と
を
断
念
し
て
い
る
事
実
が
認
定
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
証
拠
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
ら
と
し
て
も
、
右
被
告
人
甲
が
丙
に
加
え
た
最

初
の
一
撃
で
同
人
を
殺
害
で
き
た
と
は
考
え
ず
、
さ
れ
ば
こ
そ
甲
は
続
け
て
次
の
攻
撃
に
移
ろ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
丙
が
受
け
た
傷
害
の
程
度
も
右
肩

部
の
長
さ
約
二
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
切
創
で
、
そ
の
傷
の
深
さ
は
骨
に
達
し
な
い
程
度
の
も
の
で
あ
っ
た
（
…
…
）
か
ら
、
被
告
人
ら
の
丙
に
対
す
る
殺

害
の
実
行
行
為
が
原
判
示
甲
の
加
え
た
一
撃
を
も
っ
て
終
了
し
た
も
の
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
（
な
お
、
原
判
決
は
、
右
甲
の
加
え
た
一
撃
に
よ
り

丙
は
出
血
多
量
に
よ
る
死
の
危
険
が
あ
っ
た
と
い
う
が
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
）。
し
て
み
れ
ば
、
本
件
は
、
ま
さ
に
前
記
着
手
未
遂
の
事
案

に
当
た
る
」。
東
京
高
判
昭
和
六
二
・
七
・
一
六
判
時
一
二
四
七
・
一
四
〇
〔
飲
食
店
の
経
営
者
乙
か
ら
店
へ
の
出
入
り
を
断
ら
れ
る
な
ど
し
た
こ
と
に
憤
慨

し
た
甲
は
、
殺
意
を
有
し
、
同
店
に
赴
き
、
所
携
の
牛
刀
を
乙
の
頭
部
目
が
け
て
振
り
下
ろ
し
て
切
り
つ
け
た
。
乙
は
、
と
っ
さ
に
こ
れ
を
左
腕
で
防
い
で
、

何
度
も
助
命
を
哀
願
し
た
と
い
う
事
案
。
中
止
未
遂
成
立
〕「
被
告
人
は
、
乙
を
右
牛
刀
で
ぶ
っ
た
切
り
、
あ
る
い
は
め
っ
た
切
り
し
て
殺
害
す
る
意
図
を
有

し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
最
初
の
一
撃
で
殺
害
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
目
的
を
完
遂
す
る
た
め
、
更
に
、
二
撃
、
三
撃
と
い
う

ふ
う
に
追
撃
に
及
ぶ
意
図
が
被
告
人
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
原
判
示
の
よ
う
に
、
被
告
人
が
同
牛
刀
で
乙
に
一
撃
を
加
え
た
も
の
の
、
そ

の
殺
害
に
奏
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
段
階
で
は
、
い
ま
だ
殺
人
の
実
行
行
為
は
終
了
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
、
本
件
は
い
わ
ゆ
る
着
手
未
遂
に
該
当
す
る
事

案
で
あ
る
」。

172
）

W
.
G
ro
p
p
,
(F
n
.
26),

9 R
n 60.

173
）

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
37),

14 R
n 633;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 31;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 166.

174
）

福
岡
高
判
平
成
一
一
・
九
・
七
判
時
一
六
九
一
・
一
五
六
〔
甲
は
、
自
動
車
内
に
お
い
て
、
運
転
席
に
座
っ
て
い
た
そ
の
妻
乙
の
頚
部
を
そ
の
意
識
が
薄

ら
ぐ
程
度
ま
で
力
一
杯
絞
め
、
一
旦
逃
げ
出
し
た
妻
を
連
れ
戻
し
た
後
、
更
に
左
手
で
力
任
せ
に
頚
部
を
絞
め
、
乙
が
ぐ
っ
た
り
と
な
っ
て
気
を
失
っ
た
後

も
約
30
秒
間
絞
め
続
け
た
た
が
、
そ
の
後
翻
然
我
に
返
り
そ
れ
以
上
絞
め
る
こ
と
を
止
め
乙
を
放
置
し
た
と
い
う
事
案
〕「
甲
は
、
被
害
者
の
頚
部
を
絞
め
続

け
て
い
る
途
中
、
翻
然
我
に
帰
り
、
被
害
者
が
死
亡
す
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
こ
れ
を
中
止
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
は
、
前
示
の
と
お
り
、
客
観

的
に
み
て
、
既
に
被
害
者
の
生
命
に
対
す
る
現
実
的
な
危
険
性
が
生
じ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
る
（
…
…
）
う
え
、
甲
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
危
険
を
生

じ
さ
せ
た
自
己
の
行
為
、
少
な
く
と
も
、
被
害
者
が
気
を
失
っ
た
の
ち
も
約
30
秒
間
そ
の
頚
部
を
力
任
せ
に
絞
め
続
け
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
み
得
る

か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
、
本
件
の
実
行
行
為
は
終
了
し
て
い
た
も
の
と
解
さ
れ
、
甲
に
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
原
判
示
が
説
示
す
る
と
お

り
、
被
害
者
の
救
護
等
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
積
極
的
な
行
為
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
甲
が
そ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
で
い
な
い

本
件
に
お
い
て
、
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
原
判
決
は
、
正
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。
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B
G
H
S
t 31,170;33,295,300

﹇
こ
め
か
み
射
撃
事
件
﹈〔
被
告
人
甲
は
、
被
害
者
乙
を
「
罰
す
る
」
つ
も
り
で
至
近
距
離
か
ら
右
こ
め
か
み
を
撃
っ
た
。

弾
丸
は
右
眼
球
上
方
と
み
ぎ
眉
下
方
の
間
の
軟
部
を
貫
通
し
、
鼻
根
の
横
か
ら
出
た
。
直
後
に
、
乙
は
甲
に
な
ん
と「
ひ
ど
い
こ
と
」を
や
っ
た
の
だ
と
言
っ

た
。
甲
は
乙
に
他
言
し
て
ほ
し
く
な
い
、
き
っ
と
元
通
り
に
な
る
と
答
え
て
、
そ
の
場
を
離
れ
た
。
甲
の
拳
銃
に
は
ま
だ
弾
丸
が
残
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
撃

て
ば
、
甲
は
完
璧
に
殺
せ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
。
乙
は
助
か
っ
た
が
、
右
目
は
摘
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
。
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、

こ
う
い
っ
た
重
い
傷
害
に
あ
っ
て
は
、
行
為
者
は
、
被
害
者
が
そ
の
傷
に
耐
え
ら
れ
な
い
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、「
至
近

距
離
か
ら
人
の
頭
を
撃
て
ば
ほ
ぼ
例
外
な
く
生
命
の
危
険
を
伴
う
」
と
い
う
こ
と
を
被
告
人
が
認
識
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り

え
な
い
〕。
な
お
、
本
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
の
殺
意
が
未
必
の
故
意
に
す
ぎ
な
い
と
き
、
そ
も
そ
も
中
止
犯
の
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
に
つ
き
、R

o
xin
,

(F
n
.
12),

30 R
n 191.

175
）

B
G
H
 
N
S
tZ 1999,

300 m
i.
B
sp
r.
C
.-F
.
S
tu
ck
en
b
erg
,
JA
 
1999,

751 f.;
K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 31;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 10.

176
）

B
G
H
 
N
S
tZ
-R
R
 
2006,

370 f.
m
.
B
sp
r.
M
.
Ja
h
n
,
Ju
S 2006,

1135 f.

177
）

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1287;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 31;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 175 f.;

G
ro
p
p
,
(F
n
.
26),

9 R
n

 
53;B

G
H
S
t 40,304

〔
被
告
人
は
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
自
分
の
兄
（
弟
）
の
上
腹
部
を
二
度
突
き
刺
し
て
か
ら
、
そ
の
結
果
が
ど
う
な
る
か
を
考
え
ず
に

そ
れ
以
上
の
行
為
は
し
な
か
っ
た
。
兄
（
弟
）
は
被
告
人
と
無
関
係
に
救
助
さ
れ
た
と
い
う
事
案
。
終
了
未
遂
〕「
行
為
者
が
最
後
の
実
行
行
為
の
後
行
為
の

結
果
に
つ
い
て
考
え
が
及
ば
な
い
と
き
、
終
了
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
行
為
者
は
結
果
の
発
生
と
不
発
生
の
両
方
を
予
期
し
て
い

る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
結
果
の
発
生
を
可
能
と
考
え
て
お
れ
ば
、
既
遂
に
至
る
の
を
阻
止
す
る
行
為
を
す
る
場
合
に
だ
け
中
止
犯
が
成
立
し
う
る
」。

こ
れ
に
対
し
て
、
ロ
ク
ス
イ
ー
ン
は
、
行
為
者
が
自
分
の
行
為
の
結
果
を
問
う
た
な
ら
ば
、
行
為
者
は
ど
う
い
う
行
為
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

規
準
か
ら
、
二
分
説
を
展
開
す
る
。
負
傷
に
因
っ
て
少
な
く
と
も
致
死
の
可
能
性
が
あ
り
と
認
識
で
き
た
場
合
、
積
極
的
行
為
が
必
要
と
な
っ
た
か
ら
、
終

了
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
負
傷
の
程
度
か
ら
す
る
と
、
行
為
者
が
自
分
の
行
為
の
結
果
を
考
え
た
と
し
て
も
、
被
害
者
が
死
ぬ
こ
と
は
な
い
と

の
結
論
を
出
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
場
合
、
未
終
了
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
う
い
っ
た
行
為
者
が
、
結
果
の
不
発
生
を
軽
率
に
も
信
頼
し

て
、
た
ん
に
そ
れ
以
上
の
行
為
を
放
棄
す
る
者
よ
り
も
不
利
益
な
扱
い
を
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 172.

178
）

G
ro
p
p
,
(F
n
.
26),

9 R
n 61a

.

179
）

V
g
l.
B
G
H
 
N
S
tZ 1986,

264

﹇
ガ
ソ
リ
ン
散
布
事
件
﹈;B

G
H
S
t 10,

129
﹇
フ
ラ
ッ
ハ
マ
ン
事
件
﹈.

180
）

V
g
l.
B
G
H
 
N
S
tZ 2007,

299.

181
）

O
.
R
a
n
ft,
Z
u
r A
b
g
ren
zu
n
g v
o
n u
n
b
een
d
etem

 
u
n
d feh

lg
esch

la
g
en
em
 
V
ersu
ch b

ei ern
eu
ter A

u
sfu
h
ru
n
g
sh
a
n
d
lu
n
g
,
Ju
ra 1987,
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527 ff.,
534;

d
ers.,

A
n
m
erk
u
n
g zu

m
 
U
rteil d

es B
G
H
 
v
.
19.
7.
1989,

JZ 1989,
1129.

182
）

R
o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 209;

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 36;

R
en
g
ier
,
(F
n
.
167),

932 f.;
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 123;

B
G
H
S
t

 
34,
53,
57;
35,
90,
94;
40,
75,
77.

183
）

E
b
ert,(F

n
.169),132 f.;

R
u
d
o
lp
h
i,(F
n
.23),

24 R
n 14;

E
.
S
ch
lu
ch
ter
,N
o
rm
k
o
n
k
retisieru

n
g a
m
 
B
eisp
iel d
es R
u
ck
trittsh

p
rizo
n
ts,

in
:
B
a
u
m
a
n
n
-F
S
,
1 992,

71 ff.,
86.
V
g
l.
K
u
h
l,
(F
n 2),

16 R
n 37;

K
rey
/
E
sser
,
(F
n
.
95),

45 R
n 1285.

184
）

B
G
H
S
t 35,

90
﹇
う
な
じ
刺
し
傷
事
件
﹈〔
被
告
人
甲
は
殺
害
の
目
的
で
乙
の
う
な
じ
を
長
く
、
先
の
と
が
っ
た
刃
物
で
激
し
く
刺
し
た
。
刃
物
は
七
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
刺
さ
り
、
首
の
中
に
と
ど
ま
っ
た
。
大
量
に
出
血
し
た
乙
は
刃
物
を
抜
い
て
そ
れ
を
地
面
に
投
げ
捨
て
、
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
が
、
甲

は
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
と
い
う
事
案
〕;B

G
H
S
t 39,221

(G
S
)

（
行
為
者
が
「
最
後
の
実
行
行
為
の
後
、
そ
の
認
識
状
況
か
ら
し
て
構
成
要
件
的
結
果
の
発

生
を
ま
だ
予
期
し
て
い
な
い
と
き
」、「
既
遂
が
行
為
者
の
視
点
か
ら
な
お
可
能
で
あ
る
と
き
」、
未
終
了
未
遂
で
あ
る
の
に
対
し
、「
行
為
者
が
最
後
の
実
行

行
為
の
後
、
そ
の
認
識
状
況
か
ら
し
て
結
果
発
生
が
な
お
可
能
と
考
え
る
と
き
」、
終
了
未
遂
で
あ
る
）。

185
）

R
o
xin
,(F
n
.12),

30 R
n 163;

K
u
h
l,(F

n
.2),

16 R
n 32;

L
ilie /
A
lb
rech
t,(F

n
.12),

24 R
n 179;

Z
a
czyk
,(F
n
.143),

24 R
n 42;

W
essels /

B
eu
lk
e,(F

n
.87),

14 R
n 637;B

G
H
S
t 36,224

（
行
為
者
が
最
後
の
実
行
行
為
の
後
、
目
指
す
結
果
の
発
生
を
先
ず
は
可
能
だ
と
考
え
る
が
、
そ
の
直

後
に
自
分
の
認
識
の
誤
り
に
気
づ
い
た
場
合
、
現
実
の
認
識
に
基
づ
い
て
修
正
さ
れ
た
表
象
が
「
中
止
視
座
」
に
意
味
を
有
す
る
の
で
、
未
終
了
未
遂
が
認

め
れ
る
）;B

G
H
S
t
(G
S
)
39,
221,

227 f..

186
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 32;

W
essels /

B
eu
lk
e,
(F
n
.
87),

14 R
n 637;

B
G
H
S
t 36,

224

〔
甲
は
殺
害
の
意
図
で
乙
を
突
き
刺
し
、
最
後
に
は
結

果
が
発
生
す
る
こ
と
を
予
期
し
て
「
こ
れ
で
始
末
し
た
」
と
言
い
な
が
ら
そ
れ
以
上
の
行
為
に
出
な
か
っ
た
。
被
害
者
が
「
ま
だ
生
き
て
い
る
。
警
察
を
呼

ぶ
」
と
言
い
返
し
た
と
き
、
甲
は
乙
が
ま
だ
致
命
傷
を
負
っ
て
い
な
い
と
考
え
た
が
、
引
き
続
き
突
き
刺
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
。
未
終
了
未

遂
の
中
止
犯
が
成
立
〕;B
G
H
 
N
S
tZ 1999,

449

〔
娘
が
殺
害
の
意
図
で
長
さ
25
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
刃
渡
り
13
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
パ
ン
切
り
包
丁
を
そ

の
父
親
の
下
腹
部
に
柄
ま
で
刺
し
通
し
た
。
娘
は
当
初
致
命
傷
を
負
わ
せ
た
と
思
っ
た
が
、
そ
の
刺
し
傷
は
致
命
傷
で
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
行
為

を
続
け
よ
う
と
思
え
ば
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
父
親
を
立
ち
去
ら
せ
た
と
い
う
事
案
。
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立
〕;B

G
H
 
S
tV
 
1995,

462

〔
行

為
者
は
走
行
中
の
小
型
バ
ス
目
が
け
て
機
関
銃
を
二
回
連
射
し
、
そ
の
小
型
バ
ス
全
体
が
穴
だ
ら
け
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
運
転
手
と
少
な
く
と
も
二
人
の

乗
客
が
致
命
傷
を
負
っ
た
と
考
え
た
が
、
そ
の
直
後
に
運
転
手
と
女
性
一
人
が
無
傷
で
下
車
す
る
の
を
見
て
、
更
に
射
撃
す
る
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
う
せ
ず
、
立
ち
去
っ
た
と
い
う
場
合
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立
す
る
〕。

こ
れ
に
対
し
て
、
フ
ェ
ル
テ
ス
は
、
被
害
者
の
法
益
に
何
ら
か
の
形
で
損
害
が
既
に
発
生
し
て
お
り
、
行
為
者
が
こ
れ
を
認
識
し
て
い
る
場
合
、
法
益
に
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何
ら
の
損
害
が
生
じ
て
い
な
い
場
合
と
は
異
な
っ
た
中
止
行
為
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
上
記
裁
判
例
の
よ
う
に
、
殺
人
行
為
が
生
命
に
危
険
を
及
ぼ

さ
な
か
っ
た
が
、
傷
害
を
生
じ
さ
せ
た
と
き
、
行
為
者
に
は
、
た
ん
な
る
放
棄
で
な
く
、「
ど
の
よ
う
に
見
え
る
結
果
で
あ
ろ
う
と
も
こ
れ
を
阻
止
す
る
か
阻

止
の
努
力
を
す
る
」
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
も
っ
と
も
、「
結
果
の
発
生
が
行
為
者
の
視
点
か
ら
い
か
な
る
蓋
然
性
の
外
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
き
」
に
限

ら
れ
る
と
論
ず
る
。F

eltes,(F
n
.112),418 ff.

し
か
し
、
本
説
は
、
傷
害
が
死
を
招
来
す
る
の
に
適
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
行
為
者
が
こ
れ
を
認
識
し
て

い
る
と
き
に
、
そ
れ
で
も
阻
止
行
為
が
要
求
さ
れ
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
だ
と
批
判
さ
れ
る
。R

o
xin
,
(F
n
.
12),

30 R
n 165.

プ
ッ
ペ
は
、
表
象
の
修
正
を
良
心
的
検
証
の
場
合
に
だ
け
肯
定
す
る
、
つ
ま
り
、「
も
っ
ぱ
ら
心
理
的
事
実
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
こ
と
」を
批
判
し
て
、「
規

範
的
理
由
」
か
ら
、
被
害
者
が
危
険
な
状
態
に
あ
る
か
否
か
を
良
心
的
に
検
証
す
べ
き
、
先
行
行
為
か
ら
生
ず
る
被
害
者
へ
の
保
障
人
義
務
を
課
し
、
危
殆

化
が
な
い
と
過
失
／
軽
率
に
も
考
え
た
と
き
は
不
作
為
に
よ
る
中
止
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
と
論
ず
る
。
表
象
の
修
正
を
良
心
的
検
証
の
場
合
に
だ
け
肯
定
す

る
。B

G
H
 
N
S
tZ 1999,

449 m
.
k
ri.
B
sp
r.
P
u
p
p
e,
(F
n
.
149).

187
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 32;

B
G
H
 
N
S
tZ 2000,

531 f.

188
）

K
u
h
l,
(F
n
.
2),

16 R
n 32;

L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 181;

B
G
H
S
t 33,

295;
B
G
H
 
N
S
tZ 1998,

614;
B
G
H
 
N
S
tZ 1993,

39.

189
）

B
G
H
S
t 31,

170;
33,
295.

190
）

B
G
H
 
N
S
tZ 1998,

614.
v
g
l.
L
ilie /
A
lb
rech
t,
(F
n
.
12),

24 R
n 181.
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