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四

中
止
未
遂
の
成
立
要
件

⑴

任
意
性

中
止
未
遂
は
、
実
行
行
為
を
放
棄
（
未
終
了
未
遂
の
中
止
）
な
い
し
結
果
の
阻
止
が
任
意
に
行
な
わ
れ
た
（
終
了
未
遂

の
中
止
）
場
合
に
の
み
成
立
す
る
。
任
意
性
は
、
両
未
遂
形
態
の
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
共
通
の
要
件
で
あ
る
。
中
止
が
任
意
に
行
わ
れ

た
場
合
に
の
み
、
未
遂
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
人
々
の
規
範
へ
の
信
頼
の
動
揺
が
元
に
復
す
る
と
と

191
）

も
に
、
行
為
者
が
法
に
基
づ
く
生
活

へ
回
帰
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で

192
）

あ
る
。
問
題
は
、
い
か
な
る
規
準
で
こ
の
任
意
性
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
か
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
と
も
関
連
し
て
見
解
は
多
岐
に
分
か
れ
る
が
、
大
別
す
る
と
、
四
説
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
は

客
観
説
で
あ
る
。
本
説
は
、「
経
験
的
な
標
準
に
依
っ
て
事
を
論
じ
、
未
遂
と
な
る
に
至
っ
た
関
係
が
犯
罪
の
既
遂
と
な
る
こ
と
に
通
常
妨

害
を
与
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
依
っ
て

193
）

区
別
」す
る
と
か
、「
犯
行
中
止
の
動
機
の
内
容
た
る
事
情
が
一
般
人
の
見
解

に
お
い
て
意
思
決
定
に
対
し
て
強
制
的
影
響
を
与
え
な
い
と
せ
ら
れ
る
場
合
が
任
意
で
あ
り
、与
え
る
と
せ
ら
れ
る
場
合
が
強
制
で

194
）

あ
る
」

と
主
張
す
る
。
し
か
し
、
本
説
は
、
行
為
者
の
主
観
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
専
ら
一
般
的
経
験
を
標
準
と
す
る
点
で
、
明
ら
か
に
行
為

者
の
内
心
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
「
自
己
の
意
思
に
よ
り
」
の
理
解
に
お
い
て
問
題
が

195
）

あ
る
。
そ
の
二
は
限
定
主
観
説
で
あ
る
。
本
説

は
、「
行
為
者
の
性
情
が
内
部
的
障
礙
（
悔
改
、
慙
愧
、
恐
懼
、
同
情
、
憐
愍
、
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
感
情
）
と
し
て
作
用
し
た
」
こ
と
、

つ
ま
り
、「
広
義
の
後
悔
」を
要
求

196
）

す
る
。
本
説
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
広
義
の
悔
悟
が
な
く
と
も
、
行
為
者
の
法
秩
序
に
か
な
っ
た
生
活
へ

の
回
帰
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
お
り
、
し
か
も
、
刑
の
必
要
的
減
免
し
か
認
め
て
い
な
い
現
行
法
の
適
用
範
囲
を

不
必
要
に
狭
め
て

197
）

い
る
。
そ
の
三
は
主
観
説
で
あ
る
。
本
説
は
、「
外
部
的
障
害
に
よ
る
場
合
、
お
よ
び
外
部
的
障
害
を
認
識
し
て
中
止
し

た
場
合
以
外
が
自
己
の
意
思
に
よ
る
場
合
」
と
し
、
そ
の
具
体
的
規
準
と
し
て
、「
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
」
を
援
用
す
る
。「
た
と
え
成
し
遂

げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
欲
し
な
い
」と
き
が
自
己
の
意
思
に
よ
る
場
合
で
あ
り
、「
た
と
え
成
し
遂
げ
る
こ
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と
を
欲
し
た
と
し
て
も
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
っ
た
」
と
き
が
自
己
の
意
思
に
よ
ら
な
い
場
合
で

198
）

あ
る
。
そ
の
四
は
折
衷

説
（
新
し
い
客
観
説
）
で
あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
意
思
を
問
題
と
す
る
主
観
説
が
基
本
的
に
妥
当
だ
が
、「
自
己
の
意
思
に
よ

り
」は
主
観
的
違
法
減
少
要
素
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
判
断
は
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、「
外
部
的
事
情
を
表
象
し
た
結

果
、
行
為
者
が
で
き
る
と
感
じ
た
か
、
で
き
な
い
と
感
じ
た
か
と
い
う
、
行
為
者
の
現
実
の
意
識
の
過
程
を
客
観
的
に
判
断
し
、
で
き
る

と
感
じ
た
と
み
と
め
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
中
止
し
た
ば
あ
い
を
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
中
止
し
た
も
の
と
解

199
）

す
る
」。
本
説
に
は
、「
自

己
の
意
思
に
よ
り
」
を
「
主
観
的
」
違
法
減
少
要
素
と
捉
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
さ
ら
に
客
観
的
に
評
価
す
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
。

任
意
性
の
問
題
を
心
理
学
的
観
点
か
ら
取
り
組
む
、
有
名
な
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
」
が
長
く
使
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
拠
る
と
、
行
為
者
が
「
で
き
て
も
、
し
た
く
な
い
」
と
思
う
と
き
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
良
心
の
呵
責
、
哀

れ
み
、
恥
を
か
く
不
安
、「
勇
気
」の
欠
如
、
刑
罰
へ
の
一
般
的
不
安
、
更
に
は
、
共
犯
者
、
被
害
者
、
第
三
者
の
非
難
が
基
に
な
っ
た
中

止
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
行
為
者
が
「
し
た
く
て
も
、
で
き
な
い
」
と
思
う
と
き
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。

例
え
ば
、
被
害
者
が
抵
抗
す
る
、
あ
る
い
は
、
逃
げ
る
と
か
、
警
邏
車
が
近
づ
い
て
く
る
、
警
報
装
置
が
な
る
、
見
張
ら
れ
て
い
る
、
あ

る
い
は
、
捕
ま
え
ら
れ
る
と
感
じ
る
、
眠
り
込
む
、
激
し
い
吐
き
気
に
襲
わ
れ
る
、
建
物
の
扉
を
容
易
に
開
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ

じ
開
け
た
自
動
車
を
発
進
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
、
任
意
性
が
否
定
さ

200
）

れ
る
。

し
か
し
、
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
を
文
字
通
り
理
解
す
る
と
、
行
為
者
が
「
で
き
て
も
、
し
た
く
な
い
」
と
思
う
限
り
、
任
意
性
が
認
め
ら

れ
る
の
で
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
「
も
は
や
で
き
な
い
」
と
思
う
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
に
は

既
遂
が
不
可
能
と
思
わ
れ
る
場
合
に
だ
け
任
意
性
の
存
在
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
非
任
意
性
の
規
準
と
さ
れ
る「
し
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た
く
て
も
、
で
き
な
い
」
が
非
任
意
性
を
適
切
に
言
い
表
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
も
は
や
で
き
な
い
者
は
、

す
で
に
行
為
の
選
択
肢
を
有
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
で
何
も
放
棄
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
し
た
く
て
も
、
で
き
な
い
」と
い
う
の
は
既

に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
実
は
失
効
未
遂
の
標
識
な
の
で
あ
る
。
任
意
性
の
概
念
が
実
行
行
為
の
「
放
棄
」
や
「
阻
止
行
為
」
と
な
ら
ん
で

独
自
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
ら
、
こ
の
概
念
に
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
を
超
え
る
意
味
が
あ
た
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
フ
ラ

ン
ク
の
公
式
を
徹
底
さ
せ
る
と
、
例
え
ば
、
他
人
を
射
殺
し
よ
う
と
し
て
銃
口
を
向
け
る
が
、
警
邏
車
が
近
づ
い
て
く
る
の
に
気
づ
い
て

止
め
た
と
か
、
住
居
侵
入
窃
盗
犯
が
怪
し
げ
な
物
音
を
聞
い
た
の
で
止
め
た
と
い
う
場
合
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

こ
れ
は
支
持
し
が

201
）

た
い
。
そ
こ
で
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
学
説
・
判
例
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
を
修
正
し
て
、「
行
為
者
が
犯
行
計
画
に
相

応
す
る
既
遂
は
ま
だ
可
能
だ
と
考
え
て
行
為
す
る
と
き
」
に
の
み
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ

202
）

れ
た
。
そ
う
す
る
と
、
犯

行
計
画
で
は
発
見
さ
れ
る
虞
が
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
と
き
、
あ
ら
か
じ
め
見
込
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
状
況
の
悪
化
が
生
じ

た
た
め
、
行
為
者
が
行
為
を
断
念
す
る
と
き
、
任
意
性
は
否
定
さ

203
）

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
説
は
中
止
犯
の
成
立
が
む
や
み
に
広
が
る
の

を
限
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
規
準
の
適
用
如
何
に
よ
っ
て
は
、
中
止
犯
の
成
立
が
過
度
に
限
定
さ
れ
る
虞
も
あ
る
。
こ

の
見
解
に
は
、
中
止
が
非
任
意
と
見
ら
れ
る
た
め
に
は
、
ど
の
程
度
ま
だ
可
能
と
思
わ
れ
る
既
遂
が
当
初
の
犯
行
計
画
か
ら
ず
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
の
点
に
つ
い
て
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
に
難
点
が

204
）

あ
る
。

ド
イ
ツ
の
刑
法
学
説
で
も
、
任
意
性
を
規
範
的
に
捉
え
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
規
範
的
観
点
か
ら
論
ず
る「
ロ
ク
ス
ィ
ー

ン
の
公
式
」
に
よ
る
と
、
行
為
者
が
な
る
ほ
ど
客
観
的
に
は
な
お
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
ま
だ
行
為

が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
、
事
情
の
変
化
（
特
に
実
行
を
困
難
に
す
る
事
情
の
変
化
）
や
そ
の
他
の
不
利
益
を
伴
う
事
情
の

変
化
に
鑑
み
、
行
為
を
す
る
こ
と
が
犯
罪
者
理
性
の
規
範
（d

ie
N
o
rm
en
d
er
V
erb

rech
erv

ern
u
n
ft

）
の
意
味
で
賢
明
で
な
い
と
き
、
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そ
の
中
止
は
非
任
意
的
で
あ
る
。
賞
賛
に
値
す
る
合
法
性
へ
の
復
帰
が
認
め
ら
れ
な
い
。「
具
体
的
犯
行
計
画
の
危
険
と
機
会
を
冷
静
に
衡

量
す
る
、
非
情
な
犯
罪
者
」
の
視
点
か
ら
そ
れ
以
上
の
実
行
行
為
を
放
棄
す
る
と
か
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
が
「
愚
か
（u

n
v
er-

n
u
n
ftig

）」な
と
き
、
す
な
わ
ち
、
追
体
験
し
た
理
解
が
で
き
な
い
と
き
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
行
為
者
の
中
止
が
犯
罪
者
の
教
訓

を
基
礎
と
す
る
と
「
賢
明
（v

ern
u
n
ftig

erw
eise

）」
だ
っ
た
と
い
え
る
と
き
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
中
止
の
動
機
は
倫
理
的
に
価

値
の
高
い
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
犯
罪
へ
の
根
本
的
態
度
変
更
と
な
っ
て
現
れ
る
「
具
体
的
犯
行
へ
の
動
機
と
相

容
れ
な
い
行
為
」
で

205
）

あ
る
。
し
か
し
、
本
説
に
も
、
そ
の
正
当
な
関
心
事
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
難
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
本
説
は
、
中
止
が

純
粋
な
対
費
用
効
果
の
所
産
で
あ
る
と
き
、
当
該
行
為
者
を
優
遇
す
る
必
要
は
な
く
、
中
止
未
遂
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

い
か
な
る
利
益
を
衡
量
に
入
れ
る
か
は
、
個
々
の
行
為
者
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
そ
も
そ
も
犯
罪
者
な
る
も
の
」は

存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
個
別
行
為
者
（
初
犯
で
あ
る
の
か
、
常
習
犯
で
あ
る
の
か
、
少
年
か
成
人
か
等
）
と
そ
の
具
体
的
状
況
が
考

慮
さ
れ
ね
ば
な
ら

206
）

な
い
。
例
え
ば
、
強
姦
目
的
の
行
為
者
が
、
襲
っ
た
相
手
が
自
分
の
知
人
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
訴
追
さ
れ
る
恐
れ

か
ら
中
止
し
た
と
き
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
う
る
が
、
ほ
か
で
も
な
く
こ
の
女
性
に
暴
行
す
る
こ
と
を
恥
じ
て
止
め
た
と
き
、
任
意
性
は

認
め
ら
れ

207
）

う
る
。

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
心
理
学
的
観
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
意
思
が
外
的
又
は
内
的
強
制
か
ら
免
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

観
点
か
ら
任
意
性
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
も
と
、
未
終
了
未
遂
で
は
、
行
為
者
が
、「
自
分
の
意
思
と
は
関
係
の
な
い
事

情
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
た
」
場
合
に
、
終
了
未
遂
で
は
、
所
為
が
既
に
発
覚
し
た
場
合
に
中
止
犯
を
否
定
す
る
旧
法
第
四
六
条
に
基
づ
く

理
解
で
あ
っ
た
。「
依
然
と
し
て
自
分
の
決
意
の
支
配
者
だ
っ
た
の
か
否
か
、
犯
罪
計
画
の
実
行
を
な
お
可
能
と
考
え
て
い
た
の
か
否
か
」、

「
所
為
を
完
遂
す
る
こ
と
が
、
外
的
強
制
状
況
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
し
、
精
神
的
圧
力
に
よ
っ
て
も
で
き
な
く
な
っ
て
い
な
い
」と
い
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う
こ
と
が
任
意
性
の
判
断
規
準
と

208
）

な
る
。
時
に
、
自
律
的
（
自
己
定
立
的
）
行
為
に
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
、
他
律
的
（
他
者
定
立
的
）

行
為
に
は
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
説
明
さ
れ
た
り

209
）

す
る
。
中
止
の
動
機
が
、
行
為
者
に
は
も
は
や
「
自
由
に
」
選
択
で
き
な
い
よ
う

な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て
、
倫
理
的
性
質
は
無
視
さ

210
）

れ
る
。
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
郵
便
局
を
襲
っ
て

強
盗
的
恐
喝
を
働
こ
う
と
し
た
が
、
次
か
ら
次
と
客
が
来
る
の
で
止
め
た

211
）

場
合
と
か
、
崩
れ
落
ち
つ
つ
あ
る
被
害
者
の
「
焦
点
の
合
わ
な

く
な
っ
て
い
く
視
線
」
を
目
の
当
た
り
に
し
て
そ
れ
以
上
の
行
為
が
で
き
な
く
な
っ
た

212
）

場
合
で
あ
る
。
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
共

犯
者
の
要
請
に
応
え
て
被
害
者
の
絞
殺
を
止

213
）

め
る
と
か
、
拳
銃
で
脅
さ
れ
た
被
害
者
が
毅
然
と
し
て
い
た
の
に
驚
い
て
止
め
た
と
い
っ
た

214
）

場
合
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
心
理
的
考
察
方
法
に
は
、
夙
に
、
動
機
が
自
律
的
か
他
律
的
か
を
心
理
学
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
こ
と
、
い
つ
任
意
性
が
非
任
意
性
に
変
転
す
る
ほ
ど
心
理
的
圧
力
が
大
き
く
な
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
解
決
す
る
尺
度
は
存
在
し
な

い
、
と
い
う
の
は
、
動
機
の
も
た
ら
す
影
響
力
に
は
無
限
の
細
か
い
段
階
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て

215
）

き
た
。
さ
ら
に
、

中
止
行
為
は
決
意
に
基
づ
く
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
決
断
麻
痺
が
ほ
ぼ
完
全
で
あ
る
場
合
に

だ
け
任
意
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
実
際
に
、
圧
倒
的
多
数
の
裁
判
例
は
任
意
性
を
肯
定
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
る
の
で

216
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
任
意
性
の
解
釈
に
お
い
て
、
心
理
学
的
考
察
と
規
範
的
考
察
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
が
、
任
意
性
の
内
容
を
純
心
理

学
的
に
捉
え
て
、
内
発
的
動
機
か
ら
出
た
場
合
に
の
み
任
意
性
を
認
め
る
の
は
狭
す
ぎ
る
。
外
部
的
誘
因
か
ら
中
止
し
た
場
合
に
も
任
意

性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
任
意
性
の
境
界
を
ど
こ
に
引
く
か
と
い
う
問
題
が
生

217
）

ず
る
。
そ
れ
に
、
心
理
学
的
解
釈
を

徹
底
さ
せ
る
と
、
中
止
犯
規
定
の
法
的
根
拠
と
調
和
し
な
い
、
筋
の
通
ら
な
い
結
論
に
至
ら
ざ
る
を
得

218
）

な
い
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
確
か

に
、
日
常
の
言
語
用
法
で
は
、「
自
己
の
意
思
」、
つ
ま
り
、
任
意
性
は
主
観
的
に
行
為
者
の
心
理
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
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し
か
し
、
個
々
の
事
情
を
そ
の
時
々
の
動
機
付
け
の
強
さ
に
関
連
付
け
て
心
理
学
的
に
判
断
す
る
の
は
、
実
際
に
は
困
難
が
伴
う
。
そ
こ

で
ど
う
し
て
も
行
為
者
の
動
機
を
規
範
的
に
も
評
価
す
る
必
要
性
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
動
機
と
い
う
心
理
学
的
事
実
を
中
止
未
遂
の

法
的
根
拠
と
関
連
付
け
て
規
範
的
に
評
価
す
る
べ
き
な
の
で

219
）

あ
る
。

任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
中
止
が
自
律
的
動
機
に
基
づ
く
場
合
で
あ
る
。
今
ま
で
以
上
の
著
し
く
大
き
な
危
険
を
冒
す
こ
と
な
く

完
遂
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
中
止
す
る
と
き
、
自
律
的
動
機
が
認
め
ら
れ
る
。
犯
行
状
況
と
は
無
関
係
の
中
止
に
は
任
意
性
が
認
め
ら

220
）

れ
る
。
例
え
ば
、
財
を
成
す
た
め
の
も
っ
と
簡
単
な
方
法
に
気
づ
く
と
か
、
犯
行
時
に
ど
う
し
て
も
無
駄
に
し
た
く
な
い
そ
の
日
限
り
有

効
の
観
劇
券
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
種
の
場
合
、
中
止
は
常
に
任
意
で

221
）

あ
る
。
外
的
事
情
の
変
化

や
そ
の
認
知
の
変
化
が
決
意
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
て
も
、
中
止
決
意
を
す
る
一
要
因
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
窃
盗
目
的
で
暗
い
部
屋
に
忍
び
込
み
、
懐
中
電
灯
の
光
が
偶
然
に
壁
掛
け
暦
に
当
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
暦
に
犯
行
当
日
が
仏
滅

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
以
前
に
仏
滅
の
日
に
住
居
侵
入
窃
盗
を
し
た
と
こ
ろ
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
犯

行
を
放
棄
す
る
場
合
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
行
為
者
が
非
常
に
迷
信
深
く
、
暦
を
見
て
そ
の
日
が
仏
滅
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
き
驚
い
て
立
ち
去
る
場
合
は
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ

222
）

な
い
。
被
害
者
の

223
）

哀
願
や
共
同
正
犯
者
等
の
第
三
者
に
よ
っ
て
諌
め
ら
れ
て
止
め

る

224
）

場
合
も
任
意
性
は
認
め
ら
れ
る
。
中
止
が
良
心
の
呵
責
等
の
倫
理
的
に
価
値
の
高
い
動
機
に
基
づ
か
な
く
と
も
、
任
意
性
が
否
定
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
。
も
し
そ
う
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
中
止
犯
の
成
立
範
囲
が
狭
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
中
止
未
遂
の
法
的
根
拠
に
そ
ぐ

わ
な
い
結
果
に
な

225
）

ろ
う
。

任
意
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
、
行
為
者
が
、
継
続
し
て
行
為
を
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
や
む
を
え
な
い
理
由
か
ら
そ
の
完
遂
が
阻
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ま
れ
て
い
る
と
思
う
場
合
、
つ
ま
り
、
他
律
的
動
機
に
基
づ
く
中
止
に
は
任
意
性
は
否
定
さ

226
）

れ
る
。
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
は
可
能
と
思

わ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
予
期
し
た
以
上
の
危
険
を
冒
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
き
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
害

者
の
抵
抗
が
激

227
）

し
い
と
か
、
辻
強
盗
の
際
に
突
然
街
路
照
明
が
点
い
た
た
め
行
為
の
継
続
が
危
険
に
思
わ

228
）

れ
た
と
か
、
覆
面
を
し
て
銀
行

強
盗
に
入
っ
た
が
、
予
期
に
反
し
て
現
金
出
納
席
に
出
納
係
が
い
な
か
っ
た
の
で
、
担
当
者
が
現
れ
る
ま
で
少
し
待
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ

う
す
る
と
強
盗
の
成
功
の
見
込
み
が
低
く

229
）

な
る
と
か
、
物
取
り
侵
入
者
が
物
を
盗
む
に
は
板
ガ
ラ
ス
を
割
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
す

る
と
大
き
な
音
が
発
生

230
）

す
る
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。
被
害
者
が
大
声
を
出
し
た
の
で
、
助
っ
人
が
現
れ
る
の
で
は
と
思
っ
て
犯
行
を
止

め
た
場
合
も
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
行
為
者
が
ど
の
み
ち
誰
も
聞
い
て
い
な
い
と
思
っ
た
が
止
め
た
と
き
は
任
意
性
が
認
め
ら

231
）

れ
る
。「
行
為
者
が
犯
行
開
始
後
、
犯
行
に
伴
う
危
険
が
今
や
容
認
で
き
な
い
ほ
ど
高
ま
っ
た
と
考
え
る
ほ
ど
、
当
初
の
犯
行
計
画
と
比
較

し
て
不
都
合
な
危
険
増
加
に
直
面
し
た
と
思
う
」
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で

232
）

あ
る
。
同
様
に
、
住
居
侵
入
窃
盗
犯
が
犯
行
中

に
自
宅
が
火
災
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
犯
行
を
止
め
て
、
急
い
で
戻
る
場
合
に
も
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ

233
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
初

の
行
為
が
う
ま
く
い
か
な
っ
た
後
で
も
危
険
に
変
化
が
な
い
と
き
、
例
え
ば
、
改
め
て
暗
証
番
号
を
入
力
し
な
お
す
こ
と
を
止
め
た
と
い

う
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら

234
）

れ
る
。
他
の
手
段
を
選
択
し
て
も
、
危
険
に
変
化
が
な
い
場
合
も
同
様
で

235
）

あ
る
。

任
意
性
の
存
否
を
巡
っ
て
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
犯
行
の
発
覚
や
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
恐
れ
か
ら
、
行
為
者
が
中
止
す

る
場
合
で
あ
る
。
後
に
発
覚
す
る
と
か
、
処
罰
さ
れ
る
と
か
、
保
護
観
察
が
取
り
消
さ
れ
る
こ
と
へ
の
一
般
的
恐
れ
か
ら
中
止
す
る
場
合
、

行
為
者
に
自
由
な
選
択
の
余
地
が
あ
る
の
で
、
任
意
性
は
認
め
ら

236
）

れ
る
。
し
か
し
、
予
期
せ
ず
番
犬
が
吼
え
た
と
か
、
犯
行
現
場
に
人
が

来
た
と
か
、
万
引
き
犯
が
探
偵
に
見
張
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
物
を
元
の
在
っ
た
と
こ
ろ
に

237
）

戻
す
と
い
っ
た
よ
う
に
、
状
況

に
不
都
合
な
変
化
が
あ
り
、
行
為
者
の
視
点
か
ら
発
覚
の
危
険
が
著
し
く
高
ま
っ
た
と
き
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
場
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合
、
行
為
者
が
危
険
を
引
き
受
け
な
い
の
は
当
然
で

238
）

あ
る
。
そ
れ
で
も
、（
目
前
に
迫
っ
た
）発
見
が
常
に
任
意
性
を
否
定
す
る
と
い
う
わ

け
で
は

239
）

な
い
。
強
姦
未
遂
の
被
害
者
が
犯
人
を
既
に
見
抜
い
た
と
き
、
新
聞
配
達
人
の
よ
う
な
第
三
者
が
近
づ
い
て
く
る
恐
れ
が
あ
っ
て

も
、
そ
の
こ
と
で
行
為
者
が
も
は
や
犯
行
を
継
続
で
き
な
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
で
も

240
）

な
い
。
被
害
者
以
外
の
目
撃

証
人
が
警
察
を
呼
ぶ
と
言
っ
た
場
合
で
も
、
行
為
者
が
警
察
の
到
着
ま
で
ま
だ
完
遂
で
き
る
時
間
的
余
裕
が
あ
る
と
き
、
犯
行
継
続
の
支

障
と
は
な
ら

241
）

な
い
。
窃
盗
犯
人
が
他
の
窃
盗
犯
人
に
よ
っ
て
目
撃
さ
れ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
場
合
も
、
こ
の
者
に
よ
っ
て
警
察
に

通
報
さ
れ
た
り
、
犯
行
を
妨
げ
ら
れ
る
恐
れ
が
な
い
の
が
一
般
で
あ
り
、
任
意
性
が
認
め
ら

242
）

れ
る
。
殺
人
行
為
者
が
、
目
撃
し
て
い
た
隣

人
ら
が
叫
ぶ
の
を
聞
き
、
そ
れ
に
警
察
に
腹
を
立
て
る
つ
も
り
も
な
い
の
で
、
犯
行
を
止
め
た
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ

243
）

な
い
。
犯
行

目
撃
者
が
親
族
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
警
察
に
伝
え
ら
れ
る
心
配
が
な
い
場
合
も
、
任
意
性
は
認
め
ら

244
）

れ
る
。
も
と
よ
り
、
行

為
者
が
公
衆
の
面
前
で
犯
行
に
及
ぶ
と
か
、
犯
行
の
発
覚
の
危
険
を
見
込
ん
で
い
た
と
い
う
場
合
に
は
、
任
意
性
は
認
め
ら

245
）

れ
る
。
行
為

者
が
被
害
者
を
救
助
す
る
た
め
に
他
人
の
助
け
を
求
め
る
と
き
、
こ
れ
に
伴
っ
て
犯
行
が
発
覚
す
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
が

中
止
の
動
機
で
は
な
い
の
で
、
任
意
性
は
認
め
ら

246
）

れ
る
。

被
害
者
が
殺
人
未
遂
の
唯
一
の
証
人
で
あ
る
と
き
、
行
為
者
は
犯
行
を
完
遂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
唯
一
の
証
人
を
消
す
こ
と
で
、
こ
の

者
か
ら
何
も
恐
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
を
止
め
る
と
き
、
任
意
性
が
認
め
ら

247
）

れ
る
。
し
か
し
、
被
害
者
か
ら
告
訴

を
す
る
と
脅
さ
れ
て
行
為
を
中
止
す
る
行
為
者
に
は
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
被
害
者
証
人
の
告
訴
を
真
剣
に
受
け
止
め
ざ
る
を
え
な

い
か
ら
で

248
）

あ
る
。

外
的
誘
因
か
ら
の
心
理
的
影
響
に
よ
っ
て
中
止
が
全
く
避
け
が
た
か
っ
た
と
ま
で
は
い
え
な
い
が
、
し
か
し
、
合
法
性
へ
の
帰
還
を
推
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測
さ
せ
な
い
場
合
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、〔
甲
は
、
そ
の
前
妻
乙
と
乙
の
友
人
丙
を
殺
そ
う
と
し
て
、

人
気
の
な
い
駐
車
場
で
乙
と
丙
を
待
ち
伏
せ
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
先
に
現
れ
た
丙
に
重
傷
を
負
わ
せ
、
逃
走
能
力
を
失
わ
せ
た
が
、
間
も

無
く
乙
も
現
れ
た
の
で
、
こ
れ
以
上
丙
に
拘
わ
っ
て
い
た
な
ら
乙
を
逃
し
て
し
ま
う
し
、
乙
を
殺
す
ほ
う
が
先
決
だ
と
考
え
、
そ
こ
か
ら

急
い
で
去
る
乙
を
突
き
刺
し
殺
害
し
た
の
で
、
引
き
続
い
て
丙
へ
の
殺
害
行
為
を
続
け
よ
う
と
し
た
が
、
警
察
が
来
た
の
で
、
丙
は
助
か
っ

た
と
い
う
事
案
〕
で
、
乙
に
向
か
っ
た
の
は
「
冷
静
な
衡
量
の
結
果
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
任
意
性
を
肯
定

249
）

し
た
。
し
か
し
、
こ
の
場

合
、
乙
殺
し
の
完
遂
を
優
先
す
る
こ
と
が
丙
殺
し
の
完
遂
に
役
立
つ
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
法
的
誠
実
性
へ
の
帰
還
が
全
く
認
め
ら
れ

な
い
の
で
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で

250
）

あ
る
。
事
前
行
為
の
発
覚
を
防
ぐ
た
め
に
、
詐
欺
行
為
を
中
止
す
る
場
合
も
同
様
で

251
）

あ
る
。

良
心
の

252
）

呵
責
、
羞

253
）

恥
心
、
悔
悟
、
被
害
者
へ
の

254
）

同
情
、
意
気

255
）

阻
喪
か
ら
の
中
止
に
は
任
意
性
が
認
め
ら

256
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
動
機
が
外
か

ら
の
影
響
を
受
け
て
生
ず
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
外
的
誘
因
が
強
制
的
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
心
理
的
衝
撃
を

受
け
た
場
合
、
例
え
ば
、
殺
人
犯
人
が
被
害
者
を
一
撃
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
悲
痛
な
声
で
命
乞
い
を
す
る
の
に
驚
愕
し
て
中
止
し
た

場
合
、
行
為
者
は
自
分
の
行
為
の
結
果
が
ど
う
な
る
の
か
を
意
識
し
た
上
、
犯
行
続
行
を
止
め
る
選
択
を
し
た
と
い
え
る
の
で
、
任
意
性

が
認
め
ら
れ

257
）

る
が
、
被
害
者
が
大
声
で
叫
ん
だ
た
め
、
行
為
者
が
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ

258
）

な
い
。

犯
罪
類
型
別
に
見
る
と
、
性
犯
罪
で
任
意
性
の
存
否
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
強
姦
未
遂
の
場
合
、
被
害
者
へ
の
哀
れ
み
か
ら
中

止
す
る
と
か
、
恥
を
感
じ
て
中
止
す
る

259
）

場
合
、
逃
げ
る
被
害
者
に
追
い
つ
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
追
い
か
け
な
い

260
）

と
か
、
被
害
者
の
体
調

が
良
く
な
い
の
で
止
め
た
と
い
う
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら

261
）

れ
る
が
、
性
欲
を
失
わ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
場
合
は
失
効
未
遂
で

262
）

あ
る
。
被
害
者
が
抵
抗
し
た
と
こ
ろ
、
必
要
も
な
く
止
め
た
と
い
う
場
合
は
、
任
意
性
は
認
め
ら

263
）

れ
る
。
被
害
者
が
意
外
に
も
知
人
だ
っ
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た
と
い
う
場
合
、
性
欲
が
失
せ
る
ほ
ど
心
理
的
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
失
効
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
任
意
性
が
問
題

と
な
る
余
地
は
な
い
が
、
後
悔
の
念
が
襲
っ
た
と
き
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
告
訴
さ
れ
る
の
を
恐
れ
て
止
め
た
場

合
に
は
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
被
害
者
と
は
面
識
が
な
く
、
単
な
る
一
般
的
な
告
訴
へ
の
恐
れ
か
ら
止
め
た
と
き
は
任

意
性
が
認
め
ら

264
）

れ
る
。
行
為
者
が
、
強
姦
目
的
で
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
性
交
の
同
意
を
し
た
た
め
、
暴
行
を
止

め
た
と
い
う
と
き
、
行
為
者
が
暴
行
を
も
っ
て
性
交
を
強
要
す
る
こ
と
を
無
条
件
に
放
棄
し
た
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
る
も

265
）

の
の
、

し
か
し
、
被
害
者
が
そ
の
約
束
を
直
ち
に
守
ら
な
い
と
き
は
そ
の
場
で
暴
行
に
よ
っ
て
行
為
を
完
遂
す
る
つ
も
り
の
と
き
は
、
任
意
性
は

認
め
ら
れ

266
）

な
い
。
被
害
者
に
今
は
駄
目
だ
が
後
な
ら
よ
い
と
言
わ
れ
て
、
行
為
者
が
中
止
す
る
と
き
、
任
意
性
は
認
め
ら

267
）

れ
る
。
行
為
者

が
、
当
初
の
強
制
猥
褻
目
的
を
、
途
中
で
強
姦
目
的
に
切
り
替
え
た
と
き
、
こ
の
密
接
不
可
分
の
行
為
に
お
い
て
合
法
性
へ
の
帰
還
は
全

く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ

268
）

な
い
。

犯
行
開
始
後
、
責
任
無
能
力
と
な
り
、
自
然
的
故
意
で
中
止
行
為
を
す
る
者
に
も
任
意
性
は
認
め
ら

269
）

れ
る
。
情
動
沈
滞
時
に
行
為
を
開

始
し
た
が
、
情
動
爆
発
時
後
に
行
為
を
止
め
る
と
き
も
、
任
意
性
が
認
め
ら

270
）

れ
る
。
逆
に
、
情
動
行
為
の
開
始
後
に
自
分
の
し
で
か
し
た

こ
と
を
見
て
、
行
為
を
中
断
し
、
驚
愕
の
あ
ま
り
、
し
か
し
な
お
犯
行
継
続
が
不
可
能
と
は
い
え
な
い
心
理
状
態
で
中
止
し
た
場
合
に
も
、

任
意
性
は
認
め
ら

271
）

れ
る
。

い
か
な
る
表
象
に
よ
っ
て
行
為
者
が
止
め
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
考
え
ら
れ
う
る
動
機
の
ど
れ
も
が
非
任
意
性
を
基
礎
付
け

る
場
合
、
当
該
中
止
は
非
任
意
的
で

272
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
任
意
性
に
繫
が
る
動
機
の
余
地
が
あ
る
と
き
は
、「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の

利
益
に
」
の
原
則
に
従
い
、
任
意
性
が
認
め
ら

273
）

れ
る
。
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⑵

中
止
行
為

ａ

未
終
了
未
遂
の
中
止

未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
で
は
、
中
止
行
為
の
態
様
が
異
な
る
。
未
終
了
未
遂
で
は
実
行
行
為
の
放
棄
が

必
要
で
あ
る
。
実
行
行
為
の
放
棄
と
は
、
行
為
者
が
、
構
成
要
件
の
実
現
が
ま
だ
可
能
と
考
え
な
が
ら
、
反
対
決
意
に
因
り
、
結
果
発
生

の
た
め
に
必
要
と
考
え
る
行
為
を
途
中
で
打
ち
切
る
こ
と
で

274
）

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
は
、
そ
の
表
象
に
よ
れ
ば
、
更
に
行
為
を
し
な

く
と
も
既
遂
に
至
る
は
ず
の
実
行
行
為
に
接
着
す
る
行
為
又
は
実
行
行
為
を
ま
だ
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
更
な
る
行
為
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
法
的
平
和
へ
の
脅
威
は
完
全
に
は
除
去
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
付
加
的

要
件
と
し
て
、
行
為
者
は
、
既
に
可
罰
的
未
遂
の
段
階
に
至
っ
た
行
為
を
更
に
完
遂
す
る
と
い
う
決
意
を
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
反
対
決
意

に
よ
っ
て
最
終
的
に
放
棄
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
窃
盗
目
的
で
倉
庫
に
侵
入
し
た
が
、
雨
が
降
り
出
し
た
の
で
盗
品
を
戸

外
に
持
ち
出
す
と
濡
れ
る
虞
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
搬
出
を
中
断
す
る
場
合
、
行
為
者
は
実
行
行
為
を
一
時
的
に
中
断
し
て
い
る
も
の
の
、

最
終
的
に
放
棄
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
い
つ
か
適
切
な
機
会
を
見
つ
け
て
改
め
て
行
う
つ
も
り
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
既

に
実
行
さ
れ
た
具
体
的
行
為
の
最
終
的
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
。
行
為
者
が
な
お
も
行
為
を
行
う
こ
と
を
留
保
し
て
い
る
に
せ
よ
、
そ
の
行

為
は
既
に
行
わ
れ
た
行
為
と
は
時
間
的
・
空
間
的
連
関
を
有
し
て
い
な
い
か
ら
で

275
）

あ
る
。

行
為
者
が
そ
の
全
体
の
犯
罪
計
画
を
最
終
的
に
放
棄
し
た
と
き
に
限
っ
て
最
終
的
放
棄
を
認
め
る

276
）

見
解
は
厳
格
に
過
ぎ
る
。
ま
だ
定

ま
っ
て
い
な
い
後
の
時
点
や
好
都
合
な
事
情
が
生
じ
た
と
き
の
た
め
に
犯
行
を
留
保
す
る
者
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
新
た
な
計
画
を
す

る
の
で
あ
っ
て
、
今
止
め
た
行
為
を
継
続
す
る
つ
も
り
で
は

277
）

な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的
実
行
行
為
を
止
め
た
だ
け
で
最
終
的
放
棄

を
認
め
る

278
）

見
解
は
広
す
ぎ
る
。
行
為
者
が
そ
れ
ま
で
の
実
行
行
為
を
同
じ
価
値
の
他
の
行
為
に
よ
っ
て
直
接
的
に
継
続
す
る
と
き
（
行
為
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態
様
の
入
れ
替
わ
り
）、
例
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
絞
殺
行
為
に
代
わ
り
、
毒
殺
し
よ
う
と
す
る
と
い
っ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
合
法
性
の
帰
還

と
い
っ
た
も
の
が
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で

279
）

あ
る
。
当
初
意
図
し
た
強
制
猥
褻
が
既
遂
に
至
ら
な
い
段
階
で
強
姦
に
移
ろ
う
と
す
る
場
合

も
同
様
で

280
）

あ
る
。
結
局
、
基
本
的
に
は
、
具
体
的
行
為
の
断
念
が
あ
れ
ば
最
終
的
放
棄
が
認
め
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
更
な
る
行
為
が
、

打
ち
切
ら
れ
た
そ
れ
ま
で
の
行
為
と
密
接
な
空
間
的
・
時
間
的
連
関
に
あ
り
、
そ
れ
ま
で
の
行
為
と
質
的
に
異
な
ら
ず
、
同
一
行
為
客
体

な
い
し
被
害
者
へ
の
攻
撃
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
更
な
る
行
為
が
そ
れ
ま
で
の
行
為
の
部
分
行
為
と
見
ら
れ
る
と
き
、
最
終
的
放
棄

は
認
め
ら
れ

281
）

な
い
。
前
後
す
る
行
為
が
密
接
な
空
間
的
・
時
間
的
連
関
に
あ
る
が
、
構
成
要
件
を
異
に
す
る
場
合
（
構
成
要
件
の
入
れ
替

わ
り
）
も
同
じ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
窃
取
の
意
図
を
秘
し
て
手
に
と
っ
て
見
た
い
と
言
っ
て
店
員
に
陳
列
棚
か
ら
装
飾
品
を
出
さ
せ
る
行

為
（
窃
盗
未
遂
）
を
し
た
が
、
そ
こ
で
止
め
、
欺
く
行
為
（
詐
欺
罪
）
を
留
保
し
て
い
る
と
き
、
最
終
的
放
棄
は
認
め
ら
れ

282
）

な
い
。

最
終
的
放
棄
が
あ
っ
て
も
、
結
果
の
発
生
が
あ
れ
ば
、
そ
の
客
観
的
帰
属
が
否
定
さ
れ
な
い
限
り
、
中
止
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
行
為

者
が
既
に
実
行
し
た
行
為
だ
け
で
も
結
果
を
発
生
さ
せ
る
の
に
十
分
な
効
力
が
あ
る
の
を
知
ら
な
い
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
行
為
者
は
、

殺
意
を
抱
い
て
毒
薬
を
数
滴
混
入
し
た
飲
料
を
被
害
者
に
飲
ま
せ
た
が
、
そ
の
量
で
は
ま
だ
十
分
で
な
い
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
被
害

者
が
苦
し
み
だ
し
た
の
を
見
て
悔
悟
し
て
、
そ
れ
以
上
の
行
為
を
止
め
た
が
、
予
期
に
反
し
て
、
被
害
者
が
そ
の
毒
が
原
因
で
死
亡
し
た

と
い
う
失
策
中
止
（M
isslu

n
g
en
er

R
u
ck
tritt

）
の
場
合
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
種
の
先
行
行
為
の
効
力
に
関
す
る
錯
誤
が
あ
る
と
き

に
つ
い
て
、
行
為
者
が
結
果
の
発
生
が
ま
だ
見
ら
れ
な
い
段
階
で
、
被
害
者
が
ま
だ
生
き
て
お
り
、
毒
が
致
死
量
に
足
り
な
か
っ
た
と
考

え
な
が
ら
、
更
な
る
行
為
を
放
棄
す
る
と
き
、
既
遂
の
可
罰
性
が
否
定
さ
れ
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
と
い
う

283
）

見
解
や
、
中
止
未
遂
の
成
立

を
肯
定
し
た
上
で
、
過
失
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る

284
）

見
解
が
あ
る
。
行
為
者
は
、
中
止
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
そ
の
時
点
で
故
意

が
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
の
発
生
に
必
要
な
こ
と
の
全
て
を
や
り
遂
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
行
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為
者
も
既
遂
の
故
意
を
有
し
て
お
り
、
し
か
も
、
結
果
の
発
生
に
至
る
ま
で
こ
の
既
遂
の
故
意
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
う
も

の
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
失
当
で
あ
る
。
結
果
の
発
生
が
非
典
型
的
因
果
関
係
の
経
路
に
基
づ
く
も
の
で
な
い
と
き
、
中
止

未
遂
の
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
故
意
の
殺
人
既
遂
罪
が
成
立

285
）

す
る
。

共
同
正
犯
の
場
合
、
共
同
正
犯
者
全
員
が
合
意
の
う
え
以
後
の
行
為
を
放
棄
す
れ
ば
足

286
）

り
る
。
し
か
し
、
そ
の
合
意
が
な
い
と
き
、
中

止
の
意
思
の
あ
る
行
為
者
は
、
他
の
共
犯
者
の
実
行
行
為
を
、
つ
ま
り
、
既
遂
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複
数
の
者
が
実
行
に
関

与
し
て
い
る
と
き
、
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
累
積
し
て
お
り
、
こ
の
効
果
は
単
に
関
与
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
で
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
危
険

性
が
継
続
し
て
い
る
こ
と
、
中
止
し
た
者
の
犯
罪
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
お
効
果
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
行
為
者
は
共
同
の
行
為
を
開

始
し
た
こ
と
で
、「
全
体
的
負
責
」を
負
い
、
こ
れ
か
ら
抜
け
出
る
た
め
に
は
全
体
と
し
て
構
成
要
件
実
現
を
阻
止
し
な
け
れ
ば
な
ら

287
）

な
い
。

金
庫
破
り
窃
盗
の
共
同
正
犯
者
の
一
人
甲
が
犯
行
現
場
で
実
行
行
為
を
開
始
し
た
直
後
に
改
心
し
て
そ
れ
以
上
の
行
為
を
止
め
た
た
め
、

他
の
共
同
正
犯
者
乙
が
甲
に
行
為
の
続
行
を
強
く
迫
っ
た
が
、
甲
は
気
持
ち
を
変
え
る
こ
と
な
く
そ
の
場
を
去
っ
た
、
し
か
し
、
金
庫
破

り
の
方
法
を
甲
し
か
知
ら
ず
、
乙
に
は
そ
れ
が
な
か
っ
た
た
め
に
、
乙
も
や
む
を
得
ず
あ
き
ら
め
た
と
い
う
場
合
、
甲
に
は
中
止
未
遂
が

成
立
す
る
が
、
乙
は
失
効
未
遂
と
い
う
こ
と
に

288
）

な
る
。

単
独
正
犯
に
共
犯
者
の
関
与
が
あ
る
と
き
、
例
え
ば
、
中
止
の
時
点
で
、
他
の
関
与
者
（
乙
）
が
そ
の
関
与
行
為
を
既
に
終
え
て
お
り
、

構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
が
専
ら
中
止
意
思
の
あ
る
行
為
者
（
甲
）
が
実
行
行
為
を
中
止
す
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
場
合
、
他
の

関
与
者
（
乙
）
の
実
行
行
為
を
阻
止
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
最
後
の
者
（
甲
）
だ
け
が
そ
の
実
行

行
為
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
合
鍵
を
製
作
す
る
者
（
乙
）
が
そ
の
こ
と
で
窃
盗
に
関
与
す
る
と
き
、
正
犯
者
（
甲
）
が
犯
行
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現
場
で
未
終
了
未
遂
の
中
止
を
す
る
と
き
、
正
犯
者
（
甲
）
は
、
こ
の
合
鍵
を
窃
盗
の
た
め
に
既
に
使
用
し
て
い
て
も
、
自
分
を
通
し
て

間
接
的
に
し
か
効
果
の
な
い
他
人
（
乙
）
の
分
担
行
為
（
合
鍵
製
作
）
の
窃
盗
へ
の
直
接
効
果
は
自
動
的
に
阻
止
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
種
の
場
合
、
正
犯
者
に
は
中
止
未
遂
の
適
用
が
あ
る
が
、
幇
助
犯
に
は
通
常
の
窃
盗
未
遂
の
幇
助
犯
が
成
立

289
）

す
る
。
又
、
正
犯
者
が

実
行
行
為
を
放
棄
し
た
後
、
そ
の
教
唆
者
が
自
ら
実
行
行
為
を
し
て
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
も
、
前
者
に
は
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が

成
立

290
）

す
る
。
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R
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193
）

牧
野
英
一
（
注
68
）
六
二
八
頁
以
下
。

194
）

木
村
亀
二
（
注
71
）
三
六
二
頁
。
元
来
、
客
観
説
は
新
派
刑
法
学
派
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
根
底
に
は
、
通
常
、
障
碍
と
な
る
よ
う

な
事
情
が
在
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
止
し
た
場
合
に
は
、
行
為
者
の
性
格
の
危
険
性
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
が
在
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
客
観

主
義
刑
法
学
派
か
ら
も
客
観
説
が
主
張
さ
れ
る
。
前
田
（
注
82
）
一
七
一
頁
「
実
行
に
着
手
し
た
一
般
人
な
ら
通
常
結
果
発
生
を
回
避
す
る
と
思
わ
れ
る
表

象
・
動
機
を
有
し
た
場
合
に
は
褒
賞
を
与
え
る
必
要
は
な
い
。
中
止
し
た
本
人
が
い
か
に
『
出
来
る
の
に
止
め
た
』
と
思
っ
て
も
、
一
般
人
な
ら
ば
当
然
中

止
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
の
場
合
、
減
免
を
認
め
て
も
、
将
来
に
向
か
っ
て
の
結
果
防
止
効
果
は
あ
ま
り
望
め
な
い
」。
そ
の
他
、
斎
藤
金
作
『
刑
法
総
論
』

﹇
改
訂
版
﹈
一
九
九
五
年
・
二
一
二
頁
、
川
端
（
注
72
）
四
七
八
頁
以
下
。
大
判
昭
和
一
二
・
九
・
二
一
刑
集
一
六
・
一
三
〇
三
「
被
告
人
甲
カ
放
火
ノ
媒
介

物
ヲ
取
除
キ
之
ヲ
消
止
メ
タ
ル
ハ
放
火
ノ
時
刻
遅
ク
発
火
払
暁
ニ
及
フ
虞
ア
リ
シ
為
犯
罪
ノ
発
覚
ヲ
恐
レ
タ
ル
ニ
因
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
ヲ
認
ム
ル
ニ
足
ル
ヘ

ク
犯
罪
ノ
発
覚
ヲ
恐
ル
ル
コ
ト
ハ
経
験
上
一
般
ニ
犯
罪
ノ
遂
行
ヲ
妨
ク
ル
ノ
事
情
タ
リ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
右
被
告
人
ノ
所
為
ハ
障
礙
未
遂
ニ
シ
テ
之
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ヲ
任
意
中
止
ヲ
以
テ
目
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
」。
最
判
昭
和
二
四
・
七
・
九
刑
集
三
・
八
・
一
一
七
四
「
被
告
人
は
人
事
不
省
に
陥
つ
て
い
る
被
害
者
を
墓

地
内
に
引
摺
り
込
み
、
そ
の
上
に
な
り
、
姦
淫
の
所
為
に
及
ぼ
う
と
し
た
が
被
告
人
は
当
時
二
三
歳
で
性
交
の
経
験
が
全
く
な
か
っ
た
た
め
、
容
易
に
目
的

を
遂
げ
ず
、
か
れ
こ
れ
焦
慮
し
て
い
る
際
突
然
約
一
丁
を
へ
だ
て
た
石
切
駅
に
停
車
し
た
電
車
の
前
燈
の
直
射
を
受
け
、
よ
っ
て
犯
行
の
現
場
を
照
明
さ
れ

た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
明
か
り
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
陰
部
に
挿
入
し
た
二
指
を
見
た
と
こ
ろ
、
そ
の
出
血
に
驚
愕
し
て
姦
淫
の
所
為
を
中
止
し
た
と
い
う

に
よ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
か
く
の
ご
と
き
諸
般
の
事
情
は
被
告
人
を
し
て
、
赤
黒
い
血
が
人
差
指
か
ら
手
の
甲
を
伝
わ
り
手
首
ま
で
一
面
に
附
着
し
て
い
た

の
で
、
性
交
の
経
験
の
な
い
被
告
人
は
、
強
姦
の
遂
行
を
思
い
止
ま
ら
し
め
る
障
礙
の
事
情
と
し
て
、
客
観
性
の
な
い
も
の
と
は
い
え
な
い
」。
最
決
昭
和
三

二
・
九
・
一
〇
刑
集
一
一
・
九
・
二
二
〇
二
「
被
告
人
は
母
に
対
し
何
ら

恨
等
の
害
悪
的
感
情
を
い
だ
い
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
憐
憫
の
情
か

ら
自
殺
の
道
伴
れ
と
し
て
殺
害
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
殺
害
方
法
も
実
母
に
で
き
る
だ
け
痛
苦
の
念
を
感
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
と

意
図
し
、
そ
の
熟
睡
中
を
見
計
い
前
記
の
よ
う
に
強
打
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
母
は
右
打
撃
の
た
め
間
も
な
く
眠
り
か
ら
さ
め
意

識
も
判
然
と
し
て
被
告
人
の
名
を
続
け
て
呼
び
、
被
告
人
は
そ
の
母
の
流
血
痛
苦
し
て
い
る
姿
を
眼
前
に
目
撃
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
被

告
人
の
ま
っ
た
く
予
期
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
い
わ
ん
や
、
こ
れ
以
上
さ
ら
に
殺
害
行
為
を
続
行
し
母
に
痛
苦
を
与
え
る
こ
と
は
自
己
当
初
の
意
図

に
も
反
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
所
論
の
よ
う
に
被
告
人
に
お
い
て
さ
ら
に
殺
害
行
為
を
継
続
す
る
の
が
む
し
ろ
一
般
の
通
例
で
あ
る
と
い
う
わ
け
に
は

い
か
な
い
」。

195
）

参
照
、
井
田
（
注
87
）
四
三
〇
頁
、
林
（
注
89
）
三
六
九
頁
。

196
）

宮
本
（
注
78
）
一
八
四
頁
。
そ
の
他
、
佐
伯
（
注
79
）
三
二
二
頁
以
下
「
行
為
者
の
規
範
意
識
が
多
少
と
も
犯
罪
に
対
す
る
障
害
観
念
と
し
て
作
用
し
た

場
合
、
た
と
え
ば
悔
悟
・
慚
愧
、
被
害
者
の
受
け
る
災
厄
に
対
す
る
斟
酌
・
同
情
、
犯
罪
の
結
果
の
重
大
性
か
ら
く
る
恐
怖
感
な
ど
に
よ
っ
て
止
め
た
場
合

に
は
、
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
」が
、「
殺
そ
う
と
し
て
よ
く
見
る
と
人
違
い
だ
っ
た
と
か
、
あ
る
い
は
高
価
な
宝
石
と
思
っ
て
盗
も
う
と
し
た
が
つ
ま
ら
な

い
硝
子
球
だ
と
わ
か
っ
て
や
め
た
と
い
う
場
合
は
、
障
害
未
遂
」。
な
お
、
内
田
（
注
82
）
二
七
二
頁
（
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、「『
故
意
』
に
犯

罪
実
行
の
着
手
に
で
た
こ
と
を
、『
わ
る
か
っ
た
』
と
考
え
て
や
め
る
必
要
」
が
あ
る
。
し
か
し
、「
広
義
の
悔
悟
」
よ
り
も
も
う
す
こ
し
ゆ
る
や
か
に
考
え

る
べ
き
）。
西
田（
注
34
）二
九
九
頁「
倫
理
的
な
動
機
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
法
的
責
任
非
難
を
低
減
さ
せ
る
よ
う
な
動
機
で
あ
れ
ば
足
り
る
」、

中
山
（
注
82
）
四
三
四
頁
以
下
。
限
定
主
観
説
と
類
似
の
見
解
と
し
て
、
林
（
注
89
）
三
六
九
頁
「
任
意
性
と
は
、
責
任
、
す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害
意
思
に

基
づ
く
反
規
範
的
意
思
が
な
く
な
り
、
反
対
に
、
法
益
保
護
ま
た
は
規
範
遵
守
の
意
思
が
生
じ
、
こ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
中
止
行
為
に
出
た
場
合
を
意
味
す

る
」。

197
）

参
照
、
井
田
（
注
87
）
四
三
一
頁
。
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198
）

根
（
注
82
）
二
三
〇
頁
以
下
。
そ
の
他
、
平
野
（
注
76
。
総
論
）
三
三
四
頁
、
堀
内
（
注
77
）
二
四
四
頁
、
山
口
（
注
88
）
一
八
七
頁
、
浅
田
（
注
84
）

三
九
三
頁
、
高
橋
（
注
91
）
三
八
八
頁
。
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
下
）

』﹇
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
﹈
二
〇
〇
六
年
・
一
二
九
二
頁
（「
行
為
者
本
人
の
属

す
る
類
型
人
」
を
基
準
と
し
て
、
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
で
き
な
い
を
判
断
す
る
）。
大
判
大
正
二
・
一
一
・
一
八
日
刑
録
一
九
・
一
二
一
二
「
被
告

甲
ハ
殺
害
ノ
目
的
ヲ
以
テ
人
ヲ
斬
リ
重
傷
ヲ
負
ハ
セ
タ
ル
モ
外
部
ノ
障
碍
ニ
因
リ
テ
犯
罪
ノ
発
覚
セ
ン
コ
ト
ヲ
畏
怖
シ
殺
害
行
為
ヲ
遂
行
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ス

現
場
ヲ
逃
走
ス
ル
ノ
止
ム
ナ
キ
ニ
至
リ
タ
ル
者
ニ
シ
テ
犯
人
ノ
意
思
意
外
ノ
事
情
ニ
強
制
セ
ラ
ル
ル
コ
ト
ナ
ク
任
意
ニ
殺
害
行
為
ヲ
中
止
シ
タ
ル
事
実
ニ
非

サ
ル
コ
ト
洵
ニ
明
ラ
カ
」。
大
判
昭
和
一
一
・
三
・
六
刑
集
一
六
・
二
七
二
「
犯
人
カ
人
ヲ
殺
サ
ン
ト
シ
テ
短
刀
ヲ
抜
キ
胸
部
ヲ
突
刺
シ
タ
ル
モ
流
血
ノ
迸
ル

ヲ
見
テ
之
ヲ
止
メ
タ
ル
ト
キ
ハ
障
碍
未
遂
犯
ニ
シ
テ
中
止
犯
ト
為
ラ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス
蓋
シ
中
止
犯
タ
ル
ハ
外
部
的
障
碍
ノ
原
因
存
在
セ
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス
内
部

的
原
因
ニ
由
リ
任
意
ニ
実
行
ヲ
中
止
シ
若
ハ
結
果
ノ
発
生
ヲ
防
止
シ
タ
ル
場
合
ナ
レ
ハ
流
血
ノ
迸
ル
ヲ
見
テ
止
ム
ル
ハ
意
外
ノ
障
碍
ニ
外
ナ
ラ
サ
レ
ハ
ナ

リ
」。
大
判
昭
和
一
二
・
三
・
六
刑
集
一
六
・
二
七
二
「
中
止
犯
タ
ル
ハ
外
部
的
障
碍
ノ
原
因
存
セ
サ
ル
ニ
拘
ラ
ス
内
部
的
原
因
ニ
由
リ
任
意
ニ
実
行
ヲ
中
止

シ
若
ハ
結
果
ノ
発
生
ヲ
防
止
シ
タ
ル
場
合
ナ
レ
ハ
」。

199
）

福
田
（
注
72
）
二
三
七
頁
。
香
川
（
注
81
）
三
一
〇
頁
以
下
は
、
①
中
止
に
至
る
「
事
情
」、
②
こ
の
事
情
の
「
表
象
」、
③
こ
の
表
象
に
基
づ
く
「
内
部

的
事
情
」
を
区
別
し
、
③
の
内
部
的
事
情
を
客
観
的
評
価
の
対
象
と
す
る
と
論
じ
て
、
自
説
を
「
新
し
い
客
観
説
」
と
名
づ
け
る
。
そ
の
他
、
大
谷
（
注
75
）、

三
九
〇
頁
、
大
塚
（
注
89
）
二
五
九
頁
以
下
。
な
お
、
任
意
性
」
を
責
任
減
少
要
素
と
捉
え
る
立
場
か
ら
、
井
田
（
注
87
）
四
三
〇
頁
。
福
岡
高
判
昭
和
六

一
・
三
・
六
判
時
一
一
九
三
・
一
五
二
〔
被
告
人
は
、
被
害
者
の
頚
部
を
果
物
ナ
イ
フ
で
一
回
突
き
刺
し
た
直
後
、
同
女
の
口
か
ら
多
量
の
血
が
吐
き
出
さ

れ
て
い
る
の
を
見
て
、
驚
愕
す
る
と
同
時
に
大
変
な
こ
と
を
し
た
と
思
い
、
直
ち
に
タ
オ
ル
を
同
女
の
頚
部
に
当
て
て
止
血
に
努
め
、
消
防
署
に
架
電
し
て

救
急
車
の
派
遣
と
警
察
へ
の
通
報
を
依
頼
し
、
救
急
車
の
到
着
後
は
同
女
を
そ
れ
に
運
び
込
む
の
を
手
伝
っ
た
と
い
う
事
案
〕「
被
告
人
が
中
止
行
為
に
出
た

契
機
が
、
甲
の
口
か
ら
多
量
の
血
が
吐
き
出
さ
れ
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
驚
愕
し
た
こ
と
に
あ
る
…
…
中
止
行
為
が
流
血
等
の
外
部
的
事
実
の
表

象
を
契
機
と
す
る
場
合
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
外
部
的
障
碍
に
よ
る
も
の
と
し
て
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
外
部
的
事

実
の
表
象
が
中
止
行
為
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
犯
人
が
そ
の
表
象
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
中
止
行
為
に
出
る
と
は
限
ら
な
い
場
合
に
敢
え

て
中
止
行
為
に
出
た
と
き
に
は
、
任
意
の
意
思
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
、
本
件
犯
行
の
早
朝
、
第
三
者
の
い
な

い
飲
食
店
内
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
徴
す
る
と
、
被
告
人
が
自
己
の
罪
責
を
免
れ
る
た
め
に
、
甲
を
放
置
し
た
ま
ま
犯
行
現
場
か
ら
逃
走
す
る
こ

と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
、
通
常
人
で
あ
れ
ば
、
本
件
の
如
き
流
血
の
さ
ま
を
見
る
と
、
被
告
人
の
前
記
中
止
行
為
と
同
様
の
措
置
を
と
る
と
は
限
ら
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
」
る
。

200
）

R
.
F
ran

k
,
D
a
s
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
18.

A
u
fl.,

1931,
46

A
n
m
.
II.

V
g
l.
K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
37),

Z
23

R
n
14.

V
g
l.
Jesch

eck
/
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W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

51
III

2,
F
N
32.

201
）

C
.
R
oxin

,
Ü
b
er
d
en

R
u
ck
tritt

v
o
m
u
n
b
een

d
eten

V
ersu

ch
,
in
:
H
ein
itz-F

S
,
1972,

251
ff.;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45
R
n
1300;

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

35
ff.;

M
oos

,
(F
n
.
97),

56
F
N
51;

T
iffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
57.

202
）

R
eissig-K

u
n
st,

D
a
s
n
eu
e
o
sterreich

isch
e
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1974,

A
n
m
2
zu

16;
O
G
H
Ö
JZ
-L
S
K
1977 /290.

203
）

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

37.

204
）

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

37;
T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
57.

205
）

R
oxin

,
(F
n
.
201),

256
ff.;

d
ers
.,
(F
n
.
12),

30
R
n
380

ff.;
R
u
d
olph

i,
(F
n
.
23),

24
R
n
25

「
犯
罪
者
手
腕
の
技
量
規
準
」。

フ
ラ
ン
ク
の
公
式
と
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
公
式
の
適
用
結
果
は
お
お
む
ね
一
致
す
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
は
結
論
を
異
に
す
る
。
歩
行
者
か

ら
強
奪
し
よ
う
と
し
て
接
近
し
た
が
、
実
行
行
為
に
出
る
寸
前
に
近
く
を
通
っ
た
銀
行
員
が
札
束
を
落
と
し
た
の
を
見
た
の
で
、
強
奪
行
為
に
出
る
の
を
止

め
て
そ
の
札
束
を
拾
っ
て
逃
走
し
た
行
為
者
に
は
、
フ
ラ
ン
ク
の
公
式
で
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
公
式
で
は
任
意
性
が
認
め
ら
れ

ず
、
強
盗
未
遂
罪
が
成
立
す
る
。
室
内
に
侵
入
し
物
を
盗
も
う
と
し
た
が
、
近
く
で
猫
の
鳴
き
声
が
し
た
の
で
不
吉
に
感
じ
止
め
た
迷
信
的
行
為
者
に
は
、

フ
ラ
ン
ク
の
公
式
で
は
窃
盗
未
遂
罪
が
成
立
す
る
が
、
ロ
ク
ス
ィ
ー
ン
の
公
式
で
は
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。K

ien
apfel /H

opfe
l,
(F
n
.
37),Z

23
15a

.

そ
の
他
の
規
範
的
観
点
か
ら
考
察
す
る
学
説
と
し
て
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
、「
動
機
の
倫
理
的
質
」
を
任
意
性
の
規
準
と
す
る
。B

ockelm
an
n
,
(F
n
.24),

1421;
B
ockelm

an
n
/V
olk

,
(F
n
.
35),

27
V
4.

ヴ
ァ
ル
タ
ー
は
、
行
為
放
棄
の
決
意
は
、「
十
分
な
規
範
遵
守
用
意
」
の
現
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

例
え
ば
、
散
歩
人
を
襲
っ
た
追
い
は
ぎ
が
、
別
の
裕
福
な
、
襲
う
に
ふ
さ
わ
し
い
散
歩
人
が
近
づ
い
て
き
た
の
で
、
最
初
の
被
害
者
へ
の
攻
撃
を
止
め
た
と

い
う
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
行
為
者
が
心
理
的
衝
撃
を
受
け
た
と
い
う
場
合
に
は
任
意
性
は
一
般
的
に
は
否
定
で
き
な
い
と
論
ず
る
。W

alter
,

(F
n
.
50),

67
ff,

81
ff,

99;
d
ers
.,
B
estim

m
u
n
g
d
er
F
reiw

illig
k
eit

b
eim

R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu

ch
,
G
A
1981,

403
ff.,

408
ff.

ウ
ル
ゼ
ン

ハ
イ
マ
ー
は
、
中
止
は
法
に
誠
実
な
心
情
の
現
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為
者
が「
法
の
軌
道
へ
」戻
る
と
き
に
だ
け
任
意
性
を
認
め
る
。U

lsen
h
eim

er
,

(F
n
.
14),

314
f.

ヤ
コ
プ
ス
は
、
中
止
へ
の
動
機
が
具
体
的
犯
行
へ
の
動
機
と
相
容
れ
な
い
か
ど
う
か
を
規
準
に
任
意
性
を
検
証
す
る
。G

.
Jakobs

,S
tra
f-

rech
t
A
T
,
2.
A
u
f
1.,
1991,

26.
A
b
sch

n
R
n
34a

.

そ
の
他
、S

ch
u
n
em
an
n
,
(F
n
.
191),

324
f.

行
為
者
が
未
遂
に
伴
う
、
一
般
の
人
々
の
規
範
信

頼
の
動
揺
を
中
止
行
為
に
よ
っ
て
取
り
消
す
こ
と
が
必
要
）。

わ
が
国
で
「
犯
罪
者
理
性
説
」
を
首
唱
す
る
の
が
、
山
中
（
注
83
）
七
七
二
頁
以
下
、
同
中
止
犯
四
一
頁
以
下
、
九
四
頁
以
下
の
一
般
的
に
「
犯
罪
の
遂

行
に
つ
き
冷
徹
で
理
性
的
な
」
犯
罪
者
の
「
不
合
理
決
断
説
」
で
あ
る
。
任
意
性
は
、「
犯
罪
実
行
時
に
お
け
る
目
的
合
理
的
に
行
動
す
る
人
間
の
冷
静
な
理

性
を
基
礎
と
し
て
、
不
合
理
に
決
断
し
て
犯
罪
の
実
行
を
中
止
し
た
と
き
」
に
認
め
ら
れ
る
。
行
為
者
が
「
目
的
追
求
の
た
め
の
行
為
を
放
棄
す
る
の
は
、
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実
行
の
放
棄
の
利
益
が
、
続
行
の
利
益
よ
り
も
上
回
る
と
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
理
性
的
な
判
断
に
反
し
て
、
不
合
理
に
放
棄
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、

合
理
的
な
判
断
を
な
す
と
い
う
価
値
に
反
す
る
決
断
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
価
値
か
ら
自
由
な
決
断
で
あ
る
。
自
己
の
意
思
に
よ
る
中
止
と
は
、
こ
の
よ
う

な
価
値
か
ら
逸
脱
す
る
不
合
理
な
決
断
」
を
云
う
。

206
）

S
traten

w
erth

/K
u
h
len

,
(F
n
.
95),

11
R
n
88;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

R
n
120.

207
）

S
traten

w
erth

/K
u
h
len

,
(F
n
.
95),

11
R
n
88.

208
）

B
G
H
S
t
7,
296,

299;
35,

184,
186

「
被
告
人
が
な
お
自
分
の
決
意
の
支
配
者
で
あ
り
続
け
、
犯
行
計
画
の
実
行
を
可
能
だ
と
考
え
て
い
た
か
否
か
、
つ

ま
り
、
犯
行
の
完
遂
を
外
的
強
制
状
況
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
又
、
精
神
的
圧
力
に
よ
っ
て
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い

こ
と
」
が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。
心
理
学
的
考
察
の
学
説
に
、K

rey
/E
sser

,
(F
n
.
95),

45
R
n
1300

ff.;
Jesch

eck
/
W
eigen

d
,
(F
n
.
1),

51
III

2.

209
）

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45
R
n
1302

ff.

210
）

B
G
H
S
t
7,
296,

299;
9,
48,

50;
35,

184,
186.

211
）

B
G
H
G
A
1980,

24
ff.

V
g
l.
Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24
R
n
64.

212
）

B
G
H
b
ei
D
allin

ger
M
D
R
1958,

12.

213
）

B
G
H
S
tV

1982,
259.

214
）

B
G
H
S
tV

1994,
181.

215
）

W
.
B
ottke

,
S
tra
frech

tsw
issen

sch
a
ftlich

e
M
eth

o
d
ik
u
n
d
S
y
stem

a
tik

b
ei
d
er
L
eh
re
v
o
m
stra

fb
efreien

d
en

u
n
d
stra

fm
ild
ren

d
en

T
a
terv

erh
a
lten

,
1979,

469;
A
.G
.
zu

D
oh
n
a
,
D
ie
F
reiw

illig
k
eit

d
es
R
u
ck
tritts

v
o
m
V
ersu

ch
e
im

L
ich
te
d
er
Ju
d
ik
a
tu
r
d
es
R
G
,

Z
S
tW

59
(1940),

541
ff.,

544.

216
）

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24
R
n
65.

心
理
学
的
要
素
と
規
範
的
要
素
を
結
合
す
る
方
向
の
学
説
と
し
て
、
シ
ュ
ト
レ
ン
グ
は
、
決
意
が
外
的
出
来
事
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
が
、
そ
れ
で
も

強
制
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
き
で
も
、
任
意
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
日
常
用
語
法
上
の
言
葉
の
意
味
か
ら
も
、
完
全
に
可
能
で
あ
る
、
こ
う
い
っ

た
場
合
、
行
為
の
放
棄
は
「
形
式
的
に
は
自
律
的
」
だ
が
、「
内
容
的
に
は
自
律
的
」
で
な
い
、
こ
の
こ
と
は
刑
罰
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
、

行
為
者
が
、
事
情
の
変
化
に
「
た
ん
に
ご
都
合
主
義
的
に
」
対
応
す
る
と
き
、「
事
前
に
現
れ
て
い
た
、
法
秩
序
へ
の
拒
絶
」
か
ら
離
れ
て
い
な
い
の
だ
と
論

ず
る
。F

.
S
tren

g
,
A
n
m
.
N
S
tZ
1993,

583.

本
説
に
対
し
て
は
、
刑
罰
目
的
に
照
ら
し
て
包
括
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
罰
理
論
の
全
て
の
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問
題
が
任
意
性
に
運
び
込
ま
れ
る
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。L

ilie
/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24
R
n
241.

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
「
緊
急
避
難
理
論
」
を
展
開
す
る
。H

erzberg
,
(F
n
.
119),

24
R
n
125,

130,
137.

本
説
は
、
任
意
性
の
規
準
と
し
て
刑
法
第
三
五

条
（
免
責
緊
急
避
難
）
を
援
用
し
、
中
止
行
為
が
免
責
緊
急
避
難
の
要
件
で
あ
る
危
難
と
い
う
圧
力
の
下
で
行
わ
れ
た
と
き
、
任
意
性
を
否
定
す
る
。
本
説

に
対
し
て
は
、
規
準
が
恣
意
的
で
あ
り
、
被
害
者
が
行
為
者
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
場
合
、
不
必
要
に
常
に
中
止
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
と
の

批
判
が
可
能
で
あ
る
。W

essels
/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
652.

イ
エ
ー
ガ
ー
は
、「
間
接
正
犯
対
比
理
論
」を
展
開
す
る
。Jager

,
(F
n
.
47.

D
er
R
u
ck
tritt),99

ff.;d
ers
.,(F

n
.47.D

a
s
F
reiw

illig
k
eitsm

erk
m
a
l),

795
ff.

本
説
は
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
道
具
の
自
律
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
な
る
規
準
に
倣
っ
て
任
意
性
の
存
否
を
決
め
る
。
強
要
（
刑
法
第
三
五
条
）、

中
止
時
点
に
お
け
る
責
任
無
能
力
、
錯
誤
、
行
為
意
味
の
脱
落
の
場
合
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
本
説
に
対
し
て
は
、
基
本
的
に
非
任
意
性
か
ら
論
ず

る
こ
と
が
適
切
と
い
え
て
も
、
自
律
性
を
否
定
す
る
根
拠
を
、
間
接
正
犯
者
と
媒
介
者
（
道
具
）
と
い
う
関
係
に
限
定
す
る
の
は
狭
い
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
は
、
中
止
犯
で
は
「
法
」
へ
の
決
意
（
不
処
罰
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
不
法
へ
の
決
意
（
処
罰
根
拠
付
け
）
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
と
の
批
判
が
可
能
で
あ
る
。Z

aczyk
,
(F
n
.
145),

24
R
n
67;

L
ilie

/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24
R
n
243.

217
）

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

37.

な
お
、
任
意
性
と
い
う
概
念
が
も
と
も
と
倫
理
学
的
構
想
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
す
る
の
が
、E

ser
,
(F
n
.
62),

24
R
n

43;
W
.
G
rasn

ick,
v
o
len
s
―
n
o
len
s.
M
eth

o
d
o
lo
g
isch

e
A
n
m
erk

u
n
g
en
zu
r
F
reiw

illig
k
eit

d
es
R
u
ck
tritts

v
o
m
u
n
b
een

d
eten

V
ersu

ch
,

JZ
1989,

821
ff.;

S
ch
u
n
em
an
n
,
(F
n
.
191),

321
f f.

218
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
43.

219
）

V
g
l.
B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

37;
T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
58;

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
95),

20.
K
a
p
R
n
123;

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n

43;
Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24
R
n
68;

L
ilie

/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24
R
n
243;

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

24
R
n
61.

220
）

D
.
K
rau

s
,
D
er
stra

fb
efreien

d
e
R
u
ck
tritt

v
o
m
V
ersu

ch
,
Ju
S
1981,

883
ff.,

886
f.

221
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

16
R
n
58.

222
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

16
R
n
58.

223
）

B
G
H
S
t
7,
296,

299.

224
）

B
G
H
S
t
21,

319,
321.

225
）

B
u
rgstaller

,
(F
n
.
95),

38
F
N
97;

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
58;

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
651;

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

16
R
n

55,
R
.
R
en
gier

,
S
tra
frech

t
A
T
,
4.
A
u
fl.,

2012,
37
R
n
98;

B
G
H
S
t
9,
46;

35,
184.

こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
倫
理
的
に
称
賛
に
値
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す
る
動
機
を
要
求
す
る
。B

ockelm
an
n
,
(F
n
.
24),

1421.
226
）

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

16
R
n
56;

W
essels

/B
eu
lke
;
(F
n
.
37),

14
R
n
652.

v
g
l.
B
G
H
S
t
7,
299;

9,
48;

20,
279;

35,
186.

227
）

B
G
H
b
ei
H
oltz

,
M
D
R
1993,

1038;
O
L
G
H
a
m
b
u
rg
1971,

414
f.

228
）

B
G
H
b
ei
D
allin

ger
,
M
D
R
1954,

334.
V
g
l.
E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
49.

229
）

B
G
H
N
S
tZ

1993,
76
f.

230
）

L
G
H
a
m
b
u
rg
N
JW

1953,
956.

231
）

B
G
H
b
ei
H
oltz

,
M
D
R
1979,

279.

232
）

B
G
H
N
S
tZ

1992,
537

u
.
2007,

265.

233
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
49.

反
対
、Z

aczyk
,
(F
n
.
145),

24
R
n
70.

234
）

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

16
R
n
57.

235
）

B
G
H
S
tV

1992,
189.

236
）

浦
和
地
判
平
成
四
・
二
・
二
七
判
タ
七
九
五
・
二
六
三
。

237
）

L
G
K
o
ln
S
trV

1997,
27.

238
）

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

16
R
n
58.

大
判
昭
和
一
二
・
九
・
二
一
刑
集
一
六
・
一
三
〇
三
（
任
意
性
の
否
定
さ
れ
た
事
案
）「
被
告
人
甲
カ
放
火
ノ
媒
介

物
ヲ
取
リ
除
キ
消
止
メ
タ
ル
ハ
放
火
ノ
時
刻
遅
ク
発
火
払
暁
ニ
及
フ
虞
ア
リ
シ
為
犯
罪
ノ
発
覚
ヲ
恐
レ
タ
ル
ニ
因
ル
」。

239
）

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

22
R
n
70;

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

16
R
n
58.

240
）

B
G
H
N
S
tZ

1992,
587;

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

16
R
n
58.

241
）

B
G
H
S
tV

1992,
225;

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

16
R
n
58.

242
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
51.

243
）

B
G
H
N
S
tZ

2007,
399,

400.

244
）

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
58.

245
）

B
G
H
S
tV

1993,
189;

N
S
tZ
-R
R
2003,

199;
R
en
gier

,
(F
n
.
225),

37
R
n
106.

246
）

B
G
H
S
t
11,

324,
325.

247
）

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

16
R
n
59.
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248
）

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

16
R
n
59.

249
）

B
G
H
S
t
35,

184.

250
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
56;

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

16
R
n
61;

S
traten

w
erth

/K
u
h
len

,
(F
n
.
95),

11
R
n
89;

R
oxin

,
(F
n
.
12),

30
R
n
359.

251
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
56;

W
.
B
ottke

,
Z
u
r
F
reiw

illig
k
eit

u
n
d
E
n
d
g
u
ltig

k
eit

d
es
R
u
ck
tritts

v
o
m
v
ersu

ch
ten

B
etru

g
,
JR

1980,

441
ff.,

442;
W
alter

,
(F
n
.
205),

403
ff.

反
対
、B

G
H
N
JW

1980,
602.

252
）

R
G
14,

19,
22;

O
L
G
D
u
sseld

o
rf
N
JW

1999,
2911.

253
）

R
G
S
t
47,

74,
79
f.;
B
G
H
S
t
9,
48,

53;
O
L
G
D
u
sseld

o
rf
S
trV

1983,
65.

254
）

B
G
H
M
D
R
1952

530,
531.

255
）

B
G
H
N
S
tZ

1992,
536,

537.

256
）

I.
P
u
ppe

,
S
tra
frech

t
A
T
im

S
p
ieg
el
d
er
R
ech

tsp
rech

u
n
g
,
2.
A
u
fl.,

2011,
21
R
n
33;

R
en
gier

,
(F
n
.
225),

37
R
n
94;

W
essels

/

B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
651.

v
g
l.
B
G
H
S
t
7,
296;

21,
216.

257
）

B
G
H
b
ei
D
allin

ger
,
M
D
R
1952,

530,
531.

最
決
昭
和
三
二
・
九
・
一
〇
刑
集
一
一
・
九
・
二
二
〇
二
「
被
告
人
は
か
ね
て
賭
博
等
に
耽
っ
て
借
財

が
嵩
ん
だ
結
果
、
実
母
甲
や
姉
乙
に
も
一
方
な
ら
ず
心
配
を
か
け
て
い
る
の
で
苦
悩
の
末
、
服
毒
自
殺
を
決
意
す
る
と
共
に
、
自
己
の
亡
き
後
に
悲
嘆
し
な

が
ら
生
き
残
る
で
あ
ろ
う
母
親
の
行
く
末
が
不
憫
で
あ
る
か
ら
む
し
ろ
同
時
に
母
を
も
殺
害
し
て
同
女
の
現
世
の
苦
悩
を
除
い
て
や
る
に
如
か
ず
と
考
え
、

…
…
自
宅
六
畳
間
に
お
い
て
電
燈
を
消
し
て
就
寝
中
の
同
女
の
頭
部
を
野
球
用
バ
ッ
ト
で
力
強
く
一
回
殴
打
し
た
と
こ
ろ
、
同
女
が
う
ー
ん
と

き
声
を
あ

げ
た
の
で
早
く
も
死
亡
し
た
も
の
と
思
い
、
バ
ッ
ト
を
そ
の
場
に
置
い
た
ま
ま
自
己
が
就
寝
し
て
い
た
隣
室
三
畳
間
に
入
っ
た
が
、
間
も
無
く
同
女
が
二
郎

二
郎
と
自
己
の
名
を
呼
ぶ
声
を
聞
き
再
び
右
六
畳
間
に
戻
り
、
同
女
の
頭
部
を
手
探
り
し
電
燈
を
つ
け
て
見
る
と
、
母
が
頭
部
よ
り
血
を
流
し
痛
苦
し
て
い

た
の
で
、
そ
の
姿
を
見
て
俄
か
に
驚
愕
恐
怖
し
、
そ
の
後
の
殺
害
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
所
期
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
…
…
被
告
人
は
…
…

母
の
流
血
痛
苦
の
様
子
を
見
て
今
さ
ら
の
如
く
事
の
重
大
性
に
驚
愕
恐
怖
す
る
と
と
も
に
、
自
己
当
初
の
意
図
ど
お
り
に
実
母
殺
害
の
実
行
完
遂
が
で
き
な

い
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
ら
の
た
め
殺
害
行
為
続
行
の
意
力
を
抑
圧
せ
ら
れ
、
多
面
事
態
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
当
然
犯
人
は
自
己
で
あ
る
こ
と
が
直

に
発
覚
す
る
こ
と
を
怖
れ
…
…
こ
と
さ
ら
に
便
所
の
戸
や
高
窓
を
開
い
た
り
等
し
て
外
部
か
ら
の
侵
入
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
す
る
こ
と
に
努
め
た
も

の
と
認
め
ら
れ
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
右
意
力
の
抑
圧
が
論
旨
主
張
の
よ
う
に
被
告
人
の
良
心
の
回
復
又
は
悔
悟
の
念
に
出
で
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
原
判

決
の
認
定
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
前
記
の
よ
う
な
被
告
人
の
偽
装
行
為
に
徴
し
て
も
首
肯
し
難
い
〕。
本
決
定
は
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し

た
。
被
告
人
の
驚
愕
恐
怖
が
そ
の
意
思
が
完
全
に
麻
痺
さ
せ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
失
効
未
遂
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
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ば
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
犯
行
発
覚
の
怖
れ
と
い
う
点
で
、
本
件
で
は
任
意
性
が
否
定
さ
れ
よ
う
。

258
）

V
g
l.
Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

14
R
n
71;

B
.
H
ein
rich

,
S
tra
frech

t
A
T
,
3.
A
u
fl.,

2012,
24
R
n
811.

ド
イ
ツ
通
常
連
邦
裁
判
所
は
、B

G
H
N
S
tZ

1994,
428

〔
夫
甲
が
殺
害
の
意
図
を
も
っ
て
そ
の
妻
乙
を
突
き
刺
し
重
傷
を
負
わ
せ
た
と
き
、
思
い
が
け

ず
、
そ
の
「
闘
争
状
況
」
で
目
を
覚
ま
し
た
夫
妻
の
二
人
の
子
が
夫
妻
の
寝
室
扉
に
現
れ
、
泣
き
叫
ん
だ
。
甲
は
子
ど
も
の
目
の
前
で
犯
行
を
続
け
た
く
な

か
っ
た
こ
と
と
、「
感
情
的
、
心
理
的
」に
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
乙
へ
の
攻
撃
を
や
め
、
二
人
の
子
ど
も
を
部
屋
か
ら
追
い
出
し
、
又
、
乙
と
二
人
だ
け

に
な
っ
た
が
、
恐
ろ
し
い
出
来
事
に
気
づ
い
た
子
ど
も
の
近
く
で
乙
を
突
き
刺
す
こ
と
が
精
神
的
理
由
か
ら
最
早
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕
で
、
心
理

的
考
察
方
法
に
の
っ
と
り
任
意
性
を
否
定
し
た
。子
ど
も
が
現
れ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
行
為
者
の
心
理
的
動
揺
が
子
ど
も
を
追
い
出
し
た
後
も
続
い
て
お
り
、

行
為
の
完
遂
を
妨
げ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
規
範
的
考
察
か
ら
す
る
と
、
子
ど
も
を
見
て
気
持
ち
の
変
化
が
生
じ
た
た
め
、
行
為
者
は
行
為
の
継

続
が
で
き
ず
、
合
法
性
へ
帰
還
し
た
と
い
え
る
の
で
、
任
意
性
は
認
め
ら
れ
よ
う
。V

g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
),

30
R
n
364.

心
理
学
的
考
察
か
ら
も
、
本
事

案
に
お
い
て
、
精
神
的
抑
制
か
ら
全
く
行
為
を
継
続
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
失
効
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
心
理
的
に
麻
痺
し

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
甲
は
な
お
殺
害
行
為
を
続
行
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、
甲
は
自
分
の
行
為
へ
の
驚
愕
、
羞
恥
心
か
ら
行
為
の
続

行
を
止
め
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。K

rey
/E
sser

,
(F
n
.
95),

45
R
n
1304.

V
g
l.
L
ilie

/A
lbrech

t,
(F
n
.
12),

24
R
n
125.

259
）

B
G
H
S
t
9,
48;

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
R
n
58.

260
）

B
G
H
b
ei
H
oltz

,
M
D
R
198 9,

8 57.

反
対
、O

G
H
J B
l
197 7,

327
m
A
L
ie bsch

er
.

261
）

Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24
R
n
75.

反
対
、B

G
H
S
t
20,

279
f.
＝
JR

1966.
105

m
.
k
rit.

A
n
m
.
L
ackn

er
.

262
）

失
効
未
遂
と
見
ら
れ
る
事
例
に
、
東
京
高
判
昭
和
三
九
・
八
・
五
高
刑
集
一
七
・
五
・
五
五
七
「
被
告
人
は
…
…
小
雪
の
降
る
な
か
を
、
下
校
途
中
の
甲

（
当
時
一
六
歳
）を
認
め
、
同
女
を
強
い
て
姦
淫
す
る
目
的
で
原
判
示
松
林
の
中
に
連
れ
込
み
、
同
女
の
下
着
を
脱
が
せ
た
う
え
、
そ
の
場
に
仰
向
け
に
倒
し

同
女
の
陰
部
に
手
指
を
押
入
す
る
等
し
て
、
や
が
て
同
女
を
姦
淫
し
よ
う
と
し
た
が
、
原
判
示
の
如
く
同
女
の
露
出
し
た
肌
が
寒
気
の
た
め
鳥
肌
立
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
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
被
告
人
が
姦
淫
行
為
を
中
止
す
る

に
至
っ
た
右
の
ご
と
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
程
度
の
支
配
力
を
及
ぼ
す
べ
き
外
部
的
事

情
が
存
在
し
た
も
の
と
い
う
べ
く
、
そ
の
た
め
被
告
人
は
性
欲
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
も
の
」
で
あ
る
。
最
判
昭
和
二
四
・
七
・
九
刑
集
三
・
八
・
一
一
七
四
。

263
）

O
L
G
Z
w
eib
ru
ck
en

JR
1991,

214.

浦
和
地
判
平
成
四
・
二
・
二
七
判
タ
七
九
五
・
二
六
三
〔
被
告
人
は
、
強
姦
の
意
思
で
、
公
衆
電
話
ボ
ッ
ク
ス

か
ら
女
性
を
引
き
ず
り
出
し
、
押
し
倒
し
、
着
衣
を
脱
が
せ
て
下
半
身
を
裸
に
す
る
等
の
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
が
、
同
女
か
ら
『
止
め
て
下
さ
い
』
と
哀

北研49(4・59)805

未遂犯と中止犯 ⑻



願
さ
れ
た
の
を
契
機
と
し
て
、
姦
淫
の
遂
行
を
中
止
し
た
と
い
う
事
案
。
中
止
犯
成
立
〕「
①
本
件
は
、
周
囲
に
田
圃
が
広
が
り
、
か
つ
、
民
家
も
な
く
、
し

か
も
付
近
の
人
通
り
の
全
く
な
い
深
夜
の
小
学
校
敷
地
内
に
お
け
る
犯
行
で
あ
り
、
右
犯
行
が
通
行
人
や
付
近
の
住
民
に
発
見
さ
れ
て
未
遂
に
終
わ
る
等
の

蓋
然
性
は
、
ま
ず
存
在
し
な
い
状
況
で
あ
っ
た
こ
と
（
換
言
す
れ
ば
、
本
件
に
つ
い
て
は
、
犯
行
を
未
遂
に
導
く
よ
う
な
客
観
的
、
物
理
的
な
い
し
実
質
的

障
害
事
由
）
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
」、
②
被
告
人
は
、
被
害
者
に
哀
願
さ
れ
た
時
点
で
は
、
既
に
、
判
示
の
よ
う
な
暴
行
・
脅
迫
に
よ
り
被
害
者
の
犯
行

を
抑
圧
し
た
う
え
、
下
半
身
の
着
衣
を
全
て
脱
が
せ
た
状
態
に
ま
で
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
③
被
害
者
は
、
当
初
は
悲
鳴
を
あ
げ
て
必
死
に
抵
抗
し
た
が
、

下
半
身
裸
に
さ
れ
た
の
ち
に
お
い
て
は
、
大
声
を
あ
げ
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
、『
止
め
て
下
さ
い
。』
な
ど
と
哀
願
さ
れ
な
が
ら
、
姦
淫
を
嫌
が
っ
て
い
た

だ
け
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
は
、
二
五
歳
の
屈
強
の
若
者
で
あ
る
被
告
人
が
、
一
七
歳
の
少
女
で

あ
る
被
害
者
を
強
い
て
姦
淫
す
る
こ
と
は
、
比
較
的
容
易
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
上
、
強
姦
罪
は
、
男
性
の
性
的
本
能
に
基
づ
く
犯
罪
で

あ
る
た
め
、
一
旦
こ
れ
を
決
意
し
て
実
行
に
着
手
し
た
者
は
、
客
観
的
な
い
し
物
理
的
障
害
に
遭
遇
し
な
い
限
り
、
犯
意
を
放
棄
し
な
い
の
が
通
常
で
あ
る

か
ら
、
右
認
定
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
強
姦
犯
人
が
、
被
害
者
か
ら
『
止
め
て
下
さ
い
。』
な
ど
と
哀
願
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ

て
、
犯
行
を
断
念
す
る
の
は
む
し
ろ
稀
有
の
事
例
と
思
わ
れ
る
」。

264
）

B
G
H
S
t
9,48

﹇
リ
ロ
事
件
﹈〔
被
告
人
甲
は
薄
暗
が
り
の
中
で
自
転
車
に
乗
っ
て
い
た
被
害
者
乙
を
見
た
。
甲
は
乙
を
強
姦
す
る
た
め
、
乙
を
自
転
車
か

ら
無
理
や
り
引
き
離
し
、
乙
の
上
に
乗
っ
か
っ
た
。
乙
は
犯
人
が
ヘ
ル
マ
ン
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
憤
慨
し
て
叫
ん
だ
。「
ヘ
ル
マ
ン
、
離
し
て
」。
乙
が

リ
ロ
だ
と
分
か
っ
た
甲
は
狼
狽
し
て
、「
リ
ロ
、
お
前
か
」
と
答
え
、
直
ち
に
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
〕。

265
）

B
G
H
S
t
35,

184;
W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
651;

R
en
gier

,
(F
n
.
225),

7.
K
a
p
R
n
102.

266
）

B
G
H
S
t
39,

244;
B
ottke

,
(F
n
.
105),

71
ff.;

S
tren

g
,
(F
n
.
216),

582.

267
）

B
G
H
S
t
7,
296

＝
M
D
R
1955,

561
m
A
Jesch

eck

〔
被
告
人
甲
は
乙
を
強
姦
し
よ
う
と
し
て
、
地
面
に
引
き
倒
し
た
。
乙
に
は
抵
抗
の
す
べ
が
最
早

な
か
っ
た
の
で
、
乙
は
一
計
を
案
じ
た
。
乙
は
甲
に
、
力
ず
く
は
よ
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
少
し
休
ん
だ
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
、
甲
が
な
お
乙
と
の
性
交
を

望
む
な
ら
、
暴
行
に
頼
ら
な
く
て
も
で
き
る
と
言
っ
た
。
乙
は
こ
れ
で
時
間
稼
ぎ
が
で
き
、
誰
か
に
発
見
さ
れ
助
け
て
も
ら
え
る
こ
と
を
期
待
し
た
。
実
際
、

二
人
の
散
歩
人
が
近
づ
い
て
き
た
と
き
、
乙
は
助
け
を
求
め
た
の
で
、
甲
は
逃
走
し
た
と
い
う
事
案
〕（
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
心
理
学
的
考
察
方
法
か

ら
任
意
性
を
肯
定
し
た
。
乙
は
時
間
稼
ぎ
の
た
め
に
性
交
の
同
意
を
与
え
た
。
甲
は
労
せ
ず
目
的
を
達
成
で
き
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
が
強
い

て
犯
罪
を
放
棄
さ
せ
る
こ
と
に
繫
が
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
大
き
な
危
険
を
冒
す
こ
と
が
な
く
と
も
性
交
を
で
き
る
と
考
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
決

意
の
自
由
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
も
な
い
）。
し
か
し
、
規
範
的
考
察
か
ら
す
る
と
、
甲
は
本
来
の
計
画
を
そ
の
場
で
放
棄
し
た
わ
け
で
な
く
、
い
っ

そ
う
快
適
な
方
法
で
実
現
で
き
る
こ
と
を
期
待
し
た
の
で
あ
っ
て
、
合
法
性
へ
の
帰
還
は
全
く
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
任
意
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

北研49(4・60)806

論 説



本
事
案
で
は
、
そ
も
そ
も
被
害
者
の
同
意
が
有
効
と
い
え
る
か
に
も
問
題
が
あ
る
。V

g
l.
R
oxin

,
(F
n
.
12),

30
R
n
361.

268
）

E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
56.

反
対
、B

G
H
N
S
tZ

1997,
385.

269
）

B
G
H
N
S
tZ
2004,

324;
E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
46;

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

16
R
n
62a

;
W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
651.

こ
れ
に
対
し

て
、
行
為
者
の
任
意
の
人
格
的
決
意
が
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
消
滅
と
い
う
こ
と
も
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
中
止
犯
規
定
の
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

第
二
三
条
第
三
項
（
不
能
未
遂
）
の
法
律
効
果
の
準
用
を
認
め
る
の
が
、Z
aczyk

,
(F
n
.
145),

24
R
n
76.

し
か
し
、
中
止
未
遂
の
法
的
根
拠
は
責
任
消

滅
と
は
関
係
が
な
く
、
一
身
的
刑
罰
阻
却
・
減
軽
事
由
と
捉
え
る
立
場
か
ら
は
、
本
説
を
支
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。V

g
l.
L
ilie

/A
lbrech

t,(F
n
.12),

24
R
n
255.

270
）

B
G
H
M
D
R
1975,

541;
B
G
H
N
S
tZ
-R
R
2003,

199.

271
）

R
en
gier

,
(F
n
.
225),

37
R
n
109;

B
G
H
S
tra
F
o
2012,

23
f.

（
感
情
の
高
ぶ
っ
た
行
為
者
が
第
三
者
の
宥
め
に
応
じ
て
、
脅
迫
に
用
い
た
拳
銃
を

再
び
腰
帯
に
収
め
た
場
合
、
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
）。

272
）

B
G
H
M
D
R
/D

66,
892.

273
）

B
G
H
S
tV

1984,
329;

N
S
tZ
-R
R
2003,

199;
E
ser

,
(F
n
.
),

24
R
n
55;

W
essles

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
652.

274
）

B
G
H
S
t
22,

330;
39,

221,
228.

275
）

R
oxin

,
(F
n
.
12),

30
R
n
159

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

16
R
n
43
f.;
W
e ssels

/B
e u
lke
,
(F
n
.
37),

1 4
R
n
6 41;

K
r ey

/E
sse r

,
(F
n
.
95),

45
R
n

1297;
E
ser

,
(F
n
.
62),

24
R
n
40;

K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
37),

Z
23
R
n
12;

T
riffterer

,
(F
n
.
23),

15.
K
a
p
,
R
n
34;

G
.
H
ager,

W
.
M
assau

er
,

W
in
er
K
o
m
m
en
ta
r
zu
m
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

1999,
15,

16
R
n
130;

B
G
H
S
t
33,

142,
145;

35,
184.

276
）

B
G
H
S
t
7,
296;

B
G
H
N
S
tZ

10,
384.

277
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
641;

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

16
R
n
43;

K
rey

/E
sser

,
(F
n
.
95),

45
R
n
1297;

B
G
H
N
S
tZ
2002,

28

〔
行

為
者
は
強
盗
的
恐
喝
の
手
段
と
し
て
の
強
要
行
為
を
放
棄
し
た
が
、
翌
日
、
恐
喝
の
た
め
に
強
要
し
た
と
い
う
事
案
〕。

278
）

V
g
l.
H
.
B
lei,

S
tra
frech

t
A
T
,
18.

A
u
fl.,

1983,
69
III

1;
R
.
B
loy

,
D
ie
S
tern

e
lu
g
en

d
o
ch
,
Ju
S
1986,

986
ff.,

987.

279
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
641.

280
）

R
oxin

,
(F
n
.
12),

30
R
n
162;

B
G
H
S
t
33,

142.

281
）

W
essels

/B
eu
lke
,
(F
n
.
37),

14
R
n
641;

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

16
R
n
45;

B
.
H
ecker

,
R
u
ck
tritt
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