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共
犯
者
に
お
い
て
営
利
目
的
で
略
取
し
た
被
害
者
を
そ
の
ま
ま
支
配
下
に

置
い
て
監
禁
し
続
け
て
い
る
段
階
で
、
被
告
人
が
そ
の
事
情
を
熟
知
し
な

が
ら
こ
れ
に
加
担
し
た
と
き
は
、
監
禁
罪
の
み
な
ら
ず
営
利
目
的
略
取
罪

に
つ
い
て
も
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
め
を
負
う
。
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【
事
実
}

(
1
)
 

本
件
で
は
、
概
ね
次
の
事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

①
被
告
人

X
は
、
暴
力
団
関
係
で
は
先
輩
に
あ
た
る
主
犯
格
の

h
か
ら
、

外
国
人
の
ト
ラ
ブ
ル
の
た
め
に
蕨
(
埼
玉
県
)
ま
で
行
っ
て
ほ
し
い
と
の

依
頼
を
受
け
、
舎
弟
分
で
あ
る
刊
が
代
わ
り
に
行
く
こ
と
を
了
承
し
、
刊

に
交
通
費
を
渡
し
た
、
②
そ
の
後
、
切
ら
は
、

h
の
指
示
で
、
被
害
者
Z

を
略
取
し
て
車
内
に
監
禁
し
な
が
ら
渋
谷
の
カ
ラ
オ
ケ
庖

B
に
連
れ
込
み
、

同
所
で
、

h
や
刊
が
、

Z
に
対
し
、
イ
ラ
ン
人
の
通
称
恥
か
ら
盗
ん
だ
覚

せ
い
剤
等
を
返
す
か
、
代
わ
り
に
金
を
払
え
と
要
求
し
、
手
拳
や
特
殊
警

棒
で
殴
打
し
た
り
、
ス
タ
ン
ガ
ン
を
首
筋
に
突
き
つ
け
る
な
ど
し
、
さ
ら

に
監
禁
場
所
を
ホ
テ
ル

C
の
客
室
に
移
し
た
、
③
他
方
、
刊
と
犯
行
の
節

目
ご
と
に
電
話
で
連
絡
を
取
り
、
犯
行
の
状
況
の
報
告
を
受
け
て
い
た
X

は
(
た
だ
し
、
略
取
自
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
以
前
に
刊
と
電
話
連
絡
を
と
っ

て
い
た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
て
略
取
か
ら
約
一
四
時
間
後
の

午
後
二
時
頃
、
ホ
テ
ル

C
の
同
室
に
赴
き
、
そ
れ
ま
で
の
事
情
を
聞
き
な

が
ら
も
、
そ
の
犯
行
に
加
担
す
る
こ
と
と
し
た
、
@
以
後
、

X
も
含
め
、

代
わ
る
代
わ
る

Z
を
監
視
し
た
り
、

X
が、

Z
の
内
妻
に
電
話
で
現
金
の

受
け
渡
し
場
所
を
指
示
す
る
な
ど
し
た
上
、

Z
を
ホ
テ
ル

D
の
客
室
や
マ

ン
シ
ョ
ン

E
に
監
禁
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
特
に
、
監
禁
の
途
中
か
ら
加
担
し
た
被
告
人

(2) 

に
、
営
利
目
的
略
取
に
対
す
る
共
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る

(1) 

と
こ
ろ
、
第
一
審
・
さ
い
た
ま
地
裁
平
成
二
二
年
九
月
一
四
日
判
決
(
以

下
、
「
原
判
決
」
と
す
る
)
は
、
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
に
お
い
て
、
次

の
通
り
、
被
告
人
が
、

h
ら
と
共
謀
の
上
、
第
一
に
被
害
者
Z
を
略
取
す

る
と
共
に
監
禁
し
、
第
二
に
暴
行
に
よ
る
恐
喝
未
遂
を
し
た
と
す
る
事
実

を
認
め
、
結
論
に
お
い
て
、
営
利
目
的
略
取
に
対
す
る
共
犯
の
成
立
も
認

め
て
い
る
(
本
稿
で
は
、
原
判
決
が
公
刊
物
未
登
載
で
あ
る
こ
と
を
考
慮

し
、
原
審
の
判
決
内
容
を
詳
し
く
掲
げ
る
こ
と
に
す
る
)
。

北法56(3・344)1382 

(
罪
と
な
る
べ
き
事
実
)

被
告
人
は
、

h
、
町
、
氏
、
日
外
数
名
と
共
謀
の
上
、

第
一
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
、
平
成
一
一
一
年
一
月
一

O
日
午
前
零

時
こ
ろ
、
埼
玉
県
川
口
市
:
:
:
駐
車
場
A
に
お
い
て
、
前
記
刊
に
お
い

て、

Z
(当
時
二
七
歳
)
の
左
腕
を
つ
か
み
、
「
逃
げ
た
ら
、
殺
す
ぞ
。
」

な
ど
と
申
し
向
け
て
脅
迫
し
、
同
所
に
駐
車
し
て
い
た
普
通
乗
用
自
動

車
の
後
部
座
席
に
同
人
を
乗
車
さ
せ
、
同
人
の
左
右
に
刊
及
び
刊
が
そ

れ
ぞ
れ
乗
車
し
て
、
前
記

K
の
運
転
で
直
ち
に
同
車
を
発
進
進
行
さ
せ

て
、
右
Z
を
被
告
人
ら
の
支
配
下
に
置
き
、
同
日
午
前
一
時
過
ぎ
こ
ろ
、

右
Z
を
東
京
都
渋
谷
区
:
:
:
カ
ラ
オ
ケ
庖

B
〔の〕

n
号
室
に
連
れ
込

み
、
同
日
午
前
二
時
四
五
分
こ
ろ
、
同
人
を
同
所
か
ら
連
れ
出
し
て
普
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通
乗
用
自
動
車
後
部
座
席
に
乗
車
さ
せ
、
そ
の
こ
ろ
、
同
区
・
:
;
ホ
テ

ル
C
〔の〕

n
号
室
に
連
れ
込
み
、
さ
ら
に
、
同
月
一
二
日
午
後
三
時

五
五
分
こ
ろ
、
同
人
を
同
所
か
ら
連
れ
出
し
て
、
そ
の
こ
ろ
、
同
都
新

宿
区
:
:
:
ホ
テ
ル

D

〔の〕

n号
室
に
連
れ
込
み
、
同
日
午
後
九
時
三
一

O
分
こ
ろ
、
同
人
を
同
所
か
ら
連
れ
出
し
て
、
同
日
午
後
一

O
時
前
こ

ろ
、
同
都
渋
谷
区
:
:
:
マ
ン
シ
ョ
ン

E

〔の〕

n
号
室
に
連
れ
込
み
、

同
月
一
四
日
午
後
五
時
こ
ろ
ま
で
の
問
、
被
告
人
ら
が
右
Z
の
監
視
を

続
け
、
同
人
が
右
各
車
両
及
び
右
各
室
か
ら
脱
出
す
る
の
を
困
難
に
し
、

も
っ
て
、
右
Z
を
略
取
す
る
と
と
も
に
、
不
法
に
監
禁
し
、

第

二

前

記

Z
に
盗
ま
れ
た
と
称
す
る
覚
せ
い
剤
を
同
人
か
ら
返
還

さ
せ
、
あ
る
い
は
そ
の
代
金
名
下
に
金
員
を
喝
取
す
る
こ
と
を
企
て
、

同
月
一

O
日
午
前
一
時
四
O
分
過
ぎ
こ
ろ
、
前
記
カ
ラ
オ
ケ
庖
B
〔の〕

n
号
室
に
お
い
て
、
同
人
に
対
し
て
、
前
記
h
に
お
い
て
、
右
Z
の
頭

部
及
び
顔
面
等
を
手
拳
等
で
殴
打
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
、
「
お
前

が
盗
っ
た
ん
だ
ろ
う
。
早
く
出
せ
。
ど
こ
に
や
っ
た
ん
だ
。
」
「
そ
う
で

な
か
っ
た
ら
、
金
を
払
え
。
」
な
ど
と
申
し
向
け
、
さ
ら
に
、
同
日
午

後
三
時
こ
ろ
、
前
記
ホ
テ
ル

C
〔の〕

n
号
室
に
お
い
て
、
同
人
の
首

筋
に
模
造
万
様
の
も
の
を
突
き
つ
け
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
て
金
員
の

交
付
を
要
求
し
、
右
Z
を
し
て
、
も
し
右
要
求
に
応
じ
な
け
れ
ば
そ
の

生
命
、
身
体
等
に
い
か
な
る
危
害
を
加
え
る
か
も
し
れ
な
い
気
勢
を
一
不

し
て
同
人
を
畏
怖
さ
せ
た
が
、
同
人
か
ら
金
策
を
依
頼
さ
れ
た
伺
人
の

内
妻
が
警
察
に
届
け
出
た
た
め
、
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た

も
の
で
あ
る
。

(3)

原
判
決
は
、
「
事
実
認
定
の
補
足
説
明
」
の
第
三
項
に
お
い
て
、

本
件
営
利
目
的
略
取
、
監
禁
、
恐
喝
未
遂
の
各
事
実
に
つ
い
て
、
被
告
人

に
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

:
:
:
被
告
人
は
、
刊
が

h
と
共
謀
の
上
、

Z
か
ら
覚
せ
い
剤
又

は
そ
の
代
金
に
相
当
す
る
六
O
O
万
円
を
取
り
上
げ
る
た
め
に
同
人
を

蕨
か
ら
車
両
で
無
理
や
り
連
行
し
て
そ
の
支
配
下
に
置
き
、
カ
ラ
オ
ケ

庖
B
に
連
れ
込
み
、
引
き
続
き
、
ホ
テ
ル

C
に
ま
で
連
行
し
、
監
禁
し

て
い
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
な
が
ら
、
そ
の
犯
行
に
加
担
し
、
被
告

人
自
ら

Z
を
監
視
す
る
切
ら
共
犯
者
ら
と
行
動
を
と
も
に
し
、

h
が
Z

に
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
て
二

O
O
万
円
の
支
払
い
を
約
束
さ
せ
た
場
面

を
眼
前
に
し
な
が
ら
、
そ
の
後
も
Z
の
監
視
を
続
け
る
共
犯
者
ら
と
行

動
を
と
も
に
し
、
二

O
O
万
円
の
交
付
を
さ
せ
る
た
め
に

Z
の
内
妻
に

対
し
、
携
帯
電
話
を
か
け
て
自
ら
脅
迫
文
言
を
申
し
向
け
て
、
現
金
を

指
定
し
た
場
所
へ
持
参
す
る
よ
う
指
示
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
ま

で
に
加
え
ら
れ
た
暴
行
、
脅
迫
に
よ
り
畏
怖
し
て
い
る

Z
を
ホ
テ
ル

C
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か
ら
ホ
テ
ル

D
へ
h
と
と
も
に
移
動
さ
せ
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
、
被
告

人
一
人
で
マ
ン
シ
ョ
ン

E
〔の〕

n
号
室
へ
移
動
さ
せ
て
監
禁
を
継
続

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
遅
く
と
も
、
平
成
一
一
一
年
一
月
一

O
日
午

後
二
時
こ
ろ
、
被
告
人
が
ホ
テ
ル

C

〔の〕

n
号
室
へ
赴
き
、

Z
の
監

禁
さ
れ
て
い
る
状
況
を
現
認
す
る
と
と
も
に
、
刊
か
ら
そ
れ
ま
で
の
状

況
の
報
告
を
受
け
た
時
点
に
お
い
て
は
、

h
及
び
刊
ら
が
意
思
を
通
じ

て
Z
か
ら
覚
せ
い
剤
又
は
金
員
を
喝
取
す
る
目
的
で
、
同
人
を
略
取
し
、

監
禁
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
被
告
人
自
身
も
こ
れ
ら
の
者

と
一
体
と
な
り
、
互
い
の
行
為
を
利
用
し
て
、
同
様
の
目
的
で
、
犯
行

に
加
担
す
る
に
至
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
〔
傍
線
は
引
用
者
〕
。
そ

し
て
、
被
告
人
は
、
そ
の
後
、
自
ら
、
そ
の
場
で

Z
の
監
視
を
す
る
刊

ら
と
行
動
を
と
も
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
略
取
さ
れ
た

Z
を
引
き
続
き

被
告
人
及
び
刊
ら
共
犯
者
の
支
配
下
へ
置
く
行
為
及
び
監
禁
行
為
に
関

与
し
、

h
が
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
て

Z
か
ら
金
員
を
喝
取
し
よ
う
と
し

た
際
に
は
、
そ
の
場
に
同
席
し
て
い
た
上
、

Z
の
内
妻
を
脅
迫
し
、
指

定
し
た
場
所
へ
現
金
を
持
参
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
な
ど
し
て
金
員
喝

取
行
為
の
一
部
を
行
い
、
そ
の
上
、

Z
を
、
ホ
テ
ル

C
か
ら
ホ
テ
ル

D

及
び
同
ホ
テ
ル
か
ら
マ
ン
シ
ョ
ン

E

〔の〕

n
号
室
へ
移
動
さ
せ
る
行

為
を
行
っ
て
い
る
か
ら
、
被
告
人
は
、
本
件
営
利
目
的
略
取
、
監
禁
、

恐
喝
未
遂
の
各
事
実
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
、
従
犯
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
く
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

北法56(3・346)1384

(
4
)

さ
ら
に
原
判
決
は
、
「
事
実
認
定
の
補
足
説
明
」
の
第
四
項
に

お
い
て
、
特
に
、
営
利
目
的
略
取
に
対
す
る
共
犯
を
肯
定
し
た
理
由
に
つ

い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

弁
護
人
は
、
略
取
と
は
、
暴
行
、
脅
迫
に
よ
り
被
害
者
を
実
力

支
配
下
に
移
す
行
為
を
い
う
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
終
了
し
た
後
に
、
実

力
支
配
か
ら
逃
れ
な
い
よ
う
に
見
張
る
な
ど
の
行
為
を
し
た
者
に
つ
い

て
、
従
犯
が
成
立
し
得
る
と
し
て
も
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
余
地
は

な
い
と
主
張
す
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
蕨
の
駐
車
場
A
に
お
け
る

暴
行
、
脅
迫
に
よ
り

Z
を
車
両
に
乗
車
さ
せ
て
発
進
さ
せ
た
行
為
に
よ

り
略
取
は
既
遂
に
達
し
て
い
る
も
の
と
い
え
る
が
、
そ
の
後
も
カ
ラ
オ

ケ
庖
B
か
ら
連
れ
出
し
て
ホ
テ
ル

C
に
連
れ
込
ん
だ
行
為
、
同
ホ
テ
ル

か
ら
連
れ
出
し
て
ホ
テ
ル

D
に
連
れ
込
ん
だ
行
為
、
同
ホ
テ
ル
か
ら
連

れ
出
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン

E

〔の〕

n
号
室
に
連
れ
込
ん
だ
行
為
に
つ
い

て
も
、
略
取
行
為
は
継
続
し
て
い
る
も
の
と
い
え
、
ホ
テ
ル

C
か
ら

Z

を
連
れ
出
し
た
以
降
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
と
共
犯
者
と
の
間

で
共
謀
が
成
立
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
行
為
は
、
全
体
と
し
て
包
括
一

罪
を
構
成
す
る
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
結
局
全
体
に
つ
い
て
共
同
正
犯

四



が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
〔
傍
線
は
引
用
者
〕

0

な
お
、
原
判
決
は
、
「
法
令
の
適
用
」
に
お
い
て
、
次
の
通
り
、

判
示
第
一
の
略
取
と
監
禁
の
所
為
を
観
念
的
競
合
と
し
、
判
示
第
一
と
判

示
第
二
の
所
為
を
併
合
罪
と
し
て
い
る
。

5 
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(
法
令
の
適
用
)

被
告
人
の
判
示
第
一
の
所
為
の
う
ち
、
営
利
目
的
略
取
の
点
は
刑
法

六
O
条
、
二
二
五
条
に
、
監
禁
の
点
は
同
法
六
O
条
、
二
二

O
条
後
段

に
、
判
示
第
三
の
所
為
は
、
同
法
六

O
条
、
二
五

O
条
、
二
四
九
条
一

項
に
そ
れ
ぞ
れ
該
当
す
る
と
こ
ろ
、
判
示
第
一
の
営
利
目
的
略
取
と
監

禁
と
は
、
一
個
の
行
為
が
二
個
の
罪
名
に
触
れ
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、

同
法
五
四
条
一
項
前
段
、
一

O
条
に
よ
り
一
罪
と
し
て
重
い
営
利
目
的

略
取
罪
の
刑
で
処
断
す
る
こ
と
と
し
、
被
告
人
に
は
前
記
前
科
が
あ
る

の
で
同
法
五
六
条
一
項
、
五
七
条
に
よ
り
判
示
第
一
及
、
ぴ
第
二
の
各
罪

の
刑
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
再
犯
の
加
重
を
し
、
以
上
は
同
法
四
五
条
前

段
の
併
合
罪
で
あ
る
か
ら
、
同
法
四
七
条
本
文
、
一

O
条
に
よ
り
重
い

判
示
第
一
の
罪
の
刑
に
同
法
一
四
条
の
制
限
内
で
法
定
の
加
重
を
し
た

刑
期
の
範
囲
内
で
被
告
人
を
懲
役
三
年
六
月
に
処
し
、
:
:
:
。

(6)

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
側
が
事
実
誤
認
と
量
刑
不
当
を
理
由

に
控
訴
し
た
も
の
が
、
本
件
で
あ
る
。
な
お
、
控
訴
趣
意
は
、
原
判
決
が

「
事
実
認
定
の
補
足
説
明
」
の
第
四
項
に
お
い
て
判
示
し
た
、
略
取
に
対

す
る
共
犯
を
成
立
さ
せ
た
理
由
に
対
し
て
、
次
の
主
張
を
す
る
。

略
取
に
つ
い
て
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
な
い
と
い
う
主
張
は
、

ま
ず
、
略
取
を
状
態
犯
と
と
ら
え
、
被
略
取
者
を
支
配
下
に
お
い
た
時

点
で
既
遂
と
な
り
、
そ
の
後
も
被
略
取
者
を
支
配
下
に
置
く
行
為
は
不

可
罰
的
事
後
行
為
で
あ
り
、
監
禁
に
該
当
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
略

取
に
は
な
ら
な
い
〔
傍
線
は
引
用
者
〕
。
そ
れ
ゆ
え
、
刊
が
蕨
で

Z
を

車
両
に
乗
車
さ
せ
て
発
進
さ
せ
た
行
為
に
よ
り
、

Z
を
そ
の
支
配
下
に

置
い
た
時
点
で
略
取
は
既
遂
と
な
り
、
そ
の
後
も

Z
を
支
配
下
に
置
く

行
為
は
監
禁
罪
に
該
当
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
略
取
に
は
な
ら
ず
、

被
告
人
は
一
月
一

O
B午
後
二
時
こ
ろ
に
ホ
テ
ル

C
に
赴
い
た
時
か
ら

犯
行
に
加
担
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
監
禁
に
は
加
担
し
得
る
が
、
略
取

に
は
加
担
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
〔
傍
線
は
引
用
者
〕
。
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{
判
旨
}
控
訴
棄
却
(
確
定
)
。

本
判
決
は
、
控
訴
を
棄
却
し
、
結
論
に
お
い
て
、
事
情
を
熟
知
し
な
が

ら
加
担
し
た
被
告
人
X
は
、
犯
行
の
途
中
か
ら
の
加
担
で
あ
っ
て
も
、
営



判例研究

利
目
的
略
取
、
監
禁
及
び
恐
喝
未
遂
の
各
犯
行
全
体
に
つ
い
て
共
同
正
犯

と
し
て
の
責
め
を
負
、
っ
と
し
た
。
な
お
、
本
判
決
は
、
特
に
営
利
目
的
略

取
へ
の
共
犯
も
肯
定
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
判
示
す
る
。

所
論
は
、
略
取
の
罪
は
状
態
犯
で
あ
り
、
被
略
取
者
を
支
配
下
に
置

い
た
時
点
で
既
遂
と
な
り
、
そ
の
後
も
被
略
取
者
を
支
配
下
に
置
く
行

為
は
不
可
罰
的
事
後
行
為
で
あ
っ
て
、
略
取
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
、

既
遂
と
な
っ
た
略
取
の
犯
行
に
加
担
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ

り
、
被
告
人
に
つ
い
て
略
取
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
原
判
決
は
誤
っ
て

い
る
旨
主
張
す
る
。

営
利
目
的
略
取
罪
は
、
被
略
取
者
を
事
実
上
の
支
配
下
に
置
い
た
時

点
で
既
遂
に
な
る
か
ら
、
被
略
取
者
の
監
禁
場
所
を
、
本
件
の
ご
と
く

そ
の
後
三
回
変
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
に
、
そ
の

都
度
、
新
た
に
営
利
目
的
略
取
罪
が
成
立
し
、
合
わ
せ
て
同
罪
の
包
括

一
罪
が
成
立
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
略
取
行
為
自
体
は
終
了
し
て
い
て
も
、
そ
の
後
に

引
き
続
き
、
こ
れ
と
一
体
と
な
る
監
禁
行
為
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
、

そ
の
途
中
か
ら
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
熟
知
し
な
が
ら
、
犯
行
に
加
担
し

た
者
に
つ
い
て
は
、
加
担
以
前
の
監
禁
の
み
な
ら
ず
、
略
取
に
対
し
て

も
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
窃
盗
罪
に
つ
い
て
は
、
典
型
的
な
状
態
犯
と
解
さ
れ
、

例
え
ば
、
共
犯
者
が
窃
取
し
た
カ
!
ド
を
同
人
か
ら
そ
の
旨
の
説
明
を

受
け
て
手
渡
さ
れ
た
者
が
、
共
犯
者
と
共
謀
の
上
、
こ
れ
を
利
用
し
て

キ
ャ
ッ
シ
ュ
デ
ィ
ス
ペ
ン
サ
ー
か
ら
現
金
を
窃
取
し
た
よ
う
な
場
合
に

つ
い
て
、
そ
の
者
の
加
担
前
の
カ
ー
ド
窃
盗
自
体
に
つ
い
て
共
同
正
犯

と
し
て
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
営
利
目
的
略
取
罪
も
、
状
態
犯
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
(
最

決
昭
和
五
八
年
九
月
二
七
日
刑
集
三
七
巻
七
号
一

O
七
八
頁
参
照
)
、

被
略
取
者
を
事
実
上
の
支
配
下
に
置
い
た
時
点
で
同
罪
は
犯
罪
と
し
て

は
既
遂
に
な
る
が
、
被
略
取
者
の
自
由
に
対
す
る
法
益
侵
害
は
、
被
略

取
の
違
法
状
態
が
続
く
限
り
継
続
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
平

た
く
い
え
ば
、
窃
盗
の
場
合
に
は
、
盗
ま
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
物
の

所
有
者
(
占
有
者
)
の
権
利
は
そ
の
時
点
で
侵
害
さ
れ
た
ま
ま
で
、
そ

の
状
況
に
特
段
の
変
化
は
生
じ
な
い
が
、
営
利
目
的
略
取
罪
の
場
合
は
、

被
略
取
者
の
法
益
に
対
す
る
侵
害
は
な
お
継
続
し
て
お
り
、
い
わ
ば
、

時
間
的
経
過
に
従
っ
て
更
新
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、

略
取
に
引
き
続
い
て
被
略
取
者
を
支
配
下
に
置
い
て
い
る
行
為
も
可
罰

性
の
あ
る
法
益
侵
害
行
為
で
あ
る
が
、
略
取
罪
に
評
価
さ
れ
る
も
の
と

し
て
、
監
禁
罪
等
に
問
わ
れ
る
こ
と
は
別
と
し
て
、
略
取
罪
を
構
成
し

な
い
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
加
担
前
の
監
禁
行
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為
に
つ
い
て
も
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
(
東
京
高
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
七
日
高
刑
集
一
一
一
巻
一

O
号

九
八

O
頁
)
、
同
様
の
意
味
で
、
既
遂
と
な
っ
た
略
取
罪
に
つ
い
て
も

共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
状
態
犯
で
あ
っ
て
も
、
窃
盗
罪
と
営
利
目
的
略

取
罪
と
で
は
い
わ
ゆ
る
承
継
的
共
犯
の
成
否
に
差
が
生
じ
る
の
は
、
既

遂
後
の
侵
害
さ
れ
る
法
益
の
状
態
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら

に
い
え
ば
、
物
に
対
す
る
侵
害
と
人
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
と
で
は
、

保
護
法
益
の
重
要
性
に
お
の
ず
か
ら
差
が
あ
る
こ
と
の
反
映
と
い
う
べ

き
な
の
で
あ
る
。

刑事判例研究

【
検
討
】

一
問
題
の
所
在

(
2
)
(
3
)
 

こ
れ
ま
で
の
学
説
に
お
い
て
、
拐
取
罪
と
監
禁
罪
の
罪
数
関
係
が
、
主

に
単
独
犯
を
念
頭
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
本
判
決
が
引
用
す
る
、

(4) 

最
高
裁
昭
和
五
八
年
九
月
二
七
日
決
定
(
以
下
、
「
回
年
決
定
L

と
す
る
)

も
、
単
独
犯
に
お
い
て
拐
取
と
監
禁
の
罪
数
関
係
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
身
の
代
金
を
交
付
さ
せ
る
目
的
で
小
学

一
年
生
の
男
児
を
誘
拐
し
た
後
、
自
動
車
内
や
知
人
宅
に
同
男
児
を
監
禁

し
、
そ
の
問
、
十
数
回
に
わ
た
り
同
男
児
の
母
親
に
身
の
代
金
を
要
求
し

た
事
案
に
つ
き
、
最
高
裁
が
、
な
お
書
き
に
よ
り
、
「
み
の
し
ろ
金
取
得

の
目
的
で
人
を
拐
取
し
た
者
が
、
更
に
被
拐
取
者
を
監
禁
し
、
そ
の
問
に

み
の
し
ろ
金
を
要
求
し
た
場
合
に
は
、
み
の
し
ろ
金
目
的
拐
取
罪
と
み
の

し
ろ
金
要
求
罪
は
牽
連
犯
の
関
係
に
、
以
上
の
各
罪
と
監
禁
罪
と
は
併
合

罪
の
関
係
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
己
と
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
日
年
決
定
は
拐
取
と
監
禁
を
併
合
罪
と
し
た
も
の
の
、
以
下
で
見

る
よ
う
に
、
他
に
も
、
牽
連
犯
な
い
し
観
念
的
競
合
と
す
る
見
解
も
有
力

に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

拐
取
と
監
禁
の
罪
数
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
監
禁
罪
が
継

続
犯
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
な
前
提
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
結
局
の

と
こ
ろ
、
そ
の
罪
数
関
係
の
帰
結
は
、
拐
取
の
罪
質
の
理
解
に
よ
っ
て
左

右
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
罪
数
関
係
論
を

通
し
て
拐
取
の
罪
質
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
単
独
犯
に
お
い
て
拐
取
と
監
禁
の
罪
数
関

(5) 

係
論
が
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
罪
数
関
係
論

(6) 

を
通
し
て
拐
取
の
罪
質
を
見
る
際
に
は
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
を
め
ぐ
る

事
案
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る
o

な
ぜ
な
ら
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の

(7) 

事
案
に
対
し
て
、
「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
が
あ
る
が
、
後
者
の
場

合
、
一
つ
の
行
為
が
複
数
の
罪
に
該
当
し
て
い
る
の
で
、
拐
取
の
罪
質
を

状
態
犯
と
解
そ
う
と
継
続
犯
と
解
そ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
罪
数
関
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係
が
観
念
的
競
合
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
(
い
い
か
え
れ
ば
、
観
念
的

競
合
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
拐
取
を
継
続
犯
と
解
し
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
こ
と
か
ら
)
、
拐
取
の
罪
質
を
析
出
す
る
に
適
さ
な
い
か

(
8
)
 

ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
回
年
決
定
が
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の
事
案
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
本
件
は
「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
本
件
の
原
判
決
が
、
営
利
目
的
略
取
と
監
禁
を
観
念
的
競
合
と
し

た
の
は
、
略
取
の
罪
質
に
関
す
る

特
定
の
理
解
に
従
っ
た
と
い
う
よ

り
は
、
事
案
が
「
監
禁
に
よ
る
略

(
9
)
(
凶
)

取
」
で
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
見
ら
れ

た
拐
取
と
監
禁
の
罪
数
関
係
に
関

す
る
見
解
を
概
観
す
る
と
、
次
の

五
つ
に
分
け
ら
れ
る
(
別
表
も
参

照
さ
れ
た
い
)
。

第
一
に
、
拐
取
の
罪
質
を
「
状

態
犯
」
と
解
し
た
上
で
、
罪
数
関

係
を
「
牽
連
犯
」
と
解
す
る
見
解

(
見
解
①
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
判

例
に
お
い
て
も
、
大
審
院
昭
和
一

判例研究

拐取の罪質 監禁との罪数 共犯の成百

見解① 状態犯 牽連犯 不成立

見解② 状態犯 併合罪 不成立

見解③ 継続犯A 併合罪 成立

見解④ 継続犯B 観念的競合 成立

見解⑤ 継続犯 吸収ー罪 成立

本判決 状態犯 (併合罪) 成立

*i監禁による略取Jの場合は、観念的競合たりうる(見解⑤以外)

*本判決は、本件被告人につき併合罪としたわけではない

(~IJ表]拐取の罪質、監禁との罪数、共犯の成否、をめぐる諸見解

(
日
)

三
年
一
一
月
一

O
日
判
決
が
、
結
婚
目
的
略
取
教
唆
と
監
禁
(
と
強
姦
致

(ロ)

傷
)
を
牽
連
犯
と
解
し
た
原
判
決
を
支
持
し
て
お
り
、
学
説
に
お
い
て
も
、

(
日
)

時
年
決
定
以
前
に
は
、
牽
連
犯
と
解
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
第
二
に
、

第
一
と
同
じ
く
拐
取
の
罪
質
を
「
状
態
犯
」
と
解
し
な
が
ら
も
、
罪
数
関

係
を
「
併
合
罪
」
と
解
す
る
見
解
(
見
解
②
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
学
説
で

は
、
回
年
決
定
が
継
続
犯
を
主
張
す
る
上
告
趣
意
を
否
定
し
た
上
で
併
合

罪
と
し
た
こ
と
か
ら
、
同
年
決
定
を
(
併
合
罪
か
つ
)
状
態
犯
と
解
し
た

(
は
)

も
の
と
理
解
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
年
決
定
の
調
査
官
解
説

は
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の
事
案
で
は
、
拐
取
を
継
続
犯
と
解
す
る
な
ら

ば
観
念
的
競
合
、
状
態
犯
と
解
す
る
な
ら
ば
併
合
罪
か
牽
連
犯
、
と
整
理

し
た
上
で
、
拐
取
と
監
禁
が
、
文
書
偽
造
・
同
行
使
・
詐
欺
で
い
う
ほ
ど

の
手
段
・
結
果
の
必
然
的
関
係
に
は
な
く
、
さ
ら
に
牽
連
犯
を
認
め
る
に

つ
い
て
制
限
的
な
傾
向
を
示
す
判
例
か
ら
見
て
も
、
日
年
決
定
が
そ
の
罪

(
日
)

数
関
係
を
併
合
罪
と
解
し
た
の
は
妥
当
と
一
評
価
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
日
年
決
定
が
見
解
②
を
採
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
第
三
と
第
四
の
見
解
は
、
拐
取
の
罪
質
を
同
じ
く
「
継
続
犯
」
と

解
し
な
が
ら
も
、
そ
の
罪
数
関
係
を
、
「
併
合
罪
」
と
解
す
る
見
解
(
見

解
③
)
と
、
「
観
念
的
競
合
」
と
解
す
る
見
解
(
見
解
④
)
、
に
区
別
さ
れ

る
。
両
者
は
継
続
犯
に
対
す
る
理
解
が
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
見
解
③
が
、

継
続
犯
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
行
為
が
継
続
し
て
い
る
と
は
限
ら
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な
い
と
考
え
る
の
に
対
し
(
継
続
犯

A
H
行
為
非
従
属
的
理
解
の
継
続

(
凶
)

犯
)
、
見
解
④
は
、
実
行
行
為
が
継
続
し
犯
罪
も
継
続
す
る
の
が
継
続
犯

(
灯
)

と
解
し
て
い
る
(
継
続
犯
B
H
行
為
継
続
的
理
解
の
継
続
犯
)
。
そ
し
て
、

罪
数
関
係
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
質
理
解
に
従
い
、
見
解
③
は
、

拐
取
罪
で
は
拐
取
行
為
後
、
違
法
な
支
配
が
継
続
し
て
い
る
だ
け
と
解
し

て
「
併
合
罪
」
と
し
、
見
解
④
は
、
拐
取
後
も
継
続
す
る
と
さ
れ
る
拐
取

行
為
と
監
禁
行
為
の
重
な
り
に
着
目
し
て
「
観
念
的
競
合
」
と
解
し
て
い

(
凶
)

る
。
第
五
に
、
拐
取
を
「
継
続
犯
」
と
解
し
た
上
で
、
拐
取
も
監
禁
も
自

由
を
侵
害
す
る
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
拐
取
後
、
継
続
し
て
被
害
者
を
拘
束

し
て
も
、
監
禁
罪
が
別
途
成
立
す
る
は
ず
が
な
い
と
す
る
見
解
(
見
解
⑤
)

(
m
m
)
 

が
挙
げ
ら
れ
る
。
四
年
決
定
の
上
告
趣
意
も
、
見
解
⑤
の
理
解
に
従
っ
て
、

(
初
)

監
禁
罪
は
成
立
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

他
方
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
な
学
説
で
は
、
状
態
犯
・
継
続
犯
と
い
っ

た
罪
質
理
解
は
、
時
効
や
共
犯
の
成
立
に
共
通
し
た
基
礎
理
論
で
あ
る
と

(
幻
)

理
解
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
に
事
後
的
に
関
与
し
た
者
の
共
犯
の
成

否
に
つ
い
て
、
継
続
犯
で
あ
れ
ば
そ
の
共
犯
の
成
立
は
可
能
で
あ
る
も
の

の
、
状
態
犯
で
は
成
立
し
え
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
、
単
独
犯
に
お
け
る
罪
数
関
係
論
を
通
し
て
理
解
さ
れ
た
拐
取
の
罪
質

が
、
拐
取
後
の
監
禁
か
ら
関
与
し
た
者
の
、
拐
取
に
対
す
る
共
犯
の
成
否

(
明
仏
}

を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
先
に
見
た

各
見
解
の
拐
取
に
関
す
る
罪
質
理
解
か
ら
、
そ
の
共
犯
の
成
否
を
敷
桁
す

る
と
、
状
態
犯
と
解
す
る
見
解
①
②
で
は
、
共
犯
成
立
の
可
能
性
が
否
定

さ
れ
る
の
に
対
し
、
継
続
犯
と
解
す
る
見
解
①
あ
)
⑤
で
は
、
そ
の
可
能
性

が
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
(
再
度
、
別
表
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

現
に
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
に
お
い
て
、
拐
取
後
の
関
与
に
つ
き
、
拐
取
に

対
す
る
共
犯
が
認
め
ら
れ
た
事
案
が
二
件
存
在
す
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も

が
拐
取
を
「
継
続
犯
」
と
理
解
し
た
上
で
、
共
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
。

(
幻
)

第
一
に
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
一
年
七
月
二
八
日
判
決
は
、

Y
が
被
害
者
を

営
利
目
的
で
略
取
す
る
と
共
に
監
禁
し
、
そ
の
後
、
被
害
者
の
妻
に
身
の

代
金
を
要
求
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
略
取
後
の
監
禁
一
か
ら
関
与
し
た
被
告

人
X
が
、
身
の
代
金
要
求
罪
に
お
け
る
「
拐
取
者
」
に
該
当
す
る
否
か
を

判
断
す
る
に
際
し
、
営
利
目
的
略
取
の
罪
質
を
、
「
同
罪
は
、
暴
行
又
は

脅
迫
に
よ
っ
て
人
を
自
己
の
支
配
下
に
移
し
た
段
階
で
既
遂
に
達
す
る
け

れ
ど
も
、
そ
の
後
も
右
の
支
配
が
続
く
聞
は
そ
の
犯
罪
行
為
が
継
続
し
て

い
る
継
続
犯
で
あ
る
〔
傍
点
は
引
用
者
〕
」
と
解
し
た
上
で
、
そ
れ
に
従

い
、
被
告
人
は
「
人
を
略
取
し
た
者
に
該
当
す
る
」
と
し
て
い
る
。
第
二

(
以
)

に
、
東
京
高
裁
昭
和
一
一
一
一
年
八
月
二

O
日
判
決
も
、

Y
が
接
客
婦
と
し
て

売
り
渡
す
目
的
で
被
害
女
性
を
誘
拐
し
、
目
的
地
に
向
か
う
途
中
で
、
被

告
人

X
が
情
を
知
り
な
が
ら
同
行
加
担
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
営
利
目
的

誘
拐
罪
の
罪
質
を
、
「
い
わ
ゆ
る
継
続
犯
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
解
す
る
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の
が
相
当
〔
傍
点
は
引
用
者
〕
」
と
し
た
上
で
、
誘
拐
へ
の
共
犯
の
成
立

(
お
)
(
お
)

を
肯
定
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
本
判
決
は
、
営
利
目
的
略
取
罪
を
「
状
態
犯
」

で
あ
る
と
解
し
た
上
で
、
な
お
か
つ
共
犯
の
成
立
も
「
肯
定
」
し
た
も
の

で
あ
る
合
一
一
度
、
別
表
を
参
照
さ
れ
た
い
)
o

す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、

拐
取
の
罪
質
に
つ
い
て
異
な
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
れ

を
状
態
犯
と
解
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
で
は
、
状
態
犯
な
ら
ば

そ
の
事
後
的
な
関
与
者
に
共
犯
は
成
立
し
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と

こ
ろ
、
共
犯
の
成
立
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
い
か

な
る
意
味
で
営
利
目
的
略
取
罪
を
状
態
犯
と
解
し
た
の
か
、
ま
た
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
事
後
的
な
関
与
者
に
共
犯
の
成

立
を
認
め
た
の
か
、
こ
の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
本
判
決
に
関

す
る
中
心
的
な
検
討
課
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、

「
状
態
犯
」
と
解
し
た
判
示
に
つ
い
て
検
討
し
(
ニ
)
、
次
い
で
、
承
継

的
共
犯
を
肯
定
し
た
判
示
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
(
三
)
0

「
状
態
犯
」
と
の
判
示
に
つ
い
て

学
説
に
お
い
て
、
拐
取
の
罪
質
を
状
態
犯
で
あ
る
と
理
解
す
る
見
解
は
、

一
般
的
に
、
公
訴
時
効
の
起
算
点
と
、
被
拐
取
者
収
受
(
等
)
罪
(
刑
法

の
存
在
、
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
論
か
ら

二
二
七
条
)

い
え
ば
、
少
な
く
と
も
本
判
決
が
、
両
者
い
ず
れ
か
の
観
点
に
基
づ
い
て

略
取
を
状
態
犯
と
理
解
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
時
効
の
観
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の

区
別
を
時
効
の
起
算
点
が
い
つ
か
と
い
う
問
題
の
前
提
と
し
て
理
解
す
る

(
幻
)

見
解
が
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、
仮
に
拐
取
を
継
続
犯
と
す
れ
ば
、
被
害

者
が
解
放
さ
れ
る
ま
で
公
訴
時
効
は
進
行
せ
ず
、
反
対
に
、
状
態
犯
と
す

れ
ば
、
事
実
上
、
拐
取
行
為
の
終
了
と
同
時
に
進
行
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
時
効
が
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
本
件
に
お
い
て
、
わ

ざ
わ
ざ
時
効
の
起
算
点
を
早
め
る
た
め
に
略
取
を
状
態
犯
と
解
す
る
理
由

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
た
と
え
そ
れ
を
状
態
犯
と
解
し
た
と
し

て
も
、
科
刑
上
一
罪
と
な
る
場
合
に
は
、
各
罪
の
全
部
を
一
体
と
し
て
観

察
し
、
最
後
の
結
果
、
が
生
じ
た
と
き
か
ら
起
算
す
る
と
理
解
す
る
の
が
判

(
お
)

例
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
従
え
ば
、
営
利
目
的
略
取
と
監
禁
の
観

念
的
競
合
と
さ
れ
て
い
る
本
件
で
は
、
時
効
は
監
禁
終
了
後
か
ら
進
行
す

(
m
m
)
 

る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
略
取
を
状
態
犯
と
解
し
た
と
し
て

も
、
本
件
で
は
時
効
の
起
算
点
を
早
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
少
な
く
と
も
本
判
決
が
、
時
効
の
観
点
か
ら
略
取
を
状
態
犯
と
解

し
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に
、
被
拐
取
者
収
受
罪
の
観
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
学
説
上
、

被
拐
取
者
収
受
罪
の
存
在
に
基
づ
い
て
拐
取
を
状
態
犯
と
解
す
る
見
解
が
、

北法56(3・352)1390
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(
初
)

有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
見
解
は
、
仮
に
拐
取
が
継
続
犯
で
あ
れ

ば
、
拐
取
(
本
犯
)
へ
の
共
犯
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
わ

ざ
わ
ざ
事
後
従
犯
と
し
て
の
被
拐
取
者
収
受
罪
を
規
定
す
る
必
要
が
な
い
、

そ
れ
ゆ
え
、
被
拐
取
者
収
受
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
共
犯
の
成
立

可
能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
だ
と
す
る
と
拐
取
は
状
態

犯
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
o

し
か
し
、
理
論
的
に

は
、
被
拐
取
者
収
受
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も

(
出
)

状
態
犯
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
に
、
略
取
後
の
関
与
に
つ
き
略
取
の

(
幻
)

共
犯
性
を
認
め
た
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
一
年
判
決
は
、
営
利
目
的
略
取
を
継

続
犯
と
認
め
る
に
際
し
、
「
刑
法
二
二
七
条
の
拐
取
持
助
罪
等
の
規
定
の

あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
障
害
と
な
る
も
の
で
は
な

い
」
と
判
示
し
て
い
る
。
ま
し
て
、
本
判
決
は
、
状
態
犯
と
解
し
て
も
、

結
果
的
に
共
犯
の
成
立
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も

本
判
決
が
、
被
拐
取
者
収
受
罪
の
存
在
に
基
づ
い
て
状
態
犯
と
解
し
た
も

の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
本
判
決
は
、
営
利
目
的
略
取
を
状
態
犯
と
解
す
る
に

至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
判
決
が
略
取
を
状
態
犯
と
判
示
す
る
際
に
引
用
す
る
四
年
決
定
は
、

継
続
犯
か
つ
観
念
的
競
合
を
主
張
す
る
上
告
趣
意
を
否
定
し
、
併
合
罪
と

解
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
拐
取
行
為
自
体
が
終
了
し

て
い
る
こ
と
は
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
拐
取
行
為
の
終

了
を
認
め
、
か
つ
併
合
罪
と
し
て
い
た
と
し
て
も
、
理
論
的
に
は
、
そ
れ

(
お
)

を
も
っ
て
直
ち
に
拐
取
が
状
態
犯
と
解
さ
れ
る
に
は
至
ら
な
い
。
現
に
、

継
続
犯
か
つ
併
合
罪
と
す
る
立
場
か
ら
、
日
年
決
定
を
支
持
す
る
見
解
も

(
針
)

あ
る
。
し
か
し
、
防
年
決
定
の
調
査
官
解
説
が
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の

事
案
で
は
、
拐
取
が
継
続
犯
で
あ
れ
ば
観
念
的
競
合
、
状
態
犯
で
あ
れ
ば

牽
連
犯
か
併
合
罪
、
と
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
論
に
お
い
て
併
合
罪

(
お
)

と
し
た
部
年
決
定
を
、
状
態
犯
と
解
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
、

ま
た
、
判
例
に
お
い
て
は
継
続
犯
を
実
行
行
為
も
継
続
し
て
い
る
も
の
と

(
お
)

理
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
、
か
ら
す
る
と
、
少
な
く
と
も
判
例

と
し
て
は
、
同
年
決
定
を
、
拐
取
の
罪
質
を
状
態
犯
と
解
し
た
も
の
と
理

解
す
る
の
が
、
素
直
な
見
方
と
思
わ
れ
る
。

他
方
、
仮
に
拐
取
が
状
態
犯
だ
と
し
て
も
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別

は
そ
れ
単
独
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
法
的
効
果
と
結
び
つ
い
て
こ
そ
意
味

が
あ
る
と
こ
ろ
、
結
局
、
本
判
決
が
そ
れ
を
状
態
犯
と
解
し
た
こ
と
の
意

図
は
、
罪
数
関
係
論
で
の
帰
結
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
件

は
、
「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
で
あ
る
た
め
、
そ
の
罪
数
を
観
念
的

競
合
と
解
し
て
異
論
の
な
い
事
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
一
に
、
本
件
控

訴
趣
意
が
略
取
を
状
態
犯
と
解
し
た
上
で
、
略
取
に
対
す
る
共
犯
は
否
定

さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
れ
ま
で
拐
取
後
の
関
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判例研究

与
に
つ
い
て
拐
取
の
共
犯
を
認
め
た
判
例
が
、
い
ず
れ
も
「
継
続
犯
」
と

判
示
し
て
い
る
こ
と
、
か
ら
す
る
と
、
仮
に
本
判
決
が
、
拐
取
の
罪
質
に

触
れ
る
こ
と
な
く
、
端
的
に
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
判
示
だ
け
を
し
た
な

ら
ば
、
拐
取
を
「
継
続
犯
」
と
解
し
た
と
理
解
さ
れ
、
結
果
的
に
判
例
違

反
と
解
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
そ
し
て
そ
の
理
解
に
従
え
ば
、

本
判
決
は
、
判
例
違
反
と
解
さ
れ
る
可
能
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
少
な

く
と
も
回
年
決
定
の
よ
う
な
「
拐
取
後
の
監
禁
ど
の
事
案
で
は
併
合
罪
に

な
る
よ
う
略
取
を
状
態
犯
と
解
釈
し
た
上
で
、
し
か
し
そ
う
解
し
た
と
し

て
も
な
お
、
そ
の
事
後
的
な
関
与
者
に
共
犯
の
成
立
が
肯
定
で
き
る
と
し

た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
の
よ
う
に
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
に
従
っ
て

事
後
的
な
関
与
者
の
共
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
継
続
犯
で

は
も
ち
ろ
ん
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
状
態
犯
の

中
で
も
さ
ら
に
、
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
明

確
に
し
た
も
の
と
い
え
る
。

本
判
決
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
拐
取
の
罪
質
を
状
態
犯
と
解
し
な
が

ら
も
、
共
犯
の
成
立
可
能
性
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
「
監

禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
罪
数
関
係
が
観
念
的

競
合
で
異
論
が
な
い
と
思
わ
れ
る
本
件
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
略
取
を

状
態
犯
と
判
示
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
も
の
と
も
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
の
「
状
態
犯
」
と
の
判
示
そ
れ
自
体
は
、
傍
論
と
し
て
理
解
す
べ
き
も

の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
を
状
態
犯
と
解
し
な
が
ら
も
共
犯
成

立
の
可
能
性
を
肯
定
し
た
点
に
は
、
な
お
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
は
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
を
共
犯
成
立
の
理

論
的
前
提
と
解
し
て
き
た
た
め
、
継
続
犯
で
な
け
れ
ば
そ
の
事
後
的
な
関

(
幻
)

与
者
に
共
犯
は
成
立
し
え
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
本
判
決
は
、

状
態
犯
で
も
、
す
な
わ
ち
必
ず
し
も
継
続
犯
で
な
く
と
も
、
共
犯
の
成
立

が
可
能
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
状
態
犯
と
継
続
犯
の

(
お
)

区
別
は
必
ず
し
も
共
犯
成
立
の
前
提
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、
継
続
犯
で

(
鈎
)

な
く
と
も
共
犯
の
成
立
は
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ

(ω) 

れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
本
判
決
が
、
状
態
犯
で
も
共
犯
が
成
立
す
る
可
能
性

を
明
確
に
認
め
た
点
は
、
実
務
に
お
い
て
も
、
学
説
に
お
い
て
も
、
重
要

な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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承
継
的
共
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
判
示
に
つ
い
て

本
判
決
が
、
た
と
え
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
が
必
ず
し
も
共
犯
成
立

の
前
提
で
は
な
い
と
し
た
と
し
て
も
、
窃
盗
後
の
窃
盗
共
犯
は
成
立
し
え

な
い
と
す
る
の
に
、
な
ぜ
略
取
後
の
略
取
共
犯
は
成
立
す
る
と
す
る
の
か
、

す
な
わ
ち
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
た
継
続
犯
と
状

態
犯
を
め
ぐ
る
争
い
と
質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
問
題
が
、
未
だ
残
さ
れ
た



ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
判
決
が
、
ど
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
い
て
、

略
取
後
の
関
与
に
も
、
略
取
に
対
す
る
共
犯
を
成
立
さ
せ
た
の
か
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

刑事判例研究

事
後
的
関
与
を
め
ぐ
る
問
題
の
類
型
化

本
判
決
は
、
承
継
的
共
犯
の
成
否
を
問
題
と
し
、
結
論
に
お
い
て
そ
の

成
立
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
承
継
的
共
犯
を
め
ぐ
る

判
例
に
お
い
て
は
、
当
該
犯
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
が
未
だ
継
続
し
て
い

る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
本
判
決

が
、
承
継
的
共
犯
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の

点
を
詳
し
く
検
討
し
た
の
か
、
ま
ず
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
本
判
決
が
有
す
る
視
点
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

こ
れ
ま
で
の
学
説
に
お
い
て
、
す
べ
て
承
継
的
共
犯
論
に
収
め
ら
れ
て

い
た
、
事
後
的
関
与
を
め
ぐ
る
共
犯
の
成
否
と
い
う
問
題
は
、
具
体
的
に

は
次
の
三
つ
の
類
型
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
以
下
で
は
、
す
で
に

実
行
さ
れ
た
犯
罪
に
事
後
的
に
関
与
す
る
者
を
「
後
行
関
与
者
」
と
す
る
)
。

類
型
①
共
犯
成
立
の
時
間
的
限
界
A

ー

l
共
犯
/
事
後
従
犯
の
区
別
問
題

類
型
②
共
犯
成
立
の
時
間
的
限
界
B

ー

l
単
独
正
犯
/
共
犯
(
広
義
)
の
区
別
問
題

類
型
③
(
狭
義
の
)
承
継
的
共
犯
論

第
一
に
、
「
共
犯
成
立
の
時
間
的
限
界
A
」
(
類
型
①
)
と
は
、
特
に
犯

罪
行
為
の
終
了
と
共
に
犯
罪
も
終
了
す
る
と
さ
れ
る
状
態
犯
に
関
し
て
、

後
行
関
与
者
が
、
本
犯
へ
の
共
犯
な
の
か
、
そ
れ
と
も
(
単
独
正
犯
と
し

て
の
)
事
後
従
犯
な
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

例
え
ば
、

Y
が
留
守
中
の

Z
宅
か
ら
金
庫
を
盗
み
出
し
て
玄
関
を
出
た
と

こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
通
り
か
か
っ
た
友
人
X
が
、
そ
の
金
庫
を
Y
の
自
宅
ま

で
運
ん
だ
事
例
に
つ
い
て
、

X
は
窃
盗
共
犯
な
の
か
、
盗
品
運
搬
正
犯
な

の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
「
共
犯
成
立
の
時
間
的
限
界
B
」
(
類

型
②
)
と
は
、
正
犯
行
為
が
終
了
し
た
後
、
な
お
継
続
す
る
法
益
侵
害
に

対
し
て
関
与
し
た
者
に
、
共
犯
(
広
義
)
が
成
立
し
う
る
の
か
、
そ
れ
と

も
単
独
正
犯
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
。
こ
こ
で

(
れ
)

は
、
例
え
ば
、

Y
が
Z
宅
に
放
火
し
た
後
、

X
が
油
を
注
い
だ
事
例
に
つ

い
て
、

X
が
放
火
の
共
犯
と
な
り
う
る
の
か
、
そ
れ
と
も
放
火
の
単
独
正

犯
が
成
立
す
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
る
。
第
三
に
、
「
(
狭
義
の
)
承
継
的

共
犯
論
」
(
類
型
③
)
と
は
、
先
行
行
為
者
に
よ
る
惹
起
部
分
を
も
含
め

て
後
行
関
与
者
が
責
任
を
負
う
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
例
え
ば
、

Y
が
強
盗
の
故
意
で

Z
に
暴
行
し
、

Z
の
反
抗
を

抑
圧
し
た
後
、

X
が
財
物
の
奪
取
に
加
担
し
た
事
例
に
つ
い
て
、

X
に
は

強
盗
共
犯
が
成
立
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
窃
盗
共
犯
に
す
ぎ
な
い
の
か
が
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問
題
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
学
説
で
は
、
類
型
白
⑤
を
も
承
継
的
共
犯
論
に
取
り
込
み
、

(
必
)

結
論
に
お
い
て
事
象
全
体
に
対
す
る
共
犯
を
認
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
強
盗
後
の
奪
取
物
の
搬
出
に
の
み
関
与
し
た
者
に
つ
い

て
、
盗
品
運
搬
正
犯
と
す
る
(
類
型
①
に
お
け
る
事
後
従
犯
説
)
の
で
は

な
く
、
強
盗
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
見
解
、
あ
る
い
は
、
正
犯
者
に
よ
る

強
姦
後
、
す
で
に
抵
抗
す
る
気
力
を
失
っ
て
い
る
被
害
者
を
姦
淫
し
た
者

(
幻
)

に
つ
い
て
、
準
強
姦
正
犯
と
す
る
(
類
型
②
に
お
け
る
単
独
正
犯
説
)
の

で
は
な
く
、
強
姦
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
見
解
が
、
そ
れ
で
あ
る
(
そ
こ

で
は
、
い
わ
ば
、
類
型

ωと
③
、
な
い
し
類
型
②
と
③
を
ま
た
い
で
見
解

が
相
対
化
さ
れ
る
)
。
し
か
し
、
関
与
時
に
お
け
る
共
犯
の
成
否
を
扱
う

問
題
(
類
型
白
添
凶
)
と
、
関
与
以
前
を
も
含
め
た
部
分
へ
の
共
犯
の
成
否

を
扱
う
問
題
(
類
型
③
)
は
、
あ
く
ま
で
理
論
的
に
は
別
個
の
問
題
と
理

解
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
類
型
③
に
お
い
て
関
与
以
前
の
部
分
に

ま
で
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
場
合
に
は
、
類
型
①
②
に
お
い
て
関
与
時
に

お
け
る
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
場
合
と
は
、
共
犯
の
因
果
性
に
基
づ
い
た

(
付
)

別
個
の
理
由
づ
け
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
先
の
見

解
は
、
類
型
の
②
の
問
題
に
、
類
型
③
の
問
題
を
前
倒
し
し
て
い
る
に
す

ぎ
な
い
。

な
お
、
類
型
②
に
は
、
後
行
関
与
者
の
行
為
そ
れ
だ
け
で
も
、
先
行
行

為
者
に
よ
る
も
の
と
同
じ
罪
の
構
成
要
件
該
当
牲
を
満
た
し
う
る
事
例
だ

け
が
あ
て
は
ま
る
(
だ
か
ら
こ
そ
、
単
独
正
犯
説
が
主
張
さ
れ
う
る
)
。

そ
の
意
味
で
、
例
え
ば
、
仮
に
強
盗
罪
に
お
け
る
財
物
奪
取
に
関
与
し
た

者
に
強
盗
共
犯
が
認
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、
(
強
盗
罪
の
成

否
に
取
り
込
ま
れ
た
か
た
ち
で
の
)
暴
行
行
為
終
了
後
の
暴
行
共
犯
の
成

立
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
類
型
②
の
問

題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
行
行
為
と
し
て
の
財
物
奪
取
行
為
は
、
暴

行
行
為
で
は
な
い
か
ら
、
い
い
か
え
れ
ば
、
財
物
奪
取
行
為
だ
け
で
は
、

強
盗
(
暴
行
)
の
単
独
正
犯
性
を
満
た
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
(
こ
の
と

き
あ
り
う
る
、
強
盗
の
共
犯
か
、
窃
盗
の
単
独
正
犯
(
の
要
件
も
満
た
し

(
必
)

た
共
犯
)
か
と
い
う
問
題
は
、
類
型
③
に
属
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
)
。

そ
こ
で
、
以
上
の
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
、
事
後
的
関
与
の
共
犯
の
成

否
に
関
す
る
、
問
題
類
型
白
話
)
③
は
、
さ
ら
に
、
類
型
的
②
が
属
す
る
、

関
与
時
の
(
関
与
前
部
分
を
含
ま
な
い
)
共
犯
の
成
否
を
扱
う
問
題
⑦
と
、

類
型
③
が
属
す
る
、
関
与
前
部
分
を
含
む
共
犯
の
成
否
を
扱
う
問
題
@
、

に
整
理
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
問
題
⑦
で
は
、
関
与
時
に
そ
も
そ
も
共
犯

が
成
立
し
う
る
の
か
と
い
う
、
共
犯
成
立
の
時
間
的
限
界
が
、
犯
罪
の
終

了
時
期
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
さ
れ
る
(
理
論
的
に
は
、
共
犯
の
従
属
性
を

め
ぐ
る
問
題
領
域
に
属
す
る
)
。
こ
れ
に
対
し
て
、
問
題
①
で
は
、
む
し

ろ
問
題
⑦
に
お
け
る
関
与
時
の
共
犯
の
成
立
は
前
提
と
さ
れ
た
上
で
、
後
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刑事判例研究

行
関
与
者
の
関
与
前
部
分
を
も
含
め
た
承
継
的
共
犯
の
成
否
が
問
題
と
さ

れ
る
(
理
論
的
に
は
、
共
犯
の
因
果
性
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
に
属
す
る
)

0

問
題
⑦
共
犯
の
成
否
と
犯
罪
の
終
了
時
期

|
|
関
与
時
の
共
犯
の
成
否
(
類
型
的
②
)

問
題
①
承
継
的
共
犯
の
成
否

-
|
関
与
前
を
含
む
共
犯
の
成
否
(
類
型
③
)

一
般
の
承
継
的
共
犯
論
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
強
盗
罪
と
し
て
の
犯
罪

は
継
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
後
行
関
与
者
の
共
犯
の
成
否
を
判
断
す
る

に
あ
た
っ
て
、
犯
罪
の
終
了
を
め
ぐ
る
問
題
⑦
が
特
に
問
題
と
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
本
件
が
強
盗
罪
の

よ
う
な
単
純
一
罪
で
は
な
く
、
略
取
罪
と
監
禁
罪
が
別
個
に
成
立
す
る
事

案
で
あ
り
、
し
か
も
控
訴
趣
意
が
、
略
取
を
状
態
犯
と
解
し
、
そ
の
理
解

に
従
っ
て
略
取
行
為
終
了
後
の
略
取
共
犯
成
立
の
可
能
性
を
否
定
す
る
主

張
を
し
た
こ
と
か
ら
、
関
与
時
の
共
犯
の
成
否
を
め
ぐ
る
問
題
⑦
が
検
討

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
本
判
決
は
、
被
告
人
に
つ
い
て
、
営
利
目
的
略
取
の

共
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
際
、
直
ち
に
当
初
の
略
取
へ
の
承
継
的
共
犯
の

成
否
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
本
件
の
よ

う
な
略
取
行
為
終
了
後
の
関
与
で
も
略
取
共
犯
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
問
題
⑦
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下

で
は
ま
ず
、
関
与
時
の
共
犯
の
成
否
に
関
す
る
問
題
⑦
を
め
ぐ
っ
て
本
判

決
を
検
討
し
、
そ
の
後
、
問
題
@
を
め
ぐ
っ
て
、
当
初
の
略
取
へ
の
承
継

的
共
犯
も
成
立
さ
せ
た
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

関
与
時
に
お
け
る
略
取
共
犯
成
立
の
実
質
的
可
能
性

ー

i
問
題
⑦
を
め
ぐ
っ
て

(
l
)

こ
こ
で
は
、
関
与
時
に
お
け
る
共
犯
の
成
否
だ
け
を
念
頭
に
お

い
て
、
本
判
決
が
、
(
当
初
の
略
取
へ
の
承
継
的
共
犯
が
成
立
す
る
前
提

と
し
て
)
関
与
時
に
お
い
て
も
未
だ
略
取
共
犯
が
成
立
し
う
る
と
し
た
点

に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

本
判
決
は
、
(
控
訴
趣
意
と
同
様
に
)
略
取
行
為
自
体
の
終
了
を
認
め

な
が
ら
も
、
(
控
訴
趣
意
と
は
反
対
に
)
共
犯
成
立
の
可
能
性
を
認
め
て

い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
正
犯
行
為
の
終
了
/
未
終
了
と
、
犯
罪
の
終
了
/

未
終
了
、
に
よ
っ
て
事
実
状
況
を
分
類
し
、
そ
の
状
況
ご
と
に
、
後
行
関

与
者
の
共
犯
の
成
否
に
関
す
る
見
解
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
事
実

(
必
)

状
況
の
分
類
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

状
況
@
正
犯
行
為
も
終
了
し
て
い
な
い
し
、

犯
罪
も
終
了
し
て
い
な
い
場
合

状
況
@
正
犯
行
為
は
終
了
し
た
が
、

犯
罪
は
終
了
し
て
い
な
い
場
合
(
類
型
②
に
対
応
)

状
況
@
正
犯
行
為
も
終
了
し
、

2 
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判例研究

犯
罪
も
終
了
し
て
い
る
場
合
(
類
型
①
に
対
応
)

第
一
に
、
正
犯
行
為
も
終
了
し
て
い
な
い
し
、
犯
罪
も
終
了
し
て
い
な

い
場
合
(
状
況
④
)
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
は
、
例
え
ば
、

Y
が
米

蔵
か
ら
米
俵
一

O
俵
を
盗
む
に
あ
た
っ
て
、
す
で
に
七
俵
を
搬
出
し
た
段

階
で
、

X
が
八
俵
白
か
ら
の
盗
み
出
し
に
関
与
し
た
事
例
(
接
続
犯
事
例
)

が
あ
て
は
ま
る
。
第
二
に
、
正
犯
行
為
は
終
了
し
た
が
、
犯
罪
は
終
了
し

て
い
な
い
場
合
(
状
況
⑤
)
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
状
況
⑮
は
、
先
の
類
型

②
に
相
当
す
る
の
で
、
こ
れ
に
あ
て
は
ま
る
事
例
と
し
て
は
、
そ
れ
と
同

じ
く
、

Y
が
Z
宅
に
放
火
し
た
後
、

X
が
油
を
注
い
だ
、
と
い
う
放
火
の

事
例
が
考
え
ら
れ
る
。
第
三
に
、
正
犯
行
為
も
終
了
し
、
犯
罪
も
終
了
し

て
い
る
場
合
(
状
況
@
)
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
類
型
①
に

相
当
す
る
。
よ
り
明
確
な
事
例
を
挙
げ
れ
ば
、

Y
が

Z
宅
か
ら
盗
ん
だ
査

を
一
旦
山
林
に
隠
し
、
後
日
X
が
取
り
に
行
っ
た
事
例
が
あ
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
に
分
類
し
た
と
き
、
ま
ず
状
況
@
に
お
い
て
、
学
説
・
判
例

が
共
に
、
共
犯
が
成
立
し
う
る
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
先
の
接
続

犯
の
事
例
で
い
え
ば
、
少
な
く
と
も
八
俵
目
か
ら
の
三
俵
分
に
つ
い
て
、

窃
盗
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
状
況
⑮
で

は
、
類
型
②
で
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
正
犯
行
為
の
終
了
後
は
単
独
正
犯
し

か
成
立
し
え
ず
、
共
犯
の
成
立
可
能
性
は
な
い
と
す
る
見
解
が
有
力
に
主

(
灯
)

張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
類
型
②
で
共
犯
を
認
め
る
見
解

は
、
全
体
に
対
す
る
も
の
と
し
て
共
犯
を
認
め
る
傾
向
が
あ
り
、
逆
に
い

え
ば
、
承
継
的
共
犯
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
状
況
⑧
で
も
共
犯
成
立
の
可

能
性
を
肯
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
承
継
的
共
犯
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
関

与
時
に
共
犯
成
立
の
可
能
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
が
前
提
だ
か
ら
で
あ

る
(
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
中
に
は
、
私
見
の
整
理
で
は
正
犯

行
為
が
終
了
し
て
い
る
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
犯
罪
事
象
が
終
了
す
る
ま

で
は
、
実
質
的
に
見
て
「
正
犯
行
為
」
が
終
了
し
て
い
な
い
と
し
て
、
共

(
必
)

犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
見
解
も
あ
る
)
o

そ
れ
ゆ
え
、
判
例
の
立
場
で
は
、

状
況
⑮
に
お
い
て
は
共
犯
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

他
方
、
状
況
⑥
で
は
、
学
説
・
判
例
が
共
に
、
共
犯
が
成
立
し
え
な
い
と

す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
。
先
の
類
型
①
に
お
い
て
、
本
犯
へ
の
共
犯
の

成
立
を
認
め
る
見
解
は
、
窃
盗
が
実
質
的
に
終
了
し
て
い
な
い
と
判
断
し

(ω) 

て
い
る
だ
け
で
、
犯
罪
の
終
了
後
に
共
犯
を
認
め
る
趣
旨
で
は
な
い
。

以
上
の
分
類
に
お
い
て
、
判
例
の
立
場
で
は
、
状
況
@
と
⑤
で
は
共
犯

成
立
、
状
況
@
で
は
不
成
立
、
と
な
る
の
で
、
逆
に
い
え
ば
、
状
況

O
で

さ
え
な
け
れ
ば
後
行
関
与
者
に
も
共
犯
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
本
判
決
を
見
て
み
る
と
、
本
判
決
は
、
ま
ず
本
件
が
状
況
③

で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
こ
の
点
、
原
判
決
は
、
監
禁
場
所
が
カ

ラ
オ
ケ
庖
B
か
ら
ホ
テ
ル

C
・
ホ
テ
ル

D
-
マ
ン
シ
ョ
ン
E
へ
と
三
回
移

転
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
移
転
行
為
を
略
取
と
捉
え
、
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(
印
)

結
論
に
お
い
て
全
体
を
包
括
一
罪
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本

判
決
は
、
当
初
、
被
害
者
を
支
配
下
に
お
い
た
時
点
で
既
遂
が
成
立
す
る

の
で
、
そ
の
時
点
以
降
の
移
転
に
つ
い
て
、
そ
の
都
度
、
略
取
が
成
立
す

る
わ
け
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
ゆ
え
包
括
一
罪
と
な
る
可
能
性
を
否
定
し

て
い
る
。
つ
ま
り
本
判
決
は
、

C
か
ら

D
、
D
か
ら

E
へ
と
監
禁
場
所
を

移
転
す
る
と
い
う
実
際
的
な
略
取
行
為
へ
の
関
与
と
い
う
か
た
ち
で
共
犯

を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
判
決
が
状

況
@
と
し
て
共
犯
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
次
に
、
本
件
略
取
が
状
況
@
な
の
か
ど
う
か
、
す
な
わ
ち
、

略
取
行
為
は
終
了
し
て
い
る
と
し
て
も
、
略
取
罪
が
終
了
し
て
い
る
か
ど

う
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
と
き
、
拐
取
罪
に
お
い
て
も
、
窃
盗
罪
と
同

様
に
、
事
後
従
犯
と
し
て
の
被
拐
取
者
収
受
罪
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、

本
件
に
お
い
て
略
取
行
為
の
終
了
と
既
遂
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
以

上
、
状
況
@
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
、
共
犯
の
成
立
可
能
性
が
否
定
さ

れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
件
控
訴
趣
意
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
理

解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
判
決
は
、
略
取
が
窃
盗
と
向
じ
状

態
犯
で
あ
る
と
し
て
も
、
窃
盗
罪
と
は
異
な
り
、
共
犯
が
成
立
し
う
る
と

す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
第
一
に
、
窃
盗
の
場
合
、
盗
ま
れ
た
後
の
権

利
侵
害
状
況
に
特
段
の
変
化
は
な
い
も
の
の
、
営
利
目
的
略
取
の
場
合
は
、

被
略
取
者
の
法
益
侵
害
は
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
更
新
さ
れ
る
か
ら
、
第

二
に
、
物
に
対
す
る
侵
害
と
人
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
と
で
は
保
護
法
益

の
重
要
性
に
差
が
あ
る
か
ら
、
と
い
う
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
そ
こ

で
示
さ
れ
た
理
由
が
、
窃
盗
罪
の
場
合
に
は
、
本
権
侵
害
と
し
て
、
そ
の

権
利
上
の
侵
害
だ
け
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
人
の
自
由

に
対
す
る
侵
害
の
よ
う
に
、
実
際
に
身
体
の
自
由
が
奪
わ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
身
体
と
共
に
権
利
が
あ
る
以
上
、
窃
盗
罪
の
よ
う
に
単
に
権
利
侵

害
だ
け
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
意
味
で
あ
れ

ば
、
略
取
と
窃
盗
が
同
じ
く
状
態
犯
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か

ら
罪
質
の
点
で
さ
ら
に
区
別
で
き
る
と
す
る
限
り
で
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
判
決
は
、
結
論
的
に
本
件
略
取
を
「
状
況
@
」

と
し
て
理
解
す
る
。
す
な
わ
ち
、
本
判
決
は
、
状
態
犯
と
さ
れ
た
略
取
罪

に
お
い
て
も
、
略
取
行
為
終
了
後
も
略
取
罪
が
な
お
終
了
し
て
い
な
い
こ

と
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
略
取
後
、
違
法
状
態
だ
け
が
継
続
す
る
と

こ
ろ
へ
の
関
与
に
も
略
取
共
犯
が
成
立
す
る
可
能
性
を
認
め
た
も
の
と
解

さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
略
取
後
の
監
禁
か
ら
関
与
し
た
被
告
人
は
、
ど
の

よ
う
な
意
味
で
略
取
罪
の
保
護
法
益
を
も
侵
害
し
た
と
い
え
る
の
か
、
こ

の
点
を
、
拐
取
罪
と
監
禁
罪
の
保
護
法
益
を
比
較
す
る
こ
と
で
検
討
す
る

こ
と
に
し
た
い
。

監
禁
罪
と
同
じ
く
行
動
の
自
由
に
対
す
る
罪
と
し
て
理
解
さ
れ
る
拐
取

2 
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罪
で
も
、
例
え
ば
営
利
目
的
拐
取
罪
が
成
立
す
る
と
き
、
必
ず
し
も
同
時

に
監
禁
罪
も
成
立
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
拐
取
罪
の
自
由
侵
害

の
程
度
は
、
監
禁
罪
の
そ
れ
よ
り
も
緩
や
か
で
よ
い
と
さ
れ
る
の
が
一
般

(
日
)

的
で
あ
る
(
逆
に
、
監
禁
罪
の
自
由
侵
害
の
程
度
が
、
拐
取
罪
の
そ
れ
よ

(
臼
)

り
も
限
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
と
も
い
い
う
る
)
。
学
説
の
中
に
は
、
自

由
侵
害
の
程
度
が
緩
や
か
で
よ
い
か
ら
こ
そ
、
拐
取
罪
の
成
立
す
る
範
囲

が
、
客
体
が
未
成
年
者
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
一
定
の
目
的
が
あ
る
場

(
日
)

合
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
す
る
見
解
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
よ
う
な
見
解
で
は
、
拐
取
罪
の
保
護
法
益
に
は
、
行
動
の
自
由
の
ほ
か

に
、
被
拐
取
者
の
利
益
(
安
全
・
自
由
)
も
保
護
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ

(
U
A
)
 

る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
拐
取
罪
の
保
護
法
益
に
、
被
拐
取
者
の
利

益
も
含
ま
れ
る
と
考
え
た
と
し
て
も
、
行
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
、

拐
取
罪
の
成
立
に
あ
た
っ
て
必
要
条
件
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
さ
れ

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
監
禁

罪
の
程
度
に
自
由
を
侵
害
し
た
場
合
に
は
、
拐
取

罪
で
い
う
自
由
の
侵
害
を
も
満
た
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
「
監
禁
罪
の
自
由
侵
害
」

な
ら
ば
「
拐
取
罪
の
自
由
侵
害
」
と
い
う
論
理
関

係
(
「
P
な
ら
ば

Q
」
。
別
図
参
照
)
が
成
り
立
っ

て
お
り
、
そ
の
理
解
に
従
え
ば
、
営
利
目
的
を
有

判例研究

略取・誘拐 (Q)

(逮捕監禁 (p) ) 

し
な
が
ら
監
禁
に
関
与
し
た
本
件
被
告
人
に
は
、
監
禁
罪
と
同
時
に
略
取

罪
の
保
護
法
益
も
侵
害
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
先
に
、
強
盗
罪
に
お
け
る
(
強
盗
罪
の
成
否
に
取
り
込
ま
れ
た
)

暴
行
共
犯
の
成
否
は
類
型
②
の
問
題
で
は
な
い
と
し
た
が
(
本
稿
・
三
の

l
)
、
本
判
決
の
理
解
に
従
え
ば
、
本
件
の
よ
う
な
監
禁
へ
の
関
与
の
場

合
に
は
、
同
時
に
略
取
の
法
益
侵
害
を
も
満
た
し
う
る
の
で
、
な
お
類
型

②
の
問
題
と
し
て
略
取
共
犯
が
成
立
す
る
と
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
と
思

わ
れ
る
。

北法56(3・360)1398

本
判
決
は
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
に
従
っ
て
、
関
与
時
に
お
け
る
略
取

共
犯
の
成
立
可
能
性
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

い
わ
ば
こ
こ
で
は
、
「
一
体
と
な
る
監
禁
行
為
」
が
あ
る
の
で
、
な
お
さ

ら
略
取
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
関
係
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
理
解

で
き
る
。

{別図]行動の自由の保護範囲

当
初
の
略
取
を
も
含
め
た
承
継
的
共
犯
成
立
の
可
能
性

|
|
問
題
⑦
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)

次
に
、
問
題
①
に
関
し
て
、
本
判
決
が
当
初
の
略
取
を
も
含
め

た
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
、
こ
こ
で
は
、
先
の

問
題
⑦
で
の
理
解
に
対
し
て
、
「
一
体
と
な
る
監
禁
行
為
」
が
あ
る
か
ら

こ
そ
、
略
取
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
関
係
を
見
て
取
る
こ
と
が
で

3 



き
る
。
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確
か
に
、
監
禁
罪
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
、
結
合
犯
や
包
括
一
罪
の
よ

う
に
、
二
付
為
ご
と
に
個
別
的
な
結
果
が
発
生
す
る
も
の
で
は
な
く
、
当

初
か
ら
一
定
量
の
法
益
侵
害
が
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
そ
の
罪
質

ゆ
え
に
、
行
為
を
個
別
的
に
分
割
し
て
共
犯
の
成
立
を
判
断
す
る
余
地
が

な
い
こ
と
、
第
二
に
、
監
禁
の
途
中
か
ら
関
与
し
た
者
に
は
、
い
ず
れ
に

し
て
も
監
禁
罪
が
成
立
し
処
断
刑
も
同
じ
で
あ
る
こ
と
、
を
理
由
に
、
監

禁
へ
の
途
中
関
与
の
場
合
に
は
特
に
、
承
継
的
共
犯
を
認
め
て
も
よ
い
と

(
日
)

す
る
考
え
も
あ
り
う
る
。
本
判
決
が
引
用
し
た
東
京
高
裁
昭
和
三
四
年
一

(
同
)

二
月
七
日
判
決
も
、
そ
の
意
味
で
監
禁
の
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の
と

解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
解
に
従
え
ば
、
拐
取
罪
に
つ

い
て
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
監
禁
罪
と
同
様
の
意
味
で
の
法
益
侵
害
の

継
続
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
監
禁
罪
で
承
継
的
共
犯
が

認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
拐
取
罪
に
つ
い
て
も
承
継
的
共
犯
が
成
立
す

る
は
ず
、
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
本

判
決
の
い
う
、
「
加
担
前
の
監
禁
行
為
に
つ
い
て
も
共
同
正
犯
と
し
て
の

責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
意
味
で
、
既
遂
と
な
っ

た
略
取
罪
に
つ
い
て
も
共
同
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

る
」
と
す
る
判
示
を
、
拐
取
後
の
監
禁
に
関
与
し
た
被
告
人
に
は
、
す
で

に
監
禁
罪
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
承
継
的
共
犯
が
一
本
成
立
し
て
お
り
、
な

お
か
っ
、
略
取
罪
の
侵
害
態
様
が
監
禁
罪
の
場
合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る

の
で
、
監
禁
罪
に
承
継
的
共
犯
が
成
立
し
て
い
る
以
上
、
略
取
罪
に
つ
い

て
も
そ
れ
と
は
別
個
に
承
継
的
共
犯
が
成
立
し
う
る
、
と
し
た
も
の
と
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
拐
取
と
監
禁
を

並
列
的
に
捉
え
る
見
方
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
本
判
決
が
、
略
取
行
為
終
了
後
、

引
き
続
き
こ
れ
と
一
体
と
な
る
監
禁
行
為
が
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、

当
初
の
略
取
に
対
し
て
も
共
犯
が
成
立
す
る
、
と
判
示
し
、
あ
く
ま
で
略

取
の
承
継
的
共
犯
の
成
立
を
限
定
的
に
解
し
て
い
る
趣
旨
が
ま
っ
た
く
生

か
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
仮
に
そ
の
限
定
的
な
視
点
を
考
慮
し
な
い
と

す
れ
ば
、
本
判
決
が
、
監
禁
行
為
が
後
に
存
在
し
な
い
、
単
に
被
害
者
が

拐
取
さ
れ
た
ま
ま
の
状
態
へ
の
関
与
に
も
、
当
初
の
拐
取
へ
の
共
犯
を
認

め
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
(
例
え
ば
、

Y
が
被

害
女
児
を
「
お
母
さ
ん
が
お
じ
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
迎
え
に
来
て
く
れ
る
か

ら
」
と
編
し
て
誘
拐
し
た
後
、
未
だ
真
実
を
知
ら
な
い
女
児
と
公
園
で
遊

ん
だ
に
す
ぎ
な
い

X
に
も
、
当
初
の
未
成
年
者
誘
拐
に
対
す
る
承
継
的
共

犯
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
)
。
し
か
し
本

判
決
を
、
す
で
に
な
し
終
え
た
拐
取
へ
の
関
与
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
印

象
を
拭
い
き
れ
な
い
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
拐
取
の
共
犯
を
認
め
る
も
の
、

と
理
解
す
る
の
は
適
切
で
な
い
。
む
し
ろ
本
判
決
は
、
そ
の
よ
う
な
並
列

北法56(3.361) 1399 
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的
理
解
に
従
っ
て
当
初
の
拐
取
に
対
す
る
共
犯
が
広
範
に
認
め
ら
れ
る
余

地
を
残
す
も
の
で
は
な
く
、
略
取
と
そ
の
後
の
監
禁
を
併
せ
て
考
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
略
取
共
犯
の
成
立
を
限
定
的
に
制
限
し
て
い
る
も
の
と
理
解

す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
般
的
見
解
に
お
い
て
、
例
え
ば
強
盗
罪
に

つ
い
て
、
後
行
関
与
者
に
も
強
盗
罪
全
体
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
が
成
立

す
る
と
さ
れ
る
の
は
、
暴
行
を
前
提
と
し
て
可
能
と
な
っ
た
奪
取
行
為
に

関
与
し
た
か
ら
こ
そ
、
と
い
う
の
が
そ
の
実
質
と
思
わ
れ
る
。
判
例
が
、

「
後
行
者
に
対
し
先
行
者
の
行
為
等
を
含
む
当
該
犯
罪
の
全
体
に
つ
き
共

同
正
犯
の
成
立
を
認
め
得
る
実
質
的
根
拠
は
、
後
行
者
に
お
い
て
、
先
行

者
の
行
為
等
を
自
己
の
犯
罪
遂
行
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
利
用
し
た
と

(
閉
山
)

い
う
こ
と
に
あ
〔
る
ご
と
し
、
そ
こ
で
「
自
己
の
犯
罪
遂
行
に
利
用
し

た
」
と
す
る
の
も
、
後
行
関
与
者
の
関
与
時
に
、
先
行
行
為
者
に
よ
っ
て

可
能
と
さ
れ
た
犯
罪
が
、
現
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
と
す
る
と
、
本
判
決
が
、
当
初
の
略
取
を
も
含
め

て
承
継
的
共
犯
が
成
立
す
る
と
認
め
た
の
も
、
被
告
人
が
略
取
を
前
提
と

し
て
可
能
と
な
っ
た
監
禁
に
関
与
し
た
か
ら
こ
そ
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。

本
判
決
の
そ
の
よ
う
な
理
解
に
従
え
ば
、
略
取
後
の
監
禁
が
存
在
し
て
い

な
い
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
当
初
の
略
取
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
認
め

る
も
の
で
は
な
い
と
限
定
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
特
に
先
の
並
列
的
理
解
に
従
っ
て
、
本
判
決
が
、
(
先
の

問
題
⑦
を
め
ぐ
っ
て
)
略
取
後
の
関
与
で
も
、
関
与
時
の
略
取
共
犯
が
成

立
す
る
実
質
的
な
可
能
性
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
(
本
稿
・
三

の
2
、
参
照
)
、
仮
に
略
取
後
に
継
続
す
る
監
禁
が
な
く
、
そ
の
意
味
で
、

当
初
の
略
取
へ
の
承
継
的
共
犯
が
成
立
し
な
い
と
さ
れ
る
場
合
で
も
、
少

な
く
と
も
関
与
時
以
降
に
つ
い
て
略
取
共
犯
が
成
立
す
る
理
論
的
可
能
性

は
未
だ
残
さ
れ
て
い
る
は
ず
と
す
る
見
方
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
本
判

決
が
関
与
時
に
略
取
共
犯
が
成
立
す
る
可
能
性
を
認
め
た
の
も
、
承
継
的

共
犯
が
成
立
す
る
前
提
と
し
て
、
関
与
時
の
共
犯
成
立
の
可
能
性
自
体
が

満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
解
に
従
っ
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
だ
と
す
る
と
、
関
与
時
の
略
取
共
犯
成
立
の
可
能
性
を
認
め

た
本
判
決
も
、
承
継
的
共
犯
の
成
否
か
ら
切
り
離
し
て
、
略
取
行
為
終
了

後
の
事
後
的
な
関
与
一
般
に
つ
い
て
、
そ
の
関
与
時
の
略
取
共
犯
が
成
立

す
る
可
能
性
を
認
め
た
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
(
本

判
決
の
理
解
に
お
い
て
も
、
事
後
従
犯
と
し
て
の
被
拐
取
者
収
受
罪
の
成

(
問
)

立
一
般
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
0

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
判
決
は
、
略
取
と
監
禁
を
並
列
的
に
理
解
し
て

承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の
で
は
な
く
、
略
取
後
の
監
禁
も
併
せ
て
考
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
被
告
人
が
略
取
後
に
あ
る
監
禁
に
関
与

し
た
か
ら
こ
そ
、
当
初
の
略
取
を
も
含
め
た
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。

jヒ1:1;56(3・362)1400
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も
っ
と
も
、
本
判
決
が
、
後
行
の
監
禁
に
関
与
し
た
か
ら
こ
そ

当
初
の
略
取
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
略
取

後
に
あ
る
監
禁
か
ら
関
与
し
た
す
べ
て
の
後
行
関
与
者
に
承
継
的
共
犯
を

認
め
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
理
解
に
従
え

ば
、
い
か
な
る
範
囲
で
承
継
的
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、

こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

学
説
上
、
承
継
的
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
実
質
的
理
由
と
し
て
不
可
分
性

が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
結
合
犯
や
結
果
的
加
重
犯
の

場
合
、
構
成
要
件
と
し
て
二
つ
の
行
為
が
不
可
分
的
に
結
び
つ
い
て
い
る

の
で
、
こ
れ
を
分
解
し
て
二
個
の
行
為
に
つ
い
て
共
同
正
犯
の
成
否
を
考

(
印
)

え
る
の
は
、
罪
質
上
問
題
が
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ

う
な
、
行
為
の
不
可
分
性
と
い
う
実
質
的
な
観
点
か
ら
承
継
的
共
犯
の
成

否
を
判
断
す
る
見
解
で
は
、
先
行
犯
罪
と
後
行
犯
罪
が
包
括
一
罪
の
関
係

に
あ
る
と
き
に
は
、
一
罪
を
構
成
す
る
個
々
の
行
為
の
独
立
性
い
か
ん
に

(ω) 

よ
っ
て
そ
の
成
否
を
論
ず
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
行
為
の
分
割
可
能

性
を
基
準
に
、
そ
の
成
否
が
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
先
行
犯
罪
と
後
行
犯
罪
が
科
刑
上
一
罪
の
関
係
に
あ
る
と
き

に
は
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
、
先
行
犯
罪
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
否
定

(
創
)

し
て
い
る
。
こ
の
点
、
判
例
に
お
い
て
は
、
先
行
犯
罪
と
後
行
犯
罪
が
包

括
一
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、
「
実
体
法
上
の
一
罪
と
は
い
つ

(2) 

て
も
、
更
に
分
割
可
能
な
包
括
一
罪
な
ど
に
つ
い
て
、
刑
法
理
論
上
の
問

題
の
多
い
承
継
的
共
同
正
犯
の
理
論
を
適
用
す
る
の
に
は
、
慎
重
を
要
す

(臼
)

(

m

w

)

る
」
と
さ
れ
、
一
部
に
は
現
に
そ
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
事
案
も
あ
る
一

方
、
同
じ
く
包
括
一
罪
の
関
係
に
あ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
ら
の
犯
行
が
「
一

(μ
凹
)

罪
と
し
て
の
一
体
性
と
統
一
性
と
が
強
く
保
た
れ
て
い
る
」
と
認
め
ら
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
承
継
的
共
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
も
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
件
は
、
先
行
犯
罪
と
し
て
の
略
取
と
後
行
犯
罪
と

し
て
の
監
禁
が
、
科
刑
上
一
罪
と
し
て
の
観
念
的
競
合
と
認
め
ら
れ
て
い

る
事
案
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
本
判
決
は
、
略
取
行

為
と
監
禁
行
為
を
、
共
に
行
動
の
自
由
と
い
う
同
種
の
法
益
を
継
続
的
に

侵
害
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
本
判
決
は
、

略
取
行
為
後
、
引
き
続
き
そ
れ
と
一
体
と
な
る
監
禁
行
為
が
継
続
し
て
い

る
本
件
で
は
、
両
行
為
に
よ
っ
て
、
行
動
の
自
由
に
対
す
る
同
種
の
法
益

侵
害
が
な
お
継
続
し
、
そ
こ
に
不
可
分
性
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
当

初
の
略
取
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
も
肯
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(
本

件
は
、
同
じ
侵
害
が
繰
り
返
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
む
し
ろ
包
括
一
罪
で

承
継
的
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
事
案
に
近
い
も
の
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
)
。
つ
ま
り
、
本
判
決
は
、
略
取
と
監
禁
が
観
念
的
競
合
の
関
係
に
あ

る
と
は
い
え
、
共
に
行
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
が
継
続
し
て
存
在
し
、

分
割
が
不
可
能
な
一
体
性
が
な
お
認
め
ら
れ
る
と
い
う
特
別
な
場
合
で
あ
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判例研究

る
か
ら
こ
そ
、
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の
と
理
解
し
う
る
。
そ
の
意
味

で
、
本
件
は
、
同
じ
く
観
念
的
競
合
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、

Y

が
他
人
の
所
持
す
る
覚
せ
い
剤
を
窃
取
し
て
所
持
し
た
後
、

X
が
、
そ
の

Y
の
所
持
に
事
後
的
に
関
与
(
共
同
所
持
)
し
た
、
と
い
っ
た
場
合
と
は
、

事
案
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

他
方
、
本
判
決
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
ば
、
日
年
決
定
の
よ
う

な
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の
事
案
で
も
、
例
え
ば
、

Y
が
被
害
男
児
を
誘
拐

後
、
時
間
的
に
近
接
す
る
問
に
行
っ
た
監
禁
に
、

X
が
事
後
的
に
関
与
し

(
白
山
)

た
場
合
に
は
、
た
と
え
そ
の
未
成
年
者
誘
拐
と
監
禁
が
併
合
罪
と
し
て
解

さ
れ
た
と
し
て
も
、
両
行
為
に
よ
り
同
種
の
法
益
侵
害
が
継
続
し
、
そ
れ

ら
が
一
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、

X
に
当
初

の
未
成
年
者
誘
拐
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
が
肯
定
さ
れ
う
る
も
の
と
思
わ

れ
る
(
そ
の
意
味
で
、

Y
が
、
乳
児
の
頃
に
略
取
し
た
被
害
男
児
が
数
年

後
に
真
実
を
知
っ
て
逃
げ
出
そ
う
と
し
た
の
で
、
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
に

行
っ
た
監
禁
に
、

X
が
事
後
的
に
関
与
し
た
よ
う
な
場
合
と
は
、
同
じ
く

併
合
罪
の
関
係
に
あ
っ
て
も
事
案
が
異
な
る
)
。
ま
た
、
本
件
で
は
、
略

取
と
監
禁
が
、
恐
喝
に
向
け
ら
れ
た
営
利
目
的
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、

そ
の
一
体
性
を
認
め
る
一
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

(ω) 
る
。
そ
の
意
味
で
、
例
え
ば
、

Y
が
、
当
初
は
わ
い
せ
つ
目
的
で
被
害
女

児
を
誘
拐
し
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
後
、
同
女
児
の
母
親
に
身
の
代
金
を

要
求
す
る
た
め
に
行
っ
た
監
禁
に
、

X
が
事
後
的
に
関
与
し
た
事
例
で
は
、

(
問
山
)

承
継
的
共
犯
は
百
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
例
え
ば
、

Y
が
被
害
男
児
を
身
の
代
金
目
的
で
誘
拐
し
た
事
実
を
知
り
な
が
ら
、
別

の
場
所
に
い
る

X
が
、
身
の
代
金
要
求
行
為
に
の
み
加
担
し
た
場
合
で
は
、

同
じ
身
の
代
金
要
求
目
的
に
貰
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
後
行
関
与
者
に

よ
る
身
の
代
金
要
求
行
為
が
、
略
取
と
同
種
の
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
で

は
な
い
以
上
、
そ
れ
ら
の
行
為
は
分
割
可
能
と
解
さ
れ
、
承
継
的
共
犯
は

否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
(
そ
の
た
め
、

V
A

に
身
の
代
金
要

求
罪
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
は
、
刑
法
六
五
条
一
項
の
適
用
を
要
す
る
)
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
被
害
男
児
が
略
取
さ
れ
る
と
共
に
監
禁
さ
れ
、

X

が
そ
の
監
禁
の
事
実
を
知
り
な
が
ら
身
の
代
金
要
求
行
為
に
の
み
加
担
し
、

X
に
監
禁
罪
と
身
の
代
金
要
求
罪
に
対
す
る
共
犯
が
成
立
す
る
と
し
て
も

同
様
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
本
判
決
が
示
し
た
限
定
的
な
視
点
を
考
慮
す
る
と
、

本
判
決
は
、
略
取
後
に
継
続
す
る
監
禁
に
関
与
し
た
か
ら
こ
そ
、
当
初
の

略
取
に
対
し
て
承
継
的
共
犯
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
、
そ
の
よ
う

な
略
取
と
監
禁
に
認
め
ら
れ
る
同
種
の
法
益
侵
害
が
一
体
と
し
て
存
在
し

て
い
る
場
合
に
は
、
科
刑
上
一
罪
や
併
合
罪
の
関
係
に
あ
っ
て
も
承
継
的

共
犯
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る。
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四

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
検
討
し
た
結
果
、
本
判
決
は
、
略
取
を
状
態
犯
で
あ
る

と
認
め
な
が
ら
も
、
し
か
も
、
そ
の
略
取
と
監
禁
が
科
刑
上
一
罪
の
関
係

に
あ
る
場
合
で
も
、
略
取
後
の
監
禁
か
ら
関
与
し
た
被
告
人
に
、
略
取
に

対
す
る
承
継
的
共
犯
が
成
立
し
う
る
と
し
た
点
に
お
い
て
意
義
が
認
め
ら

れ
る
。加

え
て
、
仮
に
本
判
決
の
射
程
が
、
同
年
決
定
の
よ
う
な
「
拐
取
後
の

監
禁
」
の
事
案
に
も
及
ぶ
と
し
た
と
き
、
そ
の
意
義
が
も
う
一
つ
見
出
さ

れ
る
。

刑事判例研究

事
後
的
に
関
与
す
る
者
に
共
犯
が
成
立
す
る
に
は
、
継
続
犯
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
従
来
の
見
解
に
お
い
て
は
、
@
拐
取
を

状
態
犯
と
解
せ
ば
、
併
合
罪
と
し
て
正
犯
者
の
処
断
刑
を
「
重
く
」
で
き

る
反
面
、
事
後
的
な
関
与
者
の
拐
取
共
犯
が
「
否
定
」
さ
れ
て
し
ま
う
、

反
対
に
、
⑮
拐
取
を
継
続
犯
と
解
せ
ば
、
事
後
的
な
関
与
者
に
拐
取
共
犯

を
「
肯
定
」
で
き
る
反
面
、
正
犯
者
の
罪
数
が
観
念
的
競
合
と
な
り
、
そ

の
処
断
刑
が
「
軽
く
」
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
の
理
解
に
従
え
ば
、
拐
取
を
状
態
犯
と
解
し
て

併
合
罪
と
し
、
正
犯
者
の
処
断
刑
を
「
重
く
」
で
き
る
と
同
時
に
、
事
後

的
な
関
与
者
に
拐
取
共
犯
も
「
肯
定
」
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
本

判
決
の
射
程
範
囲
に
よ
っ
て
は
、
本
判
決
が
、
日
年
決
定
か
ら
波
及
す
る

共
犯
の
不
成
立
と
い
う
(
そ
の
成
立
を
肯
定
し
て
き
た
判
例
と
し
て
は
)

不
都
合
な
帰
結
を
解
消
し
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

最
後
に
、
拐
取
の
罪
質
に
つ
い
て
の
判
例
の
立
場
は
、
日
川
年
決
定
で
ほ

ぼ
決
着
が
つ
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
の
罪
質
理

解
を
前
提
と
し
た
と
き
、
拐
取
行
為
後
、
事
後
的
に
関
与
し
た
者
の
拐
取

共
犯
の
成
否
が
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

本
判
決
は
、
同
年
決
定
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
な
お
拐
取
共
犯
が
成
立

(
四
加
}

し
う
る
と
し
た
点
で
、
注
目
す
べ
き
判
例
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
I
)
さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
二
(
二
O

O
二
年
九
月
一
四
日
(
平

成
二
一
年
(
わ
)
第
五
一

O
号
)
公
刊
物
未
登
載
。

(2)
本
稿
で
は
、
刑
法
二
二
四
条
以
下
の
「
略
取
及
び
誘
拐
の
罪
」

に
お
け
る
略
取
罪
と
監
禁
罪
を
、
併
せ
て
「
拐
取
」
罪
と
す
る
。

(
3
)
本
稿
で
は
、
刑
法
二
二

O
条
の
「
逮
捕
及
び
監
禁
の
罪
」
に
つ

い
て
、
「
監
禁
罪
」
と
い
う
と
き
に
は
、
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限

り
「
逮
捕
罪
」
も
含
む
趣
旨
と
す
る
。

(
4
)
最
決
昭
和
五
八
(
一
九
八
一
三
年
九
月
二
七
日
刑
集
三
七
巻
七

号
一

O
七
八
頁
。

(
5
)
も
っ
と
も
、
後
の
検
討
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
厳
密
に
い
え

ば
、
必
ず
し
も
罪
数
関
係
論
の
帰
結
が
、
拐
取
の
罪
質
と
一
対
一

に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
理
論
的
に
は
、
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判例研究

併
合
罪
だ
か
ら
と
い
っ
て
状
態
犯
と
も
限
ら
な
い
し
、
ま
た
、
継

続
犯
で
あ
っ
て
も
観
念
的
競
合
と
は
限
ら
ず
、
併
合
罪
と
さ
れ
る

べ
き
事
例
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
6
)
香
川
達
夫
「
判
批
」
判
時
一
一

O
入
号
(
一
九
八
四
年
)
二

O

八
頁
(
以
下
、
本
評
釈
は
、
「
香
川
・
判
批
」
と
引
用
す
る
)
、
参

照
。
な
お
、
理
論
的
に
は
逮
捕
・
監
禁
を
伴
わ
な
い
「
略
取
」
も

あ
り
え
、
「
誘
拐
後
の
監
禁
」
だ
け
で
な
く
「
略
取
後
の
監
禁
」

も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
拐
取
」
後
の
監
禁
、
と
整
理
す
る
こ

と
に
問
題
は
な
い
。

(
7
)
香
川
・
判
批
(
前
掲
註

(6))
二
O
九
頁
、
参
照
。

(8)
例
え
ば
、
佐
野
昭
一
「
判
批
」
法
学
新
報
(
中
央
大
学
)
九
二

巻
一
・
二
号
(
一
九
八
五
年
)
一
四
九
頁
は
、
拐
取
が
状
態
犯
で

あ
っ
て
も
、
暴
行
・
脅
迫
の
手
段
に
訴
え
て
略
取
し
た
事
案
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
観
念
的
競
合
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と

す
る
。
他
方
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月
二
八
日
判
決
(
後
掲

註
(
幻
)
)
は
、
営
利
目
的
略
取
罪
を
継
続
犯
と
解
し
、
「
監
禁
を

手
段
と
し
て
営
利
略
取
が
行
わ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
:
:
:
監

禁
罪
と
営
利
略
取
罪
が
成
立
し
、
両
罪
は
観
念
的
競
合
の
関
係
に

あ
る
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
で

も
観
念
的
競
合
で
は
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
、
香
川
・
判
批
(
前

掲
註
(

6

)

)

二
O
九
頁
。

(
9
)
h
及
び
刊
に
関
し
て
も
、
営
利
目
的
略
取
と
監
禁
を
し
た
事
実

が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
所
為
は
観
念
的
競
合
と
さ
れ
て

い
る

(
h
に
関
し
て
、
さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
二
(
二
0
0
こ

年
一

O
月
一
一
一
日
(
平
成
二
一
年
(
わ
)
第
二
五
六
号
、
第
二
O
一

五
号
)
公
刊
物
未
登
載
、
刊
に
関
し
て
、
浦
和
地
判
平
成
二
一
(
二

0
0
0
)
年
六
月
二
八
日
(
平
成
二
一
年
(
わ
)
第
一
六
九
号
、

第
二
五
六
号
)
公
刊
物
未
登
載
)
。
な
お
、
東
京
高
判
平
成
一
回

(二

O
O
二
)
年
二
月
一
四
日
東
高
時
報
(
刑
)
五
三
巻
一

i
一

二
号
一

O
頁
は
、
第
一
の
犯
罪
事
実
と
し
て
営
利
目
的
略
取
を
、

第
二
の
犯
罪
事
実
と
し
て
強
盗
致
傷
と
逮
捕
監
禁
を
認
め
、
第
一

と
第
二
の
所
為
を
併
合
罪
と
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
、
同
事
案
を

「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
と
認
め
た
上
で
、
営
利
目
的
略
取

と
逮
捕
監
禁
を
観
念
的
競
合
と
し
て
い
る
。

(
叩
)
こ
の
よ
う
に
、
拐
取
の
罪
質
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
に
拐
取

と
監
禁
の
罪
数
関
係
論
を
見
る
際
に
は
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の

事
案
を
考
察
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
監
禁
行
為
が
、
事
実
的
に
、

な
い
し
理
論
的
に
継
続
し
て
い
る
か
否
か
に
関
す
る
理
解
の
相
違

は
、
罪
数
関
係
に
影
響
を
与
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
罪
数
関
係
論

を
検
討
す
る
際
に
、
監
禁
罪
の
罪
質
に
つ
い
て
ま
で
留
意
す
る
必

要
は
な
い
。

(
日
)
大
判
昭
和
二
ニ
(
一
九
三
八
)
年
一
一
月
一

O
B
刑
集
一
七
巻

七
九
九
頁
。

(
臼
)
も
っ
と
も
、
大
審
院
昭
和
二
二
年
判
決
は
基
本
的
に
、
弁
護
人

が
略
取
と
は
別
個
に
監
禁
罪
が
成
立
す
る
は
ず
が
な
い
と
主
張
し

た
こ
と
に
対
し
、
略
取
罪
と
は
別
に
監
禁
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
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刑事判例研究

原
判
決
は
正
当
、
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
直
接
的
に
牽
連
犯
と
す

る
判
断
を
支
持
し
た
も
の
で
は
な
い
。
佐
野
・
前
掲
註

(
8
)

一

四
七
頁
も
、
同
判
決
は
「
結
婚
目
的
略
取
教
唆
罪
と
監
禁
罪
と
の

事
案
に
つ
き
両
罪
が
別
々
に
成
立
し
得
る
旨
判
示
し
て
い
る
だ
け

で
両
者
の
関
係
に
は
言
及
し
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
。
演
野
僅

「
判
解
」
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
(
昭
和
五
八
年
度
)
』

(
一
九
八
七
年
)
二
八
三
一
頁
以
下
も
、
参
照
。
小
野
清
一
郎
「
判

批
」
刑
事
判
例
評
釈
集
(
一
)
(
一
九
四
一
年
)
一
二
九
四
頁
以
下

も
、
同
判
決
が
略
取
罪
と
は
別
個
に
監
禁
罪
が
成
立
す
る
と
し
た

結
論
に
関
し
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
長
島
敦
「
み
の
し
ろ
金
誘
拐
罪
の
新
設
等
に
関
す
る
刑
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
逐
条
解
説
(
そ
の
一
)
」
法
曹
時
報
二
ハ

巻
七
号
(
一
九
六
四
年
)
五
五
頁
(
以
下
、
同
論
文
は
、
「
長
島
・

逐
条
解
説
(
一
)
」
と
引
用
す
る
)
は
、
「
逮
捕
・
監
禁
を
手
段
と

し
て
略
取
し
た
場
合
は
、
逮
捕
・
監
禁
と
本
罪
〔
身
の
代
金
目
的

略
取
罪
|
引
用
者
註
〕
と
は
観
念
的
競
合
と
解
さ
れ
る
が
、
略
取
・

誘
拐
が
既
遂
に
達
し
た
後
、
被
拐
取
者
を
支
配
下
に
置
く
た
め
に

逮
捕
・
監
禁
す
る
場
合
は
、
牽
連
犯
と
解
す
べ
き
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
島
田
仁
郎
「
判
解
」
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
(
昭

和
五
七
年
度
)
』
(
一
九
八
六
年
)
三
四
一
頁
も
、
拐
取
が
状
態
犯

と
の
理
解
を
示
す
に
際
し
、
「
逮
捕
・
監
禁
罪
と
拐
取
罪
と
は
観

念
的
競
合
で
は
な
く
牽
連
犯
と
す
る
の
が
一
般
で
あ
る
」
と
し
て

い
る
。

(μ)
佐
野
・
前
掲
註

(
8
)

一
五
一
頁
。
た
だ
し
、
佐
野
は
、
「
観
念

的
競
合
に
つ
き
主
要
部
分
合
致
説
を
と
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
判

例
の
立
場
か
ら
は
、
本
決
定
〔
回
年
決
定
|
引
用
者
註
〕
は
、
本

件
の
事
案
が
:
:
:
拐
取
に
あ
た
り
当
初
か
ら
監
禁
し
た
も
の
で
は

な
い
点
を
考
慮
し
、
本
件
か
ぎ
り
の
適
条
の
適
否
と
し
て
検
討
し

た
も
の
と
考
え
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
拐
取
罪
継
続
犯
説
を
否
定

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
余
地
も
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

(
日
)
演
野
・
前
掲
註
(
臼
)
二
八
七
頁
以
下
。

な
お
、
近
時
、
最
判
平
成
一
七
(
二

O
O
五
)
年
四
月
一
四
日

裁
時
二
一
一
八
五
号
七
頁
は
、
恐
喝
の
手
段
と
し
て
監
禁
が
行
わ
れ

た
場
合
に
つ
い
て
、
「
両
罪
は
、
犯
罪
の
通
常
の
形
態
と
し
て
手
段

又
は
結
果
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
は
認
め
ら
れ
〔
な
い
ご
と
し
て
、

そ
れ
ら
を
牽
連
犯
と
し
た
大
判
大
正
一
五
(
一
九
二
六
)
年
一

O

月
一
四
日
刑
集
五
巻
四
五
六
頁
を
判
例
変
更
す
る
旨
判
示
し
た
上
、

当
該
事
案
に
つ
い
て
両
罪
を
併
合
罪
と
し
た
原
判
決
を
維
持
す
べ

き
と
し
て
い
る
。

(
凶
)
香
川
・
判
批
(
前
掲
註

(
6
)
)

二
O
八
頁
以
下
。
継
続
犯
で
は

必
ず
し
も
実
行
行
為
が
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
見

解
と
し
て
、
林
幹
人
『
刑
法
総
論
』
(
二
0
0
0
年
)
一
-
五
頁
以

下
、
同
「
即
成
犯
・
状
態
犯
・
継
続
犯
」
刑
法
の
争
点
[
第
三
版
]

(二
0
0
0
年
)
三
O
頁
(
同
『
刑
法
各
論
』
(
一
九
九
九
年
)
八

六
頁
(
以
下
、
同
著
は
、
「
林
幹
人
・
各
論
」
と
引
用
す
る
)
は
、

拐
取
罪
を
継
続
犯
と
解
し
て
い
る
)
、
松
原
芳
博
「
所
持
罪
に
お
け
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る
『
所
持
』
概
念
と
行
為
性
」
佐
々
木
史
朗
先
生
喜
寿
祝
賀
『
刑

事
法
の
理
論
と
実
践
』
(
二
O
O
二
年
)
三
八
頁
、
山
口
厚
『
刑
法

総
論
』
(
補
訂
版
、
二

O
O
五
年
)
四
三
百
(
(
以
下
、
同
著
は
、
「
山

口
・
総
論
」
と
引
用
す
る
)
。

(
げ
)
継
続
犯
を
こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
見
解
と
し
て
、
演
野
・
前
掲

註
(
臼
)
二
八
五
真
。
ま
た
、
吉
田
淳
一
「
判
批
」
警
察
学
論
集

三
二
巻
九
号
(
一
九
七
九
年
)
一
六
O
頁
は
、
継
続
犯
か
つ
観
念

的
競
合
と
す
る
理
解
を
採
る
。
近
時
、
佐
伯
仁
志
「
犯
罪
の
終
了

時
期
に
つ
い
て
」
研
修
五
五
六
号
(
一
九
九
四
年
)
一
七
頁
以
下

は
、
「
継
続
犯
の
特
徴
は
、
実
行
行
為
が
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
益
侵
害
と
構
成
要
件
の
充
足
が
継
続
す
る
と
と
も
に
、
実

行
行
為
が
終
了
す
れ
ば
、
法
益
侵
害
が
終
了
し
犯
罪
も
終
了
す
る

こ
と
に
あ
る
」
と
し
、
継
続
犯
に
と
っ
て
実
行
行
為
の
継
続
が
必

要
条
件
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
す
で
に
宮
崎
澄
夫
「
犯
罪

の
既
遂
と
実
行
行
為
の
終
了
共
犯
の
成
立
に
関
し
て
」
故
林

頼
三
郎
博
士
追
悼
「
刑
事
法
学
論
集
』
(
一
九
六
O
年
)
二
四
四

頁
は
、
「
思
う
に
、
継
続
犯
の
場
合
に
は
、
単
に
法
益
が
侵
害
さ

れ
た
と
い
う
状
態
が
継
続
し
て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
は
、

そ
こ
に
行
為
者
の
行
為
(
作
為
又
は
不
作
為
)
が
あ
っ
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
同
一
法
益
が
継
続
し
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
、
云
い
換
え

る
と
法
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
行
為
そ
の
も
の
が
継
続
し
て
い
る

か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
た
。
筑
間
正
泰
「
状
態
犯
か
継
続
犯

か
」
広
島
法
学
二
巻
一
号
(
一
九
七
八
年
)
三
O
頁
以
下
も
、
参

刃
日
凶

O

(
凶
)
な
お
、
大
判
昭
和
四
(
一
九
二
九
)
年
一
一
一
月
二
四
日
刑
集
八

巻
六
八
八
頁
は
、
「
営
利
誘
拐
罪
ハ
営
利
ノ
目
的
ヲ
以
テ
欺
間
誘

惑
ノ
手
段
ヲ
施
シ
不
法
ニ
人
ヲ
自
己
ノ
実
力
支
配
内
ニ
置
ク
コ
ト

ニ
因
テ
直
ニ
成
立
ス
ト
難
尚
被
誘
拐
者
ニ
対
ス
ル
支
配
力
ノ
継
続

ス
ル
間
ハ
法
律
ノ
保
護
セ
ン
ト
ス
ル
被
誘
拐
者
ノ
身
体
又
ハ
監
護

権
者
ノ
監
護
権
ノ
侵
害
ハ
依
然
ト
シ
テ
持
続
サ
レ
ツ
ツ
ア
ル
モ
ノ

ナ
ル
ヲ
以
テ
其
ノ
犯
罪
ハ
被
誘
拐
者
ノ
実
力
支
配
内
ヨ
リ
脱
ス
ル

迄
ハ
尚
引
続
キ
存
立
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ワ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
し
、

拐
取
罪
の
継
続
犯
性
を
認
め
る
判
示
を
し
て
い
る
。

(
悶
)
吉
田
常
次
郎
「
判
批
」
法
学
新
報
(
中
央
大
学
)
四
九
巻
三
号

(
一
九
三
九
年
)
一

O
五
頁
以
下
、
参
照
。
ま
た
、
吉
田
・
同
一

O
六
頁
以
下
は
、
結
婚
目
的
略
取
罪
が
親
告
罪
で
あ
る
一
方
、
監

禁
罪
は
親
告
罪
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
別
途
監
禁
罪
が
成
立
し
な

い
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
告
訴
が
な
い
場
合
、
監
禁
罪
の
み

の
訴
追
も
で
き
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
の
理
解
の
方
が

妥
当
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

(
加
)
同
年
決
定
の
上
告
趣
意
は
、
拐
取
を
継
続
犯
と
解
す
る
の
が
判

例
で
あ
る
と
理
解
し
た
上
で
、
「
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
拐
取

者
が
引
き
続
い
て
監
禁
し
た
場
合
、
略
取
誘
拐
罪
と
は
別
に
監
禁

罪
は
成
立
し
な
い
と
い
う
の
が
正
し
い
。
略
取
誘
拐
罪
が
継
続
犯

で
あ
る
な
ら
ば
、
最
初
か
ら
構
成
要
件
と
し
て
被
拐
取
者
の
行
動

の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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継
続
犯
説
か
ら
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
い
ず
れ
の

略
取
誘
拐
罪
も
法
定
刑
が
監
禁
罪
と
比
較
し
て
重
く
定
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
略
取
誘
拐
罪
の
ほ
か
に
監
禁
罪
が
成
立
す
る
と

す
れ
ば
略
取
誘
拐
罪
が
親
告
罪
の
と
き
実
益
が
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ

る
が
、
被
拐
取
者
が
告
訴
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
法
な
監
禁

に
当
た
ら
な
い
と
解
し
て
何
ら
不
都
合
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。

(
幻
)
例
え
ば
、
福
田
平
『
刑
法
総
論
』
(
全
訂
第
四
版
、
二

O
O
四
年
)

七
九
頁
以
下
。
な
お
、
筑
間
・
前
掲
註
(
口
)
二
七
頁
は
、
継
続

犯
と
状
態
犯
の
区
別
は
、
①
囲
内
犯
・
国
外
犯
の
区
別
、
②
刑
法

六
条
(
刑
の
変
更
)
の
適
用
の
有
無
、
③
刑
法
四
五
条
(
併
合
罪
)

の
禁
期
間
刑
以
上
の
刑
に
処
す
る
確
定
裁
判
に
よ
る
遮
断
の
有
無
、

④
正
当
防
衛
の
許
否
、
⑤
承
継
的
共
犯
の
成
否
、
⑥
不
可
罰
的
事

後
行
為
の
成
否
、
と
い
っ
た
刑
法
上
の
問
題
の
ほ
か
、
⑦
土
地
管

轄
の
標
準
と
し
て
の
犯
罪
地
、
@
公
訴
時
効
の
起
算
点
、
⑨
現
行

犯
逮
捕
の
許
否
、
と
い
っ
た
刑
訴
法
上
の
問
題
に
も
関
連
す
る
、

と
し
て
い
る
。

(
泣
)
吉
田
淳
一
・
前
掲
註
(
げ
)
一
五
九
頁
は
、
「
継
続
犯
か
状
態
犯

か
が
実
務
上
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
公
訴
時
効
の
点
よ
り
も
共

犯
の
点
で
あ
っ
て
、
特
に
略
取
又
は
誘
拐
の
行
為
に
着
手
し
た
後
、

被
拐
取
者
の
自
由
の
拘
束
に
事
後
的
に
参
加
し
、
又
は
そ
の
参
加

後
金
口
聞
の
要
求
を
し
た
場
合
に
、
継
続
犯
説
に
立
っ
か
状
態
犯
説

に
立
っ
か
に
よ
っ
て
結
論
を
異
に
す
る
結
果
を
招
来
す
る
」
と
指

摘
し
て
い
る
。

(
お
)
大
阪
高
判
昭
和
五
三
(
一
九
七
八
)
年
七
月
二
八
日
高
刑
集
三

一
巻
二
号
一
一
八
頁
。

(M)
東
京
高
判
昭
和
=
二
(
一
九
五
六
)
年
八
月
二

O
日
東
高
時
報

(
刑
)
七
巻
八
号
三
四
四
頁
。

(
お
)
継
続
犯
と
の
判
示
に
際
し
て
、
東
京
高
裁
昭
和
一
一
一
一
年
判
決
は
、

同
じ
く
営
利
目
的
誘
拐
罪
を
継
続
犯
と
解
し
た
大
審
院
昭
和
四
年

一
一
一
月
二
四
日
判
決
(
前
掲
註
(
凶
)
)
を
引
用
し
て
い
る
。

(
部
)
大
判
大
正
二
二
(
一
九
二
四
)
年
一
一
一
月
一
一
一
日
刑
集
三
巻
八

七
一
一
貝
は
、
被
告
人

Y
が
当
初
、
被
害
者
Z
女
に
対
し
て
、
わ
い

せ
つ
目
的
誘
拐
を
遂
げ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
X
女
と
遭
遇
し
、
両

者
共
謀
の
上
、
酌
婦
た
ら
し
め
前
借
金
を
得
ょ
う
と
さ
ら
に
営
利

目
的
誘
拐
を
し
た
、
と
い
う
事
案
に
対
し
て
、
原
判
決
が
、
わ
い

せ
つ
目
的
誘
拐
罪
の
み
の
成
立
を
認
め
、
営
利
目
的
誘
拐
罪
の
成

立
は
、
犯
罪
成
立
後
の
事
情
を
理
由
に
否
定
し
た
と
こ
ろ
(
そ
れ

に
従
い
、
被
告
人
X
女
に
つ
い
て
は
無
罪
と
し
た
て
結
論
に
お

い
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
誘
拐
罪
が
継
続
犯
で
あ
る
と
の
理
解
を

示
し
た
上
で
、
わ
い
せ
つ
目
的
誘
拐
罪
と
営
利
目
的
誘
拐
罪
が
共

に
成
立
す
る
も
両
者
は
包
括
一
罪
で
あ
る
と
し
、
そ
れ
に
従
い
、

被
告
人
X
女
に
つ
い
て
営
利
目
的
誘
拐
に
対
す
る
共
同
正
犯
が
成

立
す
る
可
能
性
を
認
め
て
い
る
。
な
お
、
同
判
決
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
「
被
誘
拐
者
ニ
対
ス
ル
支
配
力
ノ
継
続
ス
ル
問
其
ノ

犯
罪
ハ
引
続
キ
存
立
ス
ル
モ
ノ
ト
謂
ワ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
蓋
シ
被
誘

拐
者
カ
犯
人
ノ
実
力
支
配
内
ヨ
リ
脱
セ
サ
ル
以
上
ハ
法
律
ノ
保
護
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セ
ン
ト
ス
ル
被
誘
拐
者
ノ
身
体
ノ
自
由
及
監
護
権
者
ア
ル
ト
キ
ハ

其
ノ
監
護
権
ハ
間
断
ナ
ク
侵
害
サ
レ
ツ
ツ
ア
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
」
と

し
て
、
誘
拐
罪
が
継
続
犯
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

判
例
と
し
て
の
そ
れ
に
対
す
る
理
解
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
「
継

続
犯
説
を
採
用
し
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
略
取
誘
拐
罪
が

状
態
犯
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
否
定
す
る
も
の
と
断
定
す
る
こ
と

も
適
当
で
は
な
い
」
(
演
野
・
前
掲
註
(
ロ
)
二
八
六
頁
て
あ
る

い
は
、
そ
の
事
案
で
は
状
態
犯
説
で
も
誘
拐
罪
の
成
立
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
こ
れ
を
も
っ
て
判
例
が
継
続
犯
説
を
採
っ

て
い
る
断
定
し
う
る
決
定
的
証
左
と
は
な
し
え
な
い
(
白
井
滋
夫

「
み
の
し
ろ
金
目
的
誘
拐
と
み
の
し
ろ
金
要
求
と
の
関
係
(
そ
の

こ
・
完
)
」
研
修
二
二
二
号
(
一
九
六
六
年
)
三
六
頁
以
下
)
と

す
る
慎
重
な
見
方
も
あ
る
。

(
幻
)
藤
永
幸
治
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
刑
事
訴
訟
法
(
凹
)
」

〔
吉
田
博
税
〕
(
一
九
九
七
年
)
一
一
七
頁
。

(
お
)
最
決
昭
和
六
三
(
一
九
八
八
)
年
二
月
二
九
日
刑
集
団
二
巻
二

号
一
三
四
頁
、
参
照
。

(
却
)
長
島
・
逐
条
解
説
(
こ
(
前
掲
註
(
日
)
)
五
五
頁
は
、
「
誘
拐

罪
を
即
時
犯
〔
長
島
・
同
五
五
頁
は
、
『
状
態
犯
(
即
時
犯
・
即
成

犯
)
』
と
し
て
い
る
1

引
用
者
註
〕
と
解
し
て
も
、
犯
人
が
被
拐
取

者
の
拘
束
を
継
続
す
る
か
ぎ
り
、
継
続
犯
と
し
て
の
監
禁
罪
が
成

立
す
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
、
誘
拐
罪
と
監
禁
罪
と
は
牽
連
犯

と
解
さ
れ
る
か
ら
、
結
局
誘
拐
罪
に
つ
い
て
も
、
通
常
、
公
訴
時

効
が
進
行
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
長

島
が
、
「
拐
取
後
の
監
禁
」
の
事
案
に
関
し
て
、
拐
取
と
監
禁
が
牽

連
犯
と
解
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
註
(
日
)
、
参
照
)
。

(
却
)
長
島
・
逐
条
解
説
(
一
)
(
前
掲
註
(
日
)
)
五
五
頁
は
、
「
誘
拐

犯
人
を
常
助
す
る
目
的
を
以
て
す
る
被
拐
取
者
の
収
受
、
蔵
匿
、

隠
避
と
い
っ
た
事
後
従
犯
の
行
為
が
独
立
し
て
処
罰
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
見
る
と
、
刑
法
の
解
釈
と
し
て
、
継
続
犯
説
を
と
る
こ

と
に
は
難
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
継
続
犯
説

に
よ
れ
ば
、
誘
拐
が
既
遂
に
達
し
た
後
も
、
被
拐
取
者
に
対
す
る

事
実
上
の
支
配
が
継
続
す
る
か
ぎ
り
、
刻
々
に
誘
拐
罪
が
成
立
す

る
の
で
あ
っ
て
、
誘
拐
が
既
遂
に
達
し
た
後
に
、
誘
拐
犯
人
を
持

助
す
る
目
的
で
収
受
、
蔵
匿
、
隠
避
の
行
為
に
出
た
者
も
、
当
然

に
最
初
の
誘
拐
犯
人
の
共
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
こ
と
と
な
る
の

で
事
後
従
犯
に
関
す
る
特
別
規
定
の
必
要
は
な
い
こ
と
と
な
る
は

ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
同
旨
の
見
解
と
し

て
、
白
井
・
前
掲
註
(
お
)
三
七
頁
、
平
野
龍
一
「
刑
法
総
論
I
』

(
一
九
七
二
年
)
一
一
一
一
一
一
頁
、
島
田
仁
郎
・
前
掲
註
(
日
)
コ
一
四

一
頁
、
佐
野
・
前
掲
註

(
8
)

一
四
人
頁
。

(
訂
)
林
幹
人
・
各
論
(
前
掲
註
(
日
)
)
九
O
頁
は
、
「
各
種
拐
取
罪

は
継
続
犯
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
が
継
続
す
る
関
は
こ
れ
と
の
共
犯

が
成
立
し
う
る
が
、
本
罪
は
、
そ
の
中
で
も
、
被
害
者
を
引
き
取

り
新
た
な
支
配
を
設
定
す
る
場
合
を
独
立
に
処
罰
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
香
川
達
夫
「
略
取
誘
拐
罪

北法56(3・370)1408 
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の
本
質
」
同
『
刑
事
立
法
と
そ
の
批
判
』
(
一
九
七
O
年
)
一
一

六
頁
、
斎
藤
信
治
「
刑
法
各
論
』
(
第
二
版
、
二

O

O
三
年
)
五

O
頁
以
下
も
、
参
照
。

(
沼
)
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月
二
八
日
判
決
(
前
掲
註
(
お
)
)
。

(
お
)
林
幹
人
・
各
論
(
前
掲
註
(
日
)
)
八
六
頁
は
、
「
拐
取
罪
成
立

後
に
も
監
禁
罪
が
、
あ
る
い
は
、
身
の
代
金
要
求
罪
が
、
別
個
併

合
罪
と
し
て
成
立
し
う
る
こ
と
は
、
継
続
犯
と
解
す
る
こ
と
を
妨

げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
山
口
厚
「
刑
法
各

論
』
(
補
訂
版
、
二

O
O
五
年
)
八
九
頁
以
下
(
以
下
、
同
著
は
、

「
山
口
・
各
論
」
と
引
用
す
る
)
も
、
「
継
続
犯
と
い
っ
て
も
、

行
為
自
体
が
継
続
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
略
取
・
誘
拐

罪
が
既
遂
と
な
っ
た
後
、
別
の
罪
を
犯
し
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
両

罪
を
観
念
的
競
合
と
し
て
処
理
し
な
か
っ
た
こ
と
が
、
略
取
・
誘

拐
罪
を
状
態
犯
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な

い
」
と
指
摘
し
て
い
る
(
た
だ
し
、
山
口
自
身
が
拐
取
罪
を
継
続

犯
と
理
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)
。

(
羽
)
香
川
・
判
批
(
前
掲
註

(
6
)
)

二
O
七
頁
以
下
。

(
お
)
漬
野
・
前
掲
註
(
ロ
)
二
八
七
頁
以
下
。

(
お
)
例
え
ば
、
大
阪
高
裁
昭
和
五
三
年
七
月
二
八
日
判
決
(
前
掲
註

(幻
)

)

0

(
幻
)
例
え
ば
、
吉
田
淳
一
・
前
掲
註
(
口
)
一
五
九
頁
。

(
お
)
林
美
月
子
「
状
態
犯
と
継
続
犯
」
神
奈
川
法
学
二
四
巻
二
・
三

号
(
一
九
八
八
年
)
一
ム
ハ
頁
以
下
。

(
ぬ
)
宮
崎
・
前
掲
註
(
口
)
二
四
七
頁
は
、
「
犯
罪
が
既
遂
の
段
階
に

達
し
た
後
に
も
な
お
同
一
犯
罪
の
実
行
行
為
が
継
続
し
て
行
わ
れ

得
る
こ
と
、
そ
れ
は
独
り
継
続
犯
に
限
ら
ず
、
い
や
し
く
も
既
遂

後
同
一
の
法
益
に
対
し
、
引
続
き
侵
害
行
為
又
は
侵
害
の
危
険
あ

る
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
か
ぎ
り
こ
れ
を
認
め
得
る
こ

と
、
そ
し
て
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
に
共
同
加
功
す
る

も
の
は
、
実
行
行
為
を
分
担
し
又
は
実
行
行
為
を
容
易
な
ら
し
め

た
も
の
と
し
て
、
共
同
正
犯
又
は
従
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
と
考
え
る
」
と
し
て
、
継
続
犯
で
な
く
て
も
共
犯

が
成
立
す
る
場
合
は
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

(
刊
)
特
に
、
山
口
・
総
論
(
前
掲
註
(
凶
)
)
四
二
頁
の
よ
う
に
、
「
共

犯
の
成
立
可
能
性
の
問
題
は
、
犯
罪
の
終
了
時
期
と
は
関
係
が
な

い
」
と
す
る
意
味
を
、
「
共
犯
は
正
犯
の
行
為
を
介
し
て
構
成
要
件

の
実
現
に
関
与
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
正
犯
の
行
為
終
了
後
に

お
い
て
は
既
に
共
犯
の
成
立
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
」
と
理
解
す

る
場
合
に
は
、
継
続
犯
と
さ
れ
る
監
禁
罪
で
あ
っ
て
も
、
例
え
ば
、

Y
が
Z
を
監
禁
し
そ
の
ま
ま
逃
走
し
た
後
に
、

X
が、

Z
が
脱
出

で
き
な
い
よ
う
さ
ら
に
細
工
を
し
た
事
例
で
は
、

X
に
監
禁
共
犯

は
認
め
ら
れ
な
い

(
X
は
監
禁
の
単
独
正
犯
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
深
町
晋
也
「
判
批
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
五
二
号
(
二
O

O
コ
一
年
)
一
八
七
頁
は
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
疑
問
を
呈
す
る
)
。

す
な
わ
ち
、
宮
崎
・
前
掲
註
(
口
)
二
四
七
頁
の
よ
う
な
、
継
続

犯
で
な
く
て
も
共
犯
が
成
立
す
る
、
と
す
る
見
解
は
、
継
続
犯
で
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は
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
に
対

し
て
、
山
口
の
よ
う
な
理
解
で
は
、
継
続
犯
で
あ
っ
て
も
共
犯
の

成
立
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
(
も
ち
ろ
ん
継
続

犯
に
対
す
る
理
解
の
相
違
は
前
提
に
あ
る
)
0

そ
の
意
味
で
、
「
状

態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
が
共
犯
成
立
の
前
提
で
は
な
い
」
と
す
る

見
解
と
、
「
継
続
犯
で
な
く
と
も
共
犯
の
成
立
は
可
能
」
と
す
る
見

解
は
、
理
論
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
正
犯
行
為
終
了

後
、
共
犯
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
見
解
は
、
後

述
す
る
「
類
型
②
」
の
単
独
正
犯
説
に
相
当
す
る
。

(HU)N回・

0
戸
。
出
血

B
5・C
ロ・〈
-
M
凶
・
凶
・
3
a
o
u』
N
3
a
ア
?
?

(
位
)
宮
崎
・
前
掲
註
(
げ
)
二
三
七
頁
以
下
、
長
島
敦
『
刑
法
判
例

研
究

I
』
(
再
版
、
一
九
七
五
年
)
一
七
六
頁
以
下
(
以
下
、
同

著
は
、
「
長
島
・
判
例
研
究
」
と
引
用
す
る
)
、
大
塚
仁
ほ
か
編
「
大

コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
刑
法
(
五
)
』
〔
村
上
光
鶏
〕
(
第
二
版
、
一
九

九
九
年
)
一
一
二
三
頁
(
以
下
、
同
著
は
、
「
大
コ
ン
メ
刑
法
」
と

引
用
す
る
)
。
た
だ
し
、
こ
れ
ま
で
事
後
的
関
与
を
め
ぐ
る
共
犯

の
問
題
と
い
え
ば
、
類
型
③
を
め
ぐ
っ
て
、
例
え
ば
後
行
関
与
者

が
強
盗
共
犯
か
窃
盗
共
犯
か
と
い
う
問
題
ば
か
り
が
議
論
さ
れ
が

ち
で
あ
る
と
こ
ろ
、
宮
崎
・
長
島
ら
が
、
承
継
的
共
犯
が
成
立
し

う
る
最
終
の
時
点
が
い
つ
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
、

と
し
て
、
承
継
的
共
犯
の
問
題
を
含
ま
せ
な
が
ら
も
、
特
に
類
型

①
②
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
指
摘
を
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ

る。

(
幻
)
広
島
高
判
昭
和
三
四
二
九
五
九
)
年
二
月
二
七
日
高
刑
集
一

二
巻
一
号
三
六
頁
(
同
判
決
で
は
、
後
行
関
与
者
の
致
傷
結
果
に

対
す
る
帰
責
が
中
心
的
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
た
が
、
法
令
の
適
用

と
し
て
準
強
姦
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
)
。
他
方
、
強
姦

か
準
強
姦
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
被
害
女
性
Z
を
暴

行
・
脅
迫
し
て
抗
拒
不
能
に
し
た
後
に
、
た
ま
た
ま
友
人
X
が
訪

れ
た
の
で
、
「
お
前
や
り
た
か
っ
た
ら
、
先
に
や
れ
」
と
姦
淫
を

勧
め
、

X
が
姦
淫
し
終
え
た
と
こ
ろ
、

Z
が
逃
げ
出
し
た
た
め
、

結
局
そ
の
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
被
告
人

Y
に
つ
い
て
、
原
判
決

が
準
強
姦
教
唆
と
強
姦
未
遂
の
併
合
罪
と
し
た
の
に
対
し
、
名
古

屋
高
判
昭
和
三
八
(
一
九
六
三
)
年
一
一
一
月
五
日
下
刑
集
五
巻
一

一
・
一
一
一
号
一

O
八
O
頁
が
、
原
判
決
を
破
棄
し
、

X
に
強
姦
の

承
継
的
共
犯
性
を
認
め
た
上
で
、
被
告
人
Y
に
強
姦
既
遂
の
共
同

正
犯
を
認
め
た
、
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
案
は
、

正
犯
者
が
姦
淫
を
し
て
い
な
い
以
上
、
正
犯
者
に
よ
る
強
姦
罪
が

終
了
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
類
型
②
で
は
な
く
、
類
型
③
に

お
け
る
、
暴
行
後
の
奪
取
行
為
に
の
み
関
与
し
た
事
例
と
同
様
の

も
の
と
思
わ
れ
る
(
同
事
案
に
つ
い
て
は
、
長
島
・
判
例
研
究
会
削

掲
注
(
必
)
一
八
一
頁
以
下
も
、
参
照
)

0

(
H
H
)

島
田
聡
一
郎
『
正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論
』
(
二
O
O
二
年
)

一
一
一
一
頁
・
註
(
出
)
(
以
下
、
同
著
は
、
「
島
田
聡
一
郎
・
基
礎

理
論
」
と
引
用
す
る
)
は
、
適
切
に
も
、
正
犯
行
為
終
了
後
の
共

犯
成
立
の
可
能
性
と
い
う
問
題
(
本
稿
で
の
類
型
②
)
と
、
承
継
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的
共
犯
の
成
否
と
い
う
問
題
(
本
稿
で
の
類
型
③
)
と
は
、
同
時

に
双
方
が
問
題
と
な
る
場
合
も
あ
る
が
、
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
に
際
し
て
、
島
田
は
、
承
継
的
共
犯
と

い
う
問
題
の
実
質
を
、
「
例
え
ば
、

Y
が
Z
に
財
物
奪
取
目
的
で
暴

行
を
加
え
た
後
、
事
情
を
知
っ
た

X
が、

Y
を
助
け
て
と
も
に
財

物
奪
取
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

X
の
行
為
は

Y
の
行
為
を
介
し
て

最
終
的
結
果
と
因
果
性
を
有
す
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
共
犯

が
因
果
性
を
及
ぼ
す
べ
き
対
象
が
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
行
為

の
一
部
で
も
足
り
る
の
か
、
そ
の
全
部
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
〔
原
文
の
甲
・
乙
・
丙
を
、
本
稿
と
合

わ
せ
て
、

Y
-
x
-
Z
に
改
め
た
引
用
者
註
〕
」
と
解
し
て
い
る
。

(
品
)
島
田
総
一
郎
・
基
礎
理
論
(
前
掲
註
(
叫
)
)
一
一

O
頁
・
註

(
加
)
は
、
例
え
ば
、

X
と
Y
が
共
謀
の
上
、

Y
が
見
張
り
を
し
、

X
が
Z
を
殺
害
し
た
場
合
、

X
の
行
為
に
は

Y
を
介
し
た
因
果
性

は
な
い
け
れ
ど
も
、

X
が
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
、
こ

の
X
に
認
め
ら
れ
る
共
同
正
犯
は
、

X
が
自
ら
行
っ
た
行
為
に

よ
っ
て
単
独
正
犯
の
成
立
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
刑

法
六
O
条
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
処
罰
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
本
来
の

共
同
正
犯
で
は
な
い
」
(
つ
ま
り
、
処
罰
拡
張
事
由
と
し
て
の
共

同
正
犯
で
は
な
い
)
と
し
、
「
こ
の
よ
う
な
場
合
に
共
同
正
犯
と

さ
れ
て
い
る
の
は
、
訴
訟
法
上
や
旦
一
塁
刑
上
の
考
慮
か
ら
、
実
行
者

と
背
後
者
と
の
共
犯
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
示
す
る
趣
旨
に

す
ぎ
な
い
」
も
の
と
し
て
い
る
。

(
日
刊
)
ち
な
み
に
、
既
遂
の
成
立
が
共
犯
の
成
立
一
般
を
妨
げ
る
こ
と

は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
(
宮
崎
・
前
掲
註
(
げ
)
二
三
一
八
頁
以
下
、

長
島
・
判
例
研
究
(
前
掲
註
(
幻
)
)
一
七
六
頁
以
下
、
大
コ
ン

メ
刑
法
・
前
掲
註
(
必
)
二
二
三
頁
、
参
照
)
0

本
稿
で
も
、
状

況
の
分
類
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
-
般
的
理
解
に
従
う
も
の
と
す

る
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
、
承
継
的
共
犯
は
既
遂
成
立
前
ま
で

の
関
与
に
成
立
す
る
も
の
と
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、
下
村
康
正

編
『
条
解
刑
法
I
〔
総
則
〕
』
(
一
九
八
O
年
)
四
三
五
頁
。

(
幻
)
相
内
信
「
承
継
的
共
犯
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
二
五
巻
二
号
(
一

九
八
三
年
)
四
三
頁
、
照
沼
亮
介
「
い
わ
ゆ
る
承
継
的
共
犯
を
め

ぐ
る
議
論
l
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
状
況
|
」
法
学
政
治
学
論

究
(
慶
藤
義
塾
大
学
大
学
院
)
四
六
号
(
二

0
0
0
年
)
五
五
九

頁
以
下
、
島
田
聡
一
郎
・
基
礎
理
論
(
前
掲
註
(
叫
)
)
一

O
O
頁

以
下
、
山
口
・
総
論
(
前
掲
註
(
凶
)
)
四
二
頁
、
二
六
O
頁。

な
お
、
東
京
高
判
昭
和
五
O

(
一
九
七
五
)
年
一
月
一
一
一
一
日
東

高
時
報
(
刑
)
二
六
巻
一
号
七
頁
は
、
賭
博
終
了
後
の
賭
客
を
賭

場
か
ら
自
動
車
で
送
る
行
為
に
つ
き
、
「
従
犯
は
少
な
く
と
も
、
正

犯
の
実
行
行
為
の
終
了
前
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解

す
る
の
を
相
当
と
す
る
か
ら
、
右
賭
場
か
ら
賭
客
を
送
る
行
為
に

つ
き
、
賭
場
開
帳
の
従
犯
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
」
と
し
て
い

る
。
も
っ
と
も
、
賭
客
を
送
る
行
為
は
、
賭
博
開
帳
図
利
罪
終
了

後
の
関
与
と
も
理
解
し
う
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
判
決
が
、
類

型
②
で
の
単
独
正
犯
説
と
同
じ
意
味
で
、
正
犯
行
為
終
了
後
の
共
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犯
を
否
定
し
た
も
の
と
理
解
す
る
に
は
慎
重
を
要
す
る
。

(
特
)
例
え
ば
、
宮
崎
・
前
掲
註
(
げ
)
二
四
O
頁
以
下
。
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
が
参
考
と
な
る
(
照
沼
・
前

掲
註
(
灯
)
五
三
四
頁
以
下
が
詳
し
い
)
。

(
羽
)
判
例
に
お
い
て
、
横
領
の
共
犯
で
は
な
く
盗
品
関
与
罪
の
成
立

が
認
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
大
判
大
正
二
(
一
九
一
三
)
年
六

月
二
一
日
刑
録
一
九
輯
七
一
四
頁
、
東
京
高
判
昭
和
二
九
(
一
九

五
四
)
年
一

O
月
一
九
日
高
刑
特
報
一
巻
九
号
三
九
六
頁
。

な
お
、
承
継
的
共
犯
肯
定
説
を
採
る
は
ず
の
判
例
の
一
部
(
例

え
ば
、
東
京
地
判
平
成
七
(
一
九
九
五
)
年
一

O
月
九
日
判
タ
九

二
二
号
二
九
二
頁
)
が
、
結
果
的
加
重
犯
に
関
す
る
事
案
に
お
い

て
、
加
重
結
果
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
否
定
す
る
の
は
、
実
質

的
に
、
加
重
結
果
に
対
し
て
は
犯
罪
終
了
後
の
関
与
な
の
で
共
犯

は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
(
も
ち
ろ
ん
、
加
重
結
果
の
発
生
が
関
与
前
か
後
か

が
不
明
確
な
の
で
、
加
重
結
果
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
を
否
定
す

る
判
例
も
あ
る
)
。

(
叩
)
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
』
(
第
二
版
、
-
九
九
九
年
)
五
五
頁
・

註

(
7
)
も
、
被
害
者
を
一
旦
拐
取
し
た
後
、
さ
ら
に
所
在
を
移

転
さ
せ
れ
ば
、
包
括
一
罪
が
成
立
す
る
と
し
て
い
る
。
な
お
、
大

審
院
大
正
一
三
年
一
二
月
一
一
一
日
判
決
(
前
掲
註
(
却
)
)
は
、
被

害
女
性
を
、
わ
い
せ
つ
目
的
で
誘
拐
し
た
後
、
さ
ら
に
酌
婦
た
ら

し
め
前
借
金
を
得
る
た
め
に
連
れ
出
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
わ
い

北法56(3・374)1412

せ
つ
目
的
誘
拐
と
営
利
目
的
誘
拐
の
包
括
一
罪
を
認
め
て
お
り
、

ま
た
、
大
審
院
昭
和
四
年
一
一
一
月
二
四
日
判
決
(
前
掲
註
(
凶
)
)

も
、
被
害
女
性
を
、

A
方
で
女
中
と
し
て
住
み
込
ま
せ
前
借
金
を

得
る
た
め
に
連
れ
出
し
、
そ
の
約
二
週
間
後
、

B
方
で
酌
婦
と
し

て
住
み
込
ま
せ
前
借
金
を
得
る
た
め
に
再
度
連
れ
出
し
た
事
案
に

つ
い
て
、
第
一
の
営
利
目
的
誘
拐
と
第
二
の
営
利
目
的
誘
拐
を
包

括
一
罪
と
し
て
い
る
。

(
日
)
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』
(
一
九
七
七
年
)
一
七
六
頁
(
以
下
、

同
著
は
、
「
平
野
・
概
説
」
と
引
用
す
る
)
、
中
森
・
前
掲
註
(
叩
)

五
三
頁
、
西
国
典
之
『
刑
法
各
論
』
(
第
三
版
、
二
O
O
五
年
)
七

二
頁
、
山
口
・
各
論
(
前
掲
註
(
お
)
)
八
八
頁
。

(
臼
)
島
回
聡
一
郎
「
監
禁
罪
の
保
護
法
益
」
刑
法
の
争
点
[
第
三
版
]

(二
O
O
O
年
)
一
四
三
一
頁
は
、
例
え
ば
、
「
X
は
Z
女
を
強
姦
す

る
目
的
を
秘
し
て
、
『
家
ま
で
送
っ
て
や
ろ
う
』
と
い
い
、
車
に
乗

せ
た
。

Z
女
は
家
の
前
で

X
の
意
図
に
気
づ
い
て
、
降
ろ
し
て
く

れ
と
叫
ん
だ
〔
原
文
の
丙
・
丁
を
、

x
-
Zに
改
め
た
引
用
者

註
〕
」
(
同
一
四
二
頁
)
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
法
益
関
係
的
錯

誤
説
か
ら
は
、
降
ろ
し
て
く
れ
と
訴
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
疾
走

し
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
監
禁
罪
が
成
立
し
う
る
が
、
そ
れ
ま
で

の
部
分
に
つ
い
て
も
、
わ
い
せ
つ
目
的
誘
拐
罪
は
成
立
す
る
と
し

て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
由
侵
害
の
認
識
の
点
に
お
い
て
も
、

監
禁
罪
の
ほ
う
が
拐
取
罪
よ
り
も
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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(
臼
)
平
野
・
概
説
(
前
掲
註
(
日
)
)

(
前
掲
註
(
お
)
)
八
八
頁
以
下
。

(
日
)
平
野
・
概
説
(
前
掲
註
(
日
)
)
一
七
六
頁
以
下
、
西
国
・
前
掲

註
(
日
)
七
二
頁
、
山
口
・
各
論
(
前
掲
註
(
幻
)
)
八
九
頁
。

現
在
、
刑
法
を
一
部
改
正
し
、
人
身
買
受
・
売
渡
罪
の
新
設
等

を
す
る
法
案
が
論
議
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
改
正
が
実
現
す

れ
ば
、
拐
取
罪
に
お
い
て
、
行
動
の
自
由
侵
害
の
側
面
よ
り
も
、

被
拐
取
者
の
利
益
侵
害
の
側
面
が
ま
す
ま
す
強
調
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
と
思
わ
れ
る
(
同
改
正
案
に
関
し
て
は
、
久
木
元
伸
「
人
身

の
自
由
を
侵
害
す
る
行
為
の
処
罰
に
関
す
る
罰
則
の
整
備
に
つ
い

て
の
要
綱
(
骨
子
)
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
二
八
六
号
(
二
O
O
五
年
)

二
頁
、
佐
久
間
修
「
逮
捕
監
禁
罪
と
略
取
誘
拐
罪
の
諸
相
(
二
)
」

警
察
学
論
集
五
八
巻
一
号
(
二
O

O
五
年
)
一
七
四
頁
以
下
、
同

「
人
身
の
自
由
に
対
す
る
罪
の
法
整
備
に
つ
い
て
」
ジ
ユ
リ
ス
ト

一
二
八
六
号
(
二
O
O
五
年
)
九
頁
、
参
照
)

0

(
日
)
鈴
木
義
男
「
承
継
的
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
」
臼
井
滋
夫
ほ
か

『
刑
法
判
例
研
究
皿
』
(
一
九
七
五
年
)
二
四
四
頁
以
下
は
、
監

禁
罪
の
よ
う
な
継
続
犯
の
場
合
、
「
た
と
い
積
極
説
を
と
る
と
し

て
も
、
途
中
か
ら
介
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
点
は
情
状
と
し
て
考
慮

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
消
極
説
を
と
っ
て
も
、
罪
名
お
よ
び
処
断

刑
に
差
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か

を
問
題
と
す
る
実
益
は
小
さ
い
」
と
し
て
い
る
。

(
回
)
東
京
高
判
昭
和
三
四
(
一
九
五
九
)
年
一
二
月
七
日
高
刑
集
一

一
七
六
頁
以
下
、
山
口
・
各
論

二
巻
一

O
号
九
八
O
頁
(
同
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
真
野
英
一
「
判

批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
二
号
(
一
九
六
三
年
)
四
四
頁
)
。
そ

の
他
、
承
継
的
共
犯
と
の
明
示
は
な
い
が
、
途
中
か
ら
の
関
与
に

監
禁
全
体
に
対
す
る
共
犯
を
認
め
た
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
平

成
一

O

(
一
九
九
八
)
年
五
月
二
六
日
判
時
一
六
四
八
号
三
八
頁

が
あ
る
。
他
方
、
関
与
前
の
監
禁
に
対
す
る
承
継
的
共
犯
が
否
定

さ
れ
た
事
案
と
し
て
、
札
幌
地
判
昭
和
五
六
(
一
九
八
二
年
一

一
月
九
日
判
時
一

O
四
九
号
一
六
八
頁
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
先

行
行
為
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
基
づ
く
も
の
で
、
監
禁

の
承
継
的
共
犯
を
理
論
的
に
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。

(
訂
)
大
阪
高
判
昭
和
六
二
(
一
九
八
七
)
年
七
月
一

O
日
高
刑
集
四

O
巻
三
号
七
二
O
頁。

(
開
)
長
島
敦
「
み
の
し
ろ
金
誘
拐
罪
の
新
設
等
に
関
す
る
刑
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
の
逐
条
解
説
(
そ
の
二
・
完
)
」
法
曹
時
報

一
六
巻
八
号
(
一
九
六
四
年
)
四
頁
は
、
「
み
の
し
ろ
金
目
的
の

誘
拐
罪
の
〔
承
継
的
引
用
者
註
〕
共
犯
に
な
る
か
、
本
項
〔
刑

法
二
二
七
条
二
項
l
引
用
者
註
〕
の
事
後
従
犯
に
な
る
か
は
、
刑

の
重
さ
の
相
違
と
も
関
連
し
て
、
結
局
、
誘
拐
罪
の
社
会
学
的
実

態
に
か
ん
が
み
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
、
当
該
犯
人
の
関
与
の
時

点
、
方
法
、
程
度
、
経
緯
等
を
勘
案
し
て
決
す
る
の
ほ
か
は
な
い
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

(
回
)
川
端
博
「
刑
法
総
論
講
義
』
(
一
九
九
五
年
)
五
三
六
頁
。

(ω)
川
端
・
前
掲
註
(
印
)
五
四
二
頁
、
大
谷
賓
「
刑
法
講
義
総
論
』
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(
新
版
追
補
版
、
二

O
O
四
年
)
四
四
八
頁
。

(
引
)
先
行
犯
罪
と
後
行
犯
罪
が
牽
連
犯
の
場
合
に
、
先
行
犯
罪
に
対

す
る
承
継
的
共
犯
が
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
、
植
松
正

『
刑
法
概
論

I
総
論
』
(
再
訂
版
第
八
版
、
一
九
七
四
年
)
一
一
一
五

四
頁
以
下
、
川
端
・
前
掲
註
(
回
)
五
四
二
頁
、
大
谷
・
前
掲
註

(
印
)
四
四
八
頁
。

(
臼
)
浦
和
地
判
平
成
四
(
一
九
九
二
)
年
三
月
九
日
判
タ
七
九
六
号

二
三
六
頁
。

(
臼
)
大
阪
高
裁
昭
和
六
二
年
七
月
一

O
日
判
決
(
前
掲
註
(
町
)
)
は
、

「
例
え
ば
、
先
行
者
が
遂
行
中
の
一
連
の
暴
行
に
、
後
行
者
が
や

は
り
暴
行
の
故
意
を
も
っ
て
途
中
か
ら
共
謀
加
担
し
た
よ
う
な
場

合
に
は
、
一
個
の
暴
行
行
為
が
も
と
も
と
一
個
の
犯
罪
を
構
成
す

る
も
の
で
、
後
行
者
は
一
個
の
暴
行
そ
の
も
の
に
加
担
す
る
の
で

は
な
い
上
に
、
後
行
者
に
は
、
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
る
こ
と
以

外
の
目
的
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
後
行
者
が
先
行
者
の
行
為
等

を
認
識
・
認
容
し
て
い
て
も
、
他
に
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
、

先
行
者
の
暴
行
を
、
自
己
の
犯
罪
遂
行
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に

利
用
し
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
裁

判
所
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
共
謀
加
担
後
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
共

同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
こ
と
と
な
〔
る
ご
と
し
た
上
で
、

当
該
事
案
に
お
け
る
承
継
的
共
犯
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。

(
臼
)
東
京
高
判
平
成
人
(
一
九
九
六
)
年
一
一
月
一
九
日
東
高
時
報

(
刑
)
四
七
巻
一

1
一
一
一
号
一
二
五
頁
(
原
審
は
、
東
京
地
判
平

成
八
年
三
月
六
日
判
時
一
五
七
六
号
一
四
九
頁
)
。
同
事
案
で
は
、

宗
教
法
人

A
の
教
団
施
設
内
で
、
平
成
六
年
一
一
月
上
旬
こ
ろ
か

ら
平
成
七
年
二
月
中
旬
こ
ろ
ま
で
業
と
し
て
行
わ
れ
た
医
薬
品
で

あ
る
注
射
用
チ
オ
ペ
ン
タ

l
ル
ナ
ト
リ
ウ
ム
約
一
七

0
0
グ
ラ
ム

の
製
造
と
、
平
成
六
年
二
一
月
下
旬
こ
ろ
か
ら
平
成
七
年
三
月
上

旬
こ
ろ
ま
で
行
わ
れ
た
麻
薬
で
あ
る
メ
ス
カ
リ
ン
硫
酸
塩
粉
末
約

三
0
0
0
グ
ラ
ム
の
製
造
に
つ
き
、
薬
事
法
違
反
並
び
に
麻
薬
及

び
向
精
神
薬
取
締
法
違
反
に
問
わ
れ
た
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
、
被

告
人
が
各
犯
行
に
関
与
し
た
期
間
は
、
チ
オ
ペ
ン
タ
l
ル
の
製
造

に
つ
い
て
は
、
平
成
六
年
二
一
月
下
旬
こ
ろ
か
ら
平
成
七
年
一
月

下
旬
こ
ろ
ま
で
の
問
、
メ
ス
カ
リ
ン
の
製
造
に
つ
い
て
は
、
平
成

七
年
一
月
下
旬
こ
ろ
か
ら
同
年
三
月
上
旬
こ
ろ
ま
で
の
問
と
認
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
関
与
す
る
以
前
の
製
造
に
対
す
る
承

継
的
共
犯
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
(
加
え
て
、
共
犯
の
離
脱
の

成
否
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
)
o

こ
れ
に
つ
い
て
、
東
京
高
裁
は
、

各
不
法
製
造
行
為
が
別
個
の
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
と
し
た
上
で
、

「
①
各
犯
行
は
、
教
団
の
宗
教
儀
式
に
用
い
る
こ
と
を
目
的
と
し
、

こ
の
目
的
に
見
合
う
も
の
と
し
て
大
量
の
製
品
の
生
産
を
目
指
し

て
い
た
こ
と
、
②
製
造
に
直
接
関
与
し
て
い
た
者
は
組
織
改
編
前

の
厚
生
省
な
い
し
改
変
後
の
第
二
厚
生
省
所
属
の
信
者
に
限
ら
れ
、

教
団
代
表
者

Y
及
び
教
団
幹
部
の
指
示
に
従
い
、
実
験
を
経
て
確

立
し
た
製
造
工
程
を
分
担
し
て
、
チ
オ
ペ
ン
タ
ー
ル
及
、
び
メ
ス
カ

リ
ン
を
完
成
さ
せ
て
い
る
こ
と
、
③
そ
の
期
間
は
、
チ
オ
ペ
ン
タ

i
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ル
製
造
に
つ
い
て
は
=
一
か
月
余
り
、
メ
ス
カ
リ
ン
製
造
に
つ
い
て

は
二
か
月
余
り
と
比
較
的
短
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
④
そ

れ
に
実
際
に
関
与
し
た
信
者
は
少
数
に
と
ど
ま
り
、
各
信
者
の
関

与
の
時
期
や
期
間
は
一
律
で
な
い
も
の
の
、
途
中
関
与
者
ら
に
対

す
る
指
示
や
引
継
ぎ
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
証
拠
上
明

ら
か
で
あ
っ
て
、
各
犯
行
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
罪
と
し
て
の
一
体

性
と
統
一
性
と
が
強
く
保
た
れ
て
い
る
こ
と
〔
丸
数
字
は
引
用

者
〕
」
等
に
基
づ
い
て
、
加
担
前
の
各
製
造
行
為
に
つ
い
て
も
承

継
的
共
犯
の
成
立
を
認
め
た
。

(
白
)
東
京
高
裁
平
成
八
年
一
一
月
一
九
日
判
決
(
前
掲
註
(
臼
)
)
を

評
釈
し
た
太
田
茂
「
判
批
」
警
察
学
論
集
五
O
巻
五
号
(
一
九
九

七
年
)
一
八
七
頁
は
、
承
継
的
共
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
際
の
一

要
素
と
し
て
、
時
間
的
・
場
所
的
な
近
接
性
を
挙
げ
て
い
る
。

(
前
)
東
京
高
裁
平
成
八
年
一
一
月
一
九
日
判
決
(
前
掲
註
(
臼
)
)
も
、

承
継
的
共
犯
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
一
貫
し
た
目
的
を
考

慮
し
て
い
る
。

(
町
)
ち
な
み
に
、
判
例
で
は
、
身
の
代
金
目
的
拐
取
罪
と
身
の
代
金

要
求
罪
は
牽
連
犯
の
関
係
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
(
閏
年

決
定
(
前
掲
註
(

4

)

)

)

、
営
利
目
的
略
取
と
身
の
代
金
要
求
罪

は
併
合
罪
と
さ
れ
て
い
る
(
最
決
昭
和
五
七
(
一
九
八
二
)
年
一

一
月
二
九
日
刑
集
三
六
巻
一
一
号
九
八
八
頁
)
。

(
槌
)
な
お
、
承
継
的
共
犯
は
一
般
に
単
純
一
罪
の
場
合
が
問
題
と
さ

れ
る
の
で
、
後
行
関
与
者
の
罪
数
が
問
題
と
さ
れ
な
い
の
に
対
し
、

本
件
で
は
略
取
罪
と
監
禁
罪
が
別
個
に
成
立
し
て
い
る
の
で
、
厳

密
に
い
え
ば
、
そ
の
罪
数
が
承
継
的
共
犯
論
の
枠
内
で
も
問
題
と

さ
れ
う
る
事
案
で
あ
る
。
こ
の
点
、
最
決
昭
和
五
七
(
一
九
八
二
)

年
二
月
一
七
日
刑
集
三
六
巻
二
号
二

O
六
頁
は
、
封
巾
助
の
罪
数
に

関
し
て
、
都
助
罪
の
個
数
は
正
犯
の
罪
の
数
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
と
す
る
一
方
、
封
市
助
罪
が
数
個
成
立
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

れ
ら
が
刑
法
五
四
条
一
項
に
い
う
一
個
の
行
為
で
あ
る
か
否
か
は
、

常
助
行
為
そ
れ
自
体
に
基
づ
い
て
判
断
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
「
監
禁
に
よ
る
略
取
」
の
事
案
で
あ
る
本
件
で

は
、
正
犯
の
罪
数
自
体
が
観
念
的
競
合
な
の
で
、
本
判
決
が
、
果

た
し
て
そ
の
最
高
裁
決
定
と
向
様
に
考
え
て
、
被
告
人
の
罪
数
を

観
念
的
競
合
と
し
た
の
か
は
表
面
上
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
回
年
決
定
の
よ
う
に
、
正
犯
者
が
併
合
罪
と
判
断
さ
れ
る

「
拐
取
後
の
監
禁
」
の
事
案
で
、
監
禁
か
ら
関
与
し
た
後
行
関
与

者
が
い
た
場
合
に
は
、
承
継
的
共
犯
の
罪
数
が
正
面
か
ら
問
題
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
共
犯
の
罪
数
に
つ
い
て
は
、
只
木
誠
『
罪

数
論
の
研
究
」
(
二

O

O
四
年
)
一
一
一
一
四
頁
以
下
が
、
詳
細
な
検

討
を
加
え
て
い
る
。

*
脱
稿
後
の
平
成
一
七
(
二
O
O
五
)
年
六
月
一
六
日
、
第
一
六
二
回

国
会
に
お
い
て
、
人
身
買
受
・
売
渡
罪
の
新
設
等
を
内
容
と
す
る
刑
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
成
立
し
た
。
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