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目見

第
二
章
中
国
共
同
犯
罪
理
論
に
よ
る
「
共
謀
共
同
正
犯
」
の
分
析

第
一
節
中
国
刑
事
法
制
に
お
け
る
共
同
犯
罪
規
定
の
沿
革

第
二
節
中
国
現
行
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
理
論

一
第
二
二
条
「
共
同
犯
罪
の
定
義
」
の
理
論

二
第
二
三
条
寸
主
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」
の
理
論

三
第
二
四
条
「
従
犯
お
よ
ぴ
そ
の
処
罰
原
則
」
の
理
論

四
第
二
五
条
「
脅
従
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」
の
理
論

五
第
二
六
条
「
教
唆
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」
の
理
論

六

小

括

第
三
節
中
国
共
同
犯
罪
理
論
に
よ
る
「
共
謀
共
同
正
犯
」
の
分
析

第
三
章
「
共
謀
共
同
正
犯
論
」
と
そ
の
肯
定
説
の
批
判
的
検
討

第
四
章
結
び

本
号
)

(
以
上

第
四
六
巻

四
口
す
)

雪b
ロ岡

以
上

第
二
節

中
国
現
行
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
理
論

は
、
第
一
編
「
総
則
」
第
二
章
「
犯
罪
」
第
三
節
「
共
同
犯
罪
」
の
中
に
お
い
て
、
共
同
犯
罪
の
定
義

(
二
一
一
条
)
、
主
犯
お
よ
び
主
犯
の
処
罰
原
則
(
二
三
条
)
、
従
犯
お
よ
び
従
犯
の
処
罰
原
則
(
二
四
条
)
、
脅
従
犯
お
よ
び
脅
従
犯
の
処
罰

(
1
)
 

原
則
(
二
五
条
)
、
教
唆
犯
お
よ
び
教
峻
犯
の
処
罰
原
則
(
二
六
条
)
を
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
主
に
そ
の
規
定
を
巡
る

現
行
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
』

学
説
の
理
論
、
特
に
共
同
犯
罪
の
成
立
要
件
お
よ
び
「
主
犯
」
に
関
す
る
部
分
に
つ
い
て
重
点
的
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。
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第
二
二
条
「
共
同
犯
罪
の
定
義
」

の
理
論

第
二
二
条
は
、
共
同
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
義
づ
け
て
い
る
。

「
共
同
犯
罪
と
は
二
人
以
上
の
共
同
の
故
意
に
よ
る
犯
罪
を
い
う
。
二
人
以
上
の
共
同
の
過
失
に
よ
る
犯
罪
は
、
共
同
犯
罪
を
以
て
論
ぜ
ず
、

そ
の
刑
事
責
任
を
負
う
べ
き
者
は
、
犯
し
た
罪
に
照
ら
し
て
各
別
に
処
罰
す
る
」
と
。
こ
の
定
義
に
基
づ
き
、
中
国
の
学
説
で
は
、
共
同
犯

罪
が
成
立
す
る
た
め
の
要
件
に
関
し
て
、
大
別
し
て
一
二
つ
の
見
解
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め

に
は
、
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る

通
説
)
。
第
二
は
、
こ
の
二
つ
の
要
件
の
ほ
か
に
、
主
体
的

要
件
を
も
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
第
三
は
、
以
上
の
三
つ
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
ほ
か
に
、
客
体
的
要
件
を
も

備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
各
見
解
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
主
観
的
成
立
要
件
と
客
観
的
成
立
要
件

と
を
見
た
う
え
で
、
少
数
説
が
堅
持
し
て
い
る
主
体
的
成
立
要
件
お
よ
び
客
体
的
成
立
要
件
を
も
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
。

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

(
こ
主
観
的
成
立
要
件
と
客
観
的
成
立
要
件

前
述
の
よ
う
に
現
在
、
中
国
の
学
説
で
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る

点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
こ
こ
で
は
、
主
に
そ
の
二
つ
の
成
立
要
件
の
内
容
が
い
か
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
き
、

考
察
し
て
行
き
た
い
。

1 

主
観
的
成
立
要
件
の
諸
相
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説

ま
ず
、
主
観
的
成
立
要
件
の
内
容
に
関
す
る
理
解
か
ら
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
中
国
の
学
説
で
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

各
共
同
者
の
聞
に
必
ず
共
同
犯
罪
の
故
意
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
少
な
く
と
も
一
九
八
九
年
十
一
月
ま

~~ 

a岡

で
に
公
表
さ
れ
た
も
の
か
ら
は
、
共
同
犯
罪
の
故
意
の
内
容
に
つ
い
て
の
直
接
的
な
答
え
は
、

ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
中
か
ら
看
取
し
う
る
の
は
、
共
同
犯
罪
の
故
意
の
意
味
あ
る
い
は
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
の
論
述
で
あ
っ
た
。

前
者
に
つ
い
て
の
論
述
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
「
各
共
同
犯
罪
者
は
、
自
己
が
当
該
犯
罪
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
を
有
し
て
い

る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
他
の
共
同
者
と
共
同
し
て
当
該
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
認
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い

(
2
)
 

う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
や
、
「
共
犯
者
は
、
自
分
が
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
罪
を
犯
す
他
の

(
3
)
 

者
も
自
分
と
と
も
に
犯
罪
の
実
行
に
関
与
し
て
い
る
事
を
も
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
や
、
「
共
同
犯
罪
者
が
自

分
で
故
意
的
に
共
同
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
し
か
も
他
の
共
同
者
も
自
分
と
一
緒
に
共
同
犯
罪
を
実
行

(
4
)
 

す
る
こ
と
を
も
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
論
述
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ

ら
は
、

た
だ
共
犯
者
の
認
識
要
素
だ
け
か
ら
そ
の
共
同
犯
罪
の
故
意
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

後
者
に
つ
い
て
の
論
述
と
し
て
は
、
次
の
三
つ
の
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、

一
特
徴
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
行
為
者
は

犯
罪
に
つ
い
て
同
一
の
故
意
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
共
同
の
認
識
を
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
わ
け

(5) 

で
あ
る
。
第
二
は
、
二
特
徴
説
で
あ
る
。
そ
の
中
に
も
、
二
つ
の
見
解
が
あ
る
。

一
つ
は
、
認
識
要
素
と
し
て
の
こ
特
徴
と
い
う
見
解
で
あ

る
。
も
う
一
つ
は
、
認
識
要
素
と
意
志
要
素
と
の
統
一
と
し
て
の
二
特
徴
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
前
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
共
同
犯
罪
の
故

意
は
以
下
の
二
つ
の
特
徴
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
各
共
同
犯
罪
者
に
つ
い
て
、
自
分
が
故
意
的
に
犯
罪
の
実
行
に
参
加
す

る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
共
同
犯
罪
者
が
自
ら
単
独
で
犯
罪
を
実
行
す
る
の
で
は
な
く
、
他
人
と
共
同
し
て
当
該

(
6
)
 

犯
罪
を
遂
行
す
る
と
い
う
点
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
共
同
犯
罪
の
故
意
に
は
次
の
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

北法46(5・218)1350



第
一
に
、
各
共
同
犯
罪
者
は
自
分
が
単
独
的
に
あ
る
犯
罪
を
実
行
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
人
と
共
同
し
て
当
該
犯
罪
を
遂
行
す
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
各
共
同
犯
罪
者
が
共
同
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
し
う
る
危
害
結
果
に
つ
い
て
、
故
意
的
な

(7) 

態
度
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
三
特
徴
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
共
同
犯
罪
の
故
意
に
は
、
以
下
の
一
二
つ
の
特
徴
が
あ
る
。

第
一
に
、
共
同
犯
罪
者
は
自
分
が
単
独
で
犯
罪
を
実
行
す
る
の
で
は
な
く
て
他
人
と
共
同
し
て
当
該
犯
罪
を
遂
行
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
共
同
犯
罪
者
が
共
同
犯
罪
行
為
の
性
質
及
び
そ
の
共
同
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
発
生
し
う
る
社
会
的
侵
害
結
果
を

概
括
的
に
予
見
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
共
同
犯
罪
者
は
一
般
に
共
同
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
可
能
な
危
害
結
果
に
つ
い
て
希

(
8
)
 

望
を
持
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
特
別
な
状
況
の
も
と
で
は
そ
の
中
の
者
が
そ
の
よ
う
な
結
果
を
放
任
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
以

上
の
各
説
の
論
述
か
ら
見
れ
ば
、
第
一
の
説
及
び
第
二
説
の
前
者
の
見
解
は
、
共
同
犯
罪
の
故
意
の
意
味
に
つ
い
て
前
述
し
た
見
解
と
同
様

に
、
た
だ
共
犯
者
の
認
識
要
素
か
ら
そ
の
共
同
犯
罪
の
故
意
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
第
三
説
及

び
第
一
一
説
の
後
者
の
見
解
は
、

た
だ
共
犯
者
の
認
識
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
共
犯
者
の
意
志
要
素
を
も
含
め
て
共
同
犯
罪
の
故
意
を
論
じ
て

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
共
同
犯
罪
の
故
意
に
定
義
を
与
え
な
い
ま
ま
、
果
た
し
て
そ
の
意
味
あ
る
い
は
そ
の
特
徴
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
私
の
か
ね
て
か
ら
の
疑
問
で
あ
っ
た
。
幸
い
な
の
は
、
ご
く
最
近
、
中
国
の
少
数
説
が
、
終
に
共
同
犯
罪
の
故
意
に

定
義
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
寸
い
わ
ゆ
る
共
同
の
故
意
と
は
、
各
行
為
者
が
犯
罪
意
思
の
連
絡
を
通
じ
て
形

成
さ
れ
た
互
い
の
行
為
を
有
機
的
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
社
会
に
危
害
を
与
え
る
結
果
が
発
生
し
う
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
か

(
9
)
 

か
る
結
果
の
発
生
を
希
望
し
ま
た
は
放
任
し
て
い
る
心
理
状
態
を
い
う
」
と
い
う
も
の
や
、
「
共
同
犯
罪
の
故
意
と
は
、
二
人
以
上
が
共
同

犯
罪
の
行
為
に
対
し
て
同
一
の
認
識
を
持
?
?
え
で
、
か
か
る
行
為
に
よ
っ
て
社
会
に
危
害
を
与
え
る
結
果
が
発
生
し
う
る
こ
と
を
希
望
し

(
叩
)

ま
た
は
放
任
し
て
い
る
心
理
状
態
を
い
う
」
と
い
う
も
の
や
、
「
共
同
故
意
と
は
、
共
同
犯
罪
者
が
主
観
意
思
の
連
絡
を
通
じ
て
形
成
さ
れ

北法46(5・219)1351



説

た
共
同
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
社
会
に
危
害
を
与
え
る
結
果
が
発
生
し
う
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
か
か
る
結
果
の
発
生
を
希
望
し
ま
た
は
放

(
日
)

任
し
て
い
る
心
理
状
態
を
い
う
」
と
い
う
も
の
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
以
上
の
各
定
義
か
ら
見
る
と
、
す
べ
て
の
論
者
が
共
同
の
認
識
要

素
と
共
同
の
意
志
要
素
と
の
統
一
と
い
う
視
点
か
ら
共
同
犯
罪
の
故
意
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
以
上

の
よ
う
な
定
義
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
共
同
犯
罪
の
故
意
の
研
究
に
当
た
っ
て
、
そ
の
概
念
に

論

定
義
を
与
え
る
こ
と
自
体
は
お
そ
ら
く
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
、
中
国
学
説
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
故
意
に
つ
い
て
の
研
究
状
況
で
あ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
現
在
、
共
同
犯
罪
の
故
意

に
つ
い
て
の
学
説
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、

そ
の
共
同
犯
罪
の
故
意
を
、
各
行
為
者
が

自
分
で
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

か
な
り
不
明
確
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

中
国
で
は
「
片
而
的
共
同
犯
罪
」
に
つ
い
て
、
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
議
論
を
要
約
す
る
と
、
三
つ
の
学
説
に

大
別
さ
れ
る
。

第
一
に
、
否
定
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
共
同
犯
罪
と
い
う
も
の
は
、
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
と
が
備
わ
っ
た
と
き
に
は
じ

め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
の
聞
に
客
観
的
な
共
同
行
為
が
あ
っ
て
も
、
主
観
的
に
共
同
故
意
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
共
同
犯

罪
は
成
立
し
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
主
観
的
要
件
と
し
て
の
共
同
の
故
意
は
、
全
面
的
か
つ
相
互
的
な
も
の
で
な
け

(ロ)

そ
れ
は
共
同
犯
罪
の
内
包
と
矛
盾
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
、
そ
れ
で
あ
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、

も
し
片
面
的
な
も
の
な
ら
、

第
二
に
、
肯
定
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
に
関
す
る
規
定
と
刑
事
実
務
の
客
観
的
な
要
求
か
ら
、
片
面

的
共
犯
を
否
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
共
同
の
故
意
は
以
下
の
よ
う
に
二
種
の
形
式
に
分
け
ら
れ
る
。

一
つ
は
、
各
共
同

犯
罪
者
の
聞
に
お
け
る
、
相
互
的
な
認
識
を
持
つ
全
面
的
な
共
同
の
故
意
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
共
同
犯
罪
者
の
問
に
お
い
て
、
一
方
(
片

面
)
的
な
認
識
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
片
面
的
な
共
同
の
故
意
で
あ
る
。
我
々
は
、
共
同
犯
罪
者
の
異
な
っ
た
状
況
に
応
じ
て
、
各
共
同
犯
罪
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者
の
認
識
要
素
に
つ
い
て
は
事
実
に
基
づ
い
た
法
則
性
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
異
な
る
要
求
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、

(
日
)

全
面
的
な
共
犯
と
片
面
的
な
共
犯
と
の
区
別
は
、
共
同
の
故
意
の
有
無
で
は
な
く
、
共
同
の
故
意
の
形
式
の
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

第
三
に
、
折
衷
説
で
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
片
面
的
共
同
犯
罪
の
存
在
は
可
能
で
あ
る
が
、

し
か
し
す
べ
て
の
共
同
犯
罪
者
の
間
に

存
在
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
「
我
々
に
は
、
片
面
的
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
種
類

の
共
同
犯
罪
者
の
聞
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
教
唆
犯
に
と
っ
て
は
、
片
面
的
共
犯
が
成
立
す
る
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
共
同
実
行
犯
に
と
っ
て
も
、
片
面
的
共
犯
は
成
立
し
難
い
が
、
し
か
し
密
か
に
実
行
さ
れ
て
い
る
犯
罪
を
耕
助
す

る
こ
と
は
、
事
実
上
可
能
で
あ
る
。
そ
の
常
助
行
為
は
、
有
助
者
の
側
に
と
っ
て
は
、
共
同
犯
罪
と
し
て
の
要
件
を
何
一
つ
欠
い
て
い
な
い

の
で
、
片
面
的
な
共
犯
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
を
片
面
的
共
犯
と
見
る
こ
と
は
、
共
同
犯
罪
の
概
念
自
体
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

い
わ
ゆ
る
共
同
の
故
意
は
、
必
ず
し
も
行
為
者
の
聞
の
相
互
的
な
意
思
疎
通
を
要
求
し
な
い
の
で
、
行
為
者
は
自
己
が
他
者

(
凶
)

と
一
緒
に
同
一
の
犯
罪
を
行
う
こ
と
を
認
識
し
さ
え
す
れ
ば
、
共
同
の
故
意
を
既
に
持
つ
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
や
、
組

織
犯
の
ほ
か
に
、
共
同
犯
罪
者
の
種
類
に
は
、
つ
ま
り
脅
助
犯
や
教
唆
犯
や
実
行
犯
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
片
面
的
な
共
同
犯
罪
が
成
立
し
う

(
日
)

る
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
な
ど
は
、
そ
れ
で
あ
る
。

何
故
な
ら
ば
、

し
か
し
、
肯
定
説
お
よ
び
折
衷
説
は
中
国
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
に
閲
す
る
規
定
と
矛
盾
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
、

次
の
よ
う
な
分
析
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
国
の
共
同
犯
罪
の
規
定
に
よ
る
と
、
行
為
者
の
間
に
は
共
同
犯
罪
の
関
係
を
持
つ

そ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
共
同
犯
罪
者
が
共
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た
め
に
は
、
何
よ
り
も
共
同
犯
罪
自
体
を
構
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

同
犯
罪
に
お
い
て
主
に
果
た
し
た
役
割
に
よ
っ
て
、
主
犯
・
従
犯
・
教
唆
犯
及
ぴ
脅
従
犯
と
に
分
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら

す
る
と
、
も
し
片
面
的
な
も
の
を
共
同
犯
罪
の
故
意
と
す
る
な
ら
ば

一
人
で
も
共
同
犯
罪
が
成
立
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
不
合
理
な
結
論



説

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、

そ
の
一
人
を
何
犯
(
主
犯
・
従
犯
・
教
唆
犯
・
脅
従
犯
)

と
し
て
処
罰
す
る
の
か
な
ど
の
問
題
も
あ
る
で
あ

ろ
う
。
従
っ
て
、
肯
定
説
お
よ
び
折
衷
説
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
国
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
規
定
と
矛
盾
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

論

:、
a

O

J
匂

lvな
お
、
中
国
の
学
説
で
は
、
共
同
犯
罪
の
定
義
に
よ
っ
て
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
異
論
な
く
共
同
犯
罪
の
故
意
が
あ
り
え
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、

二
人
以
上
の
過
失
行
為
に
よ
っ
て
、
同
一
の
損
害
結
果
を
発
生
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
第
二
は
、
行
為
が
他
人
の

故
意
と
関
わ
り
な
く
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
第
一
一
一
は
、
同
時
犯
の
場
合
で
あ
る
。
第
四
は
、
過
失
で
故
意
犯
が
実
行
し
た
行
為
を
耕
助
す

る
場
合
、
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
、
甲
が
猟
を
し
た
い
と
い
う
嘘
を
つ
い
て
、

乙
か
ら
銃
を
借
り
た
が
、
甲
は
そ
の
銃
で
他
人
を
殺
害
し
た

場
合
、
な
ど
で
あ
る
。
第
五
は
、
他
人
が
実
行
し
た
過
失
行
為
を
唆
し
あ
る
い
は
斡
助
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
、

た
と
え
ば
、
甲
は
銃
で
乙

を
殺
そ
う
と
思
っ
て
い
た
が
、
あ
る
日
、
友
達
の
丙
に
対
し
て
「
こ
の
銃
の
な
か
に
は
銃
弾
が
な
い
が
、

し
か
し
も
し
乙
に
発
砲
し
た
ら
、

お
そ
ら
く
彼
を
驚
か
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
」
と
嘘
を
い
っ
た
後
、
丙
は
た
し
か
そ
う
で
あ
る
と
い
う
気
持
ち
で
、

(
日
)

な
ど
で
あ
る
。

乙
に
発
砲
し
た
が
、

乙
を
死

亡
さ
せ
た
場
合
、

2 

客
観
的
成
立
要
件
の
諸
相

続
い
て
、
客
観
的
成
立
要
件
の
内
容
に
つ
い
て
の
理
解
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
中
国
の
学
説
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

共
同
者
が
必
ず
共
同
犯
罪
の
行
為
に
及
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
同
犯
罪
の
行
為
と
は
何
か

と
い
う
点
に
関
し
て
の
説
明
は
、
様
々
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
各
共
同
犯
罪
者
が
、
あ
る
犯
罪
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
彼
ら
の
具
体
的
な

分
担
及
ぴ
参
加
の
程
度
は
異
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
同
一
の
目
標
を
目
指
し
て
そ
の
異
な
っ
た
分
担
を
有
機
的
に
結
合
さ
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(

げ

)

(

凶

)

一
つ
の
共
同
犯
罪
行
為
と
す
る
こ
と
」
、
「
各
共
同
犯
罪
者
の
犯
罪
行
為
が
結
果
の
発
生
に
と
っ
て
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
」
、

(
問
)

「
二
人
以
上
の
者
が
そ
の
共
同
犯
罪
の
故
意
の
支
配
下
に
お
い
て
共
同
し
て
実
行
し
た
内
在
的
な
連
係
が
あ
る
犯
罪
行
為
」
、
「
各
共
同
犯
罪

(
初
)

者
が
自
分
の
単
独
に
実
行
し
た
犯
罪
行
為
を
一
体
と
す
る
行
為
」
、
等
の
説
明
が
な
さ
て
い
る
。
以
上
の
共
同
犯
罪
の
行
為
に
つ
い
て
の
説

明
か
ら
す
る
と
、
と
も
か
く
そ
の
概
念
内
容
は
流
動
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

せ

中
国
の
学
説
は
、
共
同
犯
罪
の
行
為
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
に
様
々
な
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、

し
か
し
ど
の
学
説
に
お
い
て
も
、
共
同

犯
罪
の
行
為
が
あ
る
と
言
え
る
た
め
に
は
、
各
共
同
者
が
共
同
犯
罪
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
を
ど
の
よ
う
に
分
担
し
た
と

し
で
も
、
同
一
の
犯
罪
の
目
標
を
目
指
し
て
、

お
互
い
に
連
携
し
、
相
互
に
助
け
あ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

(
幻
)

れ
ゆ
え
に
、
各
共
同
者
の
行
為
と
発
生
し
た
危
害
結
果
と
の
問
に
は
困
果
関
係
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
に
立
っ
て
、
以
下
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
行
為
者
の
閑
に
は
共
同
犯
罪
の
行
為
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
「
男
の
甲
は
、
女
の
乙
と
の
密
通
関
係
を
続
け

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

る
た
め
に
、
同
女
の
夫
丙
を
殺
害
す
る
こ
と
を
共
謀
し
た
結
果
、
乙
が
甲
か
ら
手
渡
さ
れ
た
毒
物
を
丙
の
食
べ
物
の
な
か
に
入
れ
て
、
丙
を

(
幻
)

死
亡
さ
せ
た
」
と
い
う
例
ゃ
、
「
甲
、
乙
、
丙
の
三
人
が
あ
る
倉
庫
の
財
物
窃
盗
を
相
談
し
、
甲
は
そ
の
倉
庫
の
鍵
を
乙
に
手
渡
し
、
乙
は

(
お
)

倉
庫
を
あ
け
て
財
物
を
運
び
出
し
、
丙
は
そ
の
閉
そ
の
付
近
で
見
張
り
を
し
た
」
と
い
う
例
や
、
「
甲
・
乙
・
丙
の
三
人
が
丁
の
殺
害
を
く

(
弘
)

乙
が
丁
を
予
め
打
ち
合
わ
せ
て
お
い
た
地
点
に
誘
い
出
し
、
丙
が
丁
を
抱
き
お
さ
え
、
甲
が
万
で
丁
を
殺
害
し
た
」
と
い
う
事
例

わ
だ
て
、

な
ど
が
、

そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
共
同
犯
罪
の
行
為
の
形
式
に
つ
い
て
は
、

と
も
に
作
為
に
よ
っ
て
構
成
し
う
る
だ
け
で
は
な
く
、
と
も
に
不
作
為
か
ら
構
成
す

(
お
)

る
こ
と
も
で
き
る
外
、
更
に
一
方
が
作
為
で
、
他
方
が
不
作
為
で
あ
っ
て
も
構
成
し
う
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
共
に
不
作
為
の
例
と
し

て
は
、
「
患
者
丙
を
と
も
に
看
護
す
る
責
任
の
あ
る
看
護
婦
の
甲
と
乙
は
、
丙
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
方
法
に
つ
い
て
共
謀
し
た
結
果
、
丙

に
薬
を
与
え
な
い
こ
と
を
決
め
た
が
、

そ
の
方
法
に
よ
っ
て
丙
を
死
亡
さ
せ
た
場
合
」
が
、

そ
れ
に
あ
た
る
と
さ
れ
、
作
為
と
不
作
為
に
よ
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説

り
構
成
す
る
例
と
し
て
は
、
「
あ
る
倉
庫
の
管
理
人
甲
は
、

乙
と
自
分
が
管
理
す
る
倉
庫
の
財
物
を
窃
盗
す
る
こ
と
を
共
謀
し
た
結
果
、
乙

(
お
)

の
当
番
の
際
寝
た
ふ
り
を
し
て
そ
の
隙
に
丙
が
倉
庫
に
入
っ
て
窃
盗
し
た
場
合
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
共
同
犯
罪
の
行
為
と
関
連
し
て
、
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言命

中
国
の
学
説
で
は
、
共
同
犯
罪
の
行
為
に
分
担
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
共
同
犯
罪
を
単
純
な
共
同
犯
罪
と
複
雑
な
共
同
犯
罪
と
に
分

と
も
に
刑
法
各
則
で
規
定
さ
れ
た
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
実
行
し

け
る
の
で
あ
る
。
単
純
な
共
同
犯
罪
と
は
、
各
共
同
犯
罪
者
が
、

た
場
合
を
い
う
。
言
い
換
え
る
と
、

そ
れ
は
実
行
行
為
か
ら
構
成
す
る
場
合
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
単
純
な
共
同
犯
罪
は
、

ま
さ
に
「
共
同
正
犯
」
の
場
合
に
あ
た
る
、
と
う
点
で
あ
る
。
複
雑
な
共
同
犯
罪
と
は
、
共
同
犯
罪
者
の
間
に
一
定
の
分
担
が
あ
る
場
合
を

い
う
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
実
行
行
為
と
そ
の
他
の
行
為

l

つ
ま
り
、
組
織
行
為
・
教
唆
行
為
・
常
助
行
為
な
ど
が
結
合
し
て
構
成
さ
れ
た

(
幻
)

場
合
で
あ
る
。(

お
)

な
お
、
共
謀
自
体
が
共
同
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
と
否
定
説
と
の
対
立
が
見
ら
れ

る

(
却
)

否
定
説
の
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
共
謀
は
共
同
犯
罪
の
行
為
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
二
人
以
上

の
行
為
者
が
と
も
に
共
謀
の
段
階
に
留
ま
る
場
合
は
共
同
犯
罪
を
構
成
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
共
謀
に
参
加
し
た
に
留
ま
る
も
の

は
他
者
と
の
間
で
共
同
犯
罪
を
も
構
成
し
な
い
と
い
う
結
論
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
甲
は
乙
と
共
謀
し

た
結
果
、
翌
日
の
晩
に
一
緒
に
某
倉
庫
の
財
物
を
窃
取
す
る
こ
と
を
決
め
た
が
、

し
か
し
翌
日
の
晩
二
人
と
も
行
か
な
か
っ
た
場
合
が
、
挙

げ
ら
れ
る
。
後
者
の
例
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
、
甲
は
乙
と
共
謀
し
て
翌
日
の
晩
に
一
緒
に
丙
を
殺
す
こ
と
を
約
束
し
た
が
、

し
か
し
翌
日

の
晩
、
乙
は
行
か
な
か
っ
た
の
で
、
甲
が
単
独
で
内
を
殺
し
た
場
合
、
等
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
、

行
為
者
は
い
か
な
る
責
任
を
負
う
べ
き
か
。
前
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
説
で
は
ま
っ
た
く
答
え
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場

合
に
つ
い
て
は
、
甲
は
単
独
に
殺
人
の
既
遂
罪
を
構
成
す
る
が
、

乙
は
殺
人
の
点
に
つ
い
て
共
謀
し
た
の
で
、
殺
人
の
予
備
罪
と
し
て
の
責



(
初
)

任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

(
訂
)

他
方
、
肯
定
説
の
理
由
は
、
共
謀
自
体
が
共
同
犯
罪
の
行
為
で
あ
る
、

と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
二
人

以
上
の
行
為
者
が
と
も
に
共
謀
の
段
階
に
留
ま
る
場
合
も
共
同
犯
罪
を
構
成
し
う
る
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
共
謀
に
参
加
し
た
に
過
ぎ
な
い

者
で
も
他
者
と
の
聞
に
共
同
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
場
合
の
行
為

者
の
責
任
に
つ
き
、
前
者
の
行
為
者
は
す
べ
て
予
備
罪
と
し
て
の
責
任
を
負
う
の
に
対
し
て
、
後
者
の
共
謀
に
参
加
し
た
に
留
ま
る
者
は
後

(
党
)

述
の
教
唆
犯
あ
る
い
は
従
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
説
の
中
に
は
、
共
謀
に
参
加
し
た
に
留
ま
る
も

(
お
)

と
の
見
解
が
あ
る
。

の
を
共
同
犯
罪
の
中
で
果
た
し
た
役
割
に
よ
っ
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
、

つ
ま
り
、

も
し
そ
の
者
が
共
同
犯
罪
に
お
い

て
後
述
の
よ
う
な
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
れ
ば
、
主
犯
と
し
て
重
き
に
従
い
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

も
し
副
次
的
な
役
割
を
果

る主た
。)し

た
の
で
あ
れ
ば

従
犯
と
し
て
主
犯
に
比
較
し
て
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
処
罰
を
軽
減
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

な
お
解
明
の
期
待
さ
れ
る
点
が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
否
定
説
に

こ
の
両
説
の
主
張
の
ど
ち
ら
が
妥
当
で
あ
る
か
は
別
と
し
て
、

つ
い
て
は
、
共
謀
に
参
加
し
た
に
留
ま
る
も
の
は
他
者
と
共
同
犯
罪
を
構
成
し
な
い
の
に
、
な
ぜ
予
備
犯
と
し
て
の
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
ま
た
、
肯
定
説
に
関
し
て
は
、
こ
の
場
合
な
ぜ
そ
の
者
を
教
唆
犯
あ
る
い
は
従
犯
ま
た
は
果
た
し
た
役
割
に
よ
っ
て
処
罰

そ
の
主
張
の
根
拠
が
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

す
べ
き
な
の
か
。

つ
ま
り
、
両
説
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、

以
上
が
、
中
国
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
行
為
に
つ
い
て
の
学
説
状
況
で
あ
る
。
こ
の
状
況
、
特
に
共
謀
自
体
が
共
同
犯
罪
を
構
成
す
る
か

否
か
に
つ
い
て
の
論
争
の
実
情
か
ら
見
て
、
今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
中
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
致
し
た
理
解
は
、
存
し

て
い
な
い
状
況
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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5見

会
乙
主
体
的
成
立
要
件
と
客
体
的
成
立
要
件

ーム
函問

以
上
、
共
同
犯
罪
を
構
成
す
る
た
め
の
主
観
的
成
立
要
件
と
客
観
的
成
立
要
件
と
に
関
す
る
理
論
の
現
状
を
見
て
き
た
が
、
冒
頭
で
指
摘

し
た
よ
う
に
、
少
数
説
は
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
以
上
の
よ
う
な
二
つ
の
成
立
要
件
の
ほ
か
に
、
主
体
的
成
立
要
件
な
い
し
客
体

的
成
立
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、

そ
の
二
つ
成
立
要
件
の
内
容
を
極
簡
単
に
見
る
こ
と

に
す
る
。

1 

主
体
的
成
立
要
件
の
諸
相

一
部
の
少
数
説
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
主
観
的
成
立
要
件
と
客
観
的
成
立
要
件
の
ほ
か
に
、
主
体
的
要
件
も
必
要
で
あ

(

お

)

(

お

)

る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
主
体
の
要
件
と
し
て
、
必
ず
刑
事
責
任
年
齢
に
達
し
て
お
り
、
し
か

(

幻

)

(

お

)

も
責
任
能
力
を
有
す
る
こ
人
あ
る
い
は
二
人
以
上
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
十
四
歳
未
満

の
二
人
以
上
の
者
が
社
会
に
危
害
を
与
え
る
行
為
を
行
っ
て
も
共
同
犯
罪
を
構
成
し
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
更
に
十
四
歳
未
満
の
者
が

満
十
四
歳
!
十
六
歳
未
満
の
者
或
い
は
十
六
歳
以
上
の
者
と
社
会
に
危
害
を
与
え
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
も
共
同
犯
罪
を
構
成
し
え
な
い

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
満
十
四
歳
1
十
六
歳
未
満
の
者
が
共
同
し
て
或
い
は
満
十
六
歳
以
上
の
者
と
一
緒
に
殺
人
・
重
傷
害
・
強
盗
・
放
火
・

常
習
窃
盗
ま
た
は
そ
の
ほ
か
の
社
会
秩
序
を
著
し
く
破
壊
す
る
罪
を
犯
し
た
場
合
以
外
に
は
共
同
犯
罪
を
構
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
が
、
こ
の
説
の
主
張
し
て
い
る
主
体
的
成
立
要
件
の
概
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
間
題
と
重
要
な
関
連
が
あ
る
の
は
、
共
犯
の

聞
に
お
け
る
身
分
関
係
で
あ
る
。
中
国
現
行
刑
法
は
、
共
犯
と
身
分
の
関
係
に
つ
い
て
は
、

ま
っ
た
く
規
定
し
て
い
な
か
っ
た
が
、

し
か
し
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
学
説
に
は
激
し
い
議
論
が
存
す
る
。
こ
こ
で
は
、

そ
の
議
論
の
内
容
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
一
)
非
身
分
犯
が
身
分
犯
に
加
功
し
た
場
合

そ
の
非
身
分
犯
が
身
分
犯
と
共
同
犯
罪
を
構
成
し
う
る
と
い
う
点
に
つ
い

こ
の
場
合
、

て
は
ほ
と
ん
ど
異
論
が
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
非
身
分
犯
が
、
後
述
の
よ
う
に
教
唆
犯
・
従
犯
・
脅
従
犯
・
主
犯
を
構
成
し
う
る
外

に
、
身
分
犯
と
の
問
に
共
同
実
行
犯
(
共
同
正
犯
)
を
構
成
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
否
定
説
と
肯
定
説
と
が
対
立
し
て

い
る
。
否
定
説
に
よ
れ
ば
、
身
分
犯
は
、
そ
の
犯
罪
主
体
に
一
定
の
身
分
が
な
い
と
成
立
し
な
い
の
で
、
従
っ
て
非
身
分
犯
が
そ
の
よ
う
な

(
ぬ
)

実
行
行
為
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
肯
定
説
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
は
非
身
分
犯
は
身
分
犯
と
の
聞
に
共
同
実

行
犯
を
構
成
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
強
姦
な
ど
の
よ
う
な
犯
罪
に
お
い
て
は
、

も
し
犯
人
で
あ
る
婦
人
が
他
の
犯
人
で
あ

る
男
子
と
協
力
し
、
被
害
者
で
あ
る
婦
人
の
反
抗
を
著
し
く
困
難
に
す
る
よ
う
な
暴
行
・
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
は
、

(
紛
)

体
は
強
姦
罪
と
し
て
の
実
行
行
為
の
一
部
分
で
あ
り
、
強
姦
罪
の
共
同
実
行
犯
と
目
し
う
る
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
暴
行
・
脅
迫
自

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

会
乙
身
分
者
が
非
身
分
者
に
加
功
し
た
場
合
こ
の
場
合
、
中
国
の
学
説
で
は
、
そ
の
身
分
者
の
身
分
が
自
然
的
身
分
で
あ
る
か
或
い

(
引
)

は
法
定
的
身
分
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
議
論
が
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
の
場
合
、
す
な
わ
ち
自
然
的
身
分
を
持
つ
者
は
、
非
身
分
者
と
の
関

係
に
お
い
て
は
そ
の
身
分
に
よ
っ
て
成
立
す
る
犯
罪
の
教
唆
犯
或
い
は
有
助
犯
に
な
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
づ
け
と
し
て
は
、

(
位
)

と
い
う
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、
男

非
身
分
者
に
と
っ
て
は
身
分
者
が
教
唆
或
い
は
諒
助
し
た
犯
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、

子
が
女
性
を
教
唆
し
或
い
は
常
助
し
て
強
姦
罪
を
実
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
や
、
中
国
人
が
外
国
人
を
教
唆
し
或
い
は
常
助
し

(

刊

日

)

て
「
祖
国
に
背
叛
す
る
罪
」
を
犯
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
す

な
わ
ち
法
定
的
身
分
を
持
つ
者
が
非
身
分
者
に
加
功
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
ケ

l
ス
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
一
の
ケ

l
ス
は
、
身
分
者
が
非
身
分
者
を
教
唆
し
そ
の
身
分
は
な
く
と
も
構
成
し
う
る
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

(
似
)

郵
便
電
信
工
作
人
員
が
非
郵
便
電
信
工
作
人
員
を
教
唆
し
て
郵
便
物
を
致
棄
さ
せ
た
場
合
ゃ
、
国
家
工
作
人
員
が
非
国
家
工
作
人
員
を
教
唆
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説

(
江
川
)

し
て
公
共
財
物
を
窃
取
さ
せ
た
場
合
な
ど
が
、

そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
身
分
者
に
つ
い
て
い
か
に
処
理
す

吾L為

函岡

べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
し
て
、
現
在
の
中
国
の
学
説
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。

(
必
)

第
一
は
、
身
分
者
を
非
身
分
者
が
実
行
し
た
罪
の
教
唆
犯
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
前
述
の
郵
便
電
信
工

作
人
員
が
非
郵
便
電
信
工
作
人
員
を
教
唆
し
て
郵
便
物
を
段
棄
さ
せ
た
例
に
つ
い
て
は
、
郵
便
電
信
工
作
人
員
は
公
民
通
信
自
由
侵
害
罪
の

教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
国
家
工
作
人
員
が
非
国
家
工
作
人
員
を
教
唆
し
て
公
共
財
物
を
窃
取
さ
せ
た
例

に
つ
い
て
は
、
国
家
工
作
人
員
は
窃
盗
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

門

別

)

第
二
は
、
身
分
者
を
身
分
の
あ
る
罪
の
教
唆
犯
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
前
述
の
二
つ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
郵
便

電
信
工
作
人
員
は
郵
便
電
信
工
作
人
員
郵
便
・
電
信
妨
害
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
、

ま
た
国
家
工
作
人
員
は
横
領
罪
の
教
唆
犯
と
し

て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
は
、
身
分
者
が
自
己
の
身
分
を
利
用
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、

そ
れ
に
つ
い
て
の
処
理
方
法
は
、
異
な
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見

も
し
身
分
者
が
自
己
の
身
分
を
利
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
身
分
者
を
間
接
実
行
犯
(
間
接
正
犯
)
と
す
る
の
に

対
し
て
、
も
し
そ
の
身
分
者
が
自
己
の
身
分
を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
非
身
分
者
が
実
行
し
た
罪
の
教
唆
犯
と
す
る
の
で
あ

(
必
)

る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
前
述
二
つ
の
例
の
う
ち
、
も
し
身
分
者
が
自
己
の
身
分
を
利
用
し
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
郵
便
電
信
工
作
人
員

解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

が
非
郵
便
電
信
工
作
人
員
を
教
唆
し
て
自
己
の
管
理
し
て
い
る
郵
便
物
を
投
棄
さ
せ
た
場
合
や
、
国
家
工
作
人
員
が
非
国
家
工
作
人
員
を
教

唆
し
て
自
己
の
管
理
し
て
い
る
公
共
財
物
を
窃
取
さ
せ
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
は
、
郵
便
電
信
工
作
人
員
は
郵
便
電
信
工
作
人
員
郵
便
・
電

信
妨
害
罪
の
間
接
実
行
犯
と
し
て
国
家
工
作
人
員
は
横
領
罪
の
間
接
実
行
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
に
対
し
て
、

も
し
身
分
者

が
自
己
の
身
分
を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
郵
便
電
信
工
作
人
員
は
公
民
通
信
自
由
侵
害
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
、

国
家
工
作
人
員
は
窃
盗
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
見
解
に
れ
ば
、
前
者
の
場
合
に
身
分
者
を
間
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(
必
)

接
実
行
犯
と
す
る
理
由
は
、
身
分
者
に
は
こ
の
場
合
に
お
い
て
観
念
的
競
合
が
成
立
す
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
国
家
工
作
人
員

が
非
国
家
工
作
人
員
を
教
唆
し
て
自
己
の
管
理
し
て
い
る
公
共
財
物
を
窃
取
さ
せ
た
場
合
を
例
と
す
れ
ば
、
こ
の
見
解
の
解
釈
に
よ
る
と
、

「
こ
の
場
合
、
国
家
工
作
人
員
は
、
横
領
罪
の
点
に
つ
い
て
は
非
国
家
工
作
人
員
を
身
分
な
き
故
意
あ
る
道
具
と
し
て
利
用
し
た
の
で
、
そ

れ
が
間
接
実
行
犯
で
あ
る
一
方
、
他
方
窃
盗
罪
に
つ
い
て
は
非
国
家
工
作
人
員
と
共
同
の
故
意
が
あ
る
の
で
、
窃
盗
罪
の
教
唆
犯
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
刑
法
理
論
に
い
わ
ゆ
る
観
念
的
競
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
重
い
罪
に
し
た
が
っ
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る
。

(
印
)

も
ち
ろ
ん
、
横
領
罪
は
重
罪
な
の
で
、
国
家
工
作
人
員
を
横
領
罪
の
間
接
実
行
犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
に

(
日
)

よ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
身
分
者
が
非
身
分
者
の
犯
罪
を
暫
助
す
る
場
合
に
も
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

第
二
の
ケ

l
ス
は
、
身
分
者
が
非
身
分
者
に
そ
の
身
分
が
な
け
れ
ば
構
成
し
え
な
い
行
為
を
教
唆
し
或
い
は
常
助
す
る
場
合
で
あ
る
。
前

た
と
え
ば
、
国
家
公
務
員
が
非
国
家
公
務
員
に
情
を
明
か
し
て
賄
賂
を
収
受
さ
せ
た
よ
う
な
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後

者
の
例
と
し
て
は
、

者
の
例
と
し
て
は
、
非
国
家
公
務
員
で
あ
る
乙
は
国
家
公
務
員
で
あ
る
甲
が
管
理
し
て
い
る
金
庫
を
窃
取
し
た
い
と
い
う
情
を
甲
に
伝
え
た

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

後
、
甲
よ
り
鍵
を
渡
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
後
当
該
金
庫
を
窃
取
し
た
よ
う
な
場
合
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
日

本
の
学
説
で
は
、
前
者
の
場
合
身
分
者
及
び
非
身
分
者
を
い
か
に
処
理
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
様
々
な
見
解
が
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
身
分

(

沼

)

(

日

)

者
を
間
接
正
犯
と
し
、
非
身
分
者
を
従
犯
と
す
る
見
解
ゃ
、
身
分
者
と
非
身
分
者
と
の
共
同
正
犯
と
す
る
見
解
ゃ
、
身
分
者
を
教
唆
犯
と
し
、

(

M

)

(

日
)

非
身
分
者
を
正
犯
と
す
る
見
解
ゃ
、
身
分
者
を
教
唆
犯
と
し
、
非
身
分
者
を
従
犯
と
す
る
見
解
、
な
ど
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
こ
の
場
合
に

(
白
川
)

お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
異
論
な
く
身
分
者
を
間
接
実
行
犯
と
し
、
非
身
分
者
を
従
犯
と
す
る
。
た
だ
し
、
非
身
分
者
は
、
特
別
な
場
合
に
は

(
幻
)

後
述
の
よ
う
に
脅
従
犯
と
な
り
う
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
国
家
公
務
員
が
非
国
家
公
務
員
を
し
て
脅
迫
・
誘
惑
を
手
段
と
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し
て
賄
賂
を
収
受
さ
せ
た
場
合
を
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
中
国
の
学
説
に
は
、

(
見
)

身
分
者
を
間
接
実
行
犯
と
し
、
非
身
分
者
を
従
犯
と
す
る
見
解
し
か
存
し
な
い
。



説

以
上
の
考
察
か
ら
す
る
と
、
中
国
の
学
説
に
お
い
て
も
共
犯
と
身
分
犯
に
関
す
る
議
論
は
日
本
と
同
様
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と

言
え
よ
う
。

論

2 

客
体
的
成
立
要
件
の
諸
相

一
部
の
少
数
説
は
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
お
よ
び
主
体
的
要
件
の
ほ
か
に
、
客
体
的
要
件
も

(
印
)

必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
説
に
よ
る
と
、
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
各
共
同
者
が
同
一
の
犯
罪
客
体
を
侵

害
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
中
国
の
学
説
に
お
け
る
犯
罪
客
体
と
い
う
概
念
が
、

日
本
に
お
け
る
犯
罪
客
体
の
概
念
と
は
異
な

っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
国
で
は
、
犯
罪
客
体
と
は
、
中
国
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
社
会
主

(ω) 

義
的
社
会
関
係
を
指
す
。
そ
し
て
、
更
に
犯
罪
の
社
会
政
治
的
な
意
義
を
示
す
た
め
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
の
性
質
を
決
定
す
る
こ
と
と

犯
罪
の
分
類
に
対
す
る
作
用
を
説
明
す
る
た
め
に
、
中
国
の
刑
法
理
論
は
、
犯
罪
客
体
を
次
の
よ
う
に
一
般
客
体
と
同
類
客
体
及
び
直
接
客

(
引
)

体
の
三
種
類
に
分
け
て
い
る
。

犯
罪
の
一
般
客
体
と
は
、
す
べ
て
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
を
受
け
る
客
体
を
指
す
。

つ
ま
り
、
中
国
刑
法
が
保
護
す
る
社
会
主
義
的

社
会
関
係
の
全
体
で
あ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、

い
か
な
る
犯
罪
も
、
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
社
会
主
義
的
社
会
関
係
を
侵
害
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
般
客
体
か
ら
は
、
犯
罪
に
共
通
の
本
質
を
抽
出
し
、
犯
罪
と
闘
う
社
会
的
・
政
治
的
意
義
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。

犯
罪
の
同
類
客
体
と
は
、
あ
る
種
類
の
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
共
通
し
て
侵
害
さ
れ
る
客
体
を
指
す
。

つ
ま
り
、
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
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る
社
会
関
係
の
あ
る
部
分
ま
た
は
あ
る
方
面
で
あ
る
。
中
国
刑
法
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
同
類
客
体
(
人
民
民
主
専
制
政
権
と
社
会
主
義

制
度
・
公
共
安
全
・
社
会
主
義
経
済
秩
序
・
公
民
の
人
身
の
権
利
と
民
主
の
権
利
・
全
人
民
所
有
の
財
産
権
利
と
公
民
個
人
が
合
法
的
に
所

有
す
る
財
産
の
権
利
・
社
会
管
理
秩
序
・
社
会
主
義
的
婚
姻
及
び
家
庭
の
関
係
・
国
家
機
関
の
正
常
な
活
動
)
に
基
づ
い
て
、
社
会
に
お
け

(

臼

)

(

臼

)

(

似

)

る
様
々
な
犯
罪
を
大
き
く
八
種
類
(
す
な
わ
ち
反
革
命
罪
・
公
共
の
安
全
に
危
害
を
及
ぽ
す
罪
・
社
会
主
義
経
済
秩
序
を
破
壊
す
る
罪
・
公

(

防

)

(

“

)

(

門

別

)

(

四

∞

)

民
の
人
身
の
権
利
・
民
主
的
権
利
を
侵
害
す
る
罪
・
財
産
を
侵
害
す
る
罪
・
社
会
の
管
理
秩
序
を
妨
害
す
る
罪
・
婚
姻
家
庭
を
妨
害
す
る
罪

(ω) 

・
瞳
職
罪
)
に
分
類
し
、
刑
法
各
則
の
体
系
を
打
ち
立
て
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
婚
姻
の
自
由
に
対
す
る
干
渉
・
重
婚
・
虐
待
・
遺
棄
な
ど

は
、
犯
罪
の
方
式
は
異
な
る
が
、
こ
れ
ら
が
害
す
る
犯
罪
の
客
体
は
共
通
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
も
社
会
主
義
的
婚
姻

及
び
家
庭
の
関
係
を
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
侵
害
し
て
い
る
も
の
は
同
類
客
体
で
あ
る
の
で
、
婚
姻
家
庭
を
妨
害
す
る
罪
の
章

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
犯
罪
の
同
類
客
体
の
研
究
は
、
各
種
の
異
な
る
犯
罪
に
よ
る
社
会
侵
害
性
を
認
識
し
、
正
し
く
罪
定
と
量
刑
を
行
い
、

(
河
)

刑
法
各
則
の
体
系
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
と
っ
て
、
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
さ
れ
る
。

犯
罪
の
直
接
客
体
と
は
、
あ
る
種
の
具
体
的
な
犯
罪
に
よ
り
直
接
侵
害
さ
れ
る
客
体
を
指
す
。

つ
ま
り
、
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
社

会
関
係
の
、
あ
る
具
体
的
部
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
傷
害
罪
の
直
接
客
体
は
、
他
人
の
健
康
で
あ
る
。
直
接
客
体
は
、
す
べ
て
の
具
体
的

か
つ
具
体
的
犯
罪
の
性
質
を
一
不
す
重
要
な
標
識
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
は
立
法
上
二
疋
の
具

(
九
)

体
的
な
犯
罪
類
型
を
設
け
る
こ
と
お
よ
び
正
し
く
罪
定
と
量
刑
を
行
う
こ
と
と
に
対
し
て
、
特
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
。

犯
罪
を
構
成
す
る
不
可
欠
な
要
件
で
あ
り
、

し
か
し
、
あ
る
一
つ
の
犯
罪
行
為
が
二
つ
以
上
の
具
体
的
な
社
会
関
係
を
侵
害
す
る
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
強
盗
罪
は
公
私

財
産
の
所
有
権
を
直
接
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
人
身
の
権
利
を
も
直
接
侵
害
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
中
国
の
刑
事
立
法
は
、

一
般
的
に
犯
罪
行
為
が
直
接
害
す
る
客
体
の
主
要
方
面
及
び
犯
罪
の
主
観
と
客
観
両
面
の
特
徴
に
よ
っ
て
犯
罪
の
分
類
を
行
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
、
強
盗
の
場
合
は
、
犯
罪
者
の
主
た
る
目
的
が
財
物
の
奪
取
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
国
の
刑
法
は
そ
れ
を
、
財
産
を
侵
害
す
る
罪
に
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説

(η) 

組
み
入
れ
た
の
で
あ
る
。

自命

こ
の
よ
う
な
中
国
に
お
け
る
犯
罪
の
客
体
に
関
す
る
理
論
か
ら
す
る
と
、
日
本
の
犯
罪
の
客
体
の
概
念
(
す
な
わ
ち
「
構
成
要
件
の
内
容

(η) 

た
る
行
為
の
対
象
」
)
と
異
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
日
本
に
お
け
る
刑
法
規
範
の
保
護
の
客
体
と
い
う
概
念
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
あ
る

(
九
)

と
言
え
よ
う
。

以
上
が
、
中
国
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
の
学
説
の
状
況
で
あ
る
。
こ
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
現
在
の
中
国
の
学
説
に
お
い

て
は
、
共
同
犯
罪
の
定
義
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
中
国
刑

法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
共
同
犯
罪
の
概
念
か
ら
す
る
と
、
共
同
犯
罪
の
成
立
に
と
っ
て
は
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
さ
え
備
え
れ
ば
、
十

分
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、

二
人
以
上
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
二
つ
の
要
件
が
充
足
さ
れ
え
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、

主
観
的
成
立
要
件
に
つ
い
て
言
え
ば
共
同
犯
罪
の
故
意
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
各
共
同
者
が
同
一
の
犯
罪
客
体
を
侵
害
す
る
こ
と
を
表
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
共
同
犯
罪
の
成
立
要
件
の
研
究
に
当
た
っ
て
は
、

な
に
よ
り
そ
の
主
観
的
成
立
要
件

と
客
観
的
成
立
要
件
と
の
内
容
を
更
に
研
究
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

第
二
三
条
「
主
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」

第
二
三
条
は
、
主
犯
お
よ
び
主
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
主
犯
お
よ
び
主
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
犯
罪
集
団
を
組
織
・
指
導
し
て
犯
罪
活
動
を
行
う
か
ま
た
は
共
同
犯
罪
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
し

た
者
は
、
主
犯
で
あ
る
」
、
「
主
犯
に
つ
い
て
は
、
本
法
各
則
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
重
き
に
従
い
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
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一
般
に
主
犯
に
は
二
種
類
あ
る
と
さ
れ
る
。

一
つ
は
、
犯
罪
集
団
を
組
織
・
指
導
し

中
国
の
学
説
で
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
ま
ず
、

(
布
)

て
犯
罪
活
動
を
行
う
者
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
本
稿
「
序
」
の
注
で
挙
げ
た
「
無
頼
集
団
」
の
事
案
で
の
甲
・
乙
・
丙
は
、
そ
の
よ
う
な
者

(
町
内

)

(

π

)

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
犯
罪
者
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
実
は
、
一
部
分
の
実
行

(
祁
)

犯
を
指
す
場
合
だ
」
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
被
告
人
甲
が
一
九
八
五
年
五
月
二
十
六
日
と
六
月
十
九
日
、
二
回
に
渡
っ
て
被

告
人
乙
を
糾
合
し
て
万
力
を
携
帯
し
て
あ
る
村
の
山
に
架
設
し
た
不
使
用
の
電
線
一
八
三
グ
ラ
ム
を
窃
取
し
た
」
と
い
う
事
案
に
お
い
て
の

(
内
)

そ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
中
国
刑
法
の
第
八
六
条
に
お
い
て
は
、
「
首
謀
者
の
定
義
」
に
つ
い
て
、
「
本
法
に
お
い

甲
が
、

て
首
謀
者
と
は
犯
罪
集
固
ま
た
は
集
合
的
犯
罪
に
お
い
て
組
織
・
計
画
指
揮
の
役
割
を
果
た
し
た
犯
罪
者
を
い
う
」
と
い
う
規
定
が
あ
る
の

(
初
)

で
、
主
犯
に
は
以
上
の
よ
う
な
二
種
類
の
ほ
か
に
、
集
合
的
犯
罪
に
お
い
て
組
織
・
計
画
・
指
揮
の
役
割
を
果
た
し
た
者
も
含
め
る
べ
き
で

(
剖
)

あ
る
と
い
う
見
解
が
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
形
式
的
に
は
、
こ
の
見
解
は
賛
成
し
難
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
実
質
的
(
つ
ま
り

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

「
犯
罪
集
団
」
と
「
集
合
的
犯
罪
」
と
の
本
質
的
な
区
別
は
一
体
何
処
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
)
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
検
討
の
余
地
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
本
条
の
主
犯
と
八
六
条
の
首
謀
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
中
国
の
学
説
に
は
議
論
が
存
す
る
。
そ
の
議
論
を
要

約
す
れ
ば
、
以
下
の
二
つ
の
見
解
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
主
犯
は
す
べ
て
が
首
謀
者
と
は
限
ら
な
い
が
、
逆
に
ま
た
首
謀
者
も
必
ず
主
犯

(
幻
)

で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
主
犯
は
す
べ
て
が
首
謀
者
と
は
限
ら
な
い
が
、
逆
に
主
謀
者
は
必
ず
し
も
す
べ
て
が
主
犯
で

(
お
)

は
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
以
上
の
二
つ
の
見
解
を
比
較
す
る
と
、
主
犯
は
す
べ
て
が
首
謀
者
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
異

な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
首
謀
者
が
必
ず
す
べ
て
主
犯
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
相
違
が
み
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
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も
し
首
謀
者
を
犯
罪
集
団
で
の
首
謀
者
と
集
合
的
犯
罪
で
の
首
謀
者
と
に
区
別
す
る
な
ら
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
、
首
謀
者
は
必
ず

主
犯
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
に
お
い
て
は
首
謀
者
は
必
ず
し
も
主
犯
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

実
質
的
な
観
点
か
ら
は
、
法
律
自
体
が
そ
の
両
者
を
区
別
す
る
理
由
が
、
果
た
し
て
何
処
に
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ



説

る
次
に
、
本
条
第
二
項
で
は
、
主
犯
に
つ
い
て
、
「
本
法
各
則
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
重
き
に
従
い
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

論

と
規
定
し
て
い
る
。
学
説
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
い
う
「
本
法
各
則
に
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
」
と
は
、
各
則
の
条
文
の
な
か
に
お
い
て

犯
罪
集
団
の
首
謀
者
に
対
し
て
法
定
刑
を
特
に
定
め
て
い
る
条
文
の
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
九
八
条
の

「
反
革
命
集
団
を
組
織
・
指

導
し
た
者
は
、

五
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
そ
の
他
反
革
命
集
団
に
積
極
的
に
加
わ
っ
た
者
は
、

五
年
以
下
の
有
期
懲
役
・
拘
役
・

管
制
ま
た
は
政
治
的
権
利
の
剥
奪
に
処
す
る
」
と
い
う
規
定
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件
を
処
理
す
る
と
き
に
は
、

各
則
の
規
定
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
則
の
条
文
に
規
定
す
る
刑
罰
の
種
類
ぴ
刑
期
に
基
づ
い
て
処
罰
し
、
各
則
の
条
文
に
規
定
の
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、

本
項
の
規
定
に
照
ら
し
て
重
き
に
従
い
処
罰
す
る
。

(
似
)

ま
た
、
中
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
集
団
」
と
は
、
犯
罪
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ
た
犯
罪
組
織
を
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
反
革
命
集
団
、
略
奪
集
団
、
不
良
集
団
、
窃
盗
集
団
、
密
輸
集
団
、
汚
職
集
団
、
殺
人
集
団
、
放
火
集
団
等
で
あ
る
。
中
国
の

(
お
)

一
般
に
、
犯
罪
集
団
は
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

学
叫
祝
に
よ
れ
ば
、

②①  

二
人
以
上
か
ら
成
っ
て
い
る
こ
と
。

一
定
の
組
織
性
が
あ
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
成
員
の
間
で
は
指
導
と
被
指
導
と
の
分
業
が
あ
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
成
員
を
、

首
謀
者
と
一
般
的
な
人
員
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

④③  

犯
罪
的
目
的
性
を
有
す
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
犯
罪
集
団
は
一
種
あ
る
い
は
多
種
の
犯
罪
を
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

一
定
の
安
定
性
が
あ
る
こ
と
。

つ
ま
り
、
犯
罪
集
団
は
数
回
の
犯
罪
を
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
犯
罪
組
織
な
の
で
、

そ
れ
は
一
回
の

犯
罪
を
行
っ
た
後
も
依
然
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
数
回
の
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
を
そ
の
成
立
の
要
件
と
し
な
い
。
す
な
わ

ち
、
そ
れ
が
数
回
の
犯
罪
を
行
う
た
め
に
作
ら
れ
た
組
織
で
あ
る
こ
と
を
究
明
す
れ
ば
、

一
回
の
犯
罪
し
か
行
わ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

北法46(5・234)1366

そ



れ
は
や
は
り
犯
罪
集
団
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
①
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
学
説
に
は
反
論
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
反
論
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
集
団
の
主
体
に
つ
い
て
は
、
二

人
以
上
で
も
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
「
集
団
と
い
う
も
の
は
仲
間
を
組
む
こ
と
と
同
義
で
あ
る
が
、
し
か
し
二
人
の
間
で
も
仲

間
を
組
む
こ
と
は
で
き
る
の
で
、
犯
罪
集
団
も
二
人
以
上
に
よ
っ
て
作
る
こ
と
が
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
と
他
の
国

(
前
)

の
立
法
の
例
か
ら
見
る
と
、
す
べ
て
二
人
以
上
の
共
同
の
故
意
に
よ
る
犯
罪
を
共
犯
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
求
め

ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
犯
罪
集
団
が
成
立
す
る
に
は
、
二
人
以
上
の
者
の
結
合
を
以
て
足
り
る
か
、

そ
れ
と
も
三
人
以
上
で
あ
る
こ

と
を
要
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
非
常
に
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
周
知
の
よ
う
に
日
本
の
刑
法
理
論
で
も
こ
の
問
題
に
関
し
て
の

議
論
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
は
本
稿
の
第
四
章
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
は
と
り
あ

え
ず
中
国
の
学
説
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
②
・
③
・
④
と
い
う
よ
う
な
前
述
の
特
徴
は
、
二
人
の
間
に
お
い
て
も
存
在
し
う
る
点
だ
け
を
指

摘
す
る
に
留
め
る
こ
と
に
す
る
。

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

一
部
の
刑
法
学
者
は
、
犯
罪
集
団
を
組
織
・
指
導
し
て
犯
罪
活
動
を
行
う
者
と
し
て
の
主
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
組
織
の

(
幻
)

故
意
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
し
た
う
え
で
、
こ
の
「
組
織
の
故
意
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
組
織

な
お
、

の
故
意
と
は
、
自
己
の
行
為
が
犯
罪
集
団
を
組
織
・
画
策
・
指
導
す
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
か
っ
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
社
会

に
危
害
を
加
え
る
こ
と
を
知
り
、
か
か
る
結
果
の
発
生
を
希
望
し
ま
た
は
放
任
し
て
い
る
心
理
状
態
を
い
う
」
と
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
個

人
的
な
刑
事
責
任
の
観
点
か
ら
は
、
こ
れ
は
評
価
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ
る

も
う
一
つ
の
主
犯
(
つ
ま
り
「
共
同
犯
罪
に
お
い
て
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
」
者
)

手」

'
h
y
e
』、

』

Y

』

の
成
立
の
た
め
に
は
、
「
実
行
の
故
意
」

を
要
す
る
と
い
う
点
を
、
私
は
こ
こ
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
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説

第
二
四
「
従
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」

論

第
二
四
条
は
、
従
犯
お
よ
び
従
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
従
犯
お
よ
び
従
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
共
同
犯
罪
に
お
い
て
副
次
的
な
ま
た
は
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
は
、
従
犯
で
あ
る
」
、
「
従
犯
に
つ

い
て
は
、
主
犯
と
比
較
し
て
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
処
罰
を
減
軽
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

中
国
の
学
説
で
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、

ま
ず
一
般
に
従
犯
に
は
次
の
二
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い

て
副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
副
次
的
な
実
行
犯
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
補
助
的
な
役
割

(∞∞) 

を
果
た
し
た
者
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
助
犯
で
あ
る
。

「
副
次
的
な
役
割
」
と
は
、
犯
罪
集
団
の
活
動
に
お
い
て
、
主
犯
の
命
令
を
受
け
て
あ
る
犯
罪
活
動
を
行
い
、

あ
る
い
は
一
般
的
な
共
同

犯
罪
活
動
に
お
い
て
、
直
接
に
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
ま
た
は
情
状
の
比
較
的
軽
い
こ
と
等
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い

(
邸
)

る
。
た
と
え
ば
、
「
甲
は
自
分
の
妻
乙
と
丁
を
殺
す
と
い
う
こ
と
を
企
て
た
が
、
し
か
し
甲
は
夫
婦
の
力
だ
け
で
丁
を
殺
す
こ
と
は
不
可
能

な
の
で
、
従
兄
弟
で
あ
る
丙
に
手
伝
っ
て
欲
し
い
と
頼
ん
だ
。
最
初
内
は
断
わ
っ
た
が
、
甲
が
内
に
再
三
要
求
し
た
上
、

も
し
一
緒
に
丁
を

殺
し
た
な
ら
ば
二
五

0
キ
ロ
の
小
麦
を
与
え
る
と
申
し
向
け
た
の
で
、
よ
う
や
く
同
意
し
た
。
あ
る
日
、
甲
は
丙
を
自
分
の
家
に
呼
ん
で
き

た
後
、
自
分
で
縄
を
持
っ
て
乙
及
び
丙
と
と
も
に
突
然
丁
の
家
に
入
っ
て
、
甲
が
了
を
転
倒
さ
せ
、
乙
と
内
と
が
そ
れ
ぞ
れ
丁
の
手
足
を
押

(
川
町
)

さ
え
、
甲
が
縄
で
丁
の
頚
部
を
縛
り
、
丁
を
死
に
致
し
た
場
合
」
、
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
「
補
助
的
役
割
」
と
は
、
犯
罪
道
具
を
提
供
し
た

(
川
出
)

り
、
障
害
を
排
除
し
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
他
人
が
犯
罪
を
行
う
こ
と
を
封
印
助
す
る
こ
と
を
い
う
。
例
を
あ
げ
れ
ば
、

A
が
B
を
殺

害
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

C
か
ら
拳
銃
を
提
供
さ
れ
、

そ
の
後
A
は
C
の
提
供
し
た
拳
銃
で

B
を
殺
害
し
た
と
い
う
場
合
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
中
国
の
学
説
の
中
に
は
、
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
従
犯
に
は
有
助
犯
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
従
犯
と
は
、
主
犯
が
犯
罪
を
実
行
す
る
前
後
あ
る
い
は
犯
罪
を
実
行
中
に
、

そ
の
犯
罪
行
為
を
暫
助
す
る
者
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
、
従
犯
と
主
犯
と
の
区
別
は
、
主
に
従
犯
が
直
接
的
に
は
犯
罪
行
為
の
実
行
に
参
加
し

(

巾

出

)

な
い
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
、
従
犯
は
す
な
わ
ち
常
助
犯
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

見
解
も
あ
る
、

だ
が
、
以
上
の
二
種
類
の
従
犯
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
存
す
る
。
通
説
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
は
、
「
補
助
的
な
役
割
」
を
果

た
し
た
も
の
自
体
は
「
副
次
的
な
役
割
」
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
に
対
し
て
、
「
副
次
的
な
役
割
」
を
果
た
し
た
も
の
は

必
ず
し
も
「
補
助
的
な
役
割
」
を
果
た
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
こ
の
意
味
か
ら
す
る
と
す
べ
て
の
有
助
犯
は
従
犯
に
属
し
て
い
る
と
い

(
幻
)

つ
で
も
差
し
支
え
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
説
に
反
し
て
、
少
数
説
は
、
封
巾
助
犯
と
い
っ
て
も
必
ず
し
も
す
べ
て
が
従
犯
と
は
い

え
な
い
、
何
故
な
ら
ば
暫
助
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
場
合
に
は
、
主
犯
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

(
川
町
)

ら
で
あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
甲
・
乙
・
丙
三
人
が
あ
る
橋
を
爆
破
す
る
こ
と
に
つ
い
て
共
謀
し
た
結
果
、
甲
が
爆
薬
の
入
手

を
分
担
し
、

乙
が
丙
と
と
も
に
橋
を
爆

乙
・
丙
が
実
行
す
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
決
め
た
が
、
翌
日
甲
が
入
手
し
た
爆
薬
を
乙
・
丙
に
渡
し
、

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

乙
・
丙
は
実
行
犯
で
あ
る
が
、

し
か
し
甲
は
こ
の
例
の
な
か
で
は

破
し
た
場
合
に
は
、
分
担
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
甲
は
常
助
犯
で
あ
り
、

主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
、
主
犯
と
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
中
国
刑
法
で
の
従
犯
に

関
す
る
規
定
が
「
脅
助
」
と
い
う
用
語
を
避
け
て
「
補
助
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
こ
と
自
体
は
、
補
助
的
な
行
為
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て

あ
く
ま
で
副
次
的
な
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
封
巾
助
的
な
甲
は
主
要
な
役
割
を
果
た
す
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

(
川
町
)

る
の
で
、
中
国
刑
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る
共
同
犯
罪
に
お
い
て
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
は
、
有
助
犯
で
は
な
く
補
助
犯
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
。
以
上
の
議
論
か
ら
見
る
と
、
議
論
の
焦
点
は
主
に
刑
法
規
定
自
体
に
あ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
中
国
の
刑
法
は
、
主
に
行
為
者

そ
の
役
割
に
つ
い
て
の
判
断
標
準
は
、

(
%
)
 

か
な
り
不
明
確
で
あ
る
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、
「
補
助
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
封
印
助
的
お
よ
び
副
次
的
な
意
味
を
含
む
の
で
、
こ
と
さ
ら
「
副

の
共
同
犯
罪
に
お
け
る
役
割
に
よ
っ
て
、

そ
れ
を
主
犯
と
従
犯
と
に
分
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

北法46(5・237)1369 



説

次
的
な
役
割
」
と

「
補
助
的
役
割
」
と
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

吾ι
日間

ま
た
、
有
助
犯
の
成
立
の
た
め
に
は
、
む
市
助
故
意
と
脅
助
行
為
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
脅
助
行
為
と
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
補
助

(
幻
)

的
な
役
割
を
果
た
し
た
行
為
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
常
助
故
意
と
は
、
自
己
が
他
人
の
実
行
す
る
犯
罪
を
脅
助
す
る
こ
と
及
び
自
己
の
行

為
に
よ
っ
て
他
人
の
実
行
す
る
犯
罪
の
た
め
の
条
件
を
作
り
出
す
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
実
行
行
為
に
よ
っ
て
社
会
に
危
害
を
加
え
る
結
果

(
M
m
)
 

の
発
生
を
希
望
し
ま
た
は
放
任
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
犯
の
構
成
要
件
と
は
何
か
と
い
う
研
究
は
、
今
の
と
こ

ろ
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
の
学
説
は
な
ぜ
従
犯
の
構
成
要
件
を
研
究
し
な
か
っ
た
か
。
そ
の
理
由
は
、

そ
ら
く
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
る
二
種
類
の
従
犯
か
ら
は
、
共
通
点
を
見
出
だ
し
難
く
、

ま
た
副
次
的
実
行
犯
と
実
行
犯
と
の
区
別
が
、
不
可

能
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
従
犯
の
処
罰
に
関
し
て
は
、
本
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
「
従
犯
に
つ
い
て
は
、
主
犯
に
比
較
し
て
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
処

罰
を
軽
減
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
中
国
の
学
説
は
、

そ
の
規
定
の
理
由
を
、
従
犯
は
共
同
犯
罪
に
お
い
て
、

般
的
に
そ
の
果
た
す
役
割
が
主
犯
よ
り
相
対
的
に
小
さ
い
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

第
二
五
条
「
脅
従
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」

第
二
五
条
は
、
脅
従
犯
お
よ
び
脅
従
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
脅
従
犯
お
よ
び
脅
従
犯
の
処
罰
原
則

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
脅
迫
、
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
情
状
に
照
ら
し
て
、
従
犯
に

比
較
し
て
処
罰
を
軽
減
す
る
か
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
。

(ω) 

中
国
の
学
説
で
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
ま
ず
、
脅
従
犯
に
は
二
種
類
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、
脅
迫
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ

北法46(5・238)l370 
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っ
た
者
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
者
で
あ
る
。
前
者
の
「
脅
迫
さ
れ
」
と
は
、
犯
罪
行
為
の
実
行
に
加
わ
る

ょ
う
強
要
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。
こ
の
場
合
、
脅
迫
さ
れ
た
者
は
完
全
に
は
意
志
の
自
由
を
喪
失
し
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
の
行
っ
た
犯
罪

(
削
)

に
つ
い
て
は
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
甲
と
乙
と
が
丁
女
を
輪
姦
す
る
と
き
、
丙
が
そ
の
現

場
に
い
た
が
、
甲
・
乙
は
丙
が
こ
の
こ
と
を
他
人
に
教
え
る
こ
と
を
心
配
し
て
、
丙
に
対
し
て
丁
を
強
姦
す
る
よ
う
勧
め
た
が
、
丙
は
断
わ

(
則
)

っ
た
。
そ
こ
で
、
甲
・
乙
が
丙
を
殴
打
し
た
結
果
、
丙
が
丁
を
強
姦
し
た
よ
う
な
場
合
」
ゃ
、
「
留
守
番
を
し
て
い
た
乙
が
銃
器
・
弾
薬
の

(
剛
山
)

倉
庫
の
強
盗
を
企
て
た
甲
に
ナ
イ
フ
で
驚
か
さ
れ
た
結
果
、
自
ら
鍵
で
倉
庫
の
ド
ア
を
聞
け
て
甲
の
犯
罪
行
為
を
完
成
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
」

な
ど
で
あ
る
。
後
者
の
い
わ
ゆ
る
「
誘
惑
さ
れ
る
」
と
は
、
事
実
を
歪
曲
さ
れ
、
真
相
を
知
ら
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
共
同
犯
罪
に
参
加

(
邸
)

す
る
こ
と
を
い
う
。

「共謀共同正犯」に関する試論(3 ) 

次
に
、
脅
従
犯
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
存
す
る
。
そ
の
議
論
は
、
主
に
以
下
の
二
つ
の
見
解
に
纏
め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
脅
従
犯

(
山
間
)

の
特
徴
は
脅
迫
・
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
点
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
第
二
は
、
脅
従
犯
は
脅
迫
・
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ

っ
た
と
い
う
特
徴
を
持
つ
ほ
か
に
、
そ
れ
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
が
比
較
的
小
さ
い
と
い
う
特
徴
も
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ

(
肪
)

る
。
な
お
、
第
二
の
見
解
に
関
し
、
二
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
脅
従
犯
の
主
要
な
特
徴
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
更
に
二
種
類

の
意
見
に
分
か
れ
て
い
る
。

(
鵬
)

で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
比
較
的
小
さ
い
と
い
う
の
が
そ
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で

(
即
)

あ
る
。
し
か
し
、
私
は
、
こ
の
よ
う
な
議
論
は
余
り
意
味
が
な
い
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
も
し
こ
の
二
つ
の
点
が
脅
従
犯
の
特
徴
で
あ
る

一
つ
は
、
脅
迫
・
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
と
い
う
特
徴
が
脅
従
犯
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
と
す
る
見
解

北法46(5・239)1371

と
す
る
な
ら
ば
、
脅
従
犯
の
成
立
に
と
っ
て
ど
ち
ら
も
不
可
欠
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
、
第
一
の
見
解
と
第
二
の
見
解
と
の
差
異
に

あ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
第
一
の
見
解
に
よ
る
と
、
行
為
者
が
脅
迫
・
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
参
加
す
る
場
合
に
、

そ
の
行
為
者
を
脅
従
犯
と

す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
第
二
の
見
解
で
は
、
行
為
者
が
脅
迫
・
誘
惑
さ
れ
て
犯
罪
に
参
加
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
共
同
犯
罪



5見

に
お
い
て
果
た
す
役
割
が
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
以
上
、

そ
の
行
為
者
は
脅
従
犯
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
は
ピ
ス
ト
ル
で

乙
に
対
し
て
あ
る
鉄
道
の
橋
を
爆
発
す
る
よ
う
脅
迫
し
た
が
、

乙
に
お
い
て
は
自
分
の
生
命
を
保
つ
た
め
に
、
橋
を
通
行
し
て
い
る
列
車
を

幸子ふ
民間

顧
慮
せ
ず
橋
を
爆
破
し
て
列
車
を
転
覆
さ
せ
た
場
合
に
は
、
第
一
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
乙
は
脅
従
犯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

第
二
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

乙
は
脅
従
犯
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
中
国
刑
法
第
二
五
条
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
第
二
の

見
解
は
無
理
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
条
を
見
る
か
ぎ
り
、
脅
従
犯
の
成
立
に
と
っ
て
は
、
行
為
者
が
共
同
犯
罪
に
お

い
て
果
た
し
た
役
割
は
何
の
関
係
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
脅
従
犯
が
行
っ
た
行
為
は
、
封
巾
助
の
行
為
に
限
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
肯
定
説
と
否
定
説
と
が
対
立
し
て

(
邸
)

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
肯
定
説
で
は
脅
従
犯
が
行
う
行
為
と
し
て
は
脅
助
の
行
為
し
か
存
し
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
否

(
削
)

定
説
で
は
そ
の
行
為
に
は
常
助
の
行
為
の
み
な
ら
ず
、
実
行
行
為
を
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
に
鑑
み
る
な
ら

ば
、
肯
定
説
は
成
立
し
難
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
ば
、
二
五
条
に
い
わ
ゆ
る
犯
罪
に
加
わ
っ
た
と
は
、
行
為
者
が
共
同
犯
罪
に
参
加
す
る
こ

と
を
指
す
が
、

し
か
し
共
同
犯
罪
行
為
は
か
な
ら
ず
し
も
布
助
の
行
為
に
限
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、
本
条
に
よ
る
と
、
脅
従
犯
に
つ
い
て
は
「
犯
罪
の
情
状
に
照
ら
し
て
、
従
犯
に
比
較
し
て
処
罰
を
軽
減
す
る
か
ま
た
は
免
除
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
で
は
、
脅
従
犯
に
対
し
て
は
な
ぜ
従
犯
に
比
較
し
て
処
罰
を
軽
減
す
る
か
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
国
の
学
説
は
、

一
般
に
以
下
の
二
つ
の
点
に
そ
の
理
由
を
求
め
て
い
る
。
第
一
に
、
脅
従
犯
は
完
全
に
自
発
的
に

犯
罪
に
参
加
す
る
の
で
は
な
く
、
し
か
も
犯
罪
全
体
の
活
動
の
な
か
で
果
た
し
た
役
割
は
比
較
的
小
さ
く
、
社
会
に
加
え
る
危
害
は
最
も
小

(
別
)

さ
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
脅
従
犯
の
行
為
者
の
危
険
性
は
小
さ
く
て
、
再
び
犯
罪
を
起
こ
す
可
能
性
は
極
め
て
低
い
と
い
う
点
で

(
山
)

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
私
は
、
こ
の
二
つ
の
理
由
づ
け
に
つ
い
て
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
脅
従
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果

た
し
た
役
割
は
必
ず
し
も
小
さ
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
同
時
に
、
再
び
犯
罪
を
起
こ
す
可
能
性
も
低
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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以
上
、
中
国
刑
法
に
お
け
る
脅
従
犯
及
び
そ
れ
を
巡
る
論
争
を
概
観
し
て
き
た
が
、

ち
な
み
に
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
最
近
、
中
国

で
は
こ
の
規
定
を
改
正
し
あ
る
い
は
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
あ
る
。
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
主
に

(
山
)

次
の
よ
う
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
第
一
に
、
「
誘
惑
さ
れ
て
」
と
い
う
部
分
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
そ

の
理
由
は
、
誘
惑
さ
れ
る
の
は
脅
従
犯
の
特
徴
で
は
な
い
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
脅
従
犯

は
、
脅
迫
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
者
だ
け
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
第
二
に
、
「
従
犯
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
部

分
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
共
同
犯
罪
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
従
犯
が
な
く
、
脅
従
者
と
被
脅
従
者
だ
け
し
か
な

い
こ
と
か
ら
、
「
従
犯
に
照
ら
し
て
」
と
い
う
規
定
の
意
味
が
な
く
、
し
か
も
脅
従
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
従
犯
に
比

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る
。
以
上
の
点
に
鑑
み
て
、
こ
の
見
解
は
、
現
行
刑
法
典
に
お
け

ぺ
て
必
ず
し
も
小
さ
い
と
は
い
え
な
い
、

る
脅
従
犯
の
規
定
を
以
下
の
よ
う
に
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
脅
迫
さ
れ
て
犯
罪
に
加
わ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

そ
の
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
従
っ
て
処
罰
を
軽
減
す
る
か
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
改
正
す
べ
き
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
削
除
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
脅
従
犯
と
し
て
認
定
さ
れ
た
判
例
は
、
非
常
に
少
な
い
の
で
、
こ
れ
を
保
持
す
る
必
要
性
は
ま
っ
た

(
凶
)

く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
及
び
上
述
の
脅
従
犯
に
閲
す
る
議
論
か
ら
見
る
と
、
中
国
の
学
説
に

お
い
て
は
、
脅
従
犯
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
の
研
究
が
更
に
進
む
こ
と
が
期
待
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
そ
の
場
合
に
は
、
脅
従
犯

(

川

山

)

(

凶

)

と
中
国
刑
法
二
二
条
の
寸
不
測
の
で
き
ご
と
」
お
よ
び
一
八
条
の
「
緊
急
避
難
」
と
の
関
係
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

五

第
二
六
条
「
教
唆
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」

第
二
六
条
は
、
教
唆
犯
お
よ
び
教
唆
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
教
唆
犯
お
よ
び
教
唆
犯
の
処
罰
原
則
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説

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
他
人
を
教
唆
し
て
罪
を
犯
さ
せ
た
者
は
、
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
照
ら
し
て
処

罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
一
八
歳
未
満
の
者
を
教
唆
し
て
罪
を
犯
さ
せ
た
者
は
、
重
き
に
従
い
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
教
唆

前命

者
が
教
唆
さ
れ
た
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と

こ
の
規
定
に
関
し
、
中
国
の
学
説
に
お
い
て
は
、

ま
ず
教
峻
犯
の
種
類
に
つ
い
て
の
議
論
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
条
に
規
定
さ
れ
る
教
唆

犯
が
共
同
犯
罪
に
お
け
る
も
の
だ
け
を
指
す
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
以
下
の
二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
凶
)

六
条
に
は
共
同
犯
罪
に
お
け
る
教
唆
犯
と
非
共
同
犯
罪
に
お
け
る
教
唆
犯
と
が
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
の
理
由
づ
け
は
、
被
教
唆
者

(
凶
)

が
教
唆
さ
れ
た
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
場
合
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
も
処
罰
す
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
第
二
六
条
に

(
川
)

は
共
同
犯
罪
に
お
け
る
教
唆
犯
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
の
理
由
づ
け
は
、
被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
罪
を
犯
さ
な
か
っ

(
凶
)

た
場
合
は
、
教
唆
犯
に
と
っ
て
ま
さ
に
未
遂
だ
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
と
し
て
は
、
第
二
六
条
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
見

一
つ
は
、
第

解
は
十
分
成
り
立
つ
と
思
う
。

次
に
、
中
国
の
学
説
に
は
、
教
唆
犯
の
処
罰
に
関
し
て
、
議
論
が
存
す
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
条
で
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
の
処

罰
は
以
下
の
一
二
つ
の
場
合
に
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
罪
を
犯
し
た
場
合
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

教
唆
犯
に
つ
い
て
は
、

そ
の
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
従
っ
て
処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
②

一
八
歳
未
満
の
者
を
教
唆
し
て
罪

を
犯
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
、
重
き
に
従
っ
て
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
③

被
教
唆
者
が
教

唆
さ
れ
た
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
軽
減
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
一
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
②
の
場
合
を
除
い
て
激
し
い
議
論
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

①
の
場
合
に
関
す
る
議
論
は
、

主
に
教
唆
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
い
か
に
理
解
す
べ
き
か
と
い
う
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点
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
教
唆
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
何
か
と
い
う
点
に
議
論
が
集
約
さ
れ

(
印
)

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
三
つ
の
見
解
が
あ
る
。
第
一
は
、
そ
の
役
割
は
教
唆
犯
の
犯
罪
の
情
状
で
あ
る
と
い

う
見
解
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
教
唆
の
方
法
と
被
教
唆
者
の
人
数
お
よ
び
教
唆
行
為
の
程
度
な
ど
に
よ
っ
て
、

そ
の
役

割
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
は
、
そ
の
役
割
は
教
唆
犯
の
犯
罪
の
情
状
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
後
の
結
果
お
よ
び
犯
罪
中
・
犯
罪
後

(

m

)

(

限
)

の
態
度
を
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
教
唆
犯
の
行
為
者
の
危
険
性
お
よ
び
そ
の
犯
罪

(
凶
)

後
の
態
度
な
ど
に
よ
っ
て
、
そ
の
役
割
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
三
は
、
そ
の
役
割
は
教
唆
行
為
自
体
の
共
同
犯
罪
中
に
お
け
る
地
位

(
以
)

と
危
害
性
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
の
議
論
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
問
題
を
究
明
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
教
唆
犯
は
共
同
犯
罪
に
お
い
て
あ
く
ま
で
教
唆
の
役
割
し
か
果
た
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

③
の
場
合
の
処
罰
原
則
(
教
唆
犯
に
つ
い
て
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
)
に
つ
い
て
は
、
肯
定
説
と
否
定

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

説
と
が
対
立
し
て
い
る
。
肯
定
説
の
理
由
づ
け
は
、
被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
場
合
に
は
教
唆
未
遂
と
な
る
の
で
、
本

(

防

)

(

凶

)

条
の
教
唆
犯
に
つ
い
て
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
軽
減
す
る
と
い
う
規
定
は
、
二

O
条
の
未
遂
犯
の
規
定
と
合
致
す
る
と
い

う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
否
定
説
は
、
以
下
の
二
つ
の
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。
第
一
は
、
こ
の
場
合
、
被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
犯
罪
を
犯

(

凶

)

(

邸

)

さ
な
か
っ
た
の
で
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
そ
の
教
唆
し
た
行
為
に
よ
っ
て
予
備
犯
と
し
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

(
凶
)

第
二
は
、
こ
の
場
合
、
教
唆
犯
に
と
っ
て
は
そ
の
教
唆
の
行
為
を
遂
げ
た
の
で
、
既
遂
犯
と
し
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
で
あ

(
瑚
)

る
。
し
か
し
、
私
は
、
も
し
こ
の
場
合
確
か
に
処
罰
す
る
必
要
性
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
独
立
の
教
唆
罪
と
し
て
規
定
し
た
ほ
う
が
い
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。
と
い
う
の
は
、
以
上
の
賛
否
の
両
説
の
い
ず
れ
を
採
っ
て
も
、
第
一
項
の
被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
犯
罪
を
犯
し
た
場

合
の
予
備
・
未
遂
・
既
遂
と
い
う
形
態
と
重
な
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
中
国
に
お
け
る
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
の
判
例
理
論
を
窺
う
た
め
に
、
教
材
・
案
例
匪
編
な
ど
の
本
に
引
用
さ
れ
た
共
同
犯
罪
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説

(
問
)

に
関
す
る
幾
つ
か
の
裁
判
例
お
よ
び
中
国
の
人
民
法
院
・
人
民
検
察
院
に
お
け
る
審
理
・
起
訴
の
過
程
に
お
け
る
議
論
を
、
以
下
に
挙
げ
て

置
き
た
い
。

者'b.a岡

主
犯
の
裁
判
例

「
裁
判
例
ご

(
印
)

犯
罪
集
団
の
首
謀
者
(
主
犯
)
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
。

①
一
九
八
二
年
九
月
下
旬
、
被
告
人
A

(
男
、
三
七
歳
、
「
大
同
酒
家
」

(
事
実
の
概
要
)

男
、
二
六
歳
、
無
頼
ボ
ス
)
・
被
告
人
B

の
副
社
長
)
・
被
告
人
C

(
男
、
二
八
歳
)
・
被
告
人
D

C
-
D
両
被
告
人
が
飲
食
を
提
供
す
る

(
女
、
二
三
歳
)

が
共
謀
で
画
策
し
た
後
、

と
い
う
名
目
で
、
女
性
労
働
者
甲
を
踊
し
て
被
告
人
A
の
家
に
連
れ
て
き
た
。
食
後
、

A
-
B
両
被
告
人
が
脅
迫
を
加
え
て
甲
を
輪
姦
し
た
。

②
同
年
十
月
上
旬
、
被
告
人
ら
が
前
掲
と
同
様
な
手
段
で
女
性
労
働
者
乙
を
踊
し
て
被
告
人

B
の
寄
宿
舎
に
連
れ
て
き
て
、
乙
に
酒
を
飲
ま

せ
て
酔
わ
せ
た
の
ち
、

A
が
乙
を
強
姦
し
た

O

B
が
強
姦
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
乙
が
泣
き
叫
ん
だ
の
で
未
遂
に
終
わ
っ
た
。
③

一
九
八
三
年
夏
の
あ
る
日
の
晩
、
被
告
人
A
ら
三
人
が
恋
愛
を
す
る
こ
と
を
偽
っ
て
通
り
が
か
り
の
女
性
丙
を
「
大
同
酒
家
」
に
連
れ
て
き

た
。
そ
こ
で
、

A
-
B
両
被
告
人
の
画
策
に
よ
っ
て
丙
を
踊
し
て

B
の
寄
宿
舎
ま
で
連
れ
て
き
た
後
、

A
が
脅
迫
を
以
て
丙
を
強
姦
し
た
。

④
一
九
八

O
年
か
ら
一
九
人
二
年
ま
で
、
被
告
人

A
-
B
が
被
告
人
C

・
E

二
五
歳
、
「
大
同
酒
家
」

の
調
理
師
)

男、

ら
を
糾
合
し
て
、

B
の
職
権
を
利
用
し
客
を
招
い
て
飲
食
を
提
供
す
る
と
い
う
手
段
で
婦
女
を

A

騎
し
て
「
大
同
酒
家
」
等
の
場
所
で
、
単
独
ま
た
は
共
同
で
一

八
名
の
女
性
を
輪
姦
(
張
繋
行
為
も
含
む
)

し
た
。
そ
の
う
ち
、
被
告
人
A
が
十
一
名
を
姦
淫
し
、
被
告
人

B
が
八
名
を
姦
淫
し
た
。
特
に

犯
情
の
悪
質
な
の
は
、

A
-
B
両
被
告
人
が
精
神
病
の
あ
る
女
性
労
働
者
丁
を
輪
姦
し
た
後
、
ビ
ー
ル
瓶
の
頚
部
を
丁
の
腹
部
に
挿
入
し
た

(
問
)

被
告
人
A
-
B
は
、
首
謀
者
と
し
て
無
頼
・
強
姦
の
集
団
を
結
成
し
、
し
か
も
犯
罪
場
所
を
提

点
、
な
ど
で
あ
る
。

(
判
決
の
要
旨
)

以供
てし
死
刑無
に頼
処・
すごで強
る，>4姦
。の

犯
罪
活
動
を
行

そ
の
罪
状
が
非
常
に
重
大
で
あ
り
、

か
つ
犯
罪
の
情
状
も
非
常
に
悪
質
で
あ
り
、

よ
っ
て
法
を
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「
裁
判
例
二
」

(

邸

)

(

郎

)

集
合
的
犯
罪
の
首
謀
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
。

(
事
実
の
概
要
)

①
被
告
人
A

五
一
歳

は
同
じ
職
場
に
務
め
て
い
た
が
、
度
々
仕
事
の

(
男
、
三
二
歳
、
図
書
槌
職
員
)
・
B

男、

暇
を
利
用
し
て
反
動
思
想
者
と
交
流
し
、
幾
つ
か
の
共
産
党
お
よ
び
政
府
に
不
満
を
持
っ
て
い
る
人
を
組
織
化
し
た
。
②
あ
る
日
、
彼
ら
は
、

被
告
人
C

(
男
、
二
一
四
歳
、
農
民
)
・
D

(
男
、
二
四
歳
、
農
民
)

ら
を
集
め
て

C
の
家
に
お
い
て
山
岳
で
遊
撃
戦
を
行
う
た
め
の
会
議
を

聞
い
た
。
こ
の
会
議
で
、

A
が
行
っ
た
「
当
面
の
国
内
・
国
外
の
情
勢
を
分
析
し
た
う
え
で
、
時
期
を
待
っ
て
政
権
を
奪
う
準
備
を
し
て
お

く
」
と
の
演
説
に
、
他
の
参
加
者
も
同
意
し
た
。
し
か
も
、
同
会
議
で
は

A
-
B
両
被
告
人
に
よ
っ
て
、
こ
の
会
議
の
参
加
者
が
各
自
で
金

を
集
め
て
銃
と
弾
薬
を
購
入
す
る
こ
と
や
、

C
を
派
遣
し
て
あ
る
山
岳
の
地
形
を
観
察
す
る
こ
と
な
ど
が
決
め
ら
れ
た
。
③
こ
の
会
議
の
後
、

被
告
人
A
-
B
は、

B
の
家
や
公
園
な
ど
で
前
後
八
回
に
渡
っ
て
反
革
命
会
議
を
招
集
し
た
。
そ
の
う
ち
、
特
に
第
八
回
の
反
革
命
会
議
に

お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
を
暴
乱
の
総
指
揮
・
参
謀
長
・
組
織
部
長
・
総
務
部
長
と
す
る
分
担
を
行
い
、

か
つ
菜
日
、
社

A
-
B
・
C
-
D
は、

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

会
に
不
満
を
持
つ
者
を
集
め
て
あ
る
町
の
人
民
政
府
を
攻
撃
し
た
の
ち
、
政
権
を
奪
う
た
め
に
あ
る
山
岳
に
「
根
拠
地
を
つ
く
る
」
こ
と
を

決
め
た
。
④
そ
の
日
、
被
告
人
A
の
指
揮
の
も
と
に
お
い
て
、
彼
ら
が
数
百
人
を
糾
合
し
て
そ
の
町
の
政
府
を
攻
撃
し
、
財
物
を
強
取
し
ょ

う
と
す
る
途
中
、
公
安
部
隊
に
抑
圧
さ
れ
た
。

(
判
決
の
要
旨
)

被
告
人
ら
が
、
計
画
的
に
多
衆
を
集
合
し
て
町
の
人
民
政
府
を
攻
撃
し
た
こ
と
は
、
既
に
刑
法
第
九
五
条
の

(
問
)

を
持
ち
多
衆
を
集
合
し
て
反
乱
を
起
こ
す
罪
」
に
当
た
る
。
よ
っ
て
A

・
B
両
被
告
人
を
そ
れ
ぞ
れ
死
刑
に
処
す
る
と
同
時
に
、
終
身
の
政

寸
凶
器

治
的
権
利
を
剥
奪
す
る
。

D
を
十
五
年
の
懲
役
に
処
す
る
と
同
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C
を
無
期
懲
役
に
処
す
る
と
同
時
に
、
終
身
の
政
治
的
権
利
を
剥
奪
す
る
。

土
す
こ
、

n
H
H
'
'
L
V
 

五
年
間
政
治
権
利
を
剥
奪
す
る
。

「
裁
判
例
三
」

(

印

刷

)

(

悶

)

主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
。

①
被
告
人
A

(
事
実
の
概
要
)

(
公
安
局
幹
部
)

は
、
市
場
に
提
供
さ
れ
る
タ
バ
コ
の
供
給
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
の
に
乗
じ
て
、



説

タ
バ
コ
を
不
正
に
購
入
し
て
か
ら
転
売
す
る
た
め
、
被
告
人

B

(
あ
る
街
道
弁
事
所
主
任
)
・

D

あ
る
タ
バ
コ
工
場
の
工
場
長
)
・

C

る
町
工
場
の
営
業
マ
ン
)
・

E

な
ど
と
結
託
し
て
い
た
。
②
彼
ら
の
分
担
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
あ
る
農
機
管
理
所
の
職
員
)

号ι
ロ岡

B
に
タ
バ
コ
を
提
供
さ
せ
る
こ
と
。

D
は
売
り
さ
ば
く
こ
と
。

C
は
自
分
の
家
を
こ
の
犯
罪
集
団
の
連
絡
お
よ
び
臓
物
を
分
け
る
拠
点
と
し

て
使
う
こ
と
。

E
は
自
分
で
務
め
て
い
る
農
機
管
理
所
の
口
座
・
領
収
書
を
提
供
す
る
こ
と
。
③
B
は
、
六
回
に
渡
っ
て
前
後
合
わ
せ
て
一

八
一
七
箱
の
タ
バ
コ

(
そ
の
価
値
二
九
万
八
千
元
ぐ
ら
い
で
あ
る
)

そ
れ
を
転
売
し
て
得
ら
れ
た
利
益
は
四
万
元

を
提
供
し
た
。
A
ら
が
、

位
に
の
ぼ
っ
た
。
そ
の
利
益
の
中
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
八
千
・
二
千
六
百
・
三
千
七
百
・
五
千
三
百
・
七
千
二
百

A
・

B
・
C
・

D
-
E
は、

元
あ
ま
り
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

を
提
供
し
、

タ
バ
コ
工
場
の
工
場
長
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
職
権
を
利
用
し
て
、
A
ら
に
転
売
す
る
た
め
に
大
量
に
タ
バ
コ

(
川
)

か
つ
不
正
な
利
益
を
得
た
の
で
、
投
機
空
取
引
集
団
の
主
犯
と
す
べ
き
で
あ
る
。
A
は
、
自
ら

B
ら
と
結
託
し
て
投
機
空
取
引

(
判
決
の
要
旨
)

B
は、

の
犯
罪
を
行
い
、

し
か
も
本
犯
罪
の
首
謀
・
画
策
の
役
割
を
演
じ
か
っ
不
正
な
利
益
の
分
配
を
主
宰
し
た
の
で
、
投
機
空
取
引
集
団
の
主
犯

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

以
上
挙
げ
た
三
つ
の
裁
判
例
は
、
す
べ
て
主
犯
の
認
定
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
「
裁
判
例
一
」
・

そ
れ
ぞ
れ
が
犯
罪
集
団
の
首
謀
者
・
集
合
的
犯
罪
の
首
謀
者
・
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
に
関
し
て

「
裁
判
例
二
」
・
「
裁
判
例
三
」
は
、

認
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
判
決
の
要
旨
か
ら
す
る
と
、
前
二
者
を
認
定
す
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
そ
れ
は
、
行
為
者
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
組
織
・
計
画
・
指
揮
の
役
割
の
う
ち
い
ず
れ
か
を
果
た
せ
れ
ば
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
た

だ
し
、
惜
し
ま
れ
る
の
は
、
前
二
者
の
裁
判
例
が
そ
の
組
織
・
計
画
・
指
揮
の
概
念
に
つ
い
て
何
も
判
示
し
な
か
っ
た
点
で
あ
る
。
他
方
、

後
者
の
場
合
を
認
定
す
る
の
は
、
非
常
に
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
主
犯
を
認
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
如
何

に
「
副
次
的
な
役
割
」
を
果
た
し
た
従
犯
と
区
別
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
密
接
に
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
裁
判
例
三
」
の
「
判 あ
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A 
は



決
の
要
旨
」
か
ら
す
る
と
、
本
件
に
お
い
て
主
に
被
告
人
B
の
職
権
(
即
ち
身
分
)
に
よ
っ
て
そ
れ
を
判
断
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
区
別

の
実
態
を
更
に
把
握
す
る
た
め
に
、
続
い
て
二
つ
の
従
犯
例
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

従
犯
の
裁
判
例

「
裁
判
例
四
」

(

凶

)

(

山

山

)

副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
。

(
事
実
の
概
要
)

①
被
告
人

A
は、

一
九
八
三
年
一
月
か
ら
一
九
八
五
年
五
月
ま
で
の
間
に
、
裸
体
の
印
刷
さ
れ
た
ト
ラ
ン
プ
カ

l
ド

を
見
せ
る
こ
と
と
淫
ら
な
言
葉
お
よ
び
金
銭
・
物
質
な
ど
の
誘
惑
手
段
を
利
用
し
て
、
合
わ
せ
て
五
名
の
女
性
を
自
分
の
家
に
連
れ
、
姦
淫
・

狼
察
行
為
な
ど
を
行
っ
た
外
に
、
自
分
の
妻
B
と
共
同
し
数
回
に
渡
っ
て
三
名
婦
女
を
勧
誘
・
収
容
し
て
八
回
の
売
春
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

②
A
は
、
自
分
の
家
で
長
期
的
に
女
性
を
弄
ぶ
だ
け
で
は
な
く
、
金
銭
を
取
得
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
淫
ら
な
思
想
お
よ
び

金
銭
で
妻
の

B
を
誘
惑
し
て
売
春
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
三
月
か
ら
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
、
彼
が
自
宅
に
誘
い
込
ん
だ

C
-
D
-
E

「共謀共同正犯」に関する試論(3 ) 

な
ど
六
人
と

B
を
売
春
さ
せ
た
。

B
は
そ
の
利
益
か
ら
現
金
九

O
元
・
セ
ー
タ
ー
一
着
・
鞄
一
つ
を
貰
っ
た
。
③
A
は
ま
た

B
と
共
謀
し
て
、

甲
・
乙
・
丙
な
ど
三
名
の
女
性
を
勧
誘
・
収
容
し
て
二
名
の
男
に
売
春
さ
せ
た
。
そ
こ
で
、

A
-
B
両
被
告
人
は
三
五
元
の
利
益
を
取
得
し

た
の
で
あ
る
。

(
判
決
の
要
旨
)

被
告
人
A
は
、
長
期
に
渡
っ
て
何
回
も
女
性
を
姦
淫
し
、
そ
の
情
状
が
悪
質
な
の
で
、
無
頼
罪
を
構
成
す
る
外
に
、

妻
の

B
を
売
春
さ
せ
る
と
同
時
に
、
自
ら

B
と
組
ん
で
数
回
に
渡
っ
て
婦
女
を
勧
誘
・
収
容
し
て
売
春
さ
せ
る
活
動
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、

(
別
)

婦
女
勧
誘
・
収
容
罪
を
も
構
成
し
、
か
つ
本
件
の
主
犯
で
あ
る
。
被
告
人
B
も、

A
に
使
役
さ
れ
て
婦
女
勧
誘
・
収
容
の
犯
罪
活
動
に
部
分

北法46(5・247)1379

的
に
参
加
し
た
の
で
、

よ
っ
て
本
件
の
従
犯
を
構
成
す
る
。

「
裁
判
例
五
」

(
凶
)

補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
。

(
事
実
の
概
要
)

①
被
告
人
A

(
警
察
官
)
・

B
は
共
謀
で
、
被
告
人
C
と
共
に
あ
る
県
で
貯
蓄
所
強
盗
を
働
こ
う
と
決
め
た
う
え
で
、



説

C
に
打
ち
明
け
た
と
こ
ろ
、

C
も
同
意
し
た
。
そ
の
後
、
二
一
人
は
そ
の
貯
蓄
所
の
観
察
に
赴
い
た
が
、

C
は
自
ら
そ
の
場
で
そ
の
貯
蓄
所
の

平
面
図
を
作
成
し
た
の
で
あ
る
。
帰
宅
後
、

A
は
任
務
を
執
行
す
る
と
い
う
名
目
で
勤
務
先
の
警
察
官
か
ら
「
五
四
」
型
の
拳
銃
一
丁
・
弾

自衛

ナ
イ
フ
・
視
棒
を
も
一
つ
ず
つ
用
意
し
た
。
②
予
定
し
た
日
程
の
と
お
り
、
被
告
人
三
人
は
、

丸
八
発
を
借
り
る
と
同
時
に
、

そ
れ
ぞ
れ
が

犯
罪
道
具
を
携
帯
し
、

そ
の
貯
蓄
所
に
向
か
っ
た
。
そ
し
て
到
着
後
、
彼
ら
は
貯
蓄
所
に
客
が
い
な
い
昼
間
で
あ
る
こ
と
に
乗
じ
て
、

B
が
そ
れ
ぞ
れ
拳
銃
・
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
同
時
に
飛
び
こ
み
、

C
は
そ
の
貯
蓄
所
の
入
り
口
の
前
で
見
張
り
を
し
た
。
こ
の
後
、
中
に
入
つ

て
い
る

B
は
助
け
を
求
め
る
た
め
に
大
声
で
叫
ぶ
営
業
マ
ン
甲
を
二
回
に
渡
っ
て
ナ
イ
フ
で
刺
し
た
。
そ
れ
と
同
時
に
、

A
も
営
業
マ
ン
乙

に
向
け
て
発
砲
し
た
が
、
命
中
し
な
か
っ
た
の
で
、

B
は
乙
に
対
し
て
も
ナ
イ
フ
で
三
回
刺
し
た
と
こ
ろ
、
銃
声
と
叫
び
で
付
近
の
住
民
お

よ
ぴ
通
行
人
た
ち
が
騒
ぎ
始
め
た
の
で
、

A
・

B
-
C
は
た
だ
ち
に
逃
走
し
た
。

(
判
決
の
要
旨
)

被
告
人
A
・

B
-
C
が
そ
れ
ぞ
れ
果
た
し
た
役
割
か
ら
見
る
と
、

A
は
警
察
官
で
あ
り
な
が
ら
犯
行
の
計
画
・
準
備

か
ら
実
行
に
至
る
す
べ
て
の
行
為
に
お
い
て
首
謀
的
・
支
配
的
な
役
割
を
果
た
し
、

か
つ
情
状
も
特
別
に
悪
質
で
あ
る
。

B
は
積
極
的
に
犯

行
の
計
画
・
準
備
活
動
に
参
加
し
、

し
か
も
二
人
に
傷
害
を
与
え
、
罪
責
が
重
大
で
あ
る
。
従
っ
て
、

A
-
B
両
被
告
人
は
本
件
に
お
い
て

主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
で
あ
る
。
被
告
人
C
は
積
極
的
に
犯
罪
地
を
探
知
す
る
こ
と
に
関
与
し
、

そ
の
地
点
の
平
面
図
を
自
ら
作
成
し
、

か
つ

A
-
B
両
被
告
人
が
強
盗
を
行
う
時
に
見
張
り
の
役
を
も
担
当
し
た
が
、

し
か
し
彼
が
当
事
件
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
は
主
要
な
も

の
で
は
な
く
、
補
助
的
な
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
に
挙
げ
た
二
つ
の
従
犯
に
関
す
る
裁
判
例
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
前
者
は
「
副
次
的
な
実
行
犯
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た
の
に
対

し
て
、
後
者
は
「
常
助
犯
」
と
し
て
認
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
後
者
か
ら
推
測
す
る
と
、

お
よ
そ
中
国
の
判
例
で
は
、
行
為
者
が
共
同
犯

罪
に
お
い
て
首
謀
者
・
実
行
者
・
教
唆
者
・
脅
従
者
で
は
な
い
か
ぎ
り
、
「
封
印
助
犯
」
(
す
な
わ
ち
「
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
」
)
と

な
り
う
る
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
、
問
題
は
前
者
の
場
合
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
既
に
主
犯
に
関
す
る
裁
判
例
で
論
述
し

A 

北法46(5・248)1380



(
凶
)

た
問
題
点
の
裏
返
し
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
前
者
の
「
判
決
の
要
旨
」
か
ら
す
る
と
、
主
に
「
使
役
」
で
あ
っ
た
か
ど
う

か
お
よ
ぴ
共
同
犯
罪
へ
の
参
加
の
程
度
に
よ
っ
て
、
主
犯
(
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
者
)
と
従
犯
(
副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
た
も
の
)

と
の
区
別
の
基
準
を
立
て
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
お
い
て
は
、
こ
の
区
別
お
よ
び
実
務
が
ど
の
よ
う
に
教
唆
犯
・
脅
従
犯
な
ど
を
把

握
し
て
い
る
か
を
探
る
た
め
、
幾
つ
か
の
「
争
議
例
」
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

3 

争
議
例

「
争
議
例
一
」

(
凶
)

主
犯
と
従
犯
と
の
区
別
に
関
す
る
も
の
。

(
事
実
の
概
要
)

①
一
九
八
二
年
十
一
月
八
月
午
後
五
時
頃
、
被
告
人
A

男、

一
八
歳

は
某
市
の
公
園
で
遊

男、

一
九
歳
)
・

B

A
は
B
に
「
呼
ぶ
ま
で
後
ろ
で
待
っ
て
い
ろ
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
モ
ン
ゴ
ル
ナ
イ
フ
」

を
所
持
し
て
そ
の
男
女
の
前
に
来
て
「
ち
ょ
っ
と
金
を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
申
し
向
け
た
が
、
そ
の
男
が
反
抗
し
た
の
で
、

A
は
直
ぐ

ん
で
い
て
、
二
人
連
れ
の
男
女
を
発
見
し
た
際
、

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

B
を
呼
ん
で
き
た
と
こ
ろ
、
既
に
そ
の
男
女
は
自
転
車
を
捨
て
て
現
場
を
離
れ
て
い
た
。
②
同
年
同
月
十
二
日
午
後
六
時
頃
、

A
-
B
は
相

A
が
モ
ン
ゴ
ル
ナ
イ
フ
を
携
帯
し
、

B
が
路
上
で
拾
っ
た
向
日
葵
棒
を
持
っ
て
、
上
述
し
た
公
園
の
東
部
の
道
路
を
自
転
車
に

談
し
た
後
、

乗
っ
て
通
り
か
か
っ
て
き
た
男
性
を
止
め
て
か
ら
、

A
は
そ
の
男
性
の
帽
子
を
取
っ
手
自
分
の
頭
に
掛
け
て
奪
う
と
と
も
に
、
携
帯
す
る
モ

ン
ゴ
ル
ナ
イ
フ
を
抜
い
た
の
で
、

そ
の
男
性
は
驚
い
て
逃
げ
出
し
た
。
③
同
月
十
四
日
午
後
五
時
頃
、

A
-
B
は
一
緒
に
某
所
に
い
る
甲
男

を
奪
う
と
同
時
に
、

B
が
路
上
で
拾
っ
た
棒
を
持
っ
て
、
そ
の
二
人
の
前
に
至
り
、

A
が
甲
の
帽
子

B
と
一
緒
に
脅
迫
を
加
え
て
甲
の
服
を
脱
が
さ
せ
た
と
こ
ろ
、

A
e
B
の
隙
に
乗
じ
て
甲
と
乙
は
逃
げ
出
し
た
。
④
同

A
-
B
両
被
告
人
は
某
道
路
で
付
近
を
通
り
か
か
っ
た
内
女
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
モ
ン
ゴ
ル
ナ
イ
フ
・
棒

と
乙
女
を
見
つ
け
た
後
、

A
が
モ
ン
ゴ
ル
ナ
イ
フ
を
抜
き
、

月
二
十
一
日
午
後
九
時
頃
、

で
脅
迫
し
、
財
布
を
奪
っ
た
の
ち
、
ま
た
そ
の
丙
の
身
体
ま
で
検
査
し
た
が
、
外
の
財
物
は
な
か
っ
た
の
で
、
解
放
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
九
時
三
十
分
頃
、

そ
の
付
近
で

A
-
B
は
別
の
強
盗
を
働
い
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
逮
捕
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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い
て
共
同
強
盗
の
故
意
を
持
っ
て
い
た
の
で
、
共
同
強
盗
罪
を
構
成
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、

し
か
し
本
件
に
お
け
る
両
被
告
人
に
つ

北法46(5・250)1382

説

(
争
議
の
要
約
)

人
民
法
院
の
審
理
に
お
い
て
は
、

A
-
B
両
被
告
人
は
客
観
面
に
お
い
て
共
同
強
盗
の
行
為
が
あ
り
、
主
観
面
に
お

吾'b.
E岡

き
、
主
犯
と
従
犯
と
に
分
け
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
二
種
類
の
意
見
が
存
す
る
。

[
A
説
]

A
-
B
両
被
告
人
が
第
一
回
目
の
強
盗
を
行
う
前
に
は
、
厳
密
な
計
画
は
存
し
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
後
の
数
回
の
強
盗

に
つ
い
て
は
そ
の
遂
行
以
前
に
相
談
が
あ
っ
た
と
は
言
え
、
比
較
的
簡
単
な
も
の
に
属
す
る
の
で
、

そ
れ
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
が
組
織
・
指
導

者
で
あ
る
か
を
見
出
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
し
て
、
被
告
人
ら
の
供
述
に
よ
る
と
、
誰
が
先
に
強
盗
の
計
画
を
提
出
し
た
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
も
、

互
い
に
言
い
逃
が
れ
し
て
お
り
、

し
か
も
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
他
の
証
拠
も
な
い
。
そ
れ
故
、
主
観
面
か
ら
主
犯
と
従
犯

の
区
別
を
行
う
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、

ま
た
本
件
の
実
際
の
状
況
か
ら
し
て
も
、

そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
意
味

が
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
彼
ら
の
責
任
に
大
小
の
区
別
が
あ
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
を
判
決
の
理
由
で
述
べ
た
う
え
で
、
量
刑
に
お

い
て
そ
れ
を
実
現
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

「

B
説
]

共
同
犯
罪
に
お
け
る
主
従
の
関
係
と
役
割
の
大
小
と
言
う
も
の
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
共
同
の
犯
意
そ
の

も
の
が
形
成
さ
れ
る
過
程
が
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、

そ
の
主
従
の
関
係
を
確
定
し
難
い
場
合
に
は
、
各
共
同
者
が
そ
の
共
同
犯
罪
に

お
い
て
実
行
し
た
行
為
と
そ
の
果
た
し
た
役
割
に
よ
っ
て
具
体
的
に
分
析
す
る
の
が
、
妥
当
で
あ
る
。
A
・
B
両
被
告
人
が
二
十
日
余
り
の

聞
に
実
行
し
た
五
回
の
強
盗
行
為
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
ら
が
果
た
し
た
役
割
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

B
は
副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
従
犯
と
す
べ
き
で
あ
る
。(

卯
)

こ
の
よ
う
に
認
定
し
た
の
は
、
罪
責
を
区
別
す
る
こ
と
に
と
っ
て
有
利
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
よ
り
わ
が
国
の
刑
罰
精
神
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

(
川
)

共
同
犯
罪
か
従
犯
か
教
唆
犯
か
に
関
す
る
も
の
。

つ
ま
り
、

A
は
主
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
主
犯
と
す
べ
き
で
あ
り
、

「
争
議
例
二
」

(
事
実
の
概
要
)

一
九
八
三
年
八
月
二
十
三
日
午
後
、
被
告
人
A
は
、
被
害
者
甲
の
一
家
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
意
図
・
方
法
な
ど
を



B
に
打
ち
明
け
た
。
最
初
、

B
は
A
に
「
し
て
は
い
け
な
い
」
と
説
得
し
た
が
、

「
ど
う
し
て
も
甲
の
一
家
を
殺
し
た
い
」
と
い
う
決

A 
の

心
を
聞
い
た
後
、

B
は、

A
に
対
し
て
「
一
人
で
や
っ
た
ら
や
は
り
価
値
が
あ
る
ね
」
と
言
っ
た
。
当
日
の
晩
、

A
は
大
工
用
の
斧
・
懐
中

電
灯
等
の
道
具
を
携
帯
し
甲
の
家
に
誰
も
い
な
い
こ
と
に
乗
じ
て
部
屋
に
密
か
に
入
り
こ
ん
だ
。
深
夜
の
十
二
時
頃
、
甲
の
一
家
が
既
に
熟

睡
し
て
い
た
の
で
、

A
は
飛
び
出
し
て
斧
で
相
次
い
で
甲
・
甲
の
妻
・
甲
の
長
男
・
甲
の
次
男
・
甲
の
三
男
の
頭
部
お
よ
び
身
体
に
力
一
杯

に
切
り
付
け
た
後
、
斧
を
持
っ
て

B
の
家
に
逃
亡
し
た
。
そ
の
際
、

B
が
「
首
尾
は
ど
う
だ
つ
た
か
」
と
尋
ね
た
の
に
対
し
、

A
は
「
五
人

と
も
殺
し
た
か
っ
た
が
、

B
は
「
一
人
だ
け
殺
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
言
つ

一
人
も
死
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
し
い
」
と
答
え
た
。
そ
こ
で
、

た。

A
は
「
ま
だ
間
に
合
う
」
と
言
い
な
が
ら
、

ま
た
斧
を
持
っ
て
三
叉
路

(
B
の
家
か
ら
六
百
メ
ー
ト
ル
)

に
赴
い
て
甲
の
妻
が
乗
っ
て

い
る
手
押
し
車
を
止
め
さ
せ
、
脅
迫
し
て
護
送
す
る
乙
に
停
車
を
命
令
し
た
う
え
で
、
斧
で
甲
の
妻
お
よ
び
甲
の
娘
(
一
一
歳
)

の
身
体
に

数
回
に
渡
っ
て
切
り
付
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
後
、

B
に
対
し
「
も
う
い
い
、

二
人
は
ま
た

A
は
B
の
家
の
窓
ま
で
逃
げ
て
き
た
と
こ
ろ
、

私
に
切
ら
れ
た
」
と
一
言
っ
た
。

B
は
A
に
寸
そ
ろ
そ
ろ
夜
明
け
だ
、
早
く
逃
げ
ろ
」
と
言
っ
た
。

A
は
村
付
近
の
山
に
逃
げ
た
が
、
翌
日
公

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

安
機
関
に
逮
捕
さ
れ
た
。

A
を
殺
人
罪
と
し
て
処
罰
す
る
点
に
異
議
は
な
か
っ
た
が
、

人
民
法
院
が
本
件
を
検
討
し
た
際
、

B
を
如
何
に
処
断

(
争
議
の
要
約
)

す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
三
種
類
の
意
見
が
存
し
た
の
で
あ
る
。

[
A
説
]

B
と
A
と
は
共
同
犯
罪
を
構
成
し
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に

B
が
A
に
対
し
「
一
人
で
や
っ
た
ら
や
は
り
価
値
が
あ

し
か
し
そ
れ
は

B
が
主
観
面
に
お
い
て
既
に
殺
人
の
故
意
を
持
っ
て
い
た
と
は
言
え
な
い
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ

る
ね
」
と
言
っ
た
が
、

る
。
特
に
こ
れ
は
A
が
既
に
殺
意
を
抱
い
た
後
の
言
葉
で
あ
り
、
従
っ
て
共
謀
で
は
な
い
。
理
由
の
二
番
目
は
、
客
観
的
に
は
、

B
が
殺
人

の
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
の
理
由
は
、
教
唆
行
為
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
、

B
は
「
一

人
だ
け
殺
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
言
っ
た
が
、

そ
れ
が
実
は

A
の
二
回
目
の
殺
人
を
促
す
作
用
を
果
た
し
た
こ
と
を
否
定
し
難
い
に
も
拘
ら
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E見

ず
、
そ
の
段
階
で

A
は
既
に
甲
の
一
家
を
殺
す
と
い
う
こ
と
を
決
心
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

B
の
話
は
単
に

A
の
確
定
さ
れ
た
意

図
に
沿
っ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
教
唆
で
は
な
い
。

雪"n岡

B
と
A
と
は
共
同
犯
罪
を
構
成
し
、

し
か
も
従
犯
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
第
一
に
、

B
が
A
の
殺
人
意
図
に
対
し
、
最
初

[
B
説
]

は
阻
止
し
よ
う
と
し
た
が
、

し
か
し
最
後
に
は
や
は
り
賛
成
の
意
を
表
し
た
の
で
、

よ
っ
て
A
と
の
聞
に
殺
人
の
共
同
故
意
が
あ
る
こ
と
を

裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
。
理
由
の
第
一
一
は
、

A
に
対
す
る
精
神
的
援

B
が
賛
成
し
た
こ
と
は
客
観
的
に
は
、

助
、
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
、

「
一
人
だ
け
殺
し
た
ほ
う
が
い
い
」
と
い
う
一
言
葉
は
、

A
の
二
番
目
の
殺
人
行
為
を
確
か
に

B 
の

促
す
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

B
は
教
唆
犯
で
あ
り
、
厳
重
に
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
次
の

2
点
に
求
め
ら
れ
る
。
第
一
に
、

B
の
「
一
人

だ
け
殺
し
た
ほ
、
つ
が
い
い
」
と
い
う
一
言
葉
は
、
A
の
二
番
目
の
殺
人
行
為
を
促
し
た
の
で
、
そ
れ
が
正
に
教
唆
行
為
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
。

(
凶
)

B
の
教
唆
行
為
は

A
を
し
て
二
回
目
の
殺
人
行
為
に
至
ら
し
め
、
か
つ
重
大
な
結
果
を
招
い
た
の
で
あ
る
こ
と
。

(
則
)

そ
れ
と
も
強
盗
の
脅
従
犯
か
に
関
す
る
も
の
。

「

C
説」

第
二
に
、

「
争
議
例
三
」

窃
盗
の
脅
従
犯
か
、

(
事
実
の
概
要
)

は
，
あ
る
町
の
生
産
資
料
庖
頭
販
売
部
の
当
番
員
で
あ
る
。

一
九
八
三
年
一
月
六
日
午

被
告
人
A

(男、

五
六
歳
)

後
十
時
頃
、
被
告
人
B
が
、

ナ
イ
フ
等
の
犯
罪
道
具
を
持
っ
て
、
当
番
室
に
い
る

A
に
対
し
、
「
ド
ア
を
聞
け
な
い
と
、
入
っ
て
殺
す
ぞ
」

と
由
・
し
向
け
た
と
こ
ろ
、

A
は
や
む
を
得
ず
聞
け
た
が
、

「
勘
弁
し
て
下
さ

B
の
手
に
握
ら
れ
た
ナ
イ
フ
に
驚
い
て
、
即
座
に
座
っ
た
ま
ま

い
」
と
言
っ
た
。

B
は
A
の
様
子
を
見
て

A
に
対
し
、
「
我
々
は
既
に
こ
の
庖
を
包
囲
し
た
。
僕
の
い
う
と
お
り
に
や
っ
て
く
れ
、

さ
も
な

い
と
、
君
の
頭
を
切
っ
て
し
ま
う
ぞ
」
と
続
い
て
脅
迫
し
た
。

A
は
急
い
で
「
は
い
、

は
い
」
と
匁
ロ
え
た
。
そ
こ
で
、

B
は
の
み
で
箱
を
開

け
て
そ
の
中
か
ら
軍
人
用
の
コ

l
ト
を
取
り
出
し
て
か
ら
、

ま
た
の
み
で
金
庫
を
聞
け
よ
う
と
し
た
が
、
失
敗
し
た
の
で
、

A
に
大
き
な
声

-
で
「
大
き
な
金
槌
を
捜
し
て
こ
い
」
と
命
令
し
た
。
A
が
金
槌
を
持
っ
て
く
る
と
、

B
は
そ
れ
で
金
庫
を
突
き
破
っ
て
一
千
八
百
元
を
獲
得
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し
た
が
、

そ
の
内
か
ら
百
元
を
A
に
手
渡
し
た
。

(
争
議
の
要
約
)

こ
の
事
案
の
審
理
に
当
た
っ
て
、
あ
る
人
民
法
院
が
、

そ
れ
と
も
強
盗
の
脅
従
犯
な

A
は
窃
盗
の
脅
従
犯
な
の
か
、

の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

[
A
説
]

A
は
窃
盗
の
脅
従
犯
と
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が

B
の
脅
迫
を
受
け
た
と
は
言
え
、
主
観
的
に
は

B
と
共

に
窃
盗
の
故
意
が
存
在
し
、
客
観
的
に
は
窃
盗
の
行
為
も
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。

A
を
強
盗
の
脅
従
犯
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
客
観
面
に
お
い
て
か
れ
は

B
の
脅
迫
に
よ
っ
て
や
む
を
得
ず
強

(
肌
)

盗
行
為
を
行
っ
た
の
で
あ
り
、
主
観
面
に
お
い
て
も
共
同
し
て
強
益
の
故
意
が
存
し
た
か
ら
で
あ
る
。

[
B
説
]

を
構
成
す
る
か
ど

え強
己努
字計

SF 
初雪

し

「
争
議
例
四
」

か
つ
盗
品
の
配
分
に
与
っ
た
が
、

犯
罪
現
場
に
は
行
か
な
か
っ
た
者
に
つ
い
て
、

共
同
犯
罪

(
事
実
の
概
要
)

一
九
八
六
年
六
月
十
八
日
昼
間
、
被
告
人

A
は、

S
駅
の
単
身
寄
宿
舎
で
誰
が
賭
博
す
る
か
を
知
っ
た
後
、

そ
の
掛

「共謀共同正犯」に関する試論(3 ) 

金
を
強
奪
す
る
こ
と
を

B

・
C
と
共
謀
し
た
。
そ
し
て
、
三
人
が
共
に
自
転
車
で
そ
の
寄
宿
舎
の
構
外
の
付
近
を
通
り
か
か
っ
た
と
こ
ろ
、

C
が
以
前
に
知
り
合
っ
た
女
友
達
に
偶
然
出
会
っ
た
。
そ
の
際
、

C
は
自
転
車
か
ら
降
り
て
同
女
に
挨
拶
し
た
。
そ
こ
で
、

A
-
B
は
C
を

待
た
ず
に
自
転
車
を
降
り
て
か
ら
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
そ
の
寄
宿
舎
二
階
の
三
号
室
に
飛
び
こ
ん
で
、
賭
博
を
し
て
い
る
甲
か
ら
九
六
元
を
奪

っ
た
。
こ
の
後
、

C
は、

A
-
B
両
被
告
人
と
一
緒
に

B
の
家
に
行
っ
た
の
ち
、

そ
の
九
六
元
か
ら
一

O
元
を
獲
得
し
た
。

(
争
議
の
要
約
)

人
民
検
察
院
で
は
、

C
に
つ
き
強
盗
罪
と
し
て
起
訴
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
巡
っ
て
、
次
の
二
種
類
の
意
見

が
見
ら
れ
た
。

[
A
説
]

被
告
人
C
は
強
盗
に
当
た
っ
て
事
前
の
共
謀
に
関
与
し
、

か
つ
犯
罪
の
現
場
付
近
ま
で
同
行
し
た
し
、
し
か
も
事
後
に
お
い

し
か
し
具
体
的
な
強
盗
行
為
が
行
わ
れ
た
時
、
彼
は
現
場
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
共
同
犯
罪

て
積
極
的
に
盗
品
の
分
配
に
参
加
し
た
が
、

北法46(5・253)1385



説

の
行
為
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
、
彼
の
行
っ
た
行
為
は
犯
罪
を
構
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

[
B
説
]

被
告
人
C
は
事
前
に
強
盗
の
共
謀
に
関
与
し
、

ま
た
強
盗
後
盗
品
の
分
配
の

か
つ
一
緒
に
自
転
車
で
現
場
へ
向
か
っ
た
し
、

言命

す た
るめ
の A
で・
あ~B
る153と

O 共

B 
の
家

行
っ

た
の
で

一
定
の
強
盗
の
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
彼
の
行
為
は
強
盗
罪
を
構
成

「
争
議
例
五
」

(
胤
)

仲
間
が
強
盗
す
る
時
に
そ
の
犯
罪
現
場
に
い
た
だ
け
で
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
か
否
か
に
関
す
る
も
の
。

(
事
実
の
概
要
)

一
九
八
七
年
八
月
十
五
日
午
後
、
被
告
人
A
・
B
・
C
-
D
は、

一
緒
に

S
レ
ス
ト
ラ
ン
で
溜
を
飲
ん
で
か
ら

Y
地

に
行
く
途
中
、
被
害
者
甲
・
乙
と
逢
っ
た
際
に
、

A
-
B
が
甲
と
乙
を
止
め
て
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
ナ
イ
フ
で
「
金
を
出
せ
」
と
脅
迫
し
、

甲
が
「
金
は
な
い
」
と
答
え
る
と
、

A

・
B
-
C
は
甲
・
乙
を
殴
っ
た
う
え
、

乙
の
腕
時
計
一
個
・
タ
バ
コ
一
箱
を
奪
い
、
甲
の
タ
バ
コ
一

箱
を
奪
っ
た
。
そ
の
時
、
被
告
人

D
は
現
場
で
立
っ
た
ま
ま
行
動
を
し
な
か
っ
た
。

(
争
議
の
要
約
)

検
察
院
に
お
い
て
は
、
被
告
人
A

・
B
-
C
に
関
し
て
は
共
同
し
て
強
盗
罪
を
構
成
す
る
が
、
被
告
人

D
に
つ
い
て

は
A
・
B
-
C
と
一
緒
に
強
盗
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
と
い
う
点
を
巡
っ
て
、
以
下
の
二
種
類
の
意
見
に
分
か
れ
た
。

[
A
説
]

被
告
人
D
は
犯
罪
現
場
に
い
た
だ
け
で
、
他
の
被
告
人
に
対
し
助
勢
す
る
役
割
を
果
た
し
た
の
で
、
共
同
犯
罪
を
構
成
し
強

盗
罪
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
。

[
B
説
]

被
告
人

D
は
犯
罪
現
場
に
い
た
が
、

し
か
し
彼
は
他
の
被
告
人
と
事
前
に
共
謀
し
な
か
っ
た
し
、

か
つ
他
の
被
告
人
が
強
盗

を
行
う
と
き
彼
は
何
等
の
行
為
に
も
出
な
か
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
強
盗
の
動
機
と
行
為
は
存
し
な
い
こ
と
と
な
り
、
従
っ
て
強
盗
罪
を
構
成

(
防
)

し
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
挙
げ
た
五
つ
の
「
争
議
例
」
か
ら
見
る
と
、

て
で
あ
る
が
、

お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
結
論
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
「
争
議
例
一
」
に
つ
い

は
、
主
に
行
為
者
の
共
同
犯
罪
へ
の
参
加
の
程
度
に
よ
っ
て
主
犯
と
従
犯
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
が
、
し

そ
の

[
B笥
叫

]
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か
し
そ
の
程
度
が
い
く
ら
異
な
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
共
犯
者
行
為
の
性
質
に
ま
で
及
ぽ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

そ
の
両
方

の
意
見
と
も
行
為
者
の
主
観
面
に
よ
っ
て
主
犯
と
従
犯
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
、

い
う
点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち

な
み
に
、
そ
の
区
別
に
つ
い
て
、
学
説
は
一
般
に
各
共
同
犯
罪
者
の
行
っ
た
犯
罪
活
動
の
過
程
に
お
け
る
地
位
・
分
業
お
よ
び
関
与
の
程
度
・

(
邸
)

犯
罪
結
果
へ
の
作
用
等
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。

次
に
、
「
争
議
例
二
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
何
と
い
っ
て
も

[
A羽
山
]

は
賛
成
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
中
国
の
刑
法
二
二

条
に
従
う
な
ら
ば
、

A
-
B
の
間
に
共
同
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、

B
の
行
為
は
二
段
階
に
分
け
る

べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
、
私
は
思
う
。
す
な
わ
ち
、
「
一
人
で
や
っ
た
ら
や
は
り
価
値
が
あ
る
ね
」

と
い
う
一
言
動
を
、
第
一
の
段
階
と
す

る
の
に
対
し
て
、
「
一
人
だ
け
殺
し
た
ほ
う
が
い
い
L

と
い
っ
た
こ
と
を
、
第
二
の
段
階
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
前
の
段
階
に

お
い
て

B
は
殺
人
罪
の
従
犯
と
な
る
の
に
対
し
て
、
後
の
段
階
に
お
い
て
彼
は
殺
人
の
教
峻
犯
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

[
B
説
]
・

〔

C
説
]

の
い
ず
れ
も
、
片
面
的
見
解
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

第
三
に
、
「
争
議
例
三
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
「
争
議
の
要
約
」
か
ら
す
る
と
、

[
A
説
]
・

[
B
説
]

の
い
ず
れ
も
、
被
告
人
A
を

脅
従
犯
と
し
て
処
罰
し
よ
う
と
す
る
点
に
お
い
て
異
議
は
な
い
が
、

た
だ
何
回
非
と
し
て
処
罰
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
国
刑
法
二
五
条
な
ど
に
よ
れ
ば
、

[
B
説
]

に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
「
争
議
例
四
」
で
あ
る
が
、
私
は
、
中
国
刑
法
二
二
条
に
基
づ
く
な
ら
ば
、

[
B
説
]

の
結
論
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

し
か
し
残
念
な
が
ら

[
B
説
]

は
、
被
告
人
C
の
犯
罪
形
態
に
つ
い
て
何
も
触
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
の
「
争
議
例
五
」
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
被
告
人
D
が
他
の
被
告
人
と
共
同
犯
罪
を
構
成
し
う
る
か
ど
う
か
は
、
結
局
そ
れ
ら
の
行

為
者
の
間
に
、
「
共
同
犯
罪
の
故
意
」
と
「
共
同
犯
罪
の
行
為
」
が
存
し
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

惜
し
む
ら
く
は
、
本
件
の

「
争
議
の
要
約
」
に
お
い
て
は
こ
の
点
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
仮
に
そ
の
二
つ
の
意
見
の
い
ず
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説

れ
か
が
、
結
論
的
に
正
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

や
は
り
根
拠
を
欠
い
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

言命

(
即
)

の
事
案
で
の
甲
・
乙
・
内
を
主
犯
と
し
て
処
罰
し
、
本
節
二

(
問
団
)

(
第
二
三
条
「
主
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
)
の
部
分
で
挙
げ
た
窃
盗
の
事
案
で
の
甲
・
乙
を
そ
れ
ぞ
れ
主
犯
・
従
犯
と
し
て
処
罰
し
、
三

(
悶
)

(
第
二
四
条
「
従
犯
お
よ
び
そ
の
処
罰
原
則
」
)
の
部
分
で
挙
げ
た
殺
人
の
事
案
で
の
乙
・
丙
を
従
犯
と
し
て
処
罰
し
た
の
で
あ
る
。

な
お
、
中
国
の
人
民
法
院
は
、
本
稿
「
序
」

の
注
に
挙
げ
た
「
無
頼
集
団
」

以
上
、
中
国
の
教
材
・
案
例
匝
編
等
の
本
に
挙
げ
ら
れ
た
共
同
犯
罪
に
関
す
る
五
つ
の
裁
判
例
お
よ
び
五
つ
の
争
議
例
に
つ
い
て
考
察
し

た
。
こ
こ
で
挙
げ
た
判
例
お
よ
ぴ
争
議
例
を
総
合
的
に
見
る
と
、
法
院
ま
た
は
検
察
院
は
、
共
同
犯
罪
の
構
成
要
件
を
明
示
し
な
い
ま
ま
、

「
首
謀
者
」
に
属
す
る
主
犯

l

つ
ま
り
、
「
犯
罪
集
団
ま
た
は
集
合
的
犯
罪
に
お
い
て
組
織
・
計
画
・
指
揮
の
役
割
を
果
た
し
た
犯
罪
者
」
・

教
唆
犯
(
自
ら
が
実
行
行
為
を
行
う
場
合
を
除
い
て
)
|
の
外
に
、
行
為
者
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
よ
っ
て
、
共
犯
者
を

認
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

そ
の
役
割
の
大
小
が
何
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
か

す
な
わ
ち
そ
の
判
断
の
基

準
と
は
何
な
の
か
)
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
化
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
幾
っ
か

の
裁
判
例
・
争
議
例
お
よ
び
学
説
は
、
主
に
共
同
犯
罪
の
過
程
に
お
け
る
「
身
分
」
・
「
参
加
の
程
度
」
・
地
位
・
分
業
な
ど
に
よ
っ
て
、

れ
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
が
い
く
ら
異
な
っ
て
も
、

お
そ
ら
く
共
犯
者
の
行
為
の
性
質
に
ま
で
及
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
行
為
者
が
犯
罪
の
実
行
行
為
を
行
っ
た
以
上
、
仮
に
犯
罪
の
情
状
が
ど
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と
、
あ

，
く
ま
で
実
行
犯
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
考
え
る
と
、
中
国
の
立
法
者
に
と
っ
て
、
共
犯
者
に
関
す
る
現
行
の
規
定
を
改
め
る
べ
く

工
夫
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
「
争
議
例
四
」
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
の
検
察
官
に
は
、
共
謀
自
体
に
よ
っ
て

共
同
犯
罪
を
構
成
し
う
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
学
説
と
同
じ
よ
う
な
議
論
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
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括

以
上
、
中
国
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
の
規
定
を
巡
る
理
論
の
現
状
を
概
括
的
に
考
察
し
た
。
こ
の
考
察
か
ら
、
中
国
で
の
共
犯
現
象
に

関
す
る
共
同
犯
罪
理
論
と
日
本
の
そ
れ
と
は
か
な
り
違
う
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
原
因
は
、
要
す
る
に
両

国
の
共
犯
現
象
に
関
す
る
規
定
が
異
な
っ
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
、
次
の
諸
点
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
は
、
共
犯
と
い
う
現
象
の
定
義
に
つ
き
、
中
国
で
は
規
定
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
日
本
に
は
存
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

第
二
は
、
共
犯
者
の
種
類
に
つ
い
て
、
中
国
で
は
そ
れ
を
主
犯
、
従
犯
、
脅
従
犯
、
教
唆
犯
に
分
け
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
そ

れ
を
共
同
正
犯
、
従
犯
、
教
唆
犯
に
分
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
一
は
、
従
犯
の
概
念
お
よ
び
そ
の
処
罰
の
原
則
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
中
国
で
は
、
「
共
同
犯
罪
に
お
い
て
副
次

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

的
な
ま
た
は
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
た
者
は
、
従
犯
で
あ
る
。
従
犯
に
つ
い
て
は
、
主
犯
に
比
較
し
て
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
処
罰

を
減
軽
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
日
本
で
は
、
「
正
犯
ヲ
常
助
シ
タ
ル
者
ハ
従
犯
ト
ス
。
従

犯
ノ
刑
ハ
正
犯
ノ
刑
ニ
照
シ
テ
滅
軽
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
は
、
教
唆
犯
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
教
唆
犯
が
共
同
犯
罪
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
に
し
た
が
っ
て
処
罰
す
る
の
に
対
し

て
、
日
本
で
は
正
犯
に
準
ず
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
国
刑
法
に
お
け
る
共
同
犯
罪
に
閲
す
る
規
定
お
よ
ぴ
そ
の
理
論
に
は
決
し
て
期
待
さ
れ

る
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、

し
か
し
そ
の
中
で
も
犯
罪
集
団
・
集
合
犯
に
お
い
て
組
織
・
計
画
・
指
揮
の
役
割
を
果
た
し
た
者
を

主
犯
と
し
て
重
く
処
罰
す
る
こ
と
は
、

と
り
わ
け
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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説

も
し
以
上
の
中
国
の
共
同
犯
罪
の
規
定
に
基
づ
く
理
論
に
よ
れ
ば
、
「
共
同
正
犯
」

の
意
味
で
の
共
謀
者
は
、
如
何
に
処
罰
さ
れ

で
は
、

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
分
析
す
る
こ
と
を
試
み
、

そ
の
上
で
日
本
の
「
共
謀
共
同
正
犯
論
」
と
そ
の
肯
定
説

音A
n岡

と
の
差
異
を
見
出
だ
す
こ
と
に
す
る
。

[
註
]

(
1
)
な
お
、
「
共
同
犯
罪
」
と
関
連
が
あ
る
条
文
と
し
て
、
第
一
一
編
「
総
則
」
第
五
章
「
そ
の
外
の
規
定
」
の
な
か
に
、
首
謀
者
の
定
義
(
八
六
条
)

な
ど
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
中
央
法
政
幹
部
学
校
刑
法
教
研
室
編
著
・
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
総
則
講
義
』
法
律
出
版
社
一
九
五
八
年
一
五
七
頁
。

(
3
)
高
格
主
編
・
『
刑
法
教
程
』
吉
林
大
学
出
版
社
一
九
八
四
年
版
一
四
五
頁
。

(
4
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
『
刑
法
学
』
法
律
出
版
社
一
九
八
七
年
一
八
九
頁
。

(
5
)

『
中
国
大
百
科
全
書
・
法
学
』
中
国
大
百
科
全
書
出
版
社
一
九
八
四
年
版
一
七
一
一
良
。

(
6
)
高
格
主
編
・
前
掲
『
刑
法
教
程
L

一
四
五
頁
な
ど
。

(
7
)
楊
春
洗
等
編
・
『
刑
法
総
論
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
八
一
年
版
一
九
四
l
一
九
五
頁
、
楊
敦
先
主
編
・
『
刑
法
学
概
論
』
光
明
日
報
出
版
社

一
九
八
五
年
版
一
七
七
頁
な
ど
。

(
8
)
李
光
燦
主
編
・
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
論
』
士
口
林
人
民
出
版
社
一
九
八
四
年
版
二
八
三
頁
、
馬
克
昌
・
羅
平
・
「
共
同
犯
罪
の
概
念
と
そ
の

要
件
に
つ
い
て
」
『
法
政
論
壇
』
一
九
八
五
年
第
四
期
三
四
頁
な
ど
。

(
9
)
曹
子
丹
・
正
保
康
・
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
問
題
の
研
究
」
『
刑
法
学
専
論
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
八
九
年
十
一
月
一
八
七
頁
。

(
叩
)
陳
興
良
・
『
共
同
犯
罪
論
』
中
国
社
会
科
学
出
版
社
一
九
九
二
年
一

O
五
頁
。

(
日
)
美
偉
・
『
犯
罪
故
意
と
犯
罪
過
失
』
群
衆
出
版
社
一
九
九
一
一
年
四
一
四
l
四
一
五
頁
。

(
ロ
)
高
格
・
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
理
論
問
題
の
検
討
」
『
吉
林
大
学
社
会
科
学
学
報
』
一
九
八
二
年
第
一
期
六
五
頁
。

(
日
)
陳
興
良
・
「
わ
が
国
の
刑
法
に
お
け
る
片
面
的
共
犯
に
つ
い
て
」
『
法
学
研
究
』
一
九
八
五
年
第
一
期
四
九
頁
以
下
。
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(H)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
中
国
法
政
大
学
出
版
社
一
九
八
七
年
三
八
頁
。

(
日
)
李
敏
・
「
片
面
合
意
的
な
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
」
司
法
政
論
壇
』
一
九
八
六
年
第
三
期
四

O
頁
以
下
。

(
日
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
八
九
l
一
九

O
頁
参
照
。
な
お
、
陳
興
良
・
「
共
同
犯
罪
中
の
問
題
」
『
新
中
国
刑

法
学
研
究
総
述
』
河
南
人
民
出
版
社
一
九
八
六
年
十
一
月
三
四
四
1
一
二
四
五
頁
参
照
。

(
口
)
孫
鷹
傑
・
周
其
華
編
・
『
実
用
刑
法
読
本
』
土
口
林
人
民
出
版
社
一
九
八
五
年
一
六
二
頁
。

(
児
)
李
洪
海
・
『
刑
法
学
概
論
』
天
津
人
民
出
版
社
一
九
八
四
年
一
七
九
頁
。

(
凶
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
八
二
頁
。

(
却
)
曹
子
丹
・
正
保
康
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
子
問
題
の
研
究
」
一
二
三
頁
。

(
幻
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
八
八
頁
な
ど
。

(
幻
)
法
学
教
材
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
八
八
頁
。

(
お
)
中
央
法
政
幹
部
学
校
刑
法
教
研
室
編
・
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
総
則
講
義
』
法
律
出
版
社
一
九
五
八
年
一
五
六
頁
。
本
訳
文
は
、
夏
目
文
雄
・

「
中
国
に
お
け
る
共
犯
論
」
愛
知
大
学
『
法
経
論
集
』
法
律
編
七
一
号
昭
和
四
十
八
年
四
一
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
M
)
欧
陽
涛
・
張
縄
祖
ほ
か
著
・
「
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
注
釈
』
北
京
出
版
社
一
九
八

O
年
。
本
訳
文
は
、
平
野
龍
一
・
浅
井
敦
編
・
『
中
国
の

刑
法
と
刑
事
訴
訟
法
』
一
九
八
二
年
三
月
七
六
頁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
法
学
教
材
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
八
八
頁
な
ど
。

(
出
)
法
学
教
材
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
八
八
頁
な
ど
。

(
幻
)
高
銘
喧
・
『
刑
法
総
則
要
議
』
天
津
人
民
出
版
社
一
九
八
六
年
一
七
五
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
中
国
で
は
、
異
な
る
基
準
に
よ
っ
て
、
共
同
犯

罪
を
多
様
な
形
式
に
分
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
み
た
行
為
者
の
行
為
に
は
分
担
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
共
同
犯
罪
を
単
純
な
共

同
犯
罪
と
複
雑
な
共
同
犯
罪
と
に
分
け
る
の
は
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
、
各
共
同
者
が
、
組
織
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
共
同
犯

罪
を
一
般
的
共
同
犯
罪
と
特
殊
的
共
同
犯
罪
(
犯
罪
集
団
)
と
に
分
け
る
も
の
や
、
共
同
犯
罪
の
故
意
が
形
成
さ
れ
た
時
期
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を

事
前
に
通
謀
の
あ
る
共
同
犯
罪
と
事
前
に
通
謀
の
な
い
共
同
犯
罪
と
に
分
け
る
も
の
や
、
共
同
犯
罪
が
任
意
的
に
形
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
よ

っ
て
、
そ
れ
を
任
意
的
共
同
犯
罪
と
必
要
的
共
同
犯
罪
と
に
分
け
る
も
の
な
ど
が
あ
る
。

(
お
)
中
国
で
は
、
一
般
に
共
謀
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

共
謀
と
は
、
二
人
以
上
が
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
犯
罪
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説

に
つ
い
て
謀
議
・
画
策
・
相
談
を
行
う
こ
と
で
あ
る
(
陳
興
良
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
中
の
問
題
」
三
六

O
頁
な
ど
)
。

(
却
)
高
格
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
理
論
問
題
の
検
討
」
六
五
頁
。

(
初
)
高
格
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
理
論
問
題
の
検
討
」
六
五
頁
。

(
幻
)
鄭
定
一
・
「
共
謀
だ
け
の
場
合
は
共
同
犯
罪
を
構
成
し
な
い
か
」
『
法
学
』
一
九
八
四
年
第
六
期
二
六
頁
、
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』

八
七
頁
な
ど
。

(
詑
)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
三
六
頁
。

(
お
)
曹
子
丹
・
正
保
康
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
問
題
の
研
究
」
一
一
一
五
頁
参
照
。

(
鈍
)
曹
子
丹
・
正
保
康
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
に
お
け
る
若
干
問
題
の
研
究
」
一
二
五
頁
参
照
。

(
お
)
楊
春
洗
等
編
・
前
掲
『
刑
法
総
論
』
一
九
一
一
一

1
一
九
四
頁
な
ど
。

(
お
)
中
国
刑
法
の
第
一
四
条
は
刑
事
責
任
年
齢
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
満
一
六
歳
以
上
の
者
が
罪
を
犯
し
た

場
合
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
一
項
)
。
満
一
四
歳
以
上
一
六
歳
未
満
の
者
が
、
殺
人
・
重
傷
害
・
強
盗
・
放
火
・
常
習

窃
盗
ま
た
は
そ
の
他
の
社
会
秩
序
を
著
し
く
破
壊
す
る
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
二
項
)
。
満
一
四
歳

以
上
一
八
歳
未
満
の
者
が
罪
を
犯
し
た
場
合
は
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
軽
減
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
三
項
)
。
一
ム
ハ
歳

未
満
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
な
い
者
は
、
そ
の
家
長
ま
た
は
監
護
人
に
管
理
・
教
育
を
命
じ
る
。
必
要
な
と
き
に
は
、
政
府
が
収
容
し
て
矯
正
さ

せ
る
こ
と
も
で
き
る
(
第
四
項
)
。

(
幻
)
中
国
刑
法
の
第
一
五
条
及
び
第
一
六
条
は
刑
事
責
任
能
力
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
五
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
精
神

病
者
が
自
己
の
行
為
を
弁
識
し
、
ま
た
は
抑
制
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
危
害
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
と
き
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
が
、
た

だ
し
そ
の
家
族
ま
た
は
監
護
人
に
厳
し
い
監
護
と
医
療
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
一
項
)
。
問
敏
性
精
神
病
者
が
精
神
正
常
時
に
罪
を
犯

し
た
と
き
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
二
項
)
。
酪
町
者
が
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
第
三
項
)
。
次
に
、
第
一
六
条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
縄
耳
唖
者
ま
た
は
盲
人
が
罪
を
犯
し
た
と
き
は
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
、
処
罰
を
軽
減

ま
た
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
犯
)
林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』
一
九
八
七
年
三
九

1
四
O
頁
な
と
参
照
。

(
却
)
馬
克
昌
・
「
共
同
犯
罪
と
身
分
」
『
法
学
研
究
』
一
九
八
六
年
第
五
期
二
二
頁
以
下
。

きι
日間
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「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

(
的
)
張
明
楢
・
「
強
姦
罪
の
主
体
に
つ
い
て
」
『
法
学
評
論
』
一
九
八
八
年
第
五
期
五
八
頁
な
ど
。

(
H
U
)

自
然
的
な
身
分
と
は
、
自
然
的
要
素
に
よ
っ
て
個
人
に
与
え
ら
れ
る
身
分
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
性
別
・
年
齢
・
血
縁
な
ど
は
、
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
法
定
的
な
身
分
と
は
、
法
律
に
よ
っ
て
個
人
に
与
え
ら
れ
る
身
分
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
職
務
・
職
責
な
ど
は
、
そ
れ
で
あ

る
(
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
五

O
頁
な
ど
参
照
)
。

(
必
)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
一
五
二
頁
、
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
六

0
1
一
二
六
一
頁
な
ど
。

(
日
)
中
国
刑
法
の
第
九
一
条
に
よ
る
と
、
祖
国
に
背
叛
す
る
罪
と
は
、
行
為
者
が
秘
密
裡
に
外
国
と
通
謀
し
、
中
国
の
国
家
主
権
・
領
土
保
全
お

よ
び
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
か
、
売
り
渡
そ
う
と
画
策
す
る
行
為
を
い
う
。
た
と
え
ば
、
秘
密
裡
に
敵
国
と
通
じ
て
中
国
に
対
し
て
侵
略
戦
争

を
起
こ
さ
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
、
中
国
の
国
家
安
全
に
危
害
を
与
え
る
な
ど
の
活
動
を
行
う
な
ど
で
あ
る
。
本
条
の
罪
を
構
成
す
る
な
ら
ば
、

無
期
懲
役
、
十
年
以
上
の
有
期
懲
役
ま
た
は
死
刑
に
処
す
る
。

(
担
)
中
国
刑
法
の
第
一
九
一
条
に
よ
る
と
、
郵
便
電
信
工
作
人
員
が
違
法
に
郵
便
物
・
電
報
を
開
封
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
隠
匿
、
段
棄
し
た
と
き
は
、

二
年
以
下
の
有
期
懲
役
ま
た
は
拘
役
に
処
す
る
。
本
条
は
郵
便
工
作
人
員
郵
便
・
電
信
通
信
妨
害
罪
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条

の
罪
を
構
成
す
る
も
の
は
、
郵
便
電
信
工
作
人
員
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
も
し
郵
便
電
信
人
員
で
は
な
く
、
他
の
公
民
が
こ
の
よ
う
な
行
為
を
行

っ
た
場
合
は
、
中
国
刑
法
第
一
四
九
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
公
民
通
信
自
由
侵
害
罪
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
。
そ
の
規
定
に
よ
る
と
、
他
人
の

信
書
を
隠
匿
・
致
棄
ま
た
は
不
法
に
開
封
し
、
公
民
の
通
信
の
自
由
を
侵
害
し
て
、
情
状
の
重
い
者
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
下
の
有
期
懲
役
ま

た
は
拘
役
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
伍
)
中
国
刑
法
の
第
一
五
五
条
第
一
項
に
よ
る
と
、
「
国
家
工
作
人
員
が
職
務
上
の
立
場
を
利
用
し
て
、
公
共
の
財
物
を
不
法
に
領
得
し
た
と
き
は
、

五
年
以
下
の
有
期
懲
役
ま
た
は
拘
役
に
処
す
る
。
巨
額
に
の
ぼ
り
、
情
状
の
重
い
者
は
、
五
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
情
状
の
特
に
重

い
者
は
、
無
期
懲
役
ま
た
は
死
刑
に
処
す
る
」
。
本
条
は
、
国
家
公
務
員
業
務
上
横
領
罪
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
の
罪
を
構
成

す
る
も
の
は
、
国
家
公
務
員
だ
け
に
限
ら
れ
る
。
も
し
国
家
公
務
員
で
は
な
く
、
公
私
財
物
の
窃
取
が
相
当
の
額
に
の
ぼ
る
他
の
者
は
、
中
国

刑
法
第
一
五
一
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
窃
盗
罪
に
基
づ
い
て
処
罰
す
る
。
そ
の
規
定
に
よ
る
と
、
公
私
の
財
物
の
窃
取
・
詐
欺
・
奪
取
が
相
当

の
額
に
上
る
者
に
つ
い
て
は
、
五
年
以
下
の
有
期
懲
役
・
拘
役
ま
た
は
管
制
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
剖
)
馬
克
昌
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
と
身
分
」
二
五
頁
。

(
幻
)
呉
振
興
・
「
教
唆
犯
論
』
士
口
林
人
民
出
版
社
一
九
八
六
年
一
六
七
兵
。
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説

(
特
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
六
二
頁
。

(
羽
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
L

三
六
二
頁
。

(
叩
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
一
六
二
頁
。

(
日
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
六
五
真
。
陳
助
教
授
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
非
国
家
工
作
人
員
で
あ
る
甲
は
金
を
窃
取
し
た
い
が
、
国

家
工
作
人
員
で
あ
る
乙
は
甲
に
自
分
の
管
理
し
て
い
る
金
を
窃
取
さ
せ
る
と
同
時
に
、
甲
の
た
め
に
情
報
を
も
提
供
し
た
場
合
に
は
、
乙
に
は

横
領
罪
の
間
接
実
行
犯
が
成
立
す
る
と
同
時
に
、
窃
盗
罪
の
有
助
犯
も
成
立
す
る
の
で
、
従
っ
て
観
念
的
競
合
に
よ
っ
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
大
場
・
前
掲
『
刑
法
総
論
』
一

O
二
O
頁
以
下
、
福
田
・
前
掲
『
刑
法
総
論
』
二
四
二
頁
な
ど
。

(
臼
)
草
野
・
前
掲
『
刑
法
要
論
』
一
三
八
頁
。

(
日
)
佐
伯
・
前
掲
『
刑
法
講
義
・
総
論
』
三
五
六
頁
以
下
。

(
日
)
植
田
・
前
掲
『
刑
法
要
説
・
総
論
』
一
七
四
頁
以
下
。

(
日
)
呉
振
興
・
前
掲
『
教
唆
犯
論
』
一
六
九
頁
、
陳
輿
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
六
四
頁
な
ど
参
照
。

(
町
)
馬
克
日
目
・
前
掲
「
共
同
犯
罪
と
身
分
」
二
四
頁
。

(
回
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
三
六
五
頁
。

(
印
)
林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』
三
三
頁
。

(
伺
)
中
国
の
理
論
に
よ
る
と
、
社
会
関
係
と
は
、
人
々
が
生
産
及
び
共
同
生
活
の
過
程
に
お
い
て
形
成
し
た
人
と
人
と
の
問
の
相
互
的
な
関
係
で

あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
関
係
は
物
質
関
係
と
思
想
関
係
と
に
分
け
ら
れ
る
。
前
者
は
経
済
的
基
礎
を
指
し
、
後
者
は
上
部
構
造
を
指
す
。
犯
罪

が
社
会
に
危
害
を
与
え
る
理
由
は
、
犯
罪
が
中
国
の
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
社
会
主
義
的
社
会
関
係
を
侵
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。

中
国
の
刑
法
が
保
護
す
る
と
こ
ろ
の
社
会
関
係
は
、
刑
法
の
第
一

O
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
人
民
民
主
専
制
政
権
と
社
会
主
義

制
度
や
、
全
人
民
所
有
ま
た
は
労
働
大
衆
に
よ
る
集
団
所
有
財
産
及
び
公
民
個
人
が
合
法
的
に
所
有
す
る
財
産
車
、
、
公
民
の
人
身
の
権
利
・
民

主
の
権
利
及
ぴ
そ
の
他
の
権
利
な
ど
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
社
会
関
係
が
犯
罪
行
為
に
よ
り
侵
害
を
受
け
た
場
合
、
犯
罪
の
客
体
と
な
る
。

(
日
)
ご
く
最
近
、
日
本
で
も
中
国
と
同
じ
意
味
で
犯
罪
客
体
を
理
解
す
る
見
解
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
夏
目
文
雄
・
上
野
達
彦
が
共
著
し
た
『
犯

罪
概
説
』
第
三
章
「
犯
罪
の
客
体
」
の
中
(
一
九
九
二
年
一
月
八
九
九

O
頁
)
に
お
い
て
の
論
述
は
、
そ
れ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

官命
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「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

(
臼
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
反
革
命
罪
の
種
類
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
祖
国
に
背
叛
す
る
罪
・
政
府
の
転
覆
を
陰
謀
す
る
罪
・
国
家
の
分
裂

を
陰
謀
す
る
罪
・
裏
切
っ
て
敵
に
投
降
す
る
罪
・
反
乱
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
策
動
す
る
罪
・
凶
器
を
持
っ
て
衆
合
し
て
反
乱
す
る
罪
・
衆
合

し
て
監
獄
を
襲
う
罪
・
脱
獄
を
組
織
す
る
罪
・
ス
パ
イ
の
罪
・
特
務
の
罪
・
利
敵
行
為
の
罪
・
反
革
命
集
団
を
組
織
し
指
導
す
る
罪
・
反
革
命

集
団
に
積
極
的
に
参
加
す
る
罪
・
封
建
的
迷
信
を
利
用
し
て
反
革
命
活
動
を
行
う
罪
・
会
堂
門
を
組
織
し
利
用
し
反
革
命
活
動
を
行
う
罪
・
反

革
命
破
壊
罪
・
反
革
命
殺
人
罪
・
反
革
命
傷
害
罪
・
反
革
命
宣
伝
煽
動
罪
。

(
日
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
公
共
の
安
全
に
危
害
を
及
ぼ
す
罪
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
o

放
火
罪
・
溢
水
罪
・
爆
破
罪
・
毒
物
混
入

罪
・
失
火
罪
・
過
失
に
よ
る
溢
水
罪
・
過
失
に
よ
る
爆
破
罪
・
過
失
に
よ
る
毒
物
混
入
罪
・
そ
の
他
の
危
険
な
方
法
で
公
共
の
安
全
に
危
害
を

及
ぼ
す
罪
・
交
通
手
段
破
壊
罪
・
交
通
設
備
破
壊
罪
・
電
力
と
ガ
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
可
燃
可
爆
設
備
破
壊
罪
・
過
失
に
よ
る
交
通
手
段
破
壊

罪
・
過
失
に
よ
る
交
通
設
備
破
壊
罪
・
過
失
に
よ
る
電
力
と
ガ
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
可
燃
可
爆
設
備
破
壊
罪
・
通
信
設
備
破
壊
罪
・
過
失
に
よ

る
通
信
設
備
破
壊
罪
・
鉄
砲
と
弾
薬
及
び
爆
発
物
不
法
製
造
罪
・
鉄
砲
と
弾
薬
及
び
爆
発
物
不
法
売
買
罪
・
鉄
砲
と
弾
薬
及
び
爆
発
物
不
法
運

搬
罪
・
鉄
砲
と
弾
薬
及
び
爆
発
物
不
法
窃
盗
罪
・
鉄
砲
と
弾
薬
及
ぴ
爆
発
物
強
取
奪
罪
・
交
通
事
故
惹
起
罪
・
重
大
責
任
事
故
罪
・
危
険
物
管

理
規
定
に
違
反
し
て
事
故
を
発
生
さ
せ
る
罪
。

(
臼
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
社
会
主
義
経
済
を
破
壊
す
る
罪
の
種
類
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
密
輸
罪
・
投
機
空
取
引
罪
・
計
画
配
給
切
符

偽
造
罪
・
計
画
配
給
切
符
転
売
罪
・
脱
税
罪
・
納
税
拒
否
罪
・
国
家
貨
幣
偽
造
罪
・
偽
造
国
家
貨
幣
運
搬
罪
・
有
価
証
券
偽
造
罪
・
有
価
切
符

切
手
偽
造
罪
・
集
団
生
産
破
壊
罪
・
国
家
特
定
資
金
物
質
流
用
罪
・
商
標
盗
用
罪
・
特
許
盗
用
罪
・
林
木
盗
伐
罪
・
林
木
監
伐
罪
・
水
産
物
不

法
捕
獲
罪
・
不
法
狩
猟
罪
。

(
日
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
公
民
の
人
身
の
権
利
・
民
主
的
権
利
を
害
す
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
故
意
に
よ
る
殺
人
罪
・
過
失
に
よ

る
殺
人
罪
・
故
意
に
よ
る
傷
害
罪
・
過
失
に
よ
る
重
傷
害
罪
・
拷
聞
に
よ
る
自
白
強
要
罪
・
集
合
し
て
「
殴
打
・
破
壊
・
略
奪
」
を
行
う
罪
・

一
訓
告
陥
害
罪
・
強
姦
罪
・
幼
女
姦
淫
罪
・
婦
女
売
春
強
要
罪
・
人
身
拐
取
売
買
罪
・
選
挙
破
壊
罪
・
不
法
監
禁
罪
・
不
法
管
制
罪
・
不
法
捜
査

罪
・
住
居
不
法
侵
入
罪
・
侮
辱
罪
・
誹
誘
罪
・
報
復
陥
害
罪
・
宗
教
信
仰
の
自
由
不
法
剥
奪
罪
・
少
数
民
族
の
風
俗
習
慣
侵
害
罪
・
偽
証
罪
・

通
信
自
由
侵
害
罪
。

(
前
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
財
産
を
害
す
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
強
盗
罪
・
窃
盗
罪
・
詐
欺
罪
・
奪
取
罪
・
常
習
的
窃
盗
罪
・
常
習

的
詐
欺
罪
・
恐
喝
罪
・
公
務
員
横
領
罪
・
故
意
に
公
私
財
物
を
損
壊
す
る
罪
。
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(
訂
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
社
会
の
管
理
秩
序
を
妨
害
す
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
公
務
妨
害
罪
・
社
会
秩
序
撹
乱
罪
・
公
共
秩
序
破

壊
罪
・
無
頼
行
為
罪
・
逃
走
罪
・
犯
人
蔵
匿
・
隠
避
罪
・
鉄
砲
弾
薬
私
蔵
罪
・
偽
薬
製
造
販
売
罪
・
迷
信
に
よ
る
財
物
詐
欺
罪
・
国
家
公
務
員

を
詐
称
し
た
詐
欺
罪
・
公
文
書
・
証
明
書
・
印
章
を
偽
造
・
変
造
・
奪
取
・
致
棄
す
る
罪
・
賭
博
罪
・
婦
女
勧
誘
・
収
容
売
春
罪
・
狼
菰
訳
書
画

製
造
販
売
罪
・
毒
物
製
造
販
売
運
搬
罪
・
賊
物
隠
匿
販
売
罪
・
貴
重
文
物
密
輸
出
罪
・
貴
重
文
物
・
名
所
旧
跡
破
壊
罪
・
国
境
標
識
・
境
界

杭
・
測
量
標
識
破
壊
罪
・
国
境
不
法
越
境
罪
・
不
法
越
境
手
配
運
送
罪
・
国
境
衛
生
憲
検
疫
規
定
違
反
罪
。

(
槌
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
婚
姻
家
庭
を
妨
害
す
る
罪
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
婚
姻
自
由
干
渉
罪
・
重
婚
罪
・
軍
人
の
婚
姻
を
破
壊
す
る

罪
・
虐
待
罪
・
遺
棄
罪
・
児
童
誘
惑
離
脱
罪
。

(
印
)
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
る
漬
職
罪
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
収
賄
罪
・
贈
賄
罪
・
増
収
賄
仲
介
罪
・
国
家
重
要
機
密
漏
洩
罪
・
職
務
慨
怠

罪
・
不
正
裁
判
罪
・
被
収
監
者
体
罰
虐
待
罪
・
犯
罪
者
違
法
釈
放
罪
・
郵
便
電
信
通
信
妨
害
罪
。

(
向
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
一
一

l
一
一
一
一
頁
参
照
。

(η)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
一
一
一
頁
参
照
。

(η)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
一
一
一
一
頁
参
照
。

(η)
木
村
・
前
掲
『
全
訂
新
刑
法
読
本
』
一
七
四
頁
。

(
九
)
中
国
刑
法
理
論
は
、
一
般
的
に
犯
罪
の
客
体
と
犯
罪
の
対
象
と
の
間
に
は
、
次
の
区
別
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
犯
罪
の
客
体
は

中
国
刑
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
、
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
社
会
主
義
的
社
会
関
係
で
あ
り
、
か
つ
犯
罪
の
性
質
を
決
定
す
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
犯
罪
の
対
象
は
社
会
関
係
で
は
な
い
の
で
、
そ
れ
が
犯
罪
の
性
質
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
犯

罪
の
客
体
は
す
べ
て
の
犯
罪
を
構
成
す
る
た
め
の
要
件
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
と
犯
罪
も
存
在
し
な
い
の
に
対
し
て
、
犯
罪
の
対
象
は
す
べ
て

の
具
体
的
犯
罪
を
構
成
す
る
た
め
の
要
件
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
中
国
刑
法
に
お
け
る
九
八
条
の
反
革
命
集
団
罪
・
一
六
一
条
の
逃

走
罪
・
一
七
六
条
の
国
境
不
法
越
境
罪
な
ど
が
犯
罪
の
対
象
を
欠
い
て
い
る
[
こ
の
点
に
関
し
て
、
い
か
な
る
犯
罪
に
も
必
ず
犯
罪
の
対
象
が

あ
る
と
い
う
反
論
も
見
ら
れ
る
(
林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』
三
七
頁
)
]
。
第
三
に
、
い
か
な
る
犯
罪
も
必
ず

あ
る
具
体
的
な
社
会
関
係
を
侵
害
す
る
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
一
定
の
客
体
を
侵
害
す
る
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
犯
罪
の
対
象
は
損
害
を
受

け
な
い
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(
同
)
中
国
の
刑
法
理
論
に
お
い
て
は
、

説
~L-" 

両岡
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一
般
的
に
こ
の
種
類
の
主
犯
を
「
組
織
犯
」
と
呼
ん
で
い
る
。



「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

(
河
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
九
五
頁
以
下
。

(
打
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』

(
沌
)
高
銘
喧
・
前
掲
『
刑
法
総
則
要
議
」
一
八
五
頁
。

(
乃
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二

O
四
頁
。

(
別
)
中
国
に
お
け
る
「
集
合
的
犯
罪
」
と
は
、
一
般
に
仲
間
を
組
む
犯
罪

l
す
な
わ
ち
事
前
に
謀
議
す
る
か
ま
た
は
偶
然
に
不
特
定
多
数
を
集
合

し
て
行
わ
れ
た
犯
罪
で
あ
る
(
劉
之
主
編
・
『
中
華
人
民
共
和
国
大
辞
書
』
長
春
人
民
出
版
社
一
九
九
一
年
一
一
一
一
四
真
な
ど
)
と
言
わ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
多
衆
を
集
合
し
て
駅
・
埠
頭
・
民
間
飛
行
場
・
市
場
・
公
園
・
映
函
館
・
展
覧
会
場
・
運
動
場
そ
の
他
公
共
の
場
所
の
秩
序
を
混

乱
さ
せ
、
或
い
は
交
通
を
遮
断
す
る
か
ま
た
は
交
通
秩
序
を
破
壊
す
る
な
ど
で
あ
る
(
劉
之
主
編
・
前
掲
『
中
華
人
民
共
和
国
大
辞
書
』
一
一

二
五
頁
な
ど
)
。

(
剖
)
何
乗
松
主
編
・
『
刑
法
教
程
』
法
律
出
版
社
一
九
八
七
年
二
二
二
頁
な
ど
。

(
回
)
斉
湘
泉
・
「
首
謀
者
と
主
犯
と
に
つ
い
て
」
『
電
大
法
学
』
一
九
八
四
年
第
五
期
三
九
頁
。

(
部
)
醇
思
勤
・
李
文
芳
・
「
主
犯
略
論
」
『
電
大
法
学
』
一
九
八
四
年
第
二
期
三
七
頁
。

(
制
)
王
作
富
主
編
・
「
中
国
刑
法
適
用
』
中
国
公
安
大
学
出
版
社
一
九
八
七
年
十
一
月
一
七
六
頁
な
ど
。

(
前
)
高
銘
喧
・
前
掲
『
刑
法
総
則
要
議
』
一
七
九
頁
、
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
九
三
頁
な
ど
。

(
部
)
呉
文
翰
・
「
共
犯
に
お
け
る
幾
つ
か
の
間
題
に
つ
い
て
」
『
法
学
研
究
』
一
九
八
二
年
第
一
期
二
ニ
頁
。

(
訂
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
一
一
四
頁
。
な
お
、
王
作
富
主
編
・
前
掲
『
中
国
刑
法
適
応
』
一
七
二
貝
な
ど
参
照
。

(
部
)
王
作
富
主
編
・
前
掲
『
中
国
刑
法
適
用
』
一
八
ご
頁
な
ど
。

(
卸
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
九
九
頁
な
ど
。

(
卯
)
王
作
富
・
『
中
国
刑
法
研
究
』
中
国
人
民
大
学
出
版
社
一
九
八
八
年
七
月
二
五
四
頁
。

(
引
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
九
九
頁
な
ど
。

(
但
)
張
尚
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
概
論
・
総
則
部
分
』
法
律
出
版
社
一
九
八
三
年
一
九
三
一
九
四
頁
。

(
回
)
陳
輿
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
二
九
頁
な
ど
参
照
。

(
叫
)
梁
世
偉
・
『
刑
法
学
教
程
』
南
京
大
学
出
版
社
一
九
八
七
年
二

O
九
頁
。
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一
九
六
頁
な
ど
。



説

(
回
)
梁
恢
偉
・
前
掲
『
刑
法
学
教
程
』
一
二

O
頁。

(
伺
)
中
国
社
会
科
学
院
語
言
研
究
所
詞
典
編
輯
室
編
・
『
現
代
漢
語
詞
典
』

(
貯
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一

O
二
頁
。

(
開
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
一
一
一
一
一
一
頁
。

(
的
)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
」
七
四
頁
、

な
ど
。

(
削
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
三
九
頁
、
林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』

(
肌
)
林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』
八
七
頁
。

(
問
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
三
九
頁
。

(
問
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
「
刑
法
学
』
二

O
O
頁
、
李
光
燦
・
馬
克
回
目
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』

(
捌
)
王
小
鳴
・
「
脅
従
犯
の
若
干
問
題
の
検
討
」
『
法
制
建
設
』
一
九
八
六
年
第
三
期
三
七
頁
。

(
問
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
三
六
|
一
一
一
一
一
七
-
良
な
ど
。

(
附
)
陳
忠
機
・
「
脅
従
犯
に
つ
い
て
」
司
法
学
研
究
』
一
九
八
六
年
第
五
期
二
六
l
二
七
頁
な
ど
。

(
叩
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
三
九
頁
。

(
間
)
張
尚
・
前
掲
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
概
論
・
総
則
部
分
』
一
九
六
頁
。

(
削
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
三
七
頁
。

(
山
)
法
学
教
材
編
輯
部
刑
法
学
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
二

O
一
頁
な
ど
。

(
山
)
李
光
燦
・
馬
克
日
目
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
七
四
頁
な
ど
。

(
山
)
越
素
志
主
編
・
『
刑
法
改
正
研
究
綜
述
』
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
社
一
九
九
一
年
一
五
九
頁
参
照
。

(
出
)
趨
乗
志
主
編
・
前
掲
『
刑
法
改
正
研
究
綜
述
』
一
五
九
頁
参
照
。

(
山
)
第
二
二
条
は
、
不
測
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
不
測
の
で
き
ご
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
行
為
が
客
観
的
に
損
害
を
生
み
出
す
結
果
と
な
っ
た
と
し
て
も
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
不
可
抗
力
ま
た
は
予
見
で
き
な

い
自
由
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
は
、
犯
罪
と
は
認
め
な
い
」
。
と
の
規
定
に
よ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
不
測
の
で
き
ご
と
と
は
、
行
為
者
の
意
思
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一
九
七
九
年
版
三
三
五
頁
。

論

林
文
肯
・
茅
彰
年
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
理
論
と
司
法
実
践
』

八
七
頁

八
八
頁
な
ど
。

七
回
頁
な
ど
。



「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

以
外
の
原
因
に
よ
り
発
生
し
た
不
測
の
事
態
を
指
し
、
行
為
者
の
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
、
犯
罪
と
は
認
め
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
例
を
挙
げ
れ
ば
、
A
が
馬
車
に
乗
っ
て
フ
ェ
ン
ス
聞
い
の
球
技
場
の
横
を
通
過
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
球
技
場
か
ら
飛

び
出
し
て
き
た
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
が
馬
に
あ
た
り
、
驚
い
て
暴
走
す
る
馬
を

A
は
制
止
し
き
れ
ず
に
、
道
に
い
た
子
供
を
は
ね
て
死
な
せ
て
し
ま

っ
た
、
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
A
に
は
予
見
で
き
な
い
状
況
下
で
、
し
か
も
不
可
抗
力
に
よ
る
の
で
A
は
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
い
。

行
為
者
は
不
測
の
で
き
ご
と
に
対
し
て
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
。

(
旧
)
第
一
八
条
は
、
緊
急
避
難
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
緊
急
避
難
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
コ
一
項
に
分
け
て
規
定
し
て
い
る
。

第
一
項
は
、
「
現
に
発
生
し
て
い
る
危
険
か
ら
公
共
の
利
益
・
本
人
ま
た
は
他
人
の
人
身
お
よ
び
そ
の
他
の
権
利
を
守
る
た
め
、
や
む
を
え
ず
と

っ
た
緊
急
避
難
行
為
は
、
刑
事
責
任
を
負
わ
な
い
」
の
で
あ
る
。
第
一
一
項
は
、
寸
必
要
な
限
度
を
こ
え
て
不
相
当
な
危
害
を
加
え
た
緊
急
避
難
は
、

刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
情
状
を
酌
量
し
て
処
罰
を
軽
減
ま
た
は
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。
第
三
項
は
、

「
第
一
項
の
本
人
の
危
険
を
避
け
る
と
い
う
規
定
は
、
職
務
上
・
業
務
上
特
定
の
責
任
あ
る
者
に
は
適
用
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
に

基
づ
い
て
、
中
国
の
学
説
で
は
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
一
般
的
に
以
下
の
四
つ
の
条
件
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

第
一
に
、
公
共
の
利
益
・
本
人
ま
た
は
他
人
の
人
身
お
よ
び
そ
の
他
の
権
利
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
脅
威
を
避
け
る
た
め
の
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
危
険
が
発
生
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
そ
の
他
の
い
か
な
る
方
法
に
よ
っ
て
も
危

険
を
排
除
し
え
な
い
と
い
う
状
況
の
下
で
や
む
を
え
ず
と
っ
た
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
に
、
必
要
な
限
度
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
必
要
な
限
度
と
は
、
避
難
行
為
が
与
え
た
損
害
が
、
避
け
ら
れ
る
べ
き
損
害
よ
り
も
小
さ
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

を一一一局、
7
0

(
出
)
呉
振
興
・
前
掲
『
教
唆
犯
に
つ
い
て
』
八
七
頁
。

(
凹
)
呉
振
興
・
前
掲
『
教
唆
犯
に
つ
い
て
』
一

O
四
l
一
O
五
頁
。

(
山
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二
五
九
頁
。

(
山
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
一
六
一
一
員
。

(m)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
九

O
頁
参
照
。

(m)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
九

O
頁
参
照
。

(
問
)
た
と
え
ば
、
教
唆
の
動
機
・
目
的
お
よ
び
常
習
的
な
教
唆
な
ど
。
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(
悶
)
た
と
え
ば
、
自
首
お
よ
び
中
止
が
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
。

(
山
)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
九

O
頁。

(
悶
)
中
国
刑
法
第
二

O
条
は
、
犯
罪
の
未
遂
お
よ
び
未
遂
犯
を
ど
う
処
罰
す
る
か
に
つ
い
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
は
、
未
遂
の
定
義
お

よ
ぴ
未
遂
犯
の
処
罰
原
則
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
、
犯
罪
者
の
意
志
以
外
の
原
因
に
よ
っ
て
こ
れ
を

遂
げ
な
か
っ
た
も
の
は
、
犯
罪
の
未
遂
で
あ
る
。
未
遂
犯
に
つ
い
て
は
、
既
遂
犯
に
照
ら
し
て
、
軽
き
に
従
い
処
罰
す
る
か
ま
た
は
処
罰
を
軽

減
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
中
国
の
学
説
で
は
、
こ
の
規
定
に
よ
る
と
、
一
般
的
に
犯
罪
の
未
遂
に
は
次
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
一
は
、
行
為
者
が
既
に
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
行
為
者
が
予
期
し
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
求
め
た
危
害
結
果
が
な
お
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
行
為
者
の
意
志
以
外
の

原
因
に
よ
っ
て
、
犯
罪
が
予
期
し
た
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
本
心
に
背
い
た
そ
の
他
の
原

因
で
あ
る
。

(
問
)
林
準
主
編
・
『
中
国
刑
法
教
程
』
人
民
法
院
出
版
社
一
九
八
九
年
一
四
一
頁
。

(
問
)
貌
克
家
・
「
教
唆
犯
に
お
け
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
」
『
刑
法
学
論
集
』
北
京
市
法
学
会
編
一
九
八
三
一
年
一
一
一
一
九
頁
、
本
ナ
光
燦
主
編
・

前
掲
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
法
論
・
上
冊
』
二
九
六
頁
。

(
問
)
周
知
の
よ
う
に
、
他
の
固
に
は
、
明
文
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
場
合
で
の
教
唆
犯
を
予
備
犯
と
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
立
法
例
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
一
九
五
二
年
の
ア
ル
パ
ニ
ア
刑
法
典
第
一
四
条
の
第
四
項
で
は
、
『
他
人
を
教
唆
し
て
罪
を
犯
さ
せ
た
教
唆
犯
ま
た
は
他
人
の
犯
罪
を

常
助
し
た
討
助
犯
は
、
他
人
が
何
等
か
の
犯
罪
を
実
行
し
な
く
て
も
、
そ
の
予
備
行
為
に
つ
い
て
は
刑
事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』

と
規
定
し
て
い
る
(
北
京
大
学
法
学
部
刑
法
研
究
室
編
・
『
刑
法
参
考
資
料
・
四
』
一
九
七
九
年
一
四
九
頁
)
。

(
問
)
李
光
燦
な
ど
著
・
『
刑
法
因
果
関
係
論
』
北
京
大
学
出
版
社
一
九
八
六
年
二
四

O
頁
な
ど
。

(m)
他
国
に
は
、
こ
の
見
解
と
似
て
い
る
立
法
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
第
五

O
二
条
の
第
一
一
項
に
は
、
「
も
し
行
為
者
が

教
唆
さ
れ
た
被
教
唆
者
と
連
絡
を
取
り
た
か
っ
た
が
、
し
か
し
取
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
者
に
つ
い
て
は
本
条
の
第
一
項
を
適
用
し

て
構
わ
な
い
』
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
の
第
一
項
は
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
第
一
項
を
適
用
し
て
構
わ

な
い
」
と
は
、
教
唆
の
既
遂
犯
と
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

(m)
以
下
に
お
い
て
、
私
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
「
争
議
例
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

説ーι日間

ち
な
み
に
、
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「共謀共同正犯」に関する試論 (3) 

例
の
い
ず
れ
も
、
そ
れ
を
引
用
し
た
教
材
・
案
例
等
の
本
自
体
に
引
用
符
号
が
な
か
っ
た
の
で
(
一
九
八
六
年
五
月
、
安
徽
人
民
出
版
社
に
出

版
さ
れ
た
『
難
解
な
刑
事
判
例
の
解
明
』
と
い
う
本
の
中
に
お
い
て
共
同
犯
罪
部
分
を
執
筆
し
た
私
の
経
験
か
ら
す
る
と
、
挙
げ
ら
れ
た
も
の
は
、

原
判
決
に
忠
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
)
、
事
実
・
判
旨
・
争
議
点
に
該
当
す
る
部
分
を
、
「
事
実
の
概
要
」
・
「
判
決
の
要
旨
」
・
「
争
議
の
要
約
」

と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
四
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
九
六
l
一
九
七
頁
。

(
悶
)
無
頼
・
強
姦
と
い
う
の
は
、
本
稿
に
お
い
て
既
に
何
度
も
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
中
国
刑
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
無

頼
罪
」
・
「
強
姦
罪
」
等
に
つ
き
、
若
干
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
中
国
刑
法
第
一
六

O
条
等
に
よ
れ
ば
、
「
無
頼
罪
」
と
は
、
多
衆
が
集
合

し
て
殴
り
合
い
を
し
た
り
、
他
人
に
言
い
が
か
り
を
つ
け
て
騒
ぎ
を
起
こ
し
た
り
、
婦
女
を
侮
辱
し
た
り
或
い
は
そ
の
他
の
無
頼
行
為
を
行
い
、

公
共
の
秩
序
を
破
壊
し
た
場
合
で
、
し
か
も
情
状
の
悪
質
な
場
合
を
い
う
。
本
罪
を
犯
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
死
刑
・
七
年
以
上
の
有
期
懲
役
・

拘
役
ま
た
は
管
制
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
無
頼
集
団
の
首
謀
者
に
対
し
て
は
、
「
死
刑
ま
た
は
七
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
」
ベ
き

旨
を
定
め
て
い
る
。
次
に
、
刑
法
第
一
一
一
一
九
条
は
、
「
強
姦
罪
」
等
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
暴
力
・
脅
迫
ま

た
は
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
婦
女
を
強
姦
し
た
者
は
、
三
年
以
上
一

O
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
。
一
四
歳
未
満
の
女
子
を
姦
淫
し
た

者
は
、
強
姦
罪
を
以
て
論
じ
、
重
き
に
従
い
処
罰
す
る
。
前
二
項
の
罪
を
犯
し
、
情
状
が
特
に
重
く
ま
た
は
重
傷
害
を
負
わ
せ
、
或
い
は
死
亡

さ
せ
た
も
の
は
十
年
以
上
の
有
期
懲
役
・
無
期
懲
役
ま
た
は
死
刑
に
処
す
る
。
二
人
以
上
で
強
姦
罪
を
犯
し
共
同
で
輪
姦
し
た
者
は
、
重
き
に

従
い
処
罰
す
る
」
と
。
な
お
、
以
下
で
は
、
中
国
の
刑
罰
の
種
類
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
中
国
の
現
行
刑
法
に
お
い
て
規
定

さ
れ
て
い
る
刑
罰
は
、
主
刑
と
し
て
五
種
類

l
つ
ま
り
、
管
制
さ
れ
は
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
、
犯
罪
者
を
拘
禁
せ
ず
に
一
定
の
自
由

を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
中
国
の
刑
罰
に
お
い
て
最
も
軽
い
主
別
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
、
三
カ
月
以
上
二
年
以
下
で
あ
る
。
数

罪
を
併
合
し
て
処
罰
す
る
場
合
に
は
、
三
年
を
超
え
て
は
い
け
な
い
)
・
拘
役
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
の
身
体
的
自
由
を
短
期
的
に
剥
奪
し
、
労
働

改
造
を
ほ
ぼ
強
制
的
に
行
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
、
十
五
日
以
上
六
カ
月
以
下
で
あ
る
。
数
罪
を
併
合
し
て
処
罰
し
た
場
合
に
は
、
一

年
を
越
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
了
有
期
懲
役
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
の
身
体
的
自
由
を
一
定
期
間
剥
奪
し
、
拘
禁
し
て
労
働
改
造
を
実
行
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
期
間
は
、
六
カ
月
以
上
十
五
年
以
下
で
あ
る
)
・
無
期
懲
役
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
の
自
由
を
終
身
剥
奪
し
、
拘
禁
し
て
労
働
改

造
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
罪
状
が
重
く
、
死
刑
に
処
す
る
必
要
は
な
い
が
有
期
懲
役
で
は
軽
す
ぎ
る
犯
罪
者
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ

れ
て
い
る
)
・
死
刑
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
の
生
命
を
奪
う
も
の
で
あ
る
。
罪
が
極
め
て
重
く
か
っ
悪
質
な
犯
罪
者
に
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
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説号A
"岡

れ
る
)
が
あ
り
、
附
加
刑
と
し
て
三
種
類

l
す
な
わ
ち
、
罰
金
・
政
治
的
権
利
の
剥
奪
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
の
国
家
行
政
へ
の
参
加
と
政
治
的

活
動
の
権
利
を
う
ば
う
も
の
で
あ
る
)
・
財
産
の
没
収
(
こ
れ
は
、
犯
罪
者
個
人
が
所
有
す
る
財
産
の
一
部
ま
た
は
全
部
を
強
制
的
に
無
償
で
固

有
に
帰
す
る
も
の
で
あ
る
)
が
あ
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
刑
罰
の
種
類
は
、
比
較
法
的
視
点
か
ら

す
る
と
、
確
か
に
「
極
め
て
興
味
あ
る
諸
問
題
を
内
包
し
て
い
る
」
(
除
益
初
・
井
戸
田
侃
編
著
・
『
現
代
中
国
刑
事
法
論
』
法
律
文
化
社
一
九

九
二
年
七
六
頁
)
と
言
え
る
が
、
と
こ
ろ
で
死
刑
適
用
と
い
う
問
題
に
関
し
て
言
え
ば
、
国
際
的
な
死
刑
廃
止
の
潮
流
と
調
和
し
な
い
と
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ
て
ま
す
ま
す
死
刑
の
適
用
範
囲
が
拡
大
す
る
傾
向
に
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
九
七
九
年
の
中
国
現
行
刑
法
典
に
お
い
て
死
刑
が
規
定
さ
れ
た
の
は
僅
か
七
つ
の
条
文
で
二
七
種
類
の
犯
罪
(
こ
の

二
七
種
類
の
犯
罪
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
反
革
命
罪
に
お
け
る
一

O
一
一
一
条
で
の
祖
国
に
背
叛
す
る
罪
・
政
府
の
転
覆
を
陰
謀
す
る
罪
・
国
家

の
分
裂
を
陰
謀
す
る
罪
・
裏
切
っ
て
敵
に
投
降
す
る
罪
・
反
乱
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
を
策
動
す
る
罪
・
凶
器
を
以
て
集
合
し
て
反
乱
す
る
罪
・

集
合
し
て
監
獄
を
襲
う
罪
・
脱
獄
を
組
織
す
る
罪
・
ス
パ
イ
の
罪
・
特
務
の
罪
・
利
敵
行
為
の
罪
・
反
革
命
破
壊
罪
、
公
共
の
安
全
に
危
害
を

及
ぽ
す
罪
に
お
け
る
一

O
六
条
で
の
放
火
罪
・
溢
水
罪
・
爆
破
罪
・
毒
物
混
入
罪
・
そ
の
他
の
危
険
な
方
法
に
よ
り
公
共
の
安
全
に
危
害
を
及

ぼ
す
罪
と
一

O
九
条
で
の
交
通
手
段
爆
破
罪
・
交
通
設
備
爆
破
罪
・
電
力
と
ガ
ス
お
よ
び
そ
の
他
の
可
燃
可
爆
設
備
破
壊
罪
、
公
民
の
人
身
の

権
利
・
民
主
的
権
利
を
侵
害
す
る
罪
に
お
け
る
一
コ
一
二
条
の
殺
人
罪
と
一
三
九
条
で
の
強
姦
罪
・
幼
女
姦
淫
罪
、
財
産
を
侵
害
す
る
罪
に
お
け

る
一
五

O
条
の
強
盗
罪
と
一
五
五
条
の
国
家
公
務
員
横
領
罪
で
あ
る
)
に
及
ん
で
い
た
が
、
近
年
、
刑
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
伴
っ
て
ま
す
ま

す
死
刑
の
適
用
範
囲
は
拡
大
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
中
国
は
、
六

0
種
類
以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
死
刑
の
適
用
を
認
め
た
の
で
、

終
に
死
刑
の
適
用
面
に
お
い
て
世
界
一
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
、
中
国
の
「
改
革
開
放
」
に
伴
っ
て
犯
罪
が
急
増
し
て

お
り
、
一
定
の
犯
罪
の
破
壊
性
お
よ
び
危
険
性
が
増
大
し
て
い
る
と
い
う
原
因
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
こ
で
特
に
指
摘
し
た

い
の
は
、
普
通
の
中
国
人
の
観
念
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
犯
罪
に
つ
い
て
死
刑
を
規
定
し
な
い
け
れ
ば
、
刑
法
そ
の
も
の
に
抑
止
力

が
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
死
刑
が
よ
い
」
と
い
う
価
値
観
は
、
中
国
人
の
法
意
識

の
中
に
根
強
く
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
中
国
で
は
死
刑
を
依
然
と
し
て
犯
罪
と
闘
う
重
要
な
手
段
と
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
を
廃
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
中
国
の
学
者
達
は
、
外
国
で
の
死
刑
廃
止
の
理
論
に
鑑
み
な
が
ら
、

中
国
の
事
情
を
考
え
つ
つ
、
で
き
る
だ
け
死
刑
適
用
の
範
囲
を
縮
小
し
て
、
死
刑
の
適
用
を
制
限
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
措

置
と
し
て
は
、
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
死
刑
執
行
猶
予
(
緩
刑
)
」
(
中
国
に
お
け
る
「
死
刑
執
行
猶
予
」
と
は
、
「
死
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刑
の
判
決
を
下
す
べ
き
犯
罪
者
に
つ
い
て
も
、
直
ち
に
執
行
を
必
要
と
し
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
死
刑
の
判
決
と
同
時
に
二
年
の
執
行
猶
予
を

宣
告
し
て
労
働
改
造
を
行
い
、
そ
の
効
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
第
四
三
条
一
項
)
こ
と
を
い
う
。
す
な
わ
ち
、
死
刑
執
行
猶
予
の
判
決
を

受
け
た
場
合
、
死
刑
の
執
行
猶
予
期
間
内
に
確
か
に
改
俊
の
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
二
年
の
期
間
を
満
了
し
た
後
、
十
五
年
以
上
二
十

年
以
下
の
有
期
懲
役
に
軽
減
す
る
の
に
対
し
て
、
も
し
改
造
を
拒
み
情
状
の
悪
質
さ
が
調
査
の
末
に
事
実
と
さ
れ
た
場
合
は
、
最
高
人
民
法
院

の
裁
定
ま
た
は
審
査
許
可
に
よ
り
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
)
と
い
う
制
度
を
引
き
続
き
堅
持
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
自
首
を
し

た
者
に
死
刑
を
適
用
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
三
は
、
最
高
人
民
法
院
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
重
大
な
人

身
的
権
利
(
た
と
え
ば
、
殺
人
罪
・
強
姦
罪
な
ど
)
お
よ
び
国
家
の
安
全
を
侵
害
す
る
犯
罪
に
限
っ
て
死
刑
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
中
国
で
は
、
将
来
全
面
的
に
刑
法
を
改
正
す
る
と
き
に
は
、
死
刑
を
適
用
す
る
罪
種
に
つ
い
て
は
、
お
そ
ら
く
三

0
種
類
程
度
に

留
め
る
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
出
)
中
国
の
有
罪
判
決
書
に
お
い
て
は
、
以
下
の
内
容
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
北
京
法
政
学
院
編
・
『
中
華
人
民
共
和
国
刑
事
訴
訟
法
講

話
』
群
衆
出
版
社
一
九
七
九
年
九
七
頁
参
照
)
と
さ
れ
て
い
る
。
①
被
告
人
の
姓
名
・
性
別
・
年
齢
・
職
業
・
そ
の
他
身
分
に
関
す
る
事
項
。

②
犯
罪
の
事
実

l
つ
ま
り
犯
罪
の
時
間
・
場
所
・
手
段
動
機
・
目
的
・
結
果
お
よ
び
そ
の
他
の
関
係
事
項
な
ど
。
③
判
決
の
理
由
1

す
な
わ

ち
事
実
認
定
の
根
拠
と
法
律
・
法
令
適
用
の
根
拠
お
よ
び
刑
罰
を
受
け
る
べ
き
理
由
な
ど
。
④
結
論

i
こ
れ
は
、
罪
名
・
刑
罰
な
ど
に
つ
い
て

の
決
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
国
の
判
決
に
お
け
る
理
由
部
分
は
、
日
本
の
判
決
理
由
の
部
分
と
若
干
異
な
る
(
た
と
え
ば
、
特
別
の
犯
罪
情

状
が
な
い
か
ぎ
り
、
一
般
に
被
告
人
誰
々
が
行
っ
た
何
々
の
犯
罪
行
為
は
何
々
罪
を
構
成
し
、
よ
っ
て
刑
法
何
条
に
よ
っ
て
何
々
刑
に
処
す
る
、

と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
)
。

(
問
)
一
部
の
学
説
で
は
、
こ
れ
が
主
犯
と
さ
れ
る
の
は
、
既
に
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

(m)
立
行
主
編
・
『
刑
事
犯
罪
実
例
解
析
』
旦
大
学
出
版
社
一
九
八
九
年
七
頁
。

(
即
)
中
国
刑
法
第
九
五
条
等
に
よ
れ
ば
、
こ
の
罪
は
、
計
画
的
に
指
導
を
行
い
、
組
織
を
作
っ
て
人
を
集
め
、
凶
器
を
所
持
し
暴
力
に
よ
っ
て
反

抗
す
る
か
、
或
い
は
人
民
民
主
専
制
の
政
権
の
転
覆
を
画
策
す
る
行
為
を
い
う
。
本
罪
を
犯
し
た
場
合
に
は
、
反
乱
の
首
謀
者
ま
た
は
そ
の
他

罪
状
の
特
に
重
い
者
は
、
死
刑
・
無
期
懲
役
ま
た
は
十
年
以
上
の
有
期
懲
役
に
処
す
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
他
反
乱
に
加
わ
っ
た
者
は
、
罪
状

の
軽
重
に
応
じ
て
三
年
以
上
十
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
処
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
罪
は
、
「
反
革
命
罪
」
の
一
つ
の
種
類
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。
中
国
に
お
け
る
反
革
命
罪
と
は
、
人
民
民
主
専
制
の
政
権
及
び
社
会
主
義
制
度
を
転
覆
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
中
国
に
危
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説苦ム
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害
を
与
え
る
行
為
を
指
す
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
本
罪
に
は
以
下
の
三
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
侵
害
さ

れ
た
客
体
は
中
国
の
人
民
民
主
専
制
の
政
権
と
社
会
主
義
制
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
、
行
為
者
が
中
国
に
危
害
を
与
え
る
行
為

つ
ま
り
反
革
命
行
為
を
実
際
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
は
、
行
為
者
が
反
革
命
の
目
的
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
今
日

ま
で
、
中
国
の
立
法
者
は
、
主
に
政
治
的
角
度
か
ら
刑
法
の
機
能
を
認
識
し
、
刑
法
は
階
級
闘
争
の
道
具
で
あ
る
と
し
て
き
た
。
そ
れ
故
、
た

と
え
ば
現
行
刑
法
の
各
則
の
中
に
お
い
て
反
革
命
罪
を
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
反
革
命
罪
は
一

0
種
類
以
上
の
罪
名
に
の
ぼ
っ

て
い
る
。
特
に
、
一
九
七
九
年
の
刑
法
に
規
定
さ
れ
た
死
刑
に
処
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
五
種
類
の
罪
の
中
で
、
反
革
命
罪
は
九
種
類
に
及
ん

で
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
の
は
、
中
国
で
は
、
反
革
命
罪
を
取
り
消
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
存
す
る
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
実
は
、
中
国
で
は
、
反
革
命
罪
を
取
り
消
す
と
い
う
提
議
が
、
既
に
一
九
八
二
年
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
八
年
ま
で
に
刑
法

学
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
反
革
命
罪
を
「
国
家
の
安
全
に
危
害
を
及
ぽ
す
罪
」
に
改
め
る
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

突
然
発
生
し
た
「
天
安
門
事
件
」
の
後
、
当
時
の
情
勢
に
鑑
み
て
、
少
数
の
学
者
に
よ
り
反
革
命
罪
を
取
り
消
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
主
張

が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
づ
け
は
、
反
革
命
と
い
う
概
念
が
中
国
の
国
勢
に
相
応
し
い
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
犯
罪
活
動
に
打
撃
を
加
え

る
こ
と
及
び
人
民
に
対
す
る
教
育
面
に
お
い
て
有
利
で
あ
る
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
大
多
数
の
学
者
は
、
依
然
と
し
て
反
革

命
と
い
う
罪
名
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
、

反
革
命
と
い
う
も
の
は
政
治
的
な
概
念
で
あ
っ
て
、
法
律
用
語
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
反
革
命
罪
は
「
政
治
犯
」
の
お
そ

れ
が
あ
る
の
で
、
も
し
犯
罪
者
が
国
外
に
逃
亡
し
た
場
合
、
中
国
に
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

犯
罪
へ
の
打
撃
お
よ
び
国
家
主
権
の
擁
護
に
と
っ
て
不
利
な
こ
と
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
第
二
に
、
反
革
命
罪
を
認
定
す
る
こ
と
が
非
常
に
難

し
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
罪
は
、
寸
反
革
命
の
目
的
」
を
そ
の
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
い
る
の
で
、
実
務
に
と
っ
て
そ
の
目
的
の
存

否
を
判
断
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
あ
る
行
為
が
客
観
的
に
見
れ
ば
国
家
の
安
全
に
危
害
を
与
え
た
が
、
そ

の
行
為
者
の
目
的
は
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
反
革
命
罪
に
な
ら
な
い
こ
と
や
、
或
い
は
他
の
罪
名
と
し
て
認
定
す
る
ほ
か
は
な
い

場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
犯
罪
の
危
害
性
を
十
分
に
捉
え
え
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
三
は
、
既
に
実
行
し
て
い
る
「
対

外
開
放
」
や
国
内
で
施
行
し
て
い
る
ご
国
両
制
」
の
情
勢
に
相
応
し
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
第
四
は
、
反
革
命
罪
を
取
り
消
す
こ
と
は
国
家

の
安
全
に
危
害
を
与
え
る
行
為
に
つ
い
て
処
罰
し
な
い
こ
と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
政
権
も
自
己
に

危
害
を
及
ぼ
す
行
為
を
容
認
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
反
革
命
の
名
を
他
の
罪
名
に
改
め
る
の
は
、
他
国
の
立
法
例
と
調
和
さ
せ
る
た
め
だ
け
で

北法46(5・272)1404



「共謀共同正犯」に関する試論(3 ) 

は
な
く
、
効
果
的
に
国
家
の
利
益
を
侵
害
す
る
行
為
と
闘
う
た
め
で
あ
る
。
以
上
の
論
点
を
総
合
し
て
考
え
る
と
、
中
国
で
は
反
革
命
罪
を
取

り
消
す
こ
と
が
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
が
、
た
だ
多
少
の
時
日
を
要
す
る
と
思
わ
れ
る
。
或
い
は
、
刑
法
の
全
面
的
改
正
以
前
に
、
特
別
法
の
形
で
「
反

革
命
」
の
名
称
を
「
国
家
の
安
全
に
危
害
を
加
え
る
罪
」
に
改
め
る
か
も
知
れ
な
い
。

(
問
)
こ
れ
は
、
上
述
の
中
国
学
説
で
一
言
わ
れ
て
い
る
主
要
な
実
行
犯
の
場
合
で
あ
る
。

(
悶
)
李
光
燦
・
馬
克
昌
・
羅
平
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
六
九
l
七
O
頁。

(
別
)
中
国
刑
法
第
一
一
七
条
に
よ
る
と
、
「
投
機
空
取
引
罪
」
と
は
、
利
潤
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
金
融
・
外
貨
・
金
銀
・
工
商
の
各
管
理

法
規
に
違
反
し
、
不
法
に
工
商
業
活
動
に
従
事
し
、
著
し
く
市
場
を
混
乱
さ
せ
、
社
会
主
義
経
済
秩
序
を
破
壊
す
る
情
状
の
悪
質
な
行
為
を
い
う
。

本
罪
を
犯
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
こ
の
一
一
七
条
な
ど
の
定
め
に
よ
れ
ば
、
三
年
以
上
の
有
期
懲
役
ま
た
は
無
期
懲
役
・
死
刑
な
ど
に
処
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、
こ
こ
で
中
国
に
お
け
る
経
済
犯
罪
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
中
国
の
刑
法
理
論
に
よ
れ
ば
、

経
済
犯
罪
と
は
、
経
済
の
分
野
に
お
い
て
経
済
を
交
流
す
る
過
程
で
発
生
し
た
犯
罪
活
動
を
い
う
。
こ
の
概
念
か
ら
す
る
と
、
中
国
で
の
経
済

犯
罪
の
範
囲
は
非
常
に
広
い
で
あ
ろ
う
。
一
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
中
国
に
と
っ
て
は
経
済
の
改
革
・
開
放
に
伴
っ
て
、
経
済
活
動
に
対
す
る
刑
法

の
保
護
を
強
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
今
日
ま
で
中
国
の
立
法
者
は
刑
法
改
正
の
重
点
を
主
に
「
人
身
に
対
す
る
犯
罪
」
お
よ
び
「
職

務
犯
罪
」
に
置
い
て
き
た
の
で
、
密
輸
罪
・
前
掲
の
投
機
空
取
引
罪
の
法
定
刑
を
引
き
上
げ
た
以
外
に
は
、
い
わ
ゆ
る
経
済
犯
罪
に
つ
い
て
の

改
正
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
て
、
中
国
の
市
場
商
品
経
済
の
目
覚
ま
し
い
発
展
と
い
う
情
勢
に

適
合
さ
せ
る
た
め
に
、
中
国
の
学
者
逮
は
、
経
済
犯
罪
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
大
幅
な
補
充
と
改
正
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

第
一
は
、
二
疋
の
罪
名
を
削
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
掲
の
投
機
空
取
引
罪
の
廃
止
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
第
二
は
、
幾
つ
か
の
新

し
い
罪
名
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
金
の
不
法
販
売
罪
、
不
法
経
営
罪
、
偽
装
破
産
罪
、
誇
大
広
告
罪
、
生
産
破
壊
罪
、
保
険
金

詐
欺
罪
、
契
約
詐
欺
罪
、
技
術
秘
密
漏
洩
罪
、
鉱
山
資
源
破
壊
罪
、
土
地
資
源
破
壊
罪
、
水
資
源
破
壊
罪
、
草
資
源
破
壊
罪
、
偽
物
・
劣
悪
品

の
生
産
販
売
罪
、
な
ど
で
あ
る
。

(
則
)
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
中
国
の
学
説
に
お
い
て
副
次
的
な
実
行
犯
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

(
問
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
一
一
一
一
一
一

l
二
二
三
百
円
。

(
凶
)
中
国
刑
法
第
一
六
九
条
に
よ
れ
ば
、
「
婦
女
勧
誘
・
収
容
罪
」
と
は
、
営
利
を
目
的
と
し
て
婦
女
を
勧
誘
・
収
容
し
て
売
春
を
さ
せ
る
行
為
を

い
う
。
本
条
等
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
は
死
刑
に
処
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
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(
凶
)
李
光
燦
.
馬
克
昌
.
羅
平
.
前
掲
『
共
同
犯
罪
に
つ
い
て
』
七
二
1
七
三
頁
。

(
凶
)
本
件
か
ら
見
る
と
正
確
に
一
雪
=

(
川
凶
川
)
欧
陽
涛
.
王
永
昌
.
張
中
華
一
編
編
.
『
百
例
の
難
解
な
刑
事
判
例
の
分
析
』
中
国
人
民
公
安
大
学
出
版
杜
一
九
八
八
年
一
一
五
l
一
一
七
頁
。

(
叩
)
本
件
の
判
決
は
、
不
明
で
あ
る
。

(
凶
)
欧
陽
涛
等
編
・
前
掲
『
百
例
の
難
解
な
刑
事
判
例
の
分
析
』
一
一
一
六
l
一
一
一
八
頁
。

(
凶
)
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
不
明
で
あ
る
。

(
即
)
欧
陽
涛
等
編
・
前
掲
『
百
例
の
難
解
な
刑
事
判
例
の
分
析
』
一
一
一
四

1
一
二
五
頁
。

(
則
)
本
件
の
判
決
は
、
不
明
で
あ
る
。

(
印
)
最
高
人
民
検
察
院
編
・
『
刑
事
犯
罪
事
件
叢
書
』
中
国
検
察
出
版
社
一
九
九
一
年
一
一
一
一
一

1
一一一一一一頁。

(
回
)
最
終
的
に
、
こ
の
検
察
院
が
、
結
局
被
告
人
C
に
つ
き
強
盗
罪
と
し
て
法
院
に
起
訴
し
、
法
院
も
C
に
つ
い
て
同
罪
の
判
決
を
下
し
た
(
最

高
人
民
検
察
院
編
・
前
掲
『
刑
事
犯
罪
事
件
叢
書
』
一
一
一
一
一
一
頁
)
の
で
あ
る
。

(
出
)
最
高
人
民
検
察
院
編
・
前
掲
『
刑
事
犯
罪
事
件
叢
書
』
二
二
六
j

一
三
七
頁
。

(
悶
)
最
終
の
処
理
結
果
と
し
て
、
検
察
院
は
他
の
被
告
人
を
法
院
に
起
訴
し
た
が
、

高
人
民
検
察
院
編
・
前
掲
書
二
二
七
頁
)
の
で
あ
る
。

(
邸
)
法
学
教
材
編
輯
部
編
写
組
・
前
掲
『
刑
法
学
』
一
九
六
頁
。

(
即
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
九
五
頁
。

(
同
)
陳
興
良
・
前
掲
『
共
同
犯
罪
論
』
二

O
四
頁
。

(
問
)
王
作
富
・
前
掲
『
中
国
刑
法
研
究
』
二
五
四
頁
。

5見告ら
両岡

D
を
起
訴
せ
ず
、
法
院
は
他
の
被
告
人
を
強
盗
罪
と
し
た
(
最
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