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日見

第
一
草
不
作
為
関
与
の
単
独
市
犯
件

第

節

ω悦

h
不
作
為
犯
の
正
犯
・
共
犯
区
別
に
関
す
る

7
1品
の
羽
状

第

一

項

総

説
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一
頃
不
作
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一
項
一
日
殺
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為
者
に
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る
小
救
助

品
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四
項
プ
口
パ
イ
ダ
の
削
除
義
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達
比

約

カ

項

反

問
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れ
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共
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可
能
性

約
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一
頃
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第
三
平
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第

節
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第

一
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検
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第
問
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第
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総
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第
一
節
先
れ
作
為
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保
也
に
基
づ
い
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後
れ
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お

一

項

総

説
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一
頃
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分
説
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け
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後
行
不
作
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犯
理
解

約
一
項
先
行
行
為
説
に
お
け
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後
行
不
作
為
犯
理
肝

第
一
石
川
山
不
作
為
問
ι
J
の
一
中
リ
楕
置
」
と
限
I

疋
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な
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約
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第
一
項
臥
定
的
な
川
山
剖
範
聞
の
理
論
的
根
拠

第
有
平
お
わ
り
に

(
以
い
し
、
本
号
)

第
四
千
早

不
作
為
関
守
の
限
定
的
な
可
罰
範
圃

第
一
一
節

小
作
為
関
与
の
「
巾
止
構
造
」
と
限
定
的
な
り
計
範
同

第

ユ買

司令
iJi 

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

不
作
為
関
与
(
先
行
作
為
犯
後
の
役
行
不
作
為
犯
)

が
単
独
正
犯
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
南
九
に
そ

れ
が
、
物
理
的
白
然
的
原
同
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
危
険
を
凶
避
し
な
い
単
独
不
作
為
犯
と
川
様
に
扱
わ
れ
る
べ
き
と
は
限
ら
な
い
じ
む

し
ろ
不
作
為
関
与
に
お
い
て
は
、
回
避
す
べ
き
危
険
が
先
行
作
為
犯
の
故
意
行
為
に
よ
る
こ
と
に
基
づ
く
「
臥
定
性
へ
の
意
識
」
が
、
後
行

小
作
為
犯
の
成
す
を
限
定
的
に
解
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
表
さ
れ
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
粘
米
、
単
独
不
作
為
犯
の
可
罰

範
阿
よ
り
も
小
作
為
関
与
J

の
そ
れ
が
限
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

υ

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
恭
づ
き
、
前
節
に
お
い
て
は
、
す
で
に
学
説
卜
、
不
作
為
閑
H
J
の
可
罰
範
囲
を
単
独
不
作
為
犯
の
そ
れ
よ
り
も

限
定
的
に
抑
刑
す
る
凡
鮮
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
見
解
が
果
た
し
て
そ
の
限
定
的
な
判
制
範
凶
を
合
理
的
に
基
縫
づ
け
ら
れ
て

い
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
た
っ
検
討
の
対
象
と
し
た
の
は
、
第
一
に
、
不
作
為
共
犯
論
に
お
け
る
義
務
二
分
説
が
示
す
後
行
不
作
為
犯
県

北法58(4.3) Hi31 



日見

解
、
第
二
に
、
作
為
義
務
発
牛
根
拠
論
に
お
け
る
先
打
行
為
説
が
示
す
殺
打
不
作
為
犯
理
解
で
あ
る
の
前
者
は
、
法
益
保
護
義
務
類
州
に
基

づ
く
場
合
と
は
異
な
り
、
犯
罪
問
止
義
務
類
型
に
基
づ
く
場
台
に
は
、
被
時
h
H
い
園
者
・
危
険
源
利
川
者
の
行
為
終
了
後
の
事
後
的
な
結
果
削
避

4 

H附

義
務
を
1
山口
J

ん
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
で
の
彼
行
小
作
為
犯
の
成
山
を

6
1ど
す
る
見
解
で
あ
り
、
後
者
は
、
先
行
行
為
と
結
果
発
生
の
問

に
他
人
の
答
古
川
前
な
此
意
行
為
が
介
十
有
す
る
場
合
に
は
、
当
初
の
先
行
行
為
に
茶
づ
く
事
後
的
な
結
果
川
避
義
務
を
(
行
為
の
阻
H
義
務
と

共
に
)
市
ロ
ー
す
る
見
解
で
あ
る
(
両
見
解
で
は
、
法
益
保
護
義
務
に
基
づ
く
場
合
と
は
異
な
り
、
法
祈
保
護
義
務
以
外
の
義
務
に
基
づ
く
絞

行
不
作
為
犯
の
成
立
が
百
{
疋
さ
れ
て
い
る
八
刀
、
後
行
不
作
為
犯
の
成
占
範
叫
が
単
独
不
作
為
犯
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
)
。
し
か
し
、
前
節
に
お
け
る
検
討
の
結
果
、
阿
見
解
は
そ
こ
で
の
後
行
小
作
為
犯
の
不
成
立
を
合
理
的
に
基
縫
づ
け
ら
れ
て
は
い
な

い
と
結
論
づ
け
た
。
そ
の
原
由
は
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
犯
罪
阻
H
義
務
だ
け
が
犯
罪
行
為
の
阻
H
ま
で
に
か
か
る
義

F

お
で
あ
る
の
か

が
恭
慌
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
先
釘
行
為
に
基
づ
く
後
行
不
作
為
犯
を
再
定
す
る
実
質
は
、
え
門
昔
、
原
理
に
よ
っ
て

浮
か
れ
た
先
行
行
為
自
休
の
共
犯
性
を
維
持
す
る
た
め
に
、
そ
の
結
論
を
虹
蛍
味
に
さ
せ
る
よ
う
な
義
務
を
そ
れ
白
休
か
ら
認
め
る
こ
と
を

不
円
{
止
す
る
こ
と
を

U
的
と
し
た
外
在
的
制
約
に
あ
っ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
外
杭
的
制
約
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
合
科
的
に
基
徒
づ
け
ら

れ
て
は
い
な
い
こ
と
に
よ
る
c

他
方
、
前
節
で
は
、
近
時
、
単
独
不
作
為
犯
に
関
し
て
、
先
行
行
為
に
過
失
犯
が
成
烹
し
う
る
場
ム
円
に
は
そ
の
放
聞
に
よ
っ
て
先
行
行
為

者
に
は
過
失
致
死
罪
が
成
立
し
う
る
か
ら
、

そ
こ
で
は
既
遂
成
1

止
を
避
け
る
た
め
に
は
結
果
を
回
避
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
昧
で

の
反
射
的
な
義
務
が
先
行
行
為
肉
体
に
対
す
る
処
罰
に
ょ
う
て
す
で
に
確
保
さ
れ
て
い
る
以
卜
、
そ
れ
と
は
別
何
の
義
務
を
設
ハ
ぶ
し
て
不
真

正
不
作
為
犯
を
成
?
げ
さ
せ
る
必
要
は
な
い
、
と
の
見
地
か
ら
先
行
行
為
説
に
対
し
て
批
判
を
す
る
高
山
怯
奈
了
の
見
解
を
予
掛
か
り
と
し
て
、

当
該
先
行
行
為
が
処
罰
さ
れ
て
い
れ
ば
後
続
の
不
作
為
犯
を
別
途
処
制
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
向
山
説
の
実
質
は
、
不
作
為
閑
に
J

に
闘
し
て

も
行
為
者
は
川
久
な
り
こ
そ
す
れ
同
じ
く
あ
て
は
ま
り
う
る
と
理
解
し
、

そ
れ
を
不
作
為
関
ヲ
に
敷
戸
川
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
行
作
為
犯

lヒ:士:18(4'4)1632



が
処
罰
さ
れ
う
る
場
合
に
は
恭
本
的
に
後
行
不
作
為
犯
の
成
烹
は
百
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
犯
罫
川
阻
止
義
務
だ
け
で

な
く
法
採
保
護
義
務
に
基
づ
く
後
行
不
作
為
犯
に
つ
い
て
も
刷
じ
く
い
え
る
こ
と
を
も
小
し
た
。
し
か
し
、
高
山
説
の
実
質
を
敷
和
し
た
用

解
に
お
い
て
も
、
先
行
作
為
犯
が
処
罰
き
れ
て
い
れ
ば
な
ぜ
別
途
義
務
を
設
定
し
そ
の
義
務
違
反
に
後
行
今
小
作
為
犯
を
成
!
止
き
せ
る
べ
き
で

な
い
の
か
に
つ
い
て
の
実
質
的
理
山
が
未
だ
不
十
分
で
あ
る
点
、
し
か
も
そ
の
洲
市
だ
け
で
は
、
先
行
作
為
犯
が
放
火
を
し
た
場
合
の
よ
う

に
、
す
で
に
既
遂
が
成
止
し
て
い
る
犯
罪
判
明
型
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
そ
の
よ
う
な
坪
併
に
某
つ
い
て
不
成
止
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
白
川
に
課
泡
が
時
間
さ
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
戎
務
一
分
説
に
お
け
る
後
行
不
作
為
犯
理
解
や
先
行
行
為
説
に
お
け
る
後
行
不
作
為
犯
科
解
、
そ
し
て
高
山

説
を
敷
桁
し
た
理
解
が
後
行
不
作
為
犯
の
成
立
を
限
定
的
に
解
す
る
こ
と
の
実
質
は
、
い
A
E
H
的
な
先
行
作
為
犯
の
ん
の
処
罰
を
重
促
す
る
が

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

た
め
に
、
惹
起
者
で
な
い
不
作
為
者
に
不
良
正
不
作
為
犯
の
成
I

止
を
訟
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
罪
責
が
芯
起
者
で
あ
る
先
訂
作
為
犯
と
祐

い
い
か
え
れ
ば
、
先
行
作
為
者
に
刈
す
る
不
作
為
者
の
背
後
苫
性
を
維
持
で
き
る
よ
う
に
、
後
行

ん
で
前
凶
に
山
る
こ
と
の
な
い
よ
、
つ
に
、

小
作
為
犯
の
成
す
を
限
定
的
に
解
そ
う
と
す
る
も
の
と
恩
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
白
休
は
、
岨
切
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な

ぜ
そ
こ
で
は
先
行
作
為
犯
の
処
罰
の
十
月
が
重
伺
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
た
め
に
後
行
不
作
為
犯
の
成
山
が
限
?
冗
的

に
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
〔
そ
の
理
由
こ
そ
が
、

卜
記
の
見
解
が
基
礎
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
後
行
不
作
為
犯
が
基
本
的
に

百
{
記
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
合
理
的
恨
拠
で
あ
る
コ
そ
こ
で
、
本
節
に
お
い
て
は
そ
の
合
理
的
恨
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
円
的
と
す
る
。

ー
ー
な
お
、
本
稿
・
第
二
市
で
検
討
し
た
行
為
後
荊
助
説
(
先
行
作
為
犯
後
の
後
行
不
作
為
犯
も
〔
作
為
犯
の
背
後
の
不
作
為
犯
ー
と
同
様

に
〕
封
巾
助
と
し
て
理
解
す
る
見
解
)
も
、
そ
の
罪
責
が
先
行
作
為
犯
と
亦
ん
で
川
凶
に
山
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
後
行
不
作
為
犯
を
も
川
市

肋
と
解
す
る
、

と
い
、
つ
白
'
で
は
、

そ
の
実
質
に
お
い
て
上
記
の
見
解
と
共
通
し
て
い
る
【
し
か
し
、
梨
助
胤
定
が
単
な
る
減
軽
規
定
で
は
な

く
あ
く
ま
で
処
前
拡
張
事
山
で
あ
る
こ
と
か
h

り
す
れ
ば
、
共
犯
の
成
げ
が
台
疋
さ
れ
る
べ
き
訟
域
に
お
い
て
、
軽
い
処
罰
を
実
現
す
る
が
た

北法58(4. S) Hi33 



日見

そ
の
意
味
で
打
為
徒
梨
肋
説
の
理
解
は
、
劃
市
助
国
{
疋
の
泊
用
の
あ
り
方
と
し
て
適
切
で
な
い
円
行
為

後
梨
助
説
が
そ
の
白
'
に
関
し
て
妥
当
で
な
い
こ
と
は
、
川
章
に
お
い
て
す
で
に
某
礎
づ
け
た
。

め
に
そ
れ
を
適
川
す
べ
き
で
は
な
く
、

4 

H附

第
一
度

限
定
的
な
川
罰
範
阿
の
到
論
的
松
拠

1

保
防
人
的
地
位
を
百
{
疋
す
る
恨
拠
を
導
く
不
作
為
関
与
の
「
中
止
構
造
」

不
真
正
不
作
為
犯
は
あ
く
ま
で
例
外
的
に
処
山
制
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
つ
と
い
う
の
も
、

一
般
に
、
作
為
犯
で
は
結
果

ι起
行

為
以
外
は
何
を
し
て
も
構
わ
な
い
の
に
対
し
、
不
作
為
犯
で
は
結
果
の
川
避
に
向
け
た
刑
判
定
行
為
以
外
の
行
為
が
強
度
に
制
約
さ
れ
る
点
か

つ
ま
り
作
為
義
務
(
保
障
人
的
地
依
)
が
別
個
求
め
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
成
立

が
す
で
に
規
範
的
に
限
定
き
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
当
該
不
作
為
が
結
果
禿
牛
に
対
し
て
仮
に
因
果
性
を
ム
引
し
て
い
る

ら
、
そ
の
処
罰
に
閃
し
て
作
為
犯
に
は
な
い
特
別
の
要
件
、

と
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
成
!
止
に
対
し
て
は
き
ら
に
、
作
為
義
務
が
有
在
す
る
場
合
に
限
っ
て
成
す
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
規
範
的
な
限

る
c

ま
た
、
不
作
為
犯
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
規
範
的
な
限
定
要
件
と
し
て
、
作
為
義
務
の
他
に
も
、
「
容
易
性
一
の

そ
れ
が
自
己
ま
た
は
近
し
い
者
の
重
大
な

{
疋
が
加
え
ら
れ
て

要
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
行
易
件
は
、
「
作
為
を
行
、
つ
こ
と
が
小
川
能
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

法
析
に
対
す
る
犠
牲
を
強
い
、
作
為
義
務
の
履
行
が
著
し
く
困
難
な
場
合
に
は
、
中
l
該
作
為
を
川
罰
法
規
を
用
い
て
強
制
す
る
こ
と
が
妥
当

で
な
い
こ
と
を
理
山
に
、
作
為
義
務
通
以
が
な
い
と
し
て
、
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
該
巾
性
を
心
口
{
疋
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
観
点
か
ら
瓜

解
さ
れ
て
い
る
川
県
私
的
な
限
定
要
件
で
あ
る
じ
つ
ま
り
、
た
と
、
ぇ
不
作
為
者
が
作
為
義
務
発
生
恨
拠
に
設
内
し
、
え
た
と
し
て
も
、
具
体
的

に
当
該
作
為
打
為
に
山
川
る
こ
と
が
凶
維
な
状
川
に
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
川
崎
範
的
に
さ
ら
に
そ
の
成
六
が
限
定
的
に
解
さ
れ
、
結
果
的
に
保

降
人
的
地
伏
は
，
h
口
{
疋
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
ロ

lヒ:士:18(4'6)1634



不
作
為
関
与
の
基
本
的
な
不
成
立
も
、
川
じ
く
規
範
的
な
飢
白
'
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
c

た
だ
、
容
易
牲
の
よ
う
な
不
作
為
犯
一
般
(
単

独
不
作
為
犯
・
不
作
為
関
与
・
不
作
為
共
犯
)

成
す
を
某
礎
ワ
け
る
要
素
は
、
単
独
不
作
為
犯
・
不
作
為
共
犯
に
は
な
い
判
質
に
基
ヴ
い
て
某
礎
ヴ
け
ら
れ
る
つ
そ
し
て
そ
の
規
範
的
な
限

に
共
通
し
て
そ
の
成
げ
を
限
定
す
る
規
範
的
要
素
で
は
な
い
υ

不
作
為
闘
に
J

の
基
本
的
な
不

{
疋
安
素
は
、
不
作
為
閥
守
に
粘
有
の
「
巾
止
構
造
一
と
も
い
う
べ
き
関
与
構
造
(
同
米
構
造
)

か
ら
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
不
作
為
関

与
は
、
先
行
作
為
行
為
終
了
後
の
後
行
不
作
為
犯
を
内
容
と
す
る
こ
と
か
ら
、
後
行
不
作
為
犯
は
、
先
行
作
為
犯
が
す
で
に
創
出
し
た
危
険

を
事
後
的
に
何
避
し
な
い
不
作
為
犯
で
あ
る
。
こ
の
占
で
、
白
然
的
・
物
的
原
閃
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
危
険
を
回
避
し
な
い
単
独
不
作
為

犯
や
、
未
だ
先
行
作
為
犯
に
よ
る
行
為
が
始
ま
っ
て
い
な
い
あ
る
い
は
そ
れ
が
継
続
巾
の
不
作
為
共
犯
と
は
、
決
定
的
に
異
な
る
υ

以
下
で

示
す
よ
う
に
、
不
作
為
関
与
の
成
立
は
、
そ
の
よ
う
な
不
作
為
関
与
に
特
有
の
闘
守
構
パ
旧
か
ら
見
山
さ
れ
る
規
範
的
な
限
?
元
恨
拠
に
某
づ
い

て
基
本
的
に
再
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
c

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
中
止
楕
造
」
か
ら
見
附
さ
れ
る
規
範
的
な
限
定
要
素
は
、
府
汁
易
牲
と

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

同
じ
く
不
作
為
犯
の
成
止
を
胤
範
的
に
限
定
さ
せ
る
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
限
定
原
理
は
「
容
易
性
」
と
は
異
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
υ

つ
ま
り
容
易
院
は
、
作
為
義
務
と
同
じ
く
そ
の
限
定
原
理
は
共
に
今
小
作
為
犯
処
罰
お
け
る
白
山
制
約
と
い
う
観
点
に
基
づ
く
も
の
だ
け
れ
と

も
、
以
下
で
示
す
よ
う
に
、
「
中
止
構
造
一
か
ら
見
出
さ
れ
る
そ
れ
は
特
に
、
川
罰
的
な
先
行
作
為
犯
後
の
後
行
不
作
為
犯
と
い
う
関
与
は
情

造
か
ら
見
出
さ
れ
た
、
白
山
制
約
と
は
別
個
の
飢
白
'
に
基
づ
く
規
範
的
な
限
定
根
拠
と
し
て
候
世
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
に
し
て
、
不
作
為
関
与
の
成
山
は
、
す
で
に
規
範
的
に
限
定
す
る
制
点
か
ら
求
め
ら
れ
た
作
為
義
務
の
発
生
松
拠
に
仮
に
該
当

す
る
と
き
れ
た
均
台
で
も
、
そ
れ
と
は
別
の
規
範
的
要
素
か
ら
さ
ら
に
限
定
的
に
解
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
す
で
に
規
範
的
に
限
定
き
れ
た

(
不
真
正
)
小
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、

そ
れ
と
は
別
の
規
範
的
考
慮
に
よ
っ
て
さ
ら
に
そ
の
成
止
が
限
定
さ
れ
る

も
の
と
し
て
用
解
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
解
し
た
と
し
て
も
、
直
ち
に
そ
れ
が
不
当
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

F

そ
の
適
斉
は
、

そ
こ
で
い
う
規
範
的
な
限
定

校
拠
の
合
理
件
い
か
ん
に
か
か
る
。
そ
こ
で
以
卜
で
は
、
不
作
為
関
↑
7
が
某
本
的
に
ア
内
定
さ
れ
る
の
は
そ
れ
に
特
ム
引
の

「
巾
止
構
造
」
に
よ

北法S8(4.7JHi3ri
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「
中
止
構
造
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
構
造
を
玄
味
す
る
も
の
か
を
明
確
に
し
、

そ
の
上
で
、
そ
の
構

る
も
の
だ
と
し
て
、
ま
ず
、
そ
の

造
か
ら
見
出
さ
れ
る
、
後
行
不
作
為
犯
の
成
立
を
限
定
す
る
胤
範
的
机
拠
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
枚
討
し
て
い
く
こ
と
と
す

4 

H附

る。2
不
作
為
関
与
の

「
中
止
構
造
」

の
す
門
事
耽

1 

小
作
為
関
守
の
成
立
は
、

小
作
為
関
k
J
に
特
有
の
「
中
止
構
造
」
か
ら
見
附
さ
れ
る
、
作
為
義
務
と
は
別
個
の
規
範
的
恨
拠
に

基
つ
い
て
、
基
本
的
に
汗
定
的
に
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
υ

そ
こ
で
ま
ず
、
そ
の

「
巾
止
楕
造
」
と
は
具
体
的
に
い
か
な
る
構
造
を
意
味
す

る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
明
確
に
す
る
。

何
ら
か
の
原
同
に
よ
っ
て
法
益
に
対
す
る
危
険
が
創
出
さ
れ
た
場
台
、
侵
害
結
果
の
発
生

(
あ
る
い
は
侵
害
の
続
続
)
を
閉
止
す
る
た
め

に
は
、
当
然
、
そ
の
侵
工
口
の
回
避
に
向
け
た
特
定
の
救
助
行
為
が
求
め
ら
れ
る
。
不
作
為
関
与
は
、
判
に
、
他
人
が
故
立
に
創
出
し
た
危
険

に
対
し
て
故
助
行
為
が
求
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

こ
の
点
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
あ
る
行
為
苫
が
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
危
険
を
創
出
し
た
場
合
に
、

μ
恒
害
さ
れ
ゆ
く
当
該
法
益
の
保
護
を
円

そ
の
行
為
苫
自
身
に
向
け
て
事
後
的
な
紋
肋
行
為
を
促
進
す
る
子
段
が
用
意
さ
れ
て
い
る
c

そ
の
手
段
は
、
⑤
救
助
に
出
た
場
合
の

自力ペ
、
不
フ
ィ
ッ
ト
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
促
進
さ
せ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
「
利
益
提
供
刑
J

と
、
②
救
助
に
同
な
い
場
合
の
コ
ス
ト
を

高
め
る
こ
と
で
促
進
さ
せ
る
タ
イ
プ
で
あ
る
「
制
裁
型
」
、
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
ら
れ
る
υ

「
利
益
提
供
型
」
の
規
定
の
例
ー
と
し
て
、

中

H
犯
の
必
要
的
減
免
(
刑
法
川
一
条
但
世
旦
、
身
の
代
金
目
的
拐
取
罪
に
お
け
る
解
肢
に
よ
る
必
要
的
減
軽
(
同
二
二
八
条
の
一
)
、
偽

祉
罪
虚
偽
作
訴
罫
に
お
け
る
目
白
に
よ
る
仔
意
的
減
免
(
川
一
じ

O
条
、
一
七
一
今
粂
て
ま
た
ド
イ
ツ
刊
法
一
口
六
条

e
に
お
い
て
技
火

副
作
に
閉
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
「
有
効
な
悔
悟
之
さ
琵

F
5
)
」
に
基
づ
く
任
意
的
減
程
が
、
羊
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
制
裁
型
」

lヒ:士:18(4'8)1636



の
川
尻
{
疋
の
例
と
し
て
、
道
路
交
通
法
上
の
負
傷
者
救
議
義
務
(
同
七
一
一
条
、

が
挙
げ
ら
れ
る
r

一
じ
条
)

2 

こ
こ
で
は
、
不
作
為
闘
に
J

の
「
中
市
構
造
」
の
貝
体
的
内
容
を
明
停
に
す
る
た
め
に
、
削
刊
に
中
止
犯
の
規
範
構
造
を
考
察
す
る
つ

の
代
表
と
し
て
の
巾
止
犯
も
、
市
l
初
危
険
を
惹
起
し
た
先
行
行
為
と
、
そ
の
結
果
の
実
現
を
事
後
的
に
阻
止
す
る
救

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
止
犯
の
規
範
構
造
に
つ
い
て
、
山
巾
敬
は
次
の
よ
う
な
理
解
を
ぶ
し
て

「
利
益
提
供
烈
」

助
行
為
(
巾

H
行
為
)

い
る
。
「
刊
法
は
、
法
益
保
識
の
粁
務
を
も
っ
π

一
般
予
防
の
た
め
の
事
前
的
行
為
胤
制
が
似
害
さ
れ
た
が

い
ま
だ
法
悦
侵
害
の
粘
米
が

生
じ
て
い
な
い
期
間
に
お
い
て
、
刑
法
が
、
法
話
保
護
の
任
務
を
欣
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
期
間
に
お
い
て
は
、
刑
法
は
、
実
行

行
為
に
山
刊
た
行
為
者
に
対
し
て

a
引
き
返
す
た
め
の
員
金
の
橋
」
を
設
け
て
、
結
果
発
牛
に
主
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
ら
に

社
広
益
保
護
を
阿
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

寸
義
務
'
を
点
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
任
意
に
中
止
す
る
こ
と
を

寸勧
奨
'
し

て
い
る
」
、
「
実
行
行
為
に
山
て
し
ま
っ
た
者
に
対
し
て
、
そ
の
具
体
的
危
険
が
結
果
に
実
現
す
る
こ
と
を
防
止
せ
よ
と
い
う
規
範
を
与
え

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

る
と
し
た
な
ら
ば
、
同
の
結
果
防
叶
の
た
め
に
す
で
に
会
止
規
範
に
退
反
し
た
者
に
対
し
て
、
も
う
一
度
、
命
令
規
範
を
与
え
る
こ
と
に

な
り
、
同
円
的
の
二
重
の
結
果
品
起
品
川
止
と
な
り
、
過
切
で
な
い
。
そ
こ
で
、
刑
法
は
、
実
行
行
為
後
の
行
為
者
に
対
し
て
は
、
結
果
同

避

M
範
と
し
て
、
具
体
的
危
険
を

H
向
転
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
結
果
の
発
牛
を
防
什
す
る
行
為
を
勧
め
る
国
範
を
一
疋
立
[
し
て
い
る
〕
一

と
す
る
「

中
リ
犯
に
お
い
て
は
、
あ
る
犯
詐
行
為
に
よ
り
危
険
を
発
牛
さ
せ
た
苫
は
、
そ
れ
に
対
す
る
ポ
後
的
な
救
助
行
為
が
「
制
裁
」
の
も
と
で

義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
勧
奨
」
の
も
と
で
そ
れ
が
促
進
き
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
山
一
初
法
益
従
軍
ロ
に

北法S8(4.9JHi37

対
す
る
危
険
を
引
き
起
こ
し
た
後
に
、
た
と
え
中
什
行
為
を
行
、
つ
こ
と
な
く
侵
中
川
結
米
の
発
生
を
阿
止
し
な
か
ワ
た
と
し
て
も
、
そ
の
不
問

止
に
つ
い
て
不
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い

n

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
で
は
当
初
の
犯
罪
の
継
続
と
共
に
単
な
る
不
作

為
が
存
在
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
コ
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
に
中
止
犯
に
お
い
て
紋
助
行
為
を
「
勧
奨
」
で
も
コ
て
促
近
し
て
い



日見

度
破
ら
れ
た
「
制
裁
」
に
基
づ
く
行
為
規
範
に
つ
い
て
何
度
「
制
裁
」

の
、
も
と
で

る
に
す
ぎ
な
い
と
す
べ
き
恨
拠
に
つ
い
て
、
山
中
は

救
助
義
務
を
科

L
、

4 

H附

そ
の
義
務
造
反
に
つ
い
て
不
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
を
成
立
す
る
よ
う
に
対
処
し
て
し
ま
う
と
、
当
該
法
リ
盆
侵
台
に
対

す
る
「
一
重
の
結
果
芯
起
禁
止
」
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
そ
れ
を
避
け
る
た
め
に
「
勧
奨
」
で
も
っ
て
促
進
し
て
い
る
の
だ
と
刑
判
師
附
す
る

J

も
つ
一
と
も
、
斗
初
の
危
険
芯
起
行
為
終
了
後
に
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
事
後
的
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
背
山
味
で
の
「
二
重
の
結
果
志

起
替
市
川
」
が
避
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

X
が、

Z
に
対
し
て
パ
y
ト
で
販
を
殴
り
つ
け
致
命
傷
を

負
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
息
も
絶
え
絶
え
に
告
し
む

Z
を
兄
て
、

と
と
め
を
刺
す
つ
も
り
で
さ
ら
に
パ
ァ
ト
を
振
り
下
ろ
し
殺
舌
す
る
、

と
い
、
っ

場
合
の
よ
う
に
、
後
続
の
行
為
が
法
益
侵
市
東
日
を
積
極
的
に
「
拡
大
」
す
る
新
た
な
攻
撃
に
該
当
す
る
場
合
(
「
作
為
作
為
」
型
)

の
も
と
で
そ
の
よ
う
な
後
続
の
作
為
行
為
は
禁

H
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仮
に
そ
こ
で

ヤ」、ノ、‘

l
，
し

て
は
、
な
お
「
制
裁

「
制
裁

の
も
と
で

佐
川
止
が
な
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば

今
度
致
命
傷
を
負
っ
た
被
害
者
は
、
積
極
的
な
攻
撃
に
対
し
て
そ
れ
以
上
の
保
護
が
な
さ
れ
な
い

に
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
行
為
を
許
容
す
る
)
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
ロ
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
後
続
の
作
為
行
為
が
行
わ
れ
た

、

な
ら
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
作
為
犯
は
別
途
成
立
し
う
る

J

そ
う
だ
と
す
る
と
、
山
巾
が
巾
止
犯
に
お
い
て
、
二
重
の
結
果
葱
起
の
禁
J

忙
を

避
け
る
べ
き
こ
と
を
川
崎
由
に
、
そ
れ
に
は
「
勧
神
人

で
対
処
す
る
、
と
し
た
の
も
、
内
問
続
の
行
為
と
し
て
、
あ
く
ま
で
当
初
志
起
さ
れ
た
法

益
侵
害
を
「
縮
小
」
さ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
「
制
裁
」

の
も
と
で
義
務
づ
け
る
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
限
定
的
な
趣
旨
の
も
の

と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
υ

い
い
か
え
れ
ば
そ
れ
は
、
た
と
え
当
初
芯
起
さ
れ
た
危
険
に
対
し
て
紋
肋
行
為
(
巾
止
行
為
)
を
す
る
こ
と
な
く

侵
害
を
「
縮
小
」
し
な
か
っ
た
ー
と
し
て
も
(
「
作
為
不
作
為
」
型
)
、

助
行
為
を
「
制
裁

一
重
の
結
果
葱
起
の
品
一
ぺ
止
を
避
け
る
べ
き
だ
ー
と
す
れ
ば
そ
こ
で
の
救

の
も
と
で
義
務
づ
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
し
な
か
ワ
た
こ
と
に
つ
い
て
不
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
が
別
途

成
社
す
る
こ
と
は
な
い

と
し
た
も
の
で
あ
る
【

3 

以
卜
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
中
リ
犯
に
関
し
て
、

一
重
の
結
果
惹
起
の
祭
止
を
避
け
る
た
め
に
雫
後
的
な
救
助
行
為
に
つ
い
て

北法;)8(4-10)16却
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は
あ
く
ま
で
「
勧
奨
」
に
と
ど
め
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
小
山
b
i
該
法
益
μ
H
hエロを巾
l
初
惹
起
し
た
先
「
引
の
作
為
打
為
の
終
了
後
、
必
す
で
に

惹
起
さ
れ
た
そ
の
法
採
侵
合
を
阿
止
し
な
か
っ
た
不
作
為
が
あ
っ
た
、
と
い
う
「
作
為
不
作
為
」
型
の
閃
果
構
造
に
対
し
て
百
及
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
寸

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

も
つ
一
と
も
、
そ
こ
で
一
重
の
料
果
惹
起
の
令
止
を
避
け
る
の
を
月
的
ー
と
す
る
だ
け
で
あ
れ
ば
、
事
後
的
な
救
助
行
為
を
し
な
い
と
い
、
っ
彼

絞
の
不
作
為
の

h
だ
け
を
不
作
為
犯
と
し
て
犯
罪
の
成
げ
を
認
め
る
と
い
う
理
解
も
あ
り
え
た
は
ず
で
あ
る
〔
し
か
し
そ
う
で
は
な
く
、
事

後
的
な
救
助
行
為
は
「
勧
奨
」
と
し
て
、
た
と
え
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
不
作
為
犯
は
不
成
す
と
し
、
当
初
法
採
侵
中
日
を
惹
起
し
た

先
行
の
行
為
の
み
を
作
為
犯
と
し
て
成
す
吉
、
せ
る
、
と
い
う
こ
と
か
晶
り
す
れ
ば
、
そ
の
理
解
は
、
一
文
は
、
そ
の
よ
う
に
事
後
的
な
救
助
行
為

に
対
し
て
は
「
勧
奨
一
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
、
別
提
に
、
そ
う
し
た
「
作
為
不
作
為
一
型
の
同
米
構
遣
に
お
い
て
は
、
円
初
法
益
侵
害
を

惹
起
し
た
先
打
の
作
為
犯
の
ι々
を
成
1
4
犯
罪
と
し
て
重
視
す
る
、
?
と
い
う
実
質
を
す
で
に
合
む
も
の
で
あ
る
と

E
わ
れ
る
υ

す
な
わ
ち
そ
れ

は
、
先
行
の
行
為
を
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
を
成
止
さ
せ
る
こ
と
を
主
慨
す
る
が
た
め
に
、
後
続
の
不
作
為
犯
の
成
立
を
百
定
的
に
解
す
る

と
い
う
方
向
を
-
小
す
も
の
で
あ
る
。
仮
に
ポ
後
的
な
救
助
行
為
を
常
に
戎
務
づ
け
れ
ば
、
先
行
の
作
為
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
結
果
を
発
生
さ

せ
て
も
、
結
米
的
に
は
事
後
的
な
扶
助
義
務
違
以
に
基
づ
く
不
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
が
成
?
げ
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
c

そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
中
止
犯
比
し
た
は
、
た
と
え
事
後
的
に
救
助
行
為
を
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
中
I
該
法
益
侵
害
を
巾
I
初
惹
起
し
た
先
行
の
作
為
犯

れの
る方
べを
き犯
で界
あ「と
るき L

て
成
立
支

せ
る
σ) 

だ
と
しミ

つ
実
質
を

(
十
不
透
犯
の
範
刊
で
は
あ
る
が
)
法
的
に
明
確
に
し
て
い
る
規
定
と
し
て
理
解
き

そ
し
て
そ
の
よ
う
に
後
続
の
不
故
防
を
不
作
為
犯
と
し
て
成
山
さ
せ
な
い
と
い
う
実
質
が
、
実
は
、

(
単
独
犯
に
お
い
て
の
み
あ
て
は
ま

り
う
る
か
の
よ
う
な
根
拠
で
あ
る
)

7

一
重
の
結
果
惹
起
の
祭
止
」
に
基
つ
く
と
い
う
よ
り
も
、
「
作
為
不
作
為
」
型
の
因
県
構
造
に
お
い

て
は
先
行
の
作
為
犯
の
ん
を
犯
罪
と
し
て
成
立
さ
せ
る
べ
き
と
い
う
理
解
に
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
質
は
不
作
為
関
与
に
お
い
て
も
、

北法58(4-11)11'，39



日見

先
訂
作
為
犯
と
後
行
不
作
為
犯
と
の
問
で
行
為
者
は
列
な
り
こ
そ
す
れ
、
同
じ
く
あ
て
は
ま
る
。
不
作
為
闘
守
も
、
@
当
該
法
日
比
侵
市
平
日
を
当

初
惹
起
し
た
者
と
、
@
そ
の
後
す
で
に
惹
起
さ
れ
た
当
該
法
祈
侵
合
を
阿
止
し
な
か
っ
た
者
、
が
存
在
す
る
と
い
う
「
作
為
不
作
為
」
型

4 

H附

の
阿
呆
怯
造
を
有
す
る
。
こ
れ
が
本
稿
で
い
う
と
こ
ろ
の
、
不
作
為
関
与
の
「
中
止
構
造
」

で
あ
る
。
他
方
、

小
作
為
関
守
は
、
す
で
に
他

人
に
よ
っ
て
削
山
川
さ
れ
た
危
険
に
対
し
て
「
制
裁

の
も
と
で
義
務
を
課
し
そ
の
義
務
違
以
に
不
作
為
犯
と
し
て
の
犯
罪
を
成
?
げ
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
か
ら
、
先
に
示
し
た
救
助
行
為
促
進
国
定
の
同
分
で
い
え
ば
、
救
助
に
出
な
い
場
合
の
コ
ス
ト
を
高
め
て
そ
れ
を
促
進
す
る
「
制

及
型
」
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
不
作
為
関
守
に
お
い
て
も
先
行
作
為
犯
の
犯
罪
成
占
の
ん
を
重
似
し
、
そ
れ
が
た
め
に
後
行
不
作
為
犯
の
成

立
が
百
{
疋
さ
れ
る
べ
き
だ
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
、
巾
止
犯
と
川
じ
く
、
そ
の
よ
う
な
阿
果
構
造
が
有
す
る
実
質
に
基
づ

く
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
因
米
構
丘
町
一
に
お
い
て
は
先
行
作
為
犯
の
方
を
成
立
犯
維
と
し
て
重
視
し
、

そ
れ
が
た
め
に
佼
行
不
作
為

犯
の
成
立
を
ア
内
定
的
に
解
す
べ
き
な
の
か
、

そ
の
実
質
を
基
礎
づ
け
る
規
範
的
恨
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

3

中
止
構
造
か
ら
見
出
さ
れ
る
胤
範
的
限
定
根
拠
と
例
外
的
に
後
行
不
作
為
犯
の
成
す
が
認
め
ら
れ
る
場
台

1 

以
卜
の
よ
う
に
、
当
初
法
益
佼
害
を
惹
起
し
た
先
行
作
為
犯
の
処
罰
を
重
視
し
、
そ
れ
が
た
め
に
後
行
不
作
為
犯
の
成
立
が
斉

{
疋
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
不
作
為
関
守
が
有
す
る
「
作
為
不
作
為
」
型
の
因
果
構
造
(
巾
止
構
造
)

か
ら
見
山
さ
れ
る
実
質
に
基
づ
く
も

の
だ
と
し
て
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
は
、
そ
の
実
質
を
基
俊
つ
け
る
規
範
的
松
拠
と
は
何
か
で
あ
る
。
ー
と
い
う
の
も
、
阿
果
構
造
上
、
山
一
該

法
悦
侵
中
け
を
当
初
惹
起
し
た
者
と
、
す
で
に
惹
起
さ
れ
た
当
該
法
話
似
害
を
川
阻
止
し
な
か
っ
た
者
、

と
相
対
化
さ
せ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に

対
す
る
胤
範
的
評
価
と
し
て
、
当
該
法
益
保
宝
円
を
中
I
初
志
起
し
た
者
も
処
制
す
る
が
、
す
で
に
玄
起
さ
れ
た
そ
れ
を
阻
止
し
な
か
っ
た
者
も

処
制
す
る
、

と
い
う
判
明
解
も
あ
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
で
に
芯
起
さ
れ
た
当
該
法
益
侵
害
を
阻
叶
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
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を
な
ぜ
成
i

げ
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
の
か
、
そ
の
国
範
的
机
拠
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

こ
の
と
き
あ
り
う
る
理
解
の
一
つ
は
、
す
で
に
惹
起
さ
れ
た
渋
採
似
害
を
川
阻
止
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
は
、
囚
岡
本
性
の
問
点
に
お
い

て
先
行
作
為
犯
に
対
し
て
劣
後
的
だ
か
ら
、
と
い
う
即
断
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
彼
行
小
作
為
犯
の
小
成
!
止
を
松
拠
づ
け
ら
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
因
米
的
に
後
行
不
作
為
犯
が
先
行
作
為
犯
に
対
し
て
劣
後
的
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
す
で
に
悶
然
的
・
物
判
的
危

険
が
発
生
し
て
い
る
単
独
不
作
為
犯
で
あ
っ
て
も
そ
れ
は
劣
後
的
と
さ
れ
、
同
じ
く
そ
の
成
立
が
再
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。
そ
の
青
山
昧
で
、
当
初
法
益
侵
半
口
を
芯
起
し
た
「
人
」

の
処
罰
を
重
視
す
る
が
た
め
に
、
後
行
不
作
為
犯
の
成
1
4
が，
h
u
定
き
れ
る

べ
き
だ
と
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
行
小
作
為
犯
の
茶
木
的
な
不
成
山
を
恭
使
づ
け
る
ト
で
、
先
行
作
為
犯
と
後
行
不
作
為
犯

と
の
問
で
見
山
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
同
果
の
差

で
は
な
く
、
「
規
範
の
差
一
で
あ
る
c

そ
こ
で
そ
れ
を
規
範
的
に
恭
礎
づ
け
る
問
点
と
し
て
あ
り
う
る
の
は
、
先
の
先
行
行
為
説
で
↓
丁
張
さ
れ
た
後
行
不
作
為
犯
理
解
の
よ
う
に
、

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

先
行
作
為
犯
の
白
己
谷
責
件
に
よ
コ
て
後
行
不
作
為
犯
の
成
守
山
が
ん
口
J

記
さ
れ
る
と
す
る
理
解
で
あ
る
コ
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
で
の
絞
行
小
作
為
犯
の
成
す
を
合
一
定
し
て
い
る
の
は
、
先
行
作
為
犯
の
白
己
終
責
性
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
泣
け
責
原
料
に
よ
っ
て
尊
か
れ

の
背
後
者
牲
と
い
う
結
論
を
維
持
す
る
が
た
め
に
、

そ
の
結
論
を
無
意
味
す
る
よ
う
な
義
務
を
そ
れ

た
先
行
行
為
者

(
H
後
の
不
作
為
者
)

自
体
に
某
つ
い
て
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
理
解
に
従
っ
た
外
存
的
制
約
、
と
い
う
観
点
か
ら
後
行
不
作
為
犯
の
成
止
が
白
定
さ
れ
た

一
泊
)

に
す
ぎ
な
い
。
自
己
答
責
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
後
行
不
作
為
犯
も
自
己
谷
責
的
な
の
だ
か
ら
、
そ
こ
で
童
机
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日

己
答
寅
者
の
処
罰
で
は
な
く
、
向
己
答
古
片
的
な
「
先
行
作
為
犯
」

の
処
罰
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
不
作
為
者
の
北
川
内
祝
者
性
を
維
持
す
べ
き
だ
と

す
る
実
質
的
根
拠
こ
そ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
じ

2 

そ
う
だ
と
す
る
と
、
後
行
不
作
為
犯
の
罪
責
が
先
行
作
為
犯
と
祐
ん
で
前
面
に
山
川
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
そ
の
成
ー
苦
乞
百
定
L
、

よ
っ
て
先
行
作
為
犯
の
ん
の
処
罰
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
実
質
的
秘
拠
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、

そ

北法58(4-13)11'，41



日見

、
、
、

後
仁
川
不
作
為
犯
に
先
行
作
為
犯
と
同
じ
犯
罪
類
州
の
不
良
正
不
作
為
犯
を
認
め
る
こ
と
の
妥
当
性
で
あ
る
仁
法
益
の
保
護
を
円
的
と
し
て
現

に
あ
る
法
，
盆
侵
害
に
対
し
救
助
義
務
を
科
す
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
、
そ
の
救
助
義
務
に
造
反
を
し
た
後
行
不
作
為
犯
に
、
先
行
作

4 

H附

為
犯
と
同
じ
犯
罪
類
剤
の
小
真
正
今
小
作
為
犯
を
成
!
止
き
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
安
巾
ー
で
あ
ろ
う
か
つ
停
か
に
、

の
成
?
止
に
作
為
犯
ー
と
の
同
仙
値
糾
け
が
求
め
ら
れ
る
不
真
H
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
不
作
為
同
月
J

に
つ
い
て
も
、
巾
↓
設
後
行
不
作
為
犯
が
、

例
え
ば
他
人
が
放
火
を
し
た
後
に
そ
の
燃
焼
内
所
に
泊
を
注
ぐ
よ
う
な
事
後
的
な
作
為
犯
と
同
何
値
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
、
不
良
正
不
作
為

犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
解
も
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
よ

う
な
観
念
さ
れ
た
作
為
犯
と
の
納
象
的
な
比
較
で
は
な
く
、
現
実
に
あ
っ
た
先
行
作
為
犯
と
現
実
に
あ
っ
一
た
後
行
不
作
為
犯
と
の
規
範
的
な

比
較
に
お
い
て
見
山
さ
れ
る
問
題
性
で
あ
る
。
不
作
為
共
犯
と
は
異
な
り
、
不
作
為
関
与
は
単
独
正
犯
と
洲
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
こ
で
の
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
直
ち
に
先
行
作
為
犯
と
岡
山
怖
の
罫
責
を
認
め
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

特
質
を
ム
制
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
不
作
為
関
与
に
は
、
不
作
為
共
犯
・
単
独
不
作
為
犯
と
は
別
制
の
特
別
な
限
定
考
慮
が
ぶ
め
ら
れ
る
必

要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
不
真
d
不
作
為
犯
と
し
て
の
絞
行
不
作
為
犯
が
再
定
さ
れ
る
べ
き
理
山
に
つ
い
て
検
討
す
る

J

(
3
)
 

あ
る
一
つ
の
法
/
h
M

侵
中
川
粘
米
が
発
生
し
た
場
合
に
、
事
後
的
な
観
点
に
お
い
て
、

い
か
な
る
行
為
を
第
一
に
犯
罪
と
し
て
処
罰

の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
c

そ
こ
で
は
、
最
も
抑
止
さ
れ
る
べ
き
は
い
か
な
る
行
為
で
あ
っ
た
か
が
ま
ず
問
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
〔
そ

れ
を
行
為
者
の
制
点
で
い
え
ば
、
最
も
避
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
行
為
、
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
犯
罪
行
為
と
き

れ
る
こ
と
と
な
る
υ

そ
れ
で
は
そ
こ
で
い
う
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
は
何
か
っ
そ
れ
は
、
刑
法
は
法
益
の
保
設
を
は
的
と
し
、
そ
の

(
法
訴
が
完
全
で
あ
る
こ

と
)
を
維
持
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
佼
害
ゼ
ロ
の
状
態
を
積
札
制
的
に
合
定
し
た
打
為
こ
そ
が
、
第
一
に
処
罰

円
的
の
達
成
の
た
め
に
事
前
に
犯
罪
行
為
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
益
侵
害
の
状
態
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と

の
対
象
と
な
る
べ
き
犯
罪
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
υ

す
な
わ
ち
、
侵
五
日
ゼ
ロ
の
状
態
を
積
極
的
に
ア
内
定
し
た
行
為
の
処
出
が
最 Z二、

北法;)8(4-14)1642



も
重
視
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
こ
の
点
、
不
作
為
悶
与
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
は
、
当
訟
法
活
侵
合
に
対
し
て
比
似
合
E

に
よ
り
そ
れ
を

惹
起
し
た
先
行
作
為
犯
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
最
も
非
難
さ
れ
る
べ
き
行
為
に
あ
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
法
益
主
体
に
す
で
に
何
ら
か
の
絹
害
(
実
否
)
が
現
に
芯
起
き
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、

い
か
な
る
政
助
行
為

を
し
た
と
し
て
も
法
話
侵
令
状
態
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
侵
中
け
の
程
度
を
そ
の
時
点
で
の

程
度
で
と
ど
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
の
仮
に
市
射
殺
的
に
法
誌
を
回
復
で
き
た
と
し
て
も
、
過
玄
に
あ
っ
た
法
話
侵
市
東
日
の
事
実
が
再

{
疋
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
す
で
に
刑
法
の

H
的
追
求
が
失
敗
し
た
状
態
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
υ

そ
う
だ
と
す
る

と
、
不
作
為
関
与
に
お
い
て
、
す
で
に
ゼ
ロ
に
は
一
民
せ
な
い
状
態
で
の
救
助
義
務
の
造
反
(
彼
行
小
作
為
犯
)
に
対
し
て
、
法
vt
侵
宮
川
ゼ
ロ

を
積
極
的
に
育
{
止
し
た
先
行
作
為
犯
と
同
じ
無
価
伯
許
怖
を
与
え
る
こ
と
が
果
た
し
て
妥
川
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
後
行
不
作
為
犯
は
救
助

し
か
し
刑
法
が
法
益
侵
害
状
態
が
ゼ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
第
一
に
求
め
て
い
る
こ
と
か
、
り
し
て
、
す
で

義
務
を
果
た
さ
な
か
つ
だ
け
れ
ど
も
、

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

に
ゼ
ロ
に
は
一民
せ
な
い
状
態
を
救
助
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
と
、
ゼ
ロ
状
態
を
積
極
的
に
訂
定
し
た
先
行
作
為
犯
に
、
同
じ
輔
、
価
伯
許

仙
を
与
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
で
に
ゼ
ロ
に
は
一民
せ
な
い
状
態
を
故
助
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
は
、
ゼ
ロ
状
態
を
精
一
概
的
に
点
目
一
定
し

た
先
行
作
為
犯
よ
り
も
低
い
評
価
が
守
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
じ
仮
に
一
つ
の
法
託
侵
害
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
当
初
惹
起
し
た
先
行
作
為
犯

と
、
す
で
に
惹
起
さ
れ
た
そ
れ
を
救
助
し
な
か
っ
た
後
行
不
作
為
犯
に
同
じ
一
汁
仙
を
与
え
れ
ば
、
む
し
ろ
ゼ
口
状
態
を
否
J

疋
す
る
行
為
に
対

す
る
許
制
を
相
対
的
に
低
い
も
の
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
コ
し
か
し
、
刑
法
は
あ
く
ま
で
法
益
侵
害
が
初
め
か
ら
ゼ
口
の
状
態
を
第
に

求
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

ゼ
ロ
で
な
く
な
う
た
侵
存
状
態
を
ゼ
口
に
一灰
す
こ
lyzp-
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
つ
後
者
で
い
う

最
小
限
度
の
侵
害
で
抑
え
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
刑
法
の
法
益
保
護
リ
的
か
ら
す
る
と
一
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
c

少
な
く
と
も
す
で

に
現
実
の
損
得
が
惹
起
さ
れ
た
状
態
で
の
不
作
為
と
、
そ
れ
を
中
I
初
志
起
し
た
作
為
と
で
は
、
規
範
的
な
制
点
に
お
い
て
も
川
口
ハ
な
る
も
の
と

戸
川

ω

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
υ

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ゼ
口
の
状
態
を
積
極
的
に
合
定
し
た
行
為
の
処
罰
を
草
視
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
等
の

北法58(4-15)11'，43
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計
何
を
後
行
不
作
為
犯
に
与
え
る
こ
と
は
白
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
と
同
等
の
許
何
を
与
え
る
よ
う
な
、
後
行
不
作
為
犯

に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
台
疋
さ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
。

4 

H附

以
上
が
、
後
行
不
作
為
犯
に
つ
い
て
小
真
正
不
作
為
犯
の
成
!
子
乞
基
本
的
に
台
ど
す
べ
き
実
質
的
理
問
で
あ
る
。
そ
の
理
解
に
従
え
ば
、

す
で
に
法
託
、
土
体
に
煩
筈
が
顕
在
化
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
敗
助
義
務
に
違
反
し
た
後
行
不
作
為
犯
に
、
先
行
作
為
犯

と
同
じ
犯
罪
組
型
の
不
良
正
不
作
為
犯
を
訟
め
る
べ
き
で
は
な
い
れ
そ
こ
で
の
不
良
正
不
作
為
犯
の
成
立
は
芥
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
υ

そ

の
意
味
で
、
例
え
ば
、

Y
が
Z
に
対
し
て
殺
人
の
故
玄
で
発
砲
し
た
後
、
瀕
死
の
重
傷
を
負
っ
た

Z
を
X
が
発
見
し
な
が
ら
も
放
問
し
、

が
死
亡
し
た
、

と
い
う
宅
例
に
お
い
て
、

た
と
え

X
に
政
助
義
務
の
達
以
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
行
不
作
為
犯
に
先
行
作
為
犯
Y
と

同
様
に
殺
人
を
し
た
と
の
許
怖
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
か
ら
、

X
に
(
不
作
為
に
よ
る
)
殺
人
既
遂
罪
が
成
止
す
る
と
い
、
つ
こ
と
は
ぎ
?
元
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
c

ま
し
て
、
同
様
の
事
索
に
お
い
て
、

Y
は
偽
許
の
故
意
で
あ
っ
た
も
の
の

Z
に
死
亡
の
危
険
性
が
存
ず
し
て
い
た
と
い

う
場
介
に
、

γ
は
傷
市
東
日
致
記
罪
に
と
ど
ま
る
の
に
、
不
作
為
者
X
に
殺
人
既
透
罪
が
成
ム
げ
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
ア
内
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。
以
卜
の
こ
と
は
、
法
訴
保
設
義
務
・
危
険
淑
管
理
監
督
義
務
の
区
別
に
か
か
わ
り
な
く
あ
て
は
ま
る
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
上
記
の
川
崎
解
は
、
す
べ
て
の
政
助
義
務
を
百
{
疋
す
る
も
の
で
は
な
く
、
内
問
行
不
作
為
犯
に
不
真
正
不
作
為
犯
の
成

立
を
再
定
す
べ
き
だ
と
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
そ
の
義
務
違
反
に
真
H
不
作
為
犯
が
成
烹
す
る
よ
う
な
救
助
義
務

4 

に
つ
い
て
ま
で
台
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
山
(
正
不
作
為
犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
は
な
お
成
1
4
し
う
る

(
例
外
的
な
可
罰
的

位
刊
行
不
作
為
犯
一
一
山
)
)
。
例
え
ば
、
父
親
X
は
、
他
人

Y
が
わ
が
子
Z
に
拳
銃
を
発
泊
し
た
後
、
重
傷
を
負
っ
て
倒
れ
る
Z
を
発
見
し
な
が
ら

も
こ
れ
を
放
甲
山
し
、
結
果
的
に
Z
が
死
亡
し
た
、
と
い
う
事
例
に
お
い
て
も
、
父
親
X
に
は
、
少
な
く
と
も
保
議
責
任
者
不
保
護
罪
(
同
致

北
町
升
)

は
成
立
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る

n

わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
も
、
妻

Z
が
、
同
屑
す
る

(夫
X
の
)
母

Y
に
よ
っ
て
頭
を
階
段
の

角
壮
一
寸
に
打
ち
つ
け
ら
れ
る
な
ど
し
て
、
頭
部
か
ら
多
景
に
山
山
し
て
倒
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
見
後
も
そ
の
ま
ま
政
置
し
た
夫
X

北法;)8(4-16)1644
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xが
発
見
し
た
時
点
で
、
救
命
の
碓
実
性
は
百
一
疋
さ
れ
る
も
の
の
救
命
の
川
能
性
は
肯
定
さ
れ

(
お
~

る
と
し
て
、
保
護
青
ι
任
者
不
保
護
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
(
他
方
、

Y
に
つ
い
て
は
殺
人
罪
の
成
止
が
認
め
ら
れ
て
い
る
)υ

に
つ
い
て

(
料
米
的
に

Z
は
化
亡
し
た
)
、

そ
の
こ
と
は
、
真
正
不
作
為
犯
が
、
不
真
J

川
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位
と
比
較
し
て
作
為
義
務
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
限
定
的
に

解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
特
定
の
者
に
対
し
て
の
み
特
別
に
法
益
侵
害
川
避
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
進
法
性
は
義
務

者
の
義
務
の
不
同
行
に
よ
っ
て
直
ち
に
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
他
人
と
の
悶
係
牲
が
考
慮
さ
れ
な
い
規
定
で
あ
る
こ
と
か

ら
も
理
解
で
き
る
。
仮
に
後
行
不
作
為
者
が
被
弁
者
の
死
亡
を
予
見
し
て
い
た
と
し
て
も
、

〔ぷ」

同
ち
に
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
ぶ
わ
れ
る
υ

そ
の
こ
と
は
保
護
責
任
者
不
保
護
罪
の
成
1
4
を

こ
れ
ま
で
の
不
作
為
犯
論
は
、
九
民
経
救
助
に
対
し
て
い
か
に
対
処
す
べ
き
か
と
い
う
実
態
に
即
し
た
問
題
関
心
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

い
か
な
る
場
合
に
不
作
為
に
よ
っ
て
も
構
成
要
件
実
現
が
同
能
か
と
い
う
も
っ
ぱ
ら
皿
論
的
な
問
題
関
心
か
ら
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立

要
件
ば
か
り
に
議
論
を
集
巾
さ
せ
て
き
た
ロ
し
か
し
、
法
益
に
刈
す
る
救
助
が
問
題
と
な
る
場
合
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
そ
こ
で
の
救
助
義

f
:
 

3
A
W
注
力

そ
の
義
務
造
反
に
つ
い
て
ヂ
宍
正
不
作
為
犯
を
成
!
止
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
即
白
は
な
い
は
ず
で
あ
る
つ
そ
の
時
点
で

の
目
的
が
法
益
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
政
助
行
為
を
し
て
も
ら
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か

要ら
は
な記、
いず
とし
思も
わそ
れの
るZD違

υ 反

対
し
て

(
先
行
作
為
犯
と
川
じ
犯
罪
頒
型
の
)
不
真
H
不
作
為
犯
を
成
烹
さ
せ
る
こ
と
を
も
っ
て
対
処
す
る
必

卜
記
で
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
の
成
立
を
再
定
す
べ
き
だ
と
し
た
の
は
、
す
で
に
法
ぷ
主
体
に
損

台
(
川
大
中
川
)
が
現
に
日
仏
起
さ
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
は
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
法
益
伝
害
の
状
況
を
ゼ
口
に
は
戻
せ
な
い
以
上
、
そ
の
よ

F 
U 

キ
」
ふ
れ
ん
、

う
な
場
山
で
の
不
救
助
を
、

ゼ
ロ
状
態
を
積
極
的
に
斉
山
止
し
た
光
訂
作
為
犯
と
同
係
に
扱
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
【
そ
う

だ
と
す
れ
ば
逆
に
、
後
行
不
作
為
犯
の
介
存
時
に
未
だ
危
険
が
顕
在
化
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
(
未
だ
相
官
u
が
現
に
惹
起
さ
れ
て
い
な
か
っ

北法S8(4.1i)Hi4S 
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4 

H附

で
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
の
成
i

げ
を
認
め
て
も
よ
い
よ
う
に

E
わ
れ
る

為
犯
⑦
)
)
。
な
ぜ
な
ら
、
確
か
に
そ
の
よ
う
に
危
険
が
未
だ
潜
杭
期
に
あ
る
状
態
に
お
い
て
も
、
先
行
作
為
犯
に
未
遂
犯
が
成
げ
し
う
る
と

い
う
窓
昧
に
お
い
て
飢
念
的
に
法
訴
侵
常
の
危
険
は
肯
ど
さ
れ
う
る
け
れ
ど
も
、
ポ
だ
現
実
的
な
損
害
が
法
益
、
土
体
に
お
い
て
発
止
し
て
い

た
場
人
什
)

(
例
外
的
な
可
罰
的
殺
打
不
作

な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
も
法
益
似
害
ゼ
ロ
の
状
態
を
実
現
で
き
た
(
法
益
の
完
全
性
が
保
た
れ
え
た
)
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
け
的
の
維
持
が
強
く
追
求
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
の
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
不
作
為
犯
に
つ
い
て
、
こ
と
さ
ら
先
行
作
為

犯
と
同
様
の
罪
責
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
訂
定
す
る
即
白
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
例
え
ば
、
競
技
場
の
警
備
員
X
は、

Y
が
不
特
定
の
有

に
危
害
を
加
え
る

U
的
で
仕
掛
け
た
時
限
爆
弾
を
発
見
し
た
も
の
の
、
そ
れ
が
爆
発
す
れ
ば
死
亡
者
が
山
る
こ
と
を
予
見
し
な
が
ら
も
こ
れ

を
放
世
し
、
結
果
的
に
爆
発
に
よ
っ
て
観
客
Z
が
死
亡
し
た
、
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、

出
非
が
成
立
し
た
と
し
て
も
な
お
、

嘗
備
員
X
に
は
、

た
と
、
ぇ
爆
弾
を
仕
掛
け
た
先
行
作
為
犯

Y
に
殺
人

そ
の
結
果
凶
避
義
務
の
違
反
に
つ
い
て
不
作
為
に
よ
る
殺
人
向
井
の
成
1
4
が
肯
定
さ
れ
て

も
よ
い
と
恩
わ
れ
る
。

同
じ
こ
と
を
放
火
詐
の
場
合
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
放
火
罪
に
お
い
て
は
、
物
理
的
桜
台
が
他
の
法
益
ポ
休
に
も
拡

大
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
益
字
体
に
お
い
て
一
つ
の
最
終
的
結
果
(
い
わ
ば
全
焼
)
に
向
け
て
損
害
が
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
特
債
を
有
す
る
じ

X
は
、
円
宅
が
他
人

Y
に
よ
っ
て
放
火
さ
れ
燃
え
卜
が
っ
て
い
る
の
を
花
見
し
た
も
の
の
こ
れ
を
放
問
し
、
結
果
的

こ
の
と
き
、
例
え
ば
、

に
X
宅
は
全
焼
し
た
、
し
か
し
延
焼
は
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
場
合
に
お
い
て
は
、
後
行
不
作
為
犯
X
の
発
見
時
に
お
い
て
す
で
に

X
宅
の

損
害
と
い
う
か
た
ち
で
危
険
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
で
、
先
に
述
べ
た
理
由
に
某
〉
つ
い
て
、

X
に
小
真
正
不
作
為
犯
ー
と
し
て
の
放
火
罫
が
成

立
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
る
、
へ
き
で
あ
ろ
う
c

し
か
し
、
そ
れ
に
刻
し
て
、
結
果
的
に
そ
の
火
災
が
降
の

Z
宅
に
延
焼
し
た
事
案
に
お
い
て
、

X
が
発
見
し
た
時
点
に
お
い
て
未
だ

Z
宅
に
は
延
焼
し
て
い
な
か
っ
た
場
台
に
は
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
未
だ

Z
宅
に
お
け
る
法
益
侵
害
ゼ

そ
の

U
的
の
維
持
が
強
く
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
後
行
不
作
為
犯
の
介
在

口
の
状
態
を
実
現
し
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、

北法;)8(4-18)1646



後
に
延
焼
を
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、

そ
の
延
焼
を
防
が
な
か
っ
た
不
作
為
に
つ
い
て
不
支
正
不
作
為
犯
を
肯
定
で
き
る
も
の
と
思
わ
れ
る

(
そ
う
す
る
と
、
確
か
に
延
焼
柏
岡
本
が
発
牛
し
な
け
れ
ば
不
消
火
に
関
す
る
不
真
H
不
作
為
犯
は
成
烹
し
な
い
け
れ
ど
も
、
関
に
J

時
に
延
焼

の
危
険
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
延
焼
時
の
罪
声
、
を
避
け
る
た
め
に
、
ポ
実
卜
、
消
火
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ろ
う
)
。

な
お
、
先
の
爆
抑
事
例
に
お
い
て
、
仮
に
燦
弾
を
仕
掛
け
た
後
に
雨
が
降
り
、
火
薬
が
湿
っ
て
爆
売
し
な
か
ワ
た
場
合
に
は
、

た
と
え
先

行
作
為
犯
に
(
不
能
犯
が
再
定
さ
れ
て
)
殺
人
主
遂
罪
が
成
烹
し
た
と
し
て
も
、
後
行
不
作
為
犯
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
未
遂
罪
の
成
止
は

百
{
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
つ
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
身
体
へ
の
組
合
は
発
牛
し
た
が
生
命
侵
市
東
日
は
発
牛
し
な
か
っ
た
と
い
う
殺
人
未
遂
の
事

宮
市
に
お
い
て
、
そ
の
危
険
顕
在
化
的
慨
に
介
存
し
た
後
行
不
作
為
犯
で
さ
え
そ
の
ヂ
宍
正
不
作
為
犯
の
成
立
が
基
本
的
に
台
定
き
れ
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
危
険
が
治
在
期
の
ま
ま
経
過
し
結
果
的
に
現
実
的
な
損
害
も
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、

そ
こ
で
の
不
真
正
不

作
為
犯
の
成
立
は
再
定
さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
c

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

他
点
、
先
行
作
為
犯
が
正
当
防
街
行
為
者
や
直
伴
附
ー
能
力
者
で
あ
っ
た
場
台
に
は
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
行
為
の
時
白
'
で
法
益

侵
害
状
態
を
ゼ
ロ
に
維
持
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
そ
こ
で
の
先
行
作
為
犯
を
後
行
不
作
為
犯
と
比
べ
て
重
く
評
価
す
る
こ

G 

と
を
こ
と
さ
ら
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
、
そ
こ
で
の
後
行
不
作
為
犯
に
不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
て

(
例
外
的
な
叫
罰
的
後
行
不
作
為
犯
③
)
。
そ
の
窓
味
で
、
例
え
ば
、

H
巾
防
衛
の
事
例
に
お
い
て
、
息
L
J
Z
は
、
被

も
よ
い
と
思
わ
れ
る

侵
害
者
Y
に
パ
ッ
ト
で
襲
い
掛
か
っ
た
と
こ
ろ
、
反
対
に
Y
か
ら
ナ
イ
フ
で
反
撃
を
受
け
腹
部
を
刺
さ
れ
た
、

そ
こ
に
通
り
か
か
っ
た
父
親

ナ
イ
フ
が
突
き
刺
さ
っ
た
ま
ま
倒
れ
る
忠
了
Z
を
発
見
し
た
も
の
の
こ
れ
を
放
置
し
、

X
は、

Z
は
死
亡
し
た
、
と
い
う
雫
例
に
お
い
て
、

父
親
X
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
す
る
こ
と
も
詐
明
付
さ
れ
る
仁
そ
の
事
例
に
お
い
て
は
、
先
行
作
為
犯
が
処
罰
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

先
桁
作
為
犯
に
お
い
て
殺
人
既
遂
罫
の
成
i

げ
を
避
け
る
べ
き
反
射
的
な
義
務
が
白
川
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
別
途
事
後
的
な
救
助
義
務

を
課
し
法
益
の
保
設
を
図
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
し
て
、
す
で
に
息
了
Z
は
腹
部
を
刺
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
以
卜

Y
に
対
し
て
侵
合

北法58(4-19)11'，47



日見

を
続
行
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
正
当
防
衛
が
必
安
な
状
況
は
終
了
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
状
況
に
お
い
て
侵
害
者
Z
に
よ
る
不

4 

H附

必
要
な
(
防
街
結
岡
本
と
し
て
の
)
侵
害
を
認
め
る
用
山
は
な
い
。
「
H
心
防
衛
は
、
防
衛
に
必
要
な
限
度
で
の
渋
益
侵
市
東
日
を
認
め
て
い
る
だ

け
で
あ
っ
て
、
侵
害
者
は
す
べ
て
の
法
的
保
識
を
伝
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
」

確
か
に
、
正
当
防
衛
行
為
者
自
身
の
後
続
の
不
作

為
(
い
わ
ゆ
る
け
当
防
衛
伐
の
不
救
助
)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
後
続
の
不
作
為
犯
の
成
?
げ
を
認
め
れ
ば
結
果
的
に
正
当
防
衛
権
が
限

定
的
に
解
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
似
害
者
を
殺
し
て
も
正
当
化
さ
れ
う
る
状
況
に
あ
っ
た
の
に
、
中
注
半
端
に
傷
害
を

3
-

負
わ
せ
れ
ば
、
逆
に
ポ
後
的
な
救
助
走
務
が
課
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
疑
問
も
提
起
し
う
る
υ

し
か
し
、
少
な
く
と
も

被
侵
害
者
で
は
な
い
父
組
X
の
戎
務
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
ヲ
?
と
、
も

卜
記
の
理
解
に
刻
し
て
は
、

一
般
に
、
父
組
X
が
介
存
し
た
時
点
に
お
い
て
、
そ
こ
で
倒
れ
て
い
る
也
千
Z
の
傷
害
が
、

罰
的
故
意
行
為
に
よ
る
も
の
か
、
正
巾
I
防
衛
行
為
に
よ
る
も
の
か
は
分
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
不
作
為
苫
が
救
助

に
阿
る
べ
き
か
州
な
く
て
も
よ
い
か
の
判
断
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
指
摘
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
コ
そ
し
て
そ
の
指
摘
は
、

思
斗
J
Z
の
傷
常
が

自
然
的
原
阿
に
よ
る
も
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
も

リ
罰
的
故
苦
悩
行
為
に
よ
る
も
の
か
、

叶
叶
レ
レ
/
¥

あ
て
は
ま
る
c

し
か
し
、
本
稿
の
川
崎
解
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
後
行
不
作
為
犯
の
不
真
H
不
作
為
犯
の
成
す
を
否
定
す
べ
き
と
す
る

に
と
と
ま
り
、
真
正
不
作
為
犯
の
成
止
を
も
再
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
〔
そ
れ
ゆ
え
、

一
川
制
的
故
意
行
為
に
よ
る
場
合
に
も
保
護
責
任

者
不
保
謀
罪
に
い
う
救
助
義
務
ま
で
が
ア
内
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
い
ず
れ
に
せ
よ
救
助
行
為
に
山
る
べ
き
義
務
が
肯
定
さ
れ
、

救
助
す
べ
き
か
ど
う
か
が
特
に
不
明
確
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
端
的
に
い
え
ば
、
そ
れ
ら
の
ポ
例
の
場
合
、
救
助
行
為
に
は
出
る
べ
き
で

あ
る
c

そ
の
義
務
違
反
に
何
罪
が
成
止
す
る
か
と
い
う
点
に
遣
い
が
牛
じ
る
に
す
ぎ
な
い
c

/ 

さ
ら
に
、
不
作
為
者
自
身
が
、
単
に
救
助
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
(
申
な
る
ボ
救
助
で
は
な
く
)
、
積
極
的
に
法
益
侵
合
を

拡
大
さ
せ
る
行
為
を
も
行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
不
-H(
正
不
作
為
犯
の
成
止
を
認
め
て
も
よ
い
と
忠
わ
れ
る

(
例
外
的
な
叫
凹
則
的
後
行
不

北法;)8(4引))1648 
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作
為
犯
④
)
c

な
ぜ
な
ら
、
実
質
的
に
見
て
、
そ
の
よ
う
な
不
作
為
者
に
ま
で
、
先
仁
川
作
為
犯
に
対
す
る
背
後
者
作
を
こ
と
さ
ら
維
持
す
る

必
安
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
父
親
X
は
、
他
人
Y
に
よ
っ
て
刺
突
き
れ
ナ
イ
フ
が
突
き
刺
さ
っ
た
ま
ま
倒
れ
る
息
L
J
Z
を
発
見
L
、

Z
を
、
深
夜
の
寒
気
厳
し
い
良
道
付
近

の
、
た
や
す
く
人
に
発
見
さ
れ
に
く
い
陸
田
に
放
置
し
て
情
き
士
り
に
し
、
結
果
的
に
Z
は
死
亡
し
た
、
ー
と
い
う
ポ
例
に
お
い
て
は
、
そ

こ
で
の
後
行
不
作
為
者
が
、
先
行
作
為
行
為
の
終
了
後
、
日
中
に
事
象
を
放
置
し
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
不
作
為
時
に
、
結
果
発
牛
の
可
能
件

を
よ
り
確
実
に
す
る
強
化
行
為
を
も
引
せ
て
行
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
採
似
合
に
対
す
る
強
化
行
為
を
併
せ
て
行
っ
た
後
行
不
作
為

者
は
、
先
行
作
為
犯
に
よ
る
法
益
侵
害
を
積
秘
的
に
「
舷
ト
人
」
し
た
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
後
行
不
作
為
者
は
、
単
に
病

病
院
へ
搬
送
し
よ
う
と
白
動
車
に
乗
せ
た
も
の
の
、

病
院
に
向
か
う
途
巾
に
搬
送
怠
図
を
放
郷
し
、

院
へ
の
搬
送
と
い
う
期
待
さ
れ
た
作
為
を
果
た
さ
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
被
害
者
を
訟
の
放
助
も
期
待
で
き
な
い
球
墳
に
置
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
被
害
者
の
死
亡
結
果
が
発
斗
す
る
蓋
然
性
を
同
め
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絞
行
不
作
為
者
は
、
先
行
作
為
犯
に
対
す

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

る
背
後
者
性
を
維
持
す
る
実
質
に
欠
け
る
ロ
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
後
行
不
作
為
犯
X
に
つ
い
て
は
、

た
と
え
先
行
作
為
犯

γ
に
殺
人
罪
が

成
す
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
扶
助
義
務

f

埋
反
に
つ
い
て
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
と
忠
わ
れ
る
つ

な
お
、
そ
の
よ
う
な
事
例
は
、
作
為
犯
で
は
な
い
か
と
す
る
疑
問
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
c

し
か
し
、
例
え
ば
、
五
た
き
り
の
老
人
を
無

用
や
り
連
れ
出
し
て
山
中
ま
で
運
ん
で
移
置
し
た
場
合
は
、
確
か
に
作
為
犯
か
も
し
れ
な
い
が
、
先
の
事
例
で
は
、
す
で
に
病
院
へ
搬
送
し

な
け
れ
ば
死
亡
結
果
を

M
避
で
き
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
病
院
へ
の
搬
送
が
期
待
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
隠
行
し
て
い
な
い
と
い
う
点

へ紘一

で
、
な
お
小
作
為
犯
の
成
心
口
が
問
題
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
。
他
方
、
法
前
説
完
結
果
が
発
ヰ
す
る
荒
然
性
を
高
め
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も

被
害
苫
を
移
甲
山
し
な
け
れ
ば
認
め
ら
れ
な
い
と
い
、
つ
も
の
で
も
な
い

f

例
え
ば
、
父
親
X
が
帰
宅
し
、
日
宅
内
で
ナ
イ
フ
が
突
き
刺
さ
っ
た

ま
ま
倒
れ
る
忠
了

Z
を
発
見
し
た
後
に
、

Z
の
友
人

W
が
訪
ね
に
来
た
と
こ
ろ
、
父
糾

X
が
、
「
息
了
は
出
か
け
て
い
る
」
と
嘘
を
い
っ
て

W
を
追
い
返
し
た
場
合
に
も
、
同
様
に
結
果
発
生
の
茶
然
性
を
高
め
る
強
化
行
為
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
υ

そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
場
合
の
父

北法58(4-21)11'，49



日見

親

X
に
も
不
真
H
不
作
為
犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
の
成
烹
が
認
め
ら
れ
る
r

4 

H附

第
五
章

お
わ
り
に

他
人
に
よ
る
犯
罪
行
為
及
び
そ
の
行
為
か
ら
の
結
果
の
発
牛
を
削
げ
し
な
い
者
の
罪
責
は
、
「
犯
罪
の
不
問
止
」
と
い
う
問
題

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
つ
「
犯
罪
の
小
阻
止
」
に
関
し
て
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
他
人
が
い
以
意
に
惹
起
し
た
法
訴
に
対
す
る
危
険
に
つ
い
て
、
芯

( 

l 

起
者
で
は
な
い
第
一
土
有
に
位
置
す
る
不
作
為
者
に
作
為
義
務
を
課
し
、

し
か
も
そ
の
義
務
迅
尽
に

(
作
為
犯
と
同
じ
犯
罫
類
却
の
)
不
宍
正

小
作
為
犯
を
成
す
さ
せ
る
こ
と
の
安
門
糾
円
で
あ
る
。
結
論
を
い
え
ば
、
法
託
の
保
護
を
目
的
に
す
る
と
は
い
え
、
そ
の
義
務
違
反
に
つ
い
て

小
真
正
不
作
為
犯
を
成
I

止
さ
せ
る
こ
と
は
基
本
的
に
青
山
ん
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
不
作
為
者
は
当
該
法
益
侵
害
の
惹
起
者
で
は
な
い
の
で
、

当
初
そ
れ
を
惹
起
し
た
者
と
川
様
の
罪
責
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
不
良
正
不
作
為
犯
の
成
立
に
は
、
「
限
定
性
へ
の
蛍
識
」
が
存
十
れ
す
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
が
特
に
不
作
為
関
与
(
先
行
作
為
犯
内
恨
の
緩
行
不
作
為
犯
)

の
成
!
止
一
要
件
に
お
い
て

い
か
な
る
か
た
ち
で
現
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
じ
そ
れ
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
c
c

そ
の
検
討
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
お
い

て
「
れ
わ
れ
て
き
た
不
作
為
共
犯
平
単
独
不
作
為
犯
に
関
す
る
議
論
で
は
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
様
題
、
す
な
わ
ち
不
作
為
関
守
に
お
い
て

こ
そ
現
れ
る
謀
題
が
存
十
れ
す
る
コ

2 

そ
こ
で
ま
ず
、
不
作
為
関
与
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
「
限
定
性
へ
の
志
識
」
を
、
同
州
市
助
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
表

そ
う
と
す
る
見
解
(
行
為
佼
暫
助
説
)

の
過
斉
に
つ
い
て
検
討
し
た

f

確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
理
解
は
、
後
行
不
作
為
犯
を
川
市
助
と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
罫
責
が
先
行
作
為
犯
と
桔
ん
で
前
面
に
山
川
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
実
質
に
お
い
て
は
、
適
切
で
あ
る
c

し
か
し
本
稿
で
は
そ
の
理
解
は
妥
当
で
な
い
と
結
論
づ
け
た
コ
な
ぜ
な
ら
、
共
犯
は
、
背
後
者
と
結
果
と
の
閃
に
他
人
の
自
律
的
決
定
が
介

北法;)8(4-22)16日)



在
し
、
背
後
者
に
正
犯
と
し
て
の
帰
属
が
再
定
さ
れ
た
結
果
、
川
罰
法
令
芥
木
粂
だ
け
で
は
則
剖
件
を
肯
定
で
き
な
い
場
合
に
、
例
外
的
に
、

刑
法
ハ

O
条
以
「
の
処
罰
拡
張
事
山
を
適
川
す
る
こ
と
に
よ
り
、
川
副
件
が
認
め
ら
れ
る
領
域
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
訟
の
介
打
も

な
く
直
接
的
に
結
果
の
発
生
に
関
与
す
る
後
行
不
作
為
犯
に
つ
い
て
、
そ
の
梓
い
処
罰
を
実
現
す
る
た
め
に
割
肋
胤
ー
ど
を
適
用
す
る
こ
と
は
、

共
犯
規
定
の
適
川
の
あ
り
方
と
し
て
妥
当
で
な
い
か
ら
で
あ
る

(
第
一
章
)
。

(
3
)
 

そ
う
だ
と
し
て
も
そ
れ
が
直
ち
に
、
物
理
的
・

そ
う
し
て
不
作
為
閃
与
は
単
独
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
な
る
が
、

自
然
的
原
同
に
よ
る
危
険
を
回
避
し
な
い
単
独
不
作
為
犯
と
同
様
に
抜
わ
れ
る
べ
き
だ
と
は
限
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
志
議
か
ら
、
場
了

説
に
お
い
て
す
で
に
不
作
為
関
与
の
可
罰
範
囲
を
単
独
不
作
為
犯
の
そ
れ
よ
り
も
限
定
的
に
解
す
る
見
解
が
王
張
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

に
つ
い
て
検
討
し
た
。
検
討
対
象
と
し
た
の
は
、
不
作
為
共
犯
論
に
お
け
る
義
務
一
分
説
で
見
ら
れ
る
後
行
不
作
為
犯
洲
解
と
、
作
為
義
FW桁

発
牛
根
拠
論
に
お
け
る
先
打
釘
為
説
で
見
ら
れ
る
後
打
不
作
為
犯
川
崎
田
川
で
あ
る
r

し
か
し
、
本
稿
で
は
、

そ
れ
ら
の
理
解
は
そ
こ
で
の
後
打

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

小
作
為
犯
の
不
成
立
を
ム
円
照
的
に
某
礎
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
と
し
た
っ
な
ぜ
な
ら
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
犯
罪
阻
叶
義
務
だ
け
が
犯

罪
行
為
の
岨
止
ま
で
に
か
か
る
戎
務
で
あ
る
の
か
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
絞

行
不
作
為
犯
を
合
{
疋
す
る
実
質
は
、
答
↓
貝
原
理
に
よ
ワ
て
導
か
れ
た
先
行
行
為
白
体
の
共
犯
牲
を
維
持
す
る
た
め
に
、

に
さ
せ
る
よ
う
な
義
務
を
そ
れ
白
体
か
ら
訟
め
る
こ
と
を
再
定
す
る
こ
と
を
リ
的
と
し
た
外
在
的
制
約
に
あ
っ
た
が
、

そ
の
結
論
を
無
意
味

そ
の
よ
う
な
外
守
的

制
約
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
合
理
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
コ

た
だ
、
そ
れ
ら
の
剤
師
併
が
、
後
行
不
作
為
犯
の
罪
責
を
先
行
作
為
犯
と
並
ん
で
崎
市
に
出
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
後
行
小
作
為
犯
の
成

立
を
再
定
す
る
(
不
作
為
者
の
品
川
後
者
作
を
維
持
す
る
)
と
い
、
つ
方
向
性
は
妥
当
で
あ
る
c

そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
方
向
性
を
基
健
づ
け
る

合
理
的
な
規
範
的
根
拠
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
小
平
稿
が
そ
う
し
た
後
行
不
作
為
犯
が
甘
柄
本
的
に
再
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
は
、

刑
法
の

R
的
が
、
法
論
侵
待
状
態
が
ゼ
口
で
あ
る
こ
と

(
法
リ
怖
が
完
全
で
あ
る
こ
と
)
を
第
一
の
円
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ

北法S8(4.2311firil



日見

ば
、
す
で
に
法
益
主
体
に
指
害
(
実
半
口
)
が
生
じ
そ
の
時
占
で
は
伝
バ
ヱ
ロ
ゼ
ロ
に
は
一
民
せ
な
か
っ
た
状
態
に
お
け
る
救
助
義
務
違
反
に
つ
い
て
、

4 

H附

不
真
正
不
作
為
犯
の
成
苦
乞
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
先
行
作
為
犯
と
川
じ
魁
何
値
性
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
か
ら
で
あ
る
つ
も
っ

と
も
、
川
貞
正
不
作
為
犯
と
し
て
の
後
行
不
作
為
犯
、
②
そ
の
介
在
吋
に
危
険
が
れ
不
だ
潜
杭
期
に
あ
っ
た
場
合
の
後
行
不
作
為
犯
、
③
先
行

作
為
犯
が

H
当
防
衛
行
為
者
等
で
あ
っ
て
、
当
初
の
先
行
作
為
行
為
時
に
法
益
侵
害
ゼ
ロ
の
状
態
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
場
合
の
後
行
不
作

為
犯
、
伊
)
後
行
不
作
為
者
白
身
が
積
極
的
に
法
話
侵
市
東
日
を
拡
大
さ
せ
る
行
為
を
も
行
っ
て
い
た
場
合
の
殺
行
不
作
為
犯
、
に
つ
い
て
は
、
上

記
の
規
範
的
恨
拠
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
例
外
的
に
そ
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る

(
第
四
章
)
。

4 

も
弘

J

ろ
ん
、

そ
の
よ
う
な
小
作
為
関
守
に
独
自
の
規
範
的
根
拠
に
来
、
つ
一
い
て
そ
の
成
立
が
再
定
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、

作
為
犯
一
般
に
妥
当
す
る
、
回
避
す
べ
き
危
険
の
不
存
存
に
恭
予
つ
い
て
そ
の
成
立
が
再
定
さ
れ
る
べ
き
場
合
も
あ
る
。
本
杭
で
は
、
そ
れ
を

小
作
為
闘
守
独
自
の
川
尻
範
的
根
拠
に
悶
す
る
前
提
議
論
と
位
置
づ
け
て
、
犯
罪
の
終
了
時
期
と
不
作
為
犯
の
成
再
と
の
飢
点
か
ら
検
討
し
た

(
第
一
章
)
コ

こ
れ
ま
で
の
学
説
は
、
不
真
J

川
不
作
為
犯
論
に
お
い
て
は
単
独
不
作
為
犯
だ
け
扱
い
、
「
犯
罪
の
不
問
U
」
と
い
う
問
題
領
域

お
い
て
は
そ
れ
を
不
作
為
共
犯
の
観
点
か
ら
し
か
扱
ワ
て
こ
な
か
っ
た
c

し
か
も
そ
れ
ら
の
検
討
視
角
は
、
共
に
理
論
的
な
成
山
要
件
解
釈

F υ 

に
と
と
ま
る
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
侵
害
法
，
t
の
紋
肋
と
い
う
実
態
を
拠
え
た
上
で
の
問
題
閃
心
に
よ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
c

し
か
し
、
似
市草
い
き
れ
ゆ
く
法
析
に
対
し
て
紋
助
義
務
を
課
す
際
、
必
ず
し
も
そ
の
紋
肋
義
務
が
、

そ
の
退
反
に
つ
い
て
不
良
正
不
作
為
犯
を

成
す
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
必
安
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
不
救
助
に
対
す
る
刑
事
責
任
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
に
関
す
る
基
本
的
理
解

を
深
め
る
必
要
が
あ
る
じ
他

h
、
こ
れ
ま
で
の
共
犯
論
は
行
後
者
の
罪
員
ば
か
り
を
検
討
刻
象
と
し
て
き
た
が
、
実
際
に
生
じ
る
様
々
な
犯

罪
事
象
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
閑
k
J
者
が
、
結
果
を
直
長
に
発
生
さ
せ
た
者
の
背
後
に
位
置
す
る
と
は
限
ら
な
い
〈
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

必
ず
し
も
共
犯
規
定
の
あ
て
は
ま
ら
な
い
ポ
後
的
に
関
守
す
る
者
の
界
五
に
つ
い
て
も
、
複
数
人
関
与
の
刑
雫
責
伴
と
い
う
枠
組
み
に
お
い

北法;)8(4-24)1652
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一
G

て
意
識
的
に
議
論
を
涼
め
る
必
安
が
あ
る
。
そ
の
志
味
で
、
本
稿
は
、
不
作
為
悶
月
J

(

先
行
作
為
犯
後
の
後
行
不
作
為
犯
)
と
い
う
新
た

に
構
染
し
た
不
作
為
犯
領
域
の
検
討
を
通
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
個
々
に
制
限
的
で
あ
っ
た
学
説
の
用
解
に
対
し
、

一
方
で
は
そ
れ
を
さ
ら
に

「
竹
久
ん
え
h

ハ~

A
ゐ
『
沖
負

h
/

7
4
)
山
い
厚
「
不
真
正
不
作
為
犯
に
関
す
る
党
古
」
小
林
売
先
ぺ
・
佐
藤
!
リ
人
哉
先
生
山
稀
祝
賀

h

刑
事
裁
判
論
集
(
上
)
』
(一

0
0
六

1)
一一五

民
は
、
危
険
的
制
山
川
・
増
加
を
不
作
為
犯
に
お
け
る
自
由
制
約
の
正
当
化
根
拠
と
理
解
す
る
見
解
に
対
し
て
、
「
『危
険
を
生
じ
さ
せ
た
話
に
は
、

そ
の
危
険
を
解
消
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
伝
宥
禁
け
に
出
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
行
行
為
に
よ
る
結
果
主
起
を
処
罰
の
対

象
と
す
る
こ
と
に
よ
る
わ
為
の
自
耐
の
制
約
を
什
当
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
、
「
先
行
れ
為
に
よ
り
創
州
・
増
加
さ
せ
た
危
険
を

併
山
し
な
い
と
、
結
呆
芯
起
に
至
り
、
先
行
わ
為
に
よ
り
計
呆
を
五
起
し
た
犯
採
が
成
烹
し
、
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
を
同
泣
す

る
た
め
に
必
以
と
な
る
こ
と
で
あ
る
に
す
主
な
い
の
で
は
な
い
か
」
、
「
先
行
行
為
に
よ
る
結
果
惹
起
を
処
訂
す
る
こ
と
の
正
当
刊
の
反
南
と
し

て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
バ

三
)
近
時
、
岡
本
勝
「
不
作
為
に
よ
る
従
犯
に
関
す
る
主
祭
」
法
丹
J

八
九
巷
五
口
(
一
ひ
っ
六
干
)
一
一
一
貝
も
、
不
作
為
に
よ
る
従
犯
の
作
為

義
務
は
、
先
行
門
為
行
為
終
了
後
も
結
果
が
凶
避
き
れ
る
ま
で
継
続
し
て
ω附
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
。

(
3
)
北
大
法
学
前
生
五
七
巻
一
号
(
一

0
0六
年
)
一
七
九
頁
以
「
、
参
間

(
4
)
鎮
目
祉
樹
「
刑
事
製
造
物
責
仔
に
お
け
る
不
作
為
犯
論
の
意
義
と
展
開
」
本
郷
法
政
紀
以
八
号
二
九
九
九
司
)
三
五
三
貝
以
下
、
山
町
出
総

一
郎
一
不
作
為
犯
」
法
学
教
室
一
ハ
一
号
(
一

C
C
一
年
)
ハ
百
以
卜
、
同
一
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
(
二
・
完
ご
す
教
法
千

ー
ハ
ム
川
口
勺
(
一
つ
つ
四
年
)
一
一
一
七

R
以
「
(
以
下
、
同
論

i
は
、
「
島
田
不
作
為
共
犯
(
一
ご
と
引
肘
す
る
)
、
井
田
良

固刑
法
総
論
の
理

論
構
造
L

(

一
C
C
五
年
)
一
石
頁
、
参
出

戸一
O
)

例
え
ば
、
ギ
野
龍
一

『刑
法
総
論
T
』
(
一
九
七

実
態
に
則
し
た
「
不
救
助
の
刑
事
責
任
」
と
い
う
イ
ゲ
川
に
向
け
て
、
他
方
で
は
必
ず
し
も
こ
れ
ま
で
の
共
犯
論
に
は
収
ま
ら
な
い

関
与
の
刑
ポ
責
任
一
と
い
う
ト
ケ
阿
に
向
け
て
、
新
た
な
問
題
領
域
を
切
り
開
く
も
の
で
あ
る
。

作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

年
)

一
五
四
頁
以
下
は
、
「
た
だ
、
〔
作
為
可
能
性
の
よ
う
に
引
肘
首
一
九
〕

お
よ
そ
可

北法58(4-25)川町
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H附

能
か
不
可
能
か
と
い
う
問
也
だ
け
で
は
な
く
、
ど
の
新
度
に

『界
易
』
に
防
J
H
で
き
る
か
ど
う
か
も
考
慮
さ
れ
る
…
飛
び
込
ん
で
助
け
る
司
能

引
は
あ
っ
亡
も
同
時
に
み
ず
か
ら
も
溺
れ
る
可
能
糾
れ
も
あ
る
場
合
に
は
、
小
作
為
犯
は
成
げ
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
尚
、
引
為
義
務
の
強
さ
と

作
為
的
行
易
さ
と
が
綜
合
さ
れ
て
、
不
作
為
犯
成
立
の
有
怖
が
決
ま
る
一
と
す
る
。

(
6
)
島
田
・
不
作
為
共
犯
(
一
)
(
削
掲
一
註
(

4

)

)

一
八
!
ハ
頁
c

(
7
)
林
幹
人

『刑
法
総
論
』

(
0
0
0年
)
一
五
ハ
貞
以
下
は
、
「
存
易
竹
一
に
関
し
て
、
「
こ
の
こ
と
〔
判
例
・
学
説
が
、
作
為
は
叫
能
で
あ

る
だ
け
で
な
く
谷
弘
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
引
刑
者
説
〕
自
体
は
汁
当
で
あ
る
が
、
な
お
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
ご

そ
れ
は
、
そ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
作
為
が
強
い
る
負
担
、
い
い
か
え
る
と
、
不
刊
為
の
有
用
件
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
ご
た
と
え
ば
、
父
親
が
ホ
げ
る
と
し
て
も
、
嵐
の
た
め
に
、
了
棋
を
政
う
こ
と
が
困
殻
だ
と
い
う
こ
と
は
、
一
昨
げ
ば
父
親
が
危
険

と
な
る
、
い
い
か
え
る
と
、
叫
が
な
い
こ
と
に
そ
の
危
険
を
避
け
る
有
肘
性
が
あ
る
こ
と
を
且
昧
す
る
。
重
い
火
傷
を
負
う
危
険
が
あ
る
と
き

に
は
、
火
中
の
子
供
を
救
う
刑
法
的
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
耽
督
過
夫
の
問
題
に
お
い
て
、

hw刊
常
が
破
綻
す
る
ほ
と

の
経
済
的
負
U
刊
を
ぶ
し
て
ま
で

-Aん
で
の
夫
人
体
制
を
碓
止
す
る
義
務
を
一
♂
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
と
き
も
そ
う
で
あ
る
こ
の
よ
う

に
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
許
さ
れ
た
危
険
的
法
理
が
妥
当
す
る
一
と
指
摘
す
る
。

(
8
)
樋
口
純
雄
一
よ
さ
」
ル
リ
マ
リ
ア
人
と
法
」
右
井
紫
郎
・
樋
口
範
堆
編

『外
か
ら
見
た
日
本
法
(
九
九
立
年
)
一
四
回
氏
以
下
は
、
他
人
に

刻
す
る
日
発
的
な
紋
肋
れ
為
を
促
進
す
る
た
め
の
法
の
夫
と
し
て
、
端
的
に
救
助
義
務
を
認
し
松
助
に
山
な
い
場
合
に
法
的
制
裁
を
ワ
え
よ

う
と
す
る
一
制
裁
型
」
の
ほ
か
に
、
救
助
に
出
た
計
に
何
ら
か
の
利
益
を
う
え
よ
う
と
す
る
一
利
益
提
供
些
」
も
あ
る
と
し
て
い
る
ご
そ
こ
で

は
、
「
利
益
捉
仇
叫
」
の
例
と
し
て
、
⑦
扶
助
に
よ
っ
て
意
凶
に
以
し
て
結
果
的
に
相
害
を
玄
起
あ
る
い
は
拡
大
し
て
も
、
そ
の
立
任
を
免
ず

る
方
法
(
ア
メ
リ
カ
で
は
「
再
き
サ
マ
リ
ア
人
の
法
(
口
。
。
仏

E
5
2
5ロ
E
3
)
一
の
規
疋
が
存
在
し
、
こ
の

h
法
を
取
り
入
れ
て
い
る

J

こ

れ
に
つ
い
て
は

M
l範
雄
「
よ
き
ザ
マ
リ
ア
人
法
(
日
本
版
)
の
検
討
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
丘
八
回
勺
(
九
九
九
年
)
六
九
頁
、
参
照
)
、
川
市

救
助
の
た
め
に
費
用
を
刑
制
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
損
害
を
被
っ
た
場
合
に
、
そ
の
補
用
、
を
法
で
保
障
す
る
方
法
、
∞
救
助
に
あ
た
っ

た
者
に
対
す
る
報
酬
を
は
で
保
障
す
る
ん
法
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
)

な
お
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
一
一
一
条
C

(

般
的
救
助
義
務
「
不
救
助
罪
〕
)
の
よ
う
な
、
自
発
的
で
は
な
く
救
助
を
義
務
づ
け
る
か
た
巳
の
規

定
は
、
反
対
に
、
一
忠
し
き
ザ
マ
リ
ア
人
の
法
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
ま
さ
に
一
制
裁
型
」
で
あ
る
ご
竹
村
和
也
一
救
助
義
務
と
思
し
き
ザ
マ

リ
ア
人
の
法
」
同
志
社
法
v与
一
六
七
口
(
一
九
九
九
年
)
五
一
貝
以
卜
、
参
照
。
わ
が
同
に
お
い
て
も
ヂ
救
助
罪
規
定
を
新
設
す
べ
き
と
す
る

北法;)8(4-26)1654



作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

見
解
と
し
て
、
金
汗
正
雄
一
不
救
助
罪
新
設
へ
の
提
一
ど
同

『刑
法
の
基
本
概
念
の
丙
険
討
し

(
九
九
九
年
」
ハ
一
向
(
以
下

){J
」
れ
に
対
し

て
、
一
般
的
扶
助
兵
務
に
よ
る
自
耐
の
制
約
を
問
題
視
し
て
、
救
助
者
の
角
川
判
の
袖
填
を
意
図
す
る
「
間
抜
奨
励
」
に
よ
っ
て
救
助
を
促
進
し

よ
う
と
す
る
見
解
も
あ
る
(
ま
さ
に
「
利
，
比
提
供
以
一
で
あ
る
c

台
市
長
校
「
何
人
の
自
由
と
法
的
救
助
義
務
一
阪
大
法
学
凶
九
幸
一
号
(
一

九
九
九
年
)
一
一
一
一
白
以
十
、
参
照
)

(
9
)
薪
野
陸
弥
「
中
止
本
遂
の
凶
果
論
的
構
造
と
中
け
敵
意
に
つ
い
て
一

『間
宮
裕
博
十
追
悼
論
先
(
卜
)
ド
(
一
心
〈
〉
一
一
年
i
)

六
回
頁
以
下
は
、

身
の
代
金
目
的
拐
取
罪
の
解
比
減
梓
規
定
に
つ
い
て
、
一
こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
刑
事
政
策
的
な
配
慮
か
ら
設
け
ら
れ
た
規
定
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
一

H
成
ウ
し
た
一
一
一
五
条
の
一
等
の
既
遂
罪
に
つ
い
て
は
成
止
が
確
定
し
て
お
り
、
事
後
的
に
新
た
な
、
解
放
行
為
を
し
た
場

合
の
恩
忠
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ご
つ
ま
り
、
一
一
八
条
の
一
は
、
凶
一
条
の
一
般
的
中
リ
末
、
企
規
定
と
は
そ
の
件
到
を
異
に
し
、
犯
罪
成
止

後
の
事
情
に
基
づ
い
て
減
梓
を
認
め
た
特
別
な
規
d
E
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
、
州
川
犯
規
定
と
鮮
民
減
免
規
定
の
性
皆
、

が
異
な
る
か
と
う
か
は
、
既
遂
の
成
否
で
は
な
く
、
先
行
犯
出
の
終

f
時
期
に
関
わ
る
。
仮
に
は
の
代
金
目
的
拐
取
以
が
、
拐
取
れ
為
後
も
犯

罪
と
し
て
実
自
的
に
は
柊

f
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
(
近
時
、
共
犯
の
成
否
を
め
ぐ
っ
て
拐
取
県
の
終
了
時
期
が
扱
わ
れ
た
宇
宗

と
し
て
、
中
京
古
判

γ成
一
回
(
一

0
0
)
刊
一
月
一
一
一
一
日
東
向
時
報
(
刑
)
五
一
番
一

i

一
口
一
一
一
頁
。
同
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
松

尾
誠
紀
一
刊
批
」
北
大
法
学
論
集
五
六
巻
一
口
(
二

0
0
五
年
)
一
川
一
頁
)
、
既
遂
成
ず
は
犯
罪
成
す
の
最
小
限
度
の
法
件
(
ド
古
川
同
一
判
批
」

判
例
時
報

λ
六
凶
号
二
九
九
九
年
)
一
。
頁
)
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
解
放
減
免
規
定
も
、
実
際
上
継
続
す
る
法
花
伝
書
の
回

避
を
促
す
政
策
的
組
定
と
し
て
、
な
お
中
リ
犯
と
日
ハ
通
の
性
刊
日
を
有
す
る
も
の
と
与
え
ら
れ
る
コ
な
お
、
近
川
、
併
比
減
嵯
組
定
に
つ
い
て
詳

細
に
検
芯
し
た
論
主
と
し
て
、
山
町
村
雄
「
刑
法
一
二
八
久
人
の
一

『解
放
減
腎
規
定
』
の
諸
問
題
」
秋
叫
法
学
凶
一
号
(
一

0
0
一一一

1)

立
頁
、
和
出
俊
念
「
被
拐
取
計
解
放
滅
辞
に
お
け
る

『違
法
減
少
'
と

a
違
法
減
少
川
却
』
一
度
除
法
学
七
回
勺

(
C
C七
年
)
一
六
九
頁
。

(
日
)
}
イ
ツ
刑
法
三

0
1
ハ
条

c
第
項
放
火
採
の
既
遂
成
立
後
も
、
行
為
者
が

j

円
由
な
志
出
品
に
よ
り
、
告
し
い
約
百
門
が
発
生
す
る
前
に
消
火
し

た
場
人
円
は
、
任

E
的
に
減
免
き
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
山
火
的
原
閃
と
な
っ
た
克
行
わ
為
が
失
火
戸
同
一
心
六
条
d
」
の
場
人
円
に
は
無

罪
、
と
な
る

(
U
川
条
一
項
て
ま
た
、
「
有
効
な
悔
悟
」
は
、
放
火
問
弁
疋
け
で
な
く
他
の
罪
に
も
定
め
ら
れ
て
い
る
「
川
二
四
条

a
、一一一一

O
条、

一
三
口
条
b
)
。

(
日
)
場
人
n
に
よ
っ
て
は
山
内
に
よ
る
任

E
的
減
嵯
(
刑
法
凶
一
条
)
も
含
ま
れ
る
と
思
わ
れ
る
な
お
、
刑
法
に
お
け
る
損
害
の
回
復
と
い
う
脱

上
円
か
ら
、
こ
れ
ら
の
「
利
益
提
供
型
」
の
規
定
を
円
構
成
し
よ
う
と
す
る
見
解
と
し
て
、
同
橋
則
夫
ー
刑
法
に
お
け
る
損
害
凶
復
の
思
想
'
(一

北法58(4. 2i) HiriS 
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九
九
七
年
)
一
同
頁
以
下
、
参
照
=

F
U
)

い
わ
ゆ
る
刑
事
製
造
物
責
任
と
い
わ
れ
て
い
る
領
域
も
、
事
実
い
し
こ
れ
に
属
す
る
も
の
と
巴
わ
れ
る
。

(
日
)
川
端
博

『現
代
刑
法
理
必
の
現
状
ー
と
課
題
』

P
O
O
Z札
年
)
一
一
主
貝
灯
下
[
井
田
川
は
な
正
一
百
〕
は
、
中
止
犯
は
、
刑
罰
を
刑
判
す
よ
う
な
ネ

ガ
テ
ィ
プ
な
サ
ン
ク
シ
ヨ
シ
で
は
な
く
、
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
井
回
は
、
中
止
犯
を
、
「
先

行
す
る
わ
為
ゆ
え
に
本
来
で
あ
れ
ば
宋
進
犯
と
し
て
(
さ
ら
に
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る
既
遂
犯
と
し
て
)
処
罰
さ
れ
得
る
場
合
に
、
中
け
れ
為
を

行
う
こ
と
を
条
件
と
〕
て
、
刑
の
減
妊
ま
た
は
免
除
を
山
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
者
に
対
し
一
定
の
利
訴
の
付
う
を
認
め
る
こ
と
に
ほ
か

な
ら
な
い
」
も
の
と
し
て
い
る
の

(
比
)
山
中
紋

『中
止
土
木
遂
の
研
究
』
(二

C
O
年
)
六
九
頁
、
参
昭
一
}

C
U
)

山
中
・
前
掲
=
礼
(
刊
)
!
ハ
ム
ハ
頁
。

(
M
m
)

山
中
・
前
財
註
(
刊
)
ハ
九
頁
c

(
口
)
こ
の
よ
う
な
山
中
の
見
解
と
は
反
対
に
、
野
村
稔

E

未
遂
犯
の
研
究
-
(
九
八
四
年
)
川
五
一
民
以
下
は
、
刑
法
規
範
は
法
詩
保
識
を
任

務
と
す
る
が
、
「
そ
の
た
め
に
ま
ず
第
一
に
、
最
再
の
策
と
し
て
、
刑
法
規
範
は
、
行
為
規
範
と
し
て
、
そ
の
許
州
機
能
の
商
よ
り
般
人
を

し
て
法
話
促
合
の
危
険
を
感
ぜ
し
め
る
行
為
を
違
法
と
許
価
し
、
犯
罪
遊
止
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
ロ
て
こ
の
よ
う
な
行
為
に
山
な
い
こ
と
を

決
定
概
能
の
而
よ
り
行
為
者
に
命
じ
、
こ
れ
を
期
刊
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
裏
切
ら
れ
、
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
ぬ
作
は
、
第
一
に
、

次
舎
の
東
と
し
て
、
い
ま
だ
実
行
行
為
の
途
中
に
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
状
態
を
違
法
と
評
価
し
、
犯
ザ
中
止
義
務
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
さ

ら
に
実

h
行
為
を
川
相
続
し
な
い
よ
う
命
じ
、
こ
れ
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
結
果
が
発
止
し
て
し
ま
う
と
い
う

場
合
に
は
、
第
三
に
、
三
再
の
策
と
し
て
、
ぞ
し
て
足
後
の

T
段
'
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
違
法
と
評
前
し
、
結
果
防
止
義
務
を
視
す
こ

と
に
よ
っ
て
結
果
の
党
牛
を
防
止
す
る
よ
う
命
じ
、
こ
れ
を
期
刊
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
の
理
解
に
対
し
て
、
山
中
・
前
掲
許

F
U
)
九
九
頁
以
下
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
実
行
行
為
告
に
犯
罪
巾
止
兵
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
と
、
刑
法
は
、
な
ぜ

『例
外
的
に
』

中
止
義
務
を
果
た

ν

た
者
に
州
の
減
駈
-
免
除
と
い
う
効
呆
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
口
す
る
ほ
か
、
「
原
理
的
問
也
に
山
ち
返
っ

て
批
判
す
る
な
ら
ば
、
そ
も
そ
も
一
般
阿
民
に
対
し
と

『犯
非
遊
止
義
務
μ

が
訳
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
ん
日
体
が
、
あ
ら
ゆ
る
犯
濯
を

義
務
犯
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
法
リ
比
侵
舎
を
違
法
と
す
る
見
解
と
州
中
什
れ
な
い
の
で
あ
ヮ
て
、
野
村
教
授
の
京
本
的
な
違
法
制
に
問
川
叫
が
あ
る

と
い
え
よ
う
」
と
批
判
す
る
。

北法;)8(4-28)16日
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(
見
)
中
J
H
犯
の
事
案
で
は
な
い
が
、
大
阪
尚
刊
平
成
一
六
(
一

0
0
同
)
年
川
川
二

H
判
タ
一
ハ
九
号
一
一
ハ
頁
も
、
ホ

l
ム
ペ

l
ジ
の
柑

示
板
に
他
人
の
名
誉
を
投
損
す
る
よ
事
が
掲
載
さ
れ
た
事
案
に
つ
い
て
、
名
誉
投
損
却
の
犯
罪
終
了
時
期
を
検

A
す
る
際
、
「
山
ら
の
先
行
行

為
に
よ
り
惹
起
き
せ
た
被
古
党
中
の
州
象
的
危
険
を
解
消
す
る
た
め
に
視
せ
ら
れ
て
い
た
誕
t

妨
一
を
問
題
と
す
る
も
、
犯
罪
が
終
了
す
る
ま
で

継
続
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
そ
の

r

主
務
違
反
fU体
を
、
不
作
為
犯
と
し
て
即
解
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
c

(
山
山
)
最
渋
昭
和
五
三
二
九
ヒ
八
)
年
三
月
一
日
刑
集
一
巻
目
一
八
白
ハ
(
い
わ
ゆ
る
熊
う
ち
事
件
)
で
は
、
自
己
の
過
失
傷
台
後
の
、

山
己
の
殺
人
行
為
の
介
在
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
た
と
え
先
わ
作
為
行
為
が
故
意
行
為
で
あ
っ
た
と
〕
て
も
、
口
ー
の
理
由
に
業
づ
い
て
、

後
続
の
作
為
に
つ
い
て
殺
人
罪
が
成
立
す
る
こ
と
は
白
J

疋
さ
れ
る
υ

(
却
)
山
中
・
前
掲
一
山
(
比
)

l

ハ
四
頁
川
下
も
、
一
そ
れ
[
中
J
H
犯
の
規
範
楕
迄
引
用
者
註
〕
は
、
結
果
日
避
義
務
で
は
な
い
{
}
い
っ
た
ん
、
規

説
侵
士
の
決
意
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
、
さ
ら
に
結
果
回
遊
の
義
務
を
謀

L
、
そ
れ
を
遵
守
す
る
こ
と
を
強
ま
し
、
そ
の
連
以
者
に
対
し
て
は
、

刑
を
加
市
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
中
リ
犯
が
原
則
で
、
陣
古
士
淫
は
、
加
重
処
罰
的
対
象
で
あ
る
と
い
う
規
範
構
置
と
す
べ
主
で
あ
る
が
、

羽
れ
法
の
況
定
は
、
山
町
J
H
犯
の
州
を
減
免
す
る
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
つ

(
む
)
エ
口
ニ
「
一
ユ
〈
三

-c

一U
U
U
H
Z
山
内

N
Eん一
U
U
F
Z
-

は
、
原
判
決
が
傷
古
銭
化
ハ
ル
と
遺
巣
川
汁
(
聞
き
士
り
)
の
成
立
を
認
め
た
事
業
に

開
し
、
何
事
案
で
は
、
当
初
の
作
お
わ
為
が
殺
人
の
故
意
に
よ
る
可
能
件
が
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
る
と
被
パ
門
人
が
事
後
的
に
被
育
者
の
死
を
回

避
す
る
お
務
は
な
い
と
し
て
、
「
故

E
に
よ
り
結
果
を
且
欲
あ
る
い
は

H
そ
す
る
行
為
者
は
、
同
時
に
そ
れ
を
阿
避
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
す
る
ご
ま
た
川
判
決
は
、
た
と
え
被
告
人
が
置
き
去
り
の
際
に
殺
人
の
此
意
を
欣
棄
し
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
結

論
は
同
じ
だ
と
し
、
「
刑
法
一
一
一
条
〔
遺
棄
罪
引
用
者
註
〕
は
人
の
牛
命
を
保
護
す
る
危
険
犯
で
あ
る
。
こ
の
法
益
を
故
意
に
よ
り
攻
撃

す
る
場
合
、
行
為
者
が
後
で
思
い
直
し
、
救
助
す
れ
ば
、
確
か
に
中
リ
と
い
う
刑
罰
減
妊
事
山
を
得
る
こ
と
が
で
主
る
が
、
法
的
救
助
義
務
は

存
し
な
い
」
と
判
一
ボ
し
て
い
る
じ
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ご
ユ

Eヶ
2
2
p
c
z
z
r
F口
百
円

Z
Z
5
2ロ
Z
E
E
2
2
r
-
Eケ

三
-
与
門
君
主
}
程
二
=
莞
「
勾
=
N
」
克
一
m
w
m
w
戸

m
N
Eコ
は
、
殺
人
的
故
意
に
よ
る
先
行
行
為
に
基
づ
い
て
も
結
果
凶
避
義
務
が
牛
じ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
岩
山
康
夫
「
故
意
的
先
行
行
為
に
本
ワ
く
保
障
人
的
義
務
」
産
十
人
法
学
三
川
巻
一
三
勺
(
一

C
C
C刊
)
一
一
一
心
頁
も
、
「
先
行
行
為
者
が

そ
の
最
中
に
結
果
を
蕊
欲
忍
識
し
て
い
た
こ
と
の
み
を
似
て
、
直
ち
に
か
つ
一
律
に
作
為
義
務
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
与
え
る
。

何
比
な
ら
、
過
失
の
み
、
あ
る
い
は
見
解
に
よ
っ
て
は
そ
れ
す
ら
有
し
な
か
っ
た
先
行
わ
為
計
に
も
保
障
人
的
義
務
が
諜
き
れ
る
の
で
あ
り
、

先
れ
行
為
が
故
主
に
よ
ろ
、
っ
と
客
倒
的
状
況
は
こ
れ
ら
の
場
作
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
、
過
失
の
先
行
白
為
で
さ
え

北法S8(4.2911firi7



義
務
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
故
意
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
と
し
、
シ
ュ
タ
イ
シ
の
、
一
平
長
に
珂
併
を
示
し
て
い
る

2
i
-
E
Z
Z
E
ω

』

C
戸R
F

口
出
回
=
込
3
-
℃
一
戸
コ
】
出
》
Z
F
F

三戸
E

Z

勺一工
J

『
同

C
2
2
〔己「戸
H
i
N
H
M

】門戸山山「コヒぬっと「
N

一》コ

n
y
〉ーニ民
R
E
P
-
-

】F
H
i
J

ア
ニ
ロ
戸
=
込
戸
山
同
下
回
〔
「
F

コ
回
口
民
ヲ
叶
〉
ニ
ロ
ヲ

N
c
c
p
m
H
U匂
互
ロ
ド

U
E
Z
E回
目
口
戸
山
内
門
戸
守

2
r
E
Z
E
E
-
2
H
E「
や
〉
Z
巴

N
c
c
p
山
叶

N日間
)
c

確
か
に
、
ン
ュ
タ
イ
ン
が
、
当

初
の
作
為
犯
に
よ
っ
て
徒
続
の
不
作
為
犯
も
一
揖
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
当
初
の
作
為
犯
と
は
別
伺
に
総
統
の
不
刊
為
犯
の
成

リ
一
可
能
仲
が
あ
る
と
し
た
点
で
は
定
当
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、
「
勧
唆
一
と
し
て
の
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
て
い
る
範
阿
内
に
、
「
制
裁
一

と
し
て
侵
害
回
遊
を
義
務
づ
け
る
と
す
る
内
に
は
阿
調
)
え
な
い
っ

な
お
、
」
G

主
主
ヨ
訂
作

5
7
0
5
E
F己
コ

E
2「
↓
己
主
足
当
日
2
=
ミ
主
主
主
三
凶
作

F
Z王
宮
喜
一
]
ヨ
叶
凶

-
S「
は
、
不
刊
為
犯
の
介
在
に

よ
っ
て
背
後
の
作
為
犯
の
置
犯
併
が
肖
{
止
さ
れ
る
と
す
る

P
E
。-
h
P
E
E
P
N
ミ
ピ
F
5
4
0己
E
5
E
5
E
E
E
E完
口
〉
戸
∞
口
中
日
目
白
C

に
刻

L
一
丸
、
「
ド
イ
ツ
刑
法
一
凶
条
一
頃
前
段
に
基
づ
い
て
、
単
抽
出
正
犯
は
、
結
果
の
充
生
を
阻
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実

h
を
中
止
す
る
こ

と
が
で
主
る
c

そ
れ
ゆ
え
、
中
止
は
、

T
K
犯
者
が
(
彼
白
身
が
削
刑
し
た
)
危
険
を
土
木
だ
日
遊
む
さ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
違
法
な
先

行
行
為
に
恭
£
つ
い
て
保
防
人
ト
と
し
て
義
務
ワ
け
ら
れ
た
危
険
の
回
遊
を
、
ホ
犯
者
が
不
作
為
し
た
な
ら
ば
、
確
か
に
、
不
刊
為
に
よ
っ
て
も
可

罰
的
と
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
不
作
為
の
可
伺
仕
は
、
す
で
に
元
成
し
て
い
る
門
為
犯
の
た
め
に
、
そ
の
作
為
犯
の
背
後
に
隠
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
場
合
は
、
体
叫
続
の
不
作
為
犯

F
R
F
h
c
T
O
E
S
円
ロ

E
-
5
5戸
)
の
た
め
に
、
先
れ
の
作
為
犯
に
結
果
が
帰
京
さ
れ
え
な
い
事
例
で

は
な
い
。
も
し
不
作
為
が
帰
属
を
妨
げ
る
の
な
ら
、
小
川
犯
と
い
う
も
の
が
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
指
摘
す
る
、

(
辺
)
中
J
H
犯

P
凡
ら
れ
る
規
範
楕
泣
は
、
中
リ
犯
以
外
的
一
利
益
提
世
型
」
救
助
わ
為
促
進
鋭
疋
に
も
あ
て
は
ま
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
コ
つ

ま
り
、
身
の
代
令
片
的
拐
取
非
に
お
け
る
解
放
に
よ
る
必
忠
的
減
転
、
偽
証
罪
・
虚
偽
川
門
一
み
界
に
お
け
る

luluに
よ
る
任
意
的
減
免
、
「
有
効

な
悔
悟
一
に
お
け
る
任
土
す
的
減
較
で
も
、
「
勧
契
一
よ
り
既
遂
後
の
継
続
す
る
侵
古
の
同
遊
が
促
進
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
そ
れ
ら
の
規

定
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
当
該
法
昨
伝
有
に
刈
し
て
、
先
ノ
汀
の
作
為
行
為
の
終

f
絞
(
既
遂
成
ム
以
後
)
も
な
お
危
険
が
存
立
す
る
場
合
に
、
「
制

裁
一
の
も
と
で
侵
害
の
凶
避
が
義
務
つ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
制
奨
一
に
よ
り
侵
害
の
阿
症
が
促
進
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
{
そ
の
よ
う

に
し
て
、
犯
罪
が
成
止
す
る
行
為
が
、
事
捻
的
な
同
泣
義
務
違
反
で
は
な
く
、
当
初
法
詐
侵
害
を
い
志
起

ν

た
先
行
の
行
為
に
こ
そ
求
め
ら
れ
る

構
造
と
な
っ
て
い
る
。

他
ん
、
高
橋
剛
一
両
五
(
川
)
一
一
一
一
頁
以
下
は
、
既
遂
成
今
日
役
は
中
リ
犯
が
成
す
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
一
如
害
凶
混
わ
為
を
促
す
可
能
併

が
大
川
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
か
ら
、
「
損
士
阿
復
と
し
て
の
山
町
川
を
拡
大
す
る
た
め
に
、
犯
罪
の
実
質
的
な
終
了
時
期
を
考
置
し
、

日見
4 

H附
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黄
金
の
橋
を
架
け
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
、
政
遂
後
も
一
定
の
時
期
ま
で
中
J
H
犯
を
可
能
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
つ

示
)
本
稿
・
第
凶
章
治
ぷ
山
第
一
一
項
の

2

(
北
大
法
学
論
集
有
七
巻
阿
号
一
頁
以
卜
」
、
参
照
。

(
判
此
)
肯
同
情
・
前
掲
一
日
(
川
以
)
一
頁
は
、
刑
法
に
お
け
る
損
さ
と
法
，
比
侵
害
に
つ
い
て
、
「
損
害
と
い
う
点
は

『法
話
侵
T
ど

と
い
う
概
念
を
通
し

て
刑
法
の
山
町
で
考
瞳
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
法
抗
日
目
官
と
い
う
概
念
を
用
い
た
場
合
に
は
、
被

τ

以
台
の
知
山
五
円
と
い
う
占
、
は
客
間
化
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
匿
名
的
な
損
主
に
抽
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
抽
象

的
指
古
疋
け
が
刑
法
に
よ
っ
て
除
士
さ
れ
る
結
果
と
な
る
つ
す
な
わ
ち
、
法
益
保
護
は
、
潜
在
的
被
害
者
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
的
・

只
体
的
な
被
宍
者
の
保
護
を
包
含
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
υ

(
お
)
葛
原
力
三
一
不
真
止
不
作
為
犯
の
構
遺
の
規
範
論
的
説
明
の
試
み
」
刑
法
雑
誌
一
一
ー
ハ
巻
一
号
二
九
九
六
年
)
一
一
一
一
八
頁
以
卜
は
、
近
時
有

力
に
、
上
必
さ
れ
る
、
作
為
・
不
作
為
に
比
通
す
る
処
罰
根
拠
を
探
る
見
解
に
刻
し
て
(
〈
五

(
r
c
Z
叶

5
5
-
甲「(LEP--HFr
三
三
-
『
Z
E
-
E

百
戸

H
S
N
一口
E
5
2
官
官
一
出
一
正
E
P
2戸
〉
-
-
ね
命
日
2
ロ
2
H
2
7
N
〉
口
口
一
円
甲
山
w
「
叶
¥
山
∞

N恥

H土
、
そ
う
し
た
考
え
み
は
、
「
不
真
市
不
作

為
犯
の
例
外
刊
を
隠
蔽
し
、
作
為
犯
の
処
自
国
恨
拠
を
希
法
化
す
る
危
険
を
も
有
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。

(
お
)
札
幌
地
判
干
成
立
(
一
心
。
一
)
汗
一
一
川
一
仁
川
判
タ
一
一
五
九
号
一
九
一
民

(
訂
)
島
田
総
郎
一
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
(
)
」
烹
教
法
り
了
l

ハ
阿
号
(
二

0
0
一
一
年
)
凹
六
頁
以
下
(
以
下
、
阿
論
文
は
、
一
同
出

不
作
為
共
犯
二
ご
と
川
引
用
す
る
)
、
参
昭
υ

川
四
五
白
円
以
は
、
真
止
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
た
と
え
共
犯
的
な
問
日
で
あ
っ
て
も
王
犯

と
さ
れ
る
、
統
一
的
止
犯
概
念
が
そ
の
純
凶
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
)
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
正
犯
の
み
を
訟
め
る
特
殊
な
楕
成
決
件
は
、

「
小
一
そ
う
し
た
例
外
を
認
め
る
趣
旨
が
条
正
の
丈
珂
か
ら
耐
み
取
れ
、
さ
ら
に
、
お
そ
う
し
た
例
外
的
な
取
り
扱
い
を
正
当
化
す
る
に
見
る
実

体
的
あ
る
い
は
政
策
的
な
特
川
町
事
情
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
ノ
ど
の
よ
う
な
存
在
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
〔
引
刷
丈
中
、

l
u
を
丸
数
字
に
改

め
た
引
用
者
註
ご
と
し
、
道
ー
父
法
の
政
主
義
務
違
以
、
保
五
責
任
者
不
保
謀
罪
が
、
統
的
汁
犯
概
念
が
妥
当
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
本
文
に
示
し
た
不
真
止
不
作
為
犯
と
は
異
な
る
貰
正
不
作
為
犯
の
性
百
は
、
こ
の
検
芯
に
際

L
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

(
お
)
平
山
幹
了
「
判
批
」
法
千
救
宗
一
今
心
六
号

(
0
0
六
年
)
別
冊
付
録
・
判
例
セ
レ
ク
ト
一
心
。

π
・一

O
頁
は
、
「
殺
立
の
有
財
に
よ
っ

て
山
罪
〔
不
作
為
に
よ
る
殺
人
ハ
ル
と
保
諜
貰
仔
長
遺
棄
致
化
ハ
庁
引
用
者
註
〕
は
同
別
さ
れ
る
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
不
刊
為
に
よ
る
殺
人
は

原
則
と
し
て
不
保
護
に
よ
る
保
革
問
責
任
者
遺
巣
致
死
以
を

f
定
し
て
い
る
と
も
い
え
、
殺
意
の
存
在
か
ら
直
ち
に
殺
人
罪
の
成
止
を
導
い
て
よ

い
か
は
疑
問
で
あ
る
」
と
す
る
、

北法S8(4.:U)Hiri9 
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H附

(
却
)
近
時
、
山
川
・
削
掲
一
証

(
1
)

一
同
円
以
下
は
、
保
障
人
的
地
μ

い
を
行
動
の
向
由
の
制
約
を
T

正
当
化
す
る
た
め
の
要
件
と
し
て
根
拠
づ
け
る

見
解
に
対

L
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
真
辻
不
作
為
犯
に
つ
い
て
も
妥
当
す
べ
き
、
不
引
為
処
罰
の
正
当
性
の
要
件
が
問
題
と
さ
れ
る
だ
け

で
あ
る
一
と
指
摘
し
て
い
る
同
指
摘
に
つ
い
て
は
、

H

a新
刊
例
か
ら
見
た
刑
法
』
(
一
ひ
っ
六
年
)
一
九
頁
以
下
も
参
照
c

(
初
)
佐
伯
仁
志
「
不
作
為
犯
論
」
法
学
教
室
八
八
回
勺
(
一
(
一
口
四
午
)
六
口
良
・
註
(
お
)
。

(む
)
/
~
~
E
Z
E
Cヨ
ロ
コ
コ
¥
イ
4
1
U
2
¥
7
-
Z
R
T
山
守
主

-
2
Z
-
ρ
=官
ヨ
ぬ
}
コ
雪
一
イ

-
-
-
Z「
σcη
プ

-

(

〕

〉

三

)

]

中

中

ω
叩

凶

叶

ヨ

ョ

さ

一

ω
7
2
d
宍
ロ
丁
一
∞
守
主
主

η
Z

〉
=
胃
巳
E
ロ己

J

「
2
「

ム

ト

に

口

比

(

)

(

)

N

山
口
氏
円
高
山
特
奈
子
一
不
自
(
ホ
不
作
為
犯
」
山
口
原
編
苦

『ク
ロ
ズ
ア
ソ
ブ
刑
法
総
品
-
(
一
心
。

一
午
)
六
五
日
も
、
参
同
川
、
一

(
辺
)
こ
の
官
官
例
は
、
先
行
作
為
犯
が
過
失
に
よ
り
白
動
市
で
被
会
者
を
援
ね
た
後
に
、
故

E
に
不
作
為
を
し
た
事
案
で
あ
る
、
山
山
和
地
刊
町
和
凶

立
二
九
七
の
」
ザ
一
心
川
=
一
日
制
日
幸
一
口
せ
一
一
口
七
頁
を
参
考
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
同
事
案
で
は
、
結
果
的
に
被
害
者
は
救
助

さ
れ
て
い
る
c

同
判
決
は
、
被
告
人
に
う
い
て
、
業
務
上
過
失
傷
害
問弁
と
殺
人
宋
淫
罪
が
成
止
す
る
と
し
て
い
る

n

な
お
、
類
似
の
事
案
と
し

て
、
東
京
地
判
昭
和
四
口
二
九
ハ
有
)
年
九
け
一
心
川
下
川
集
七
巻
九
号
一
八
一
八
頁
が
あ
る
。
こ
の
東
京
地
裁
判
決
の
事
案
で
は
、
同
機

に
、
事
故
後
、
被
士
長
を
搬
送
す
べ
く
自
己
の
車
に
来
せ
た
も
の
の
、
後
に
搬
送
意
凶
を
故
郷
し
、
被
市y
u
v
台
は
遣
業
に
向
か
う
途
中
的
車
内
で

死
亡
し
た
川
市
米
民
地
裁
判
決
で
は
、
羽
坊
に
放
肖
き
れ
て
い
れ
ば
、
一
川
時
間
以
上
は
川
保
し
え
た
け
れ
と
も
、
結
果
的
に
事
此
後
一
時
川

ほ
ど
で
死
亡
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
υ

(
お
)
佐
伯
仁
志
一
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
」
荘
川
淫
夫
博
士
古
稀
祝
賀

『刑
事
法
干
の
謀
組
と
展
望
』
(
一
九
九
六
作
)
一
口
八
頁
以
下
は
、

事
実
上
の
引
交
け
に
よ
る
作
為
流
務
は
、
引
受
け
に
よ
っ
て
法
益
に
対
す
る
危
険
を
新
た
に
創
附
し
た
か
、
存
存
し
た
危
険
を
川
明
大
さ
せ
た
場

合
に
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
「
交
通
事
故
の
複
合
者
を
病
院
に
辺
ふ
た
め
に
市
に
乗
せ
て
走
り
出
し
た
占
に
刑
法
ト
の
作
為
義
t

扮
を
認
め
得
る

の
も
、
歩
行
占
を
そ
の
場
に
枚
世
す
れ
ば
第
三
者
に
よ
っ
て
政
助
さ
れ
る
り
能
性
が
あ
ッ
た
の
に
、

j

円
ら
半
の
山
町
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
第
一
計
の
紋
肋
の
可
能
性
を
な
く
し
て
し
ま
い
、
被
中
門
者
を
よ
り
危
険
な
状
況
に
お
い
た
か
ら
で
あ
る
一
と
し
て
い
る
{

(
ぬ
)
高
山
・
前
掲
註
(
訂
)
凹
四
頁
以
下
も
、
参
照
っ

判
例
に
お
い
て
、
前
橋
地
裁
日
崎
支
判
昭
和
凶
六
二
九
七
ご

t九
月
一
七
日
刊
時
λ
四
六
号
一

0
1頁
は
、
小
川
児
麻
市
川
の
た
め
に
広
行

が
困
難
な
老
人
Z
を
、
属
し
て
山
中
ま
で
辿
れ
山
し
て
、
現
企
を
ひ
っ
た
く
っ
た
、

Z
を
厳
穴
、
期
の
山
中
に
置
き
去
り
に
し
た
紋
山
人
A
に

つ
い
て
(
な
お

Z
は
後
に
扶
助
さ
れ
て
い
る
」
、
「
山
動
車
を
運
転
し
て
そ
の
場
か
ら
斗
ち
土
る
行
為
向
体
は
引
為
の
行
為
で
あ
る
が
、
被
害
者

北法;)8(4-32)16ω



作為犯に対して介在よる不作為犯 rn .百)

の
牛
命
侵
害
は
そ
の
行
為
自
体
に
よ
っ
て
も
た
ち
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
被
中
門
羊
引
を
危
険
な
場
所
に
放
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ち
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
自
動
小
を
運
転
し
て
そ
の
助
か
ら
ず
ち
去
る
行
為
は
、
そ
の
れ
為
に
よ
っ
て
、
作
為
兵
務
あ
る
計
が
作
為
義
務
を
来
た
さ
な

い
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
行
為
自
体
を
殺
人
未
遂
の
実
わ
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
一
と
し
て
、

不
作
為
に
よ
る
殺
人

L
遂
の
成
す
を
認
め
る

な
お
、
同
事
案
に
は
、
情
を
知
ら
ず
に

A
に
付
き
添
い
、
犯
行
の
直
前
に

A
の
意
凶
を
打
ち
明
け
ら
れ
、
一
度
は
反
対
し
た
も
の
の
、
し
ぶ

し
ぶ
協
力
し
た
共
犯
布
日
が
存

ιす
る
(
立
ち
去
る
際
に
日
勤
前
十
を
発
進
さ
せ
た
の
が
日
で
あ
る
Y
)
こ
の

E
に
つ
い
て
、
川
判
決
は
、

E
が

情
を
知
ら
ず
に
刊
い
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
以
L
L

、
(
訴
閃
で
あ
る
殺
人
本
遂
ハ
汁
の
関
係
で
は
)
刊
為
義
務
を
負
わ
な
い
と
し
た
上
で
、
「
作
為
義

務
が
な
い
以
上
は
、
川
被
山
人

[
E〕
は
殺
人
未
遂
の
辻
犯
た
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
た
か
だ
か
そ
の
割
助
犯
と
な
り
得
る
に
過
き
な
い
」
と

判
示
し
て
い
る
υ
V
7
1
4卜
、
こ
の

E
に
つ
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
常
助
と
理
解
す
る
見
解
が
あ
る
(
内
叫
!
J

人明

『刑
法
概
要
(
中
」
』
(
一
九
九

九
年
)
五

O
八
一貝
以
下
、
同
「
不
具
7
1
不
作
為
犯
に
お
け
る
7
1
犯
と
共
犯
一
神
奈
川
浅
い
ヂ
一
今
回
巻
二
り
(
一

C
C
一
年
)
ハ
一
員
以
下
)
c

し

か
し
、
阿
判
決
は
、
日
の
作
為
義
務
を
否
定
し
て
い
る
上
、
自
動
車
の
運
転
行
為
自
体
は
、

A
に
閣
す
る
判
不
に
お
い
て
、
「

j

円
動
市
を
逆
転

し
て
そ
の
川
明
か
ら
す
ち
去
る
わ
為
口
休
は
作
為
的
わ
為
一
と
認
め
て
い
る
r

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

B
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
に
よ
る
封
肋
で
は

な
く
、
不
作
為
犯
に
対
す
る
作
為
に
よ
る
祈
助
と
見
る
べ
き
で
あ
る
(
阿
旨
、
島
問
不
作
為
共
犯
(
)
(
前
掲
註
(
幻
)
)
一
九
頁
以
卜
)

(
お
)
な
お
、
例
え
ば
、
父
親

X
は
、
わ
が

f
Z
(成
人
)
の
府
が
他
人

Y
に
よ
っ
て
鉄
条
網
を
張
り
巡
ら
さ
れ
業
務
が
妨
汗
さ
れ
て
い
る
の
を
発

見
し
た
も
の
の
、
こ
れ
を
放
問
し
た
、
と
い
う
事
案
は
、
確
か
に
不
作
為
関
与
が
間
組
と
な
る
事
案
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
の
義
務
の
百
疋
は
、

本
止
で
不
し
た
不
作
為
関
与
独
自
の
規
範
的
恨
拠
に
た
っ
一
く
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
事
例
で
は
法
益
保
議
義
務
の
有
怖
が
問
題
と

さ
れ
る
が
、
し
か
し
成
人
で
あ
る
息
L
J
Z
は
白
ら
事
態
に
対
処
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
「
脆
弱
性
一
三
ぜ

E
E
E
f
F
E
E
E
F

(
U
E
E
E巳
P
2
5ロ
号
ご
E
Rヶ
E
H
C
M
E
i
S
E
E
m乱
。

-
F
F
H
Gコ
-
出
凶
さ
)
が
否
定
さ
れ
作
為
義
務
が
行
定
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

そ
こ
で
の
式
務
は
先
行
作
為
犯
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
併
だ
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
不
作
為
関
与
独
自
の
規
範
的
摂
拠
に
基
つ
く
議
Jd
の
併

定
で
は
な
い
{
}
そ
こ
で
の
義
務
の
併
定
は
不
作
為
犯
般
に
あ
て
は
ま
る
恨
拠
に
基
ワ
く
も
の
で
あ
る
ご
例
え
ば
、
前
日
の
以
本
に
よ
っ
て
鉄

条
網
が
Z
の
出
の
，
刷
に
流
れ
者
主
、
同
じ
よ
う
に
業
務
が
妨
出
世
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
や
は
り

X
の
兵
務
は
五
河
川
工
さ
れ
よ
う
(
も
ち
ろ
ん
成

人
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
陀
弱
で
な
い
と
は
い
え
ず
、
成
人
で
あ
っ
て
も
保
湾
義
務
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
場
合
は
あ
る
例
え
ば
、

出
げ
な
い
成
人
の
邑
，
士
宮
父
親
が
充
見
し
た
な
ら
ば
、
い
く
ら
成
人
で
あ
っ
て
も
、
ぞ
の
事
態
に
い
刈
処
で
き
な
い
内
は
幼
児
の
場
合
と
同
じ
で
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あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
に
は
、
父
税
に
は
救
助
義
t

持
が
一
♂
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
と
忠
わ
れ
る
〔
品
目
・
不
作
為
共
犯
二
一
)
(
前
掲
註

(
4
し一)

一
一
一
一
一
頁
、
参
同
〕
)
ο

(
小
四
)
点
京
同
裁
w
l
成
一
阿
年
三
日
月
一
一

H
判
決
〔
削
掲
泣

(
9
ご
に
お
い
て
、
先
わ
ノ
わ
為
者
が
す
で
に
被
害
者
を
略
取
し
て
そ
の
ま
ま
監
禁
を

継
続
し
て
い
た
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
監
禁
の
途
中
か
ら
事
後
的
に
悶
ワ
し
た
被
告
人
に
営
利
門
的
略
取
罪
が
成
i

止
す
る
か
が
争
わ
れ
た
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
は
、
そ
の
よ
う
な
被
告
人
の
出
貰
を
検
芯
す
る
に
際
し
て
適
切
な
乏
け
川
と
な
る
問
題
領
域
す
ら
有
し
て
い
な
い
(
同

判
決
を
汗
し
く
検
討
〕
た
も
の
と
〕
て
、
松
尾
・
前
掲
許

(
9
)
一
一
一
回
一
今
頁
)

4 

H附

[
付
記
〕
本
備
は
、
北
海
道
大
学
審
企
博
士
(
法
学
)
宇
佐
論
文
(
一

cor-年
三
片
石
川
授
ヲ
)
に
補
筆
し
た
も
の
で
あ
る
ご
な
お
、
補
竿

に
あ
た
っ
て
は
、
平
成
一
八
・
九
千
度

H
本
学
術
振
興
会
科
v
J

子
研
究
費
補
助
金
(
若
手
研
究
(
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
)
)
に
基
づ
く
研
究
成
巣
の
一

部
を
取
り
入
れ
た
c
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