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判例研究

【
事
実
】

被
告
人
ら
は
、
平
成
一
三
年
六
月
六
日
午
前
O
時
五
五
分
こ
ろ
、
客
を

装
っ
て
被
害
賠
舗
の
出
入
り
口
か
ら
同
庖
に
入
り
、
正
面
に
あ
る
受
付
の

カ
ウ
ン
タ
ー
内
に
い
た
同
宿
庖
長
B
と
二
、
三
言
、
言
葉
を
交
わ
し
た
後
、

い
き
な
り
所
携
の
エ
ア
ガ
ン
を
取
り
出
し
、
こ
も
ご
も
カ
ウ
ン
タ
ー
越
し

に
同
人
の
腹
辺
り
に
突
き
つ
け
た
上
、
同
人
を
受
付
と
衝
立
で
区
切
ら
れ

て
い
る
東
隣
の
待
合
室
の
ソ
フ
ァ
ー
に
座
ら
せ
た
。
そ
の
直
後
こ
ろ
、
同

信
従
業
員
の
C
が
、
待
合
室
東
隣
に
あ
る
控
室
の
ド
ア
を
開
け
て
待
合
室

に
出
て
来
た
の
で
、

X
が
C
の
腹
辺
り
に
所
携
の
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
、

B
の
憐
に
座
ら
せ
た
。
続
い
て
受
付
西
側
に
並
ん
で
い
る
、
カ
ー
テ
ン
で

仕
切
ら
れ
た
個
室
の
一
つ
か
ら
同
庖
従
業
員
D
が
出
て
来
た
の
で
、
被
告

人
が
D
に
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
た
上
、
「
黙
っ
て
い
ろ
よ
な
ど
と
言
っ

て
待
合
室
に
連
行
し
、
ソ
フ
ァ
ー
に
座
ら
せ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
ら
は

個
室
の
並
ん
で
い
る
通
路
奥
西
側
中
央
の
窓
際
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た

警
報
機
が
赤
く
点
滅
し
て
い
る
の
に
気
付
き
、

X
が
ソ
フ
ァ
ー
に
座
っ
て

い
る
B
達
に
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
て
そ
の
反
抗
を
抑
圧
す
る
一
方
で
、

被
告
人
が
警
報
機
の
側
に
行
き
、
点
滅
し
て
い
る
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ト
を

引
き
降
ろ
し
持
っ
て
い
た
エ
ア
ガ
ン
で
叩
く
な
ど
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、
個

室
に
い
た
客
E
が
通
路
に
出
て
き
た
の
で
、

X
が
E
の
後
頭
部
に
エ
ア
ガ

ン
を
突
き
つ
け
て
待
合
室
に
連
行
し
、
ソ
フ
ァ
ー
に
座
ら
せ
た
。
そ
の
直

後
こ
ろ
被
告
人
ら
は
被
害
庖
舗
か
ら
外
に
出
て
逃
走
し
た
が
、
こ
れ
ら
の

犯
行
の
問
に
被
告
人
ら
は
受
付
カ
ウ
ン
タ
ー
の
下
に
あ
っ
た
手
提
げ
金
庫

か
ら
、
現
金
約
六
万
円
を
強
取
し
た
。

他
方
、
被
害
応
舗
の
経
営
者
で
あ
る
A
は
、
受
付
の
西
隣
に
あ
る
個
室

の
ベ
ッ
ド
の
上
に
横
に
な
り
、
仮
眠
を
し
て
い
た
が
、
被
告
人
ら
が
同
庖

に
入
居
し
た
直
後
こ
ろ
に
日
を
覚
ま
し
、
カ
ー
テ
ン
の
隙
聞
か
ら
待
合
室

の
方
向
を
覗
き
見
た
と
こ
ろ
、

C
が
X
か
ら
け
ん
銃
ら
し
き
も
の
を
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
を
見
て
、
強
盗
に
入
ら
れ
た
と
思
っ
た
。
そ
こ
で
、

A
は
、
同
室
内
に
持
ち
込
ん
で
い
た
警
報
機
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
た
後
、

同
信
舗
商
側
の
北
の
窓
か
ら
外
へ
逃
げ
出
そ
う
と
考
え
、
早
歩
き
で
西
側

の
個
室
に
移
動
し
た
と
こ
ろ
、
同
室
方
向
へ
近
寄
っ
て
い
る
足
音
を
聞
い

た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
ら
が
追
い
か
け
て
き
た
と
思
い
、
自
分
も
被
告
人

ら
に
捕
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
の
恐
怖
の
余
り
、
上
記
窓
か
ら
下
方
に
作

ら
れ
て
い
る
建
造
物
の
上
に
一
旦
降
り
て
か
ら
地
上
に
脱
出
し
よ
う
と
決

意
し
た
。
そ
し
て
、
窓
か
ら
飛
び
降
り
た
も
の
の
、
上
記
建
造
物
の
上
に

降
り
る
の
に
失
敗
し
、
そ
の
ま
ま
地
上
に
転
落
し
て
全
治
一
四
八
日
を
要

す
る
左
手
関
節
開
放
骨
折
、
左
肘
脱
臼
、
左
肋
骨
骨
折
の
傷
害
を
負
っ
た
。

な
お
被
告
人
ら
が
被
害
庖
舗
内
を
く
ま
な
く
探
索
し
て
歩
き
回
っ
た
事

実
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
し
か
も
、
被
害
応
舗
内
は
薄
暗
く
、
被
告
人

ら
が
い
た
待
合
室
の
周
辺
か
ら
個
室
の
あ
る
通
路
付
近
へ
の
見
通
し
は
必
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ず
し
も
良
く
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
被
告
人
は
、
警
報
機
の
近
く
に
行
っ

て
フ
ラ
ッ
シ
ュ
ラ
イ
ト
を
叩
く
な
ど
し
た
も
の
の
、

A
が
窓
際
の
北
西
側

の
個
室
へ
移
動
し
た
こ
と
や
そ
の
後
西
側
の
窓
か
ら
路
上
へ
転
落
し
た
こ

と
に
注
意
を
向
け
た
様
子
は
窺
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
ら
が

A
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

弁
護
人
は
、
被
告
人
お
よ
び
そ
の
共
犯
者
は
、

A
に
対
し
て
暴
行
・
脅

迫
を
加
え
て
お
ら
ず
、
同
女
は
、
自
ら
の
意
思
で
同
庖
舗
内
か
ら
脱
出
し

よ
う
と
し
て
足
場
に
降
り
る
こ
と
が
で
き
ず
、
誤
っ
て
二
階
か
ら
転
落
し

負
傷
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
女
の
傷
害
に
つ
い
て
ま
で
被
告
人
に
責
任

を
負
わ
せ
る
の
は
相
当
で
な
く
、
被
告
人
は
強
盗
罪
の
範
囲
内
で
責
任
を

負
う
旨
主
張
し
た
。
ま
た
さ
ら
に
弁
護
人
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
お
け
る

「
負
傷
」
の
結
果
は
暴
行
の
意
思
に
よ
る
行
為
に
基
づ
い
て
生
じ
る
こ
と

を
要
す
る
と
し
て
、
こ
の
点
で
も
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
争
っ
て
い
る
。

刑事判例研究

【
判
旨
】
有
罪
・
確
定

「
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
強
盗
の
機
会
に
は
人
に
傷
害
な
ど
を
負
わ
せ
る

行
為
を
伴
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
強
盗
の
加
重
類
型
と
し
て
、

「
強
盗
(
犯
人
)
が
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
き
」
に
成
立
す
る
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
強
盗
致
死
傷
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
単
に
強

盗
の
現
場
に
お
い
て
致
死
傷
の
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

通
常
強
盗
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
強
盗
犯
人
の
行
為
に
基
づ
き
傷

害
等
の
結
果
が
発
生
し
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
る
。
」

「
被
害
庖
舗
は
、
一
二
階
建
て
ピ
ル
の
二
階
部
分
に
あ
っ
て
、
通
路
を
挟

ん
だ
七
つ
の
個
室
の
ほ
か
、
カ
ウ
ン
タ
ー
の
あ
る
受
付
、
ソ
フ
ァ
ー
が
置

い
て
あ
る
待
合
室
、
従
業
員
の
控
室
、
シ
ャ
ワ
ー
ル

1
ム
、
ト
イ
レ
及
、
び

流
し
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
広
さ
は
受
付
を
中
心
に
歩
い
て
も
数
秒
以
内

で
移
動
で
き
る
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
出
入
り
口
も
被
告
人
ら
が
入
っ
て

き
た
一
か
所
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
し
か
も
、
個
室
と
は
い
っ
て
も
、
い
ず

れ
も
カ
ー
テ
ン
に
よ
っ
て
通
路
と
仕
切
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
独
立
性
の
乏

し
い
部
屋
で
、
そ
の
室
内
に
は
ベ
ッ
ド
と
小
さ
な
棚
等
が
置
か
れ
て
い
て

い
ぶ
だ
け
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
被
告
人
ら

は
さ
ほ
ど
広
く
な
い
被
害
庖
舗
に
二
人
組
で
押
し
入
っ
た
上
、
そ
の
出
入

り
口
近
く
に
あ
る
待
合
室
に
お
い
て
、

B
ら
に
対
し
て
、
真
正
な
け
ん
銃

と
見
ま
が
う
よ
う
な
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
て
脅
迫
し
同
人
ら
の
反
抗
を

抑
圧
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
被
害
庖
舗
の
状
況
及
び
被
告
人

ら
の
犯
行
態
様
に
照
ら
す
と
、
同
居
舗
内
に
い
た
者
は
、
仮
に
エ
ア
ガ
ン

を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
被
告
人
ら
か
ら
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ

け
ら
れ
脅
迫
さ
れ
て
い
る

B
ら
の
状
況
を
目
に
す
れ
ば
、
被
告
人
ら
に
発

見
さ
れ
な
い
で
同
庖
舗
内
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
で
あ
り
、

も
し
被
告
人
ら
に
発
見
さ
れ
れ
ば

B
ら
と
同
様
に
脅
迫
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

北法56(5・307)2323



判例研究

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
被
告
人
ら
が

B
ら
に
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ

け
て
脅
迫
し
た
行
為
は
、
客
観
的
に
は
、
そ
の
脅
迫
の
威
力
を
同
庖
舗
内

に
い
た
者
全
員
に
及
ぼ
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

他
方
、
被
告
人
ら
に
は
(
中
略
)
犯
行
時
A
が
被
害
庖
舗
内
に
い
る
と

の
具
体
的
な
認
識
ま
で
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
同
庖
舗
内
は

当
時
薄
暗
い
状
態
に
あ
っ
て
、
各
個
室
は
カ
ー
テ
ン
に
よ
っ
て
通
路
と
仕

切
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
被
告
人
ら
は
、
同
宿
舗
内
を
く
ま
な
く
探
索
し
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
他
方
、
被
告
人
ら
は
客
を
装
っ
て
同
庖
舗
内

に
入
っ
た
も
の
で
、
当
時
庖
が
ま
だ
営
業
中
で
あ
っ
た
こ
と
は
十
分
認
識

し
て
お
り
、
(
中
略
)
被
告
人
ら
は
同
宿
舗
内
に
は
ま
だ
被
告
人
ら
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
者
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
十
分
に

認
識
で
き
た
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
被
告
人
ら
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
認
識
し
た
者
全
員
に
対
し

て
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
て
脅
迫
し
、
そ
の
反
抗
を
抑
圧
し
て
い
た
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
犯
行
態
様
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
ら
は
、
同
庖

舗
内
に
お
い
て
財
物
を
強
取
す
る
に
当
た
っ
て
障
害
と
な
る
可
能
性
の
あ

る
者
に
対
し
て
は
全
て
脅
迫
を
加
え
る
意
図
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
も
、
検
察
官
に
対
し
、
「
強

盗
を
し
て
無
理
や
り
現
金
を
奪
い
取
る
た
め
に
は
、
庖
に
い
る
全
員
を
脅

し
て
怖
が
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
思
っ
て
い
た
旨
供
述
し
て
い
る
。

そ
の
上
被
告
人
ら
の
よ
う
に
、
被
害
応
舗
の
従
業
員
ら
に
エ
ア
ガ
ン
を

突
き
つ
け
脅
迫
す
る
な
ど
の
強
盗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、
直
接
エ
ア
ガ
ン

を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
恐
怖
心
の
余
り
、
難
を
逃

れ
る
た
め
に
被
害
庖
舗
か
ら
外
に
脱
出
し
よ
う
と
し
て
怪
我
を
負
う
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

A
の
判
示
傷
害
の
結
果
は
予
測
可
能

な
範
間
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
ら
に
お
い
て
、
犯

行
当
時
A
が
被
害
庖
舗
内
に
い
る
こ
と
に
つ
い
て
具
体
的
な
認
識
を
有
し

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
は
、

A
の
存
在
に
つ
い
て
十
分
認

識
し
得
る
状
況
に
あ
り
、
被
告
人
ら
が
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
た
行
為
に

よ
っ
て
、
客
観
的
に
は
同
底
舗
内
に
い
た

A
に
対
し
て
も
脅
迫
が
加
え
ら

れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
中
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
畏
怖
し
た

A
が
上
記
窓

か
ら
地
上
に
飛
び
降
り
よ
う
と
し
て
負
傷
し
た
以
上
、
被
告
人
ら
は
強
盗

致
傷
の
責
任
を
負
う
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」

「
な
お
、
弁
護
人
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
お
け
る
「
負
傷
」
の
結
果
は

暴
行
の
意
思
に
よ
る
行
為
に
基
づ
い
て
生
じ
る
こ
と
を
要
す
る
旨
主
張
す

る
が
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
立
法
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
同
罪
の
成
立
に
つ
い

て
そ
の
よ
う
な
限
定
を
加
え
る
べ
き
理
由
は
認
め
ら
れ
」
な
い
。
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【
評
釈
】

一
、
問
題
の
所
在



刑事判例研究

本
件
は
、
強
盗
の
現
場
に
居
合
わ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
存
在
を
被
告
人

ら
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
被
害
者
が
、
他
の
者
が
脅
迫
さ
れ
て
い
る

の
を
見
て
畏
怖
し
、
逃
走
し
よ
う
と
し
て
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う
事
実
に

基
づ
い
て
、
当
該
強
盗
行
為
の
行
為
者
ら
に
、
犯
行
時
被
害
者
A
が
被
害

応
舗
内
に
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
女

(1) 

の
負
っ
た
傷
害
の
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
わ
せ
た
事
例
で
あ
る
。

発
生
し
た
結
果
を
あ
る
行
為
者
に
帰
責
で
き
る
か
否
か
は
、
一
般
的
に

行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
あ
る
い
は
客
観
的
帰
属
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
近
年
で
は
行
為
と
結
果
と
の
間
に
第
三
者
あ
る
い
は

被
害
者
の
行
為
が
介
入
し
た
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
問
題
は
広
く
論
じ
ら

れ
て
き
た
。
本
件
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
被
害
者

の
傷
害
結
果
は
被
告
人
の
行
為
に
直
接
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
被
告

人
の
逃
走
行
為
と
い
う
介
入
事
情
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ

え
被
告
人
ら
の
行
為
と
当
該
被
害
者
の
傷
害
結
果
の
因
果
関
係
が
問
題
と

な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
は
、
結
果
が
発
生
し
た
客
体

の
存
在
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
議
論
の
前
提
と
し
て
い
て
、

被
告
人
ら
が
被
害
者
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
の
事

情
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
本
件
で
は
ま
た
、
被
告
人
ら
が
被

害
者
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
う
か
が
問
題
と
な
る
。

東
京
地
裁
は
、
被
害
者
A
の
傷
害
結
果
と
被
告
人
ら
の
強
盗
行
為
の
因

果
関
係
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
「
被
害
庖
舗
内
の
状
況
及
び
被
告

人
ら
の
犯
行
態
様
に
照
ら
す
と
、
同
居
舗
内
に
い
た
者
は
、
仮
に
エ
ア
ガ

ン
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
被
告
人
ら
か
ら
エ
ア
ガ
ン
を
突
き

つ
け
ら
れ
脅
迫
さ
れ
て
い
る

B
ら
の
状
況
を
自
に
す
れ
ば
、
被
告
人
ら
に

発
見
さ
れ
な
い
で
同
庖
舗
内
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
で
あ
り
、

も
し
被
告
人
ら
に
発
見
さ
れ
れ
ば

B
ら
と
同
様
に
脅
迫
さ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
被
告
人
ら
が

B
ら
に
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ

け
て
脅
迫
し
た
行
為
は
、
客
観
的
に
は
、
そ
の
脅
迫
の
威
力
を
同
庖
舗
内

に
い
た
者
会
員
に
及
ぼ
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て

被
告
人
ら
の
行
為
の
効
力
が
客
観
的
に
被
害
者
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
を

認
め
た
。
そ
し
て
「
被
告
人
ら
は
同
庖
舗
内
に
は
ま
だ
被
告
人
ら
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
者
が
存
在
し
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
十
分
に

認
識
で
き
た
」
こ
と
、
「
被
告
人
ら
の
よ
う
に
、
被
害
応
舗
の
従
業
員
ら

に
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
脅
迫
す
る
な
ど
の
強
盗
行
為
に
及
ん
だ
場
合
、

直
接
エ
ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
恐
怖
心
の

余
り
、
難
を
逃
れ
る
た
め
に
被
害
庖
舗
か
ら
外
に
脱
出
し
よ
う
と
し
て
怪

我
を
負
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

A
の
判
一
不
傷
害
の
結

果
は
予
測
可
能
な
範
間
に
あ
っ
た
」
こ
と
を
認
め
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
事

情
か
ら
、
被
告
人
ら
が
被
害
者
の
傷
害
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
旨
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を
判
示
し
た
。
こ
こ
で
は
、
被
害
者
に
客
観
的
な
脅
迫
の
効
力
が
及
ん
で

い
る
と
い
う
事
情
に
加
え
て
、
二
つ
の
「
可
能
性
判
断
」
、
す
な
わ
ち
「
被

害
者
の
存
在
に
つ
い
て
の
認
識
可
能
性
判
断
」
と
「
当
該
被
害
者
に
結
果

が
発
生
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
予
測
可
能
性
判
断
」
に
基
づ
い
て
行
為
と

結
果
の
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
「
可
能
性
判
断
」
に
関

し
て
い
え
ば
、
後
者
の
可
能
性
判
断
は
、
し
ば
し
ば
学
説
が
因
果
関
係
の

判
断
を
行
う
時
に
用
い
る
可
能
性
判
断
、
つ
ま
り
「
結
果
の
予
見
可
能
性

判
断
」
と
類
似
の
判
断
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
前
者
の
可
能
性
判

断
は
、
被
告
人
が
被
害
者
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
の
特
別

な
事
情
に
基
づ
い
て
本
判
決
が
提
示
し
た
新
た
な
判
断
基
準
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
あ
る
行
為
か
ら
結
果
が
発
生
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
客
体

が
存
在
し
、
そ
の
客
体
に
当
該
行
為
の
効
力
が
及
び
、
そ
れ
に
よ
っ
て
結

果
が
発
生
す
る
と
い
う
過
程
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
行
為
と
結
果
の
関

係
は
、
行
為
↓
結
果
で
は
な
く
、
行
為
↓
客
体
↓
結
果
の
関
係
に
あ
る
こ

と
に
な
る
。
通
常
、
因
果
関
係
が
争
わ
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
客
体
の
部

分
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
の
で
検
討
す
る
必
要
は
な
い
が
、
本
件
の
よ
う

に
客
体
の
存
在
が
明
ら
か
で
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
の

判
断
は
、
客
体
の
部
分
ま
で
を
も
含
ん
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
・
学
説
が
、
「
あ
る
行
為
か
ら
、
行
為
者
甲
が

認
識
し
て
い
る
被
害
者
乙
に
対
す
る
結
果
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
本
件
は
、
「
あ
る
行
為
か
ら
発
生
す
る
あ
ら
ゆ
る
結
果
」
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
べ
き

は
、
前
者
の
見
解
は
、
広
範
囲
に
及
ぶ
後
者
の
見
解
を
否
定
し
て
「
行
為

者
甲
が
認
識
し
て
い
る
被
害
者
乙
に
対
す
る
結
果
」
と
い
う
限
定
的
な
検

討
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
客

体
乙
の
存
在
は
、
議
論
の
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
結
果
」
に
対
立
す
る
概
念
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
刑

法
に
お
け
る
因
果
関
係
あ
る
い
は
客
観
的
帰
属
の
評
価
は
、
決
し
て
行
為

者
が
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
被
害
者
に
対
し
て
発
生
し
た
結
果
に
の

み
限
定
さ
れ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
本
判

決
が
、
被
害
者
の
傷
害
結
果
と
被
告
人
ら
の
行
為
の
因
果
関
係
を
認
め
た

経
緯
に
つ
い
て
検
討
す
る
(
二
)
。

さ
ら
に
、
本
件
で
は
仮
に
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
で
即
座
に
強
盗
致
傷
罪
と
し
て
の
責
任
ま
で
を
も
認

め
て
よ
い
の
か
が
強
盗
致
死
傷
罪
の
故
意
と
の
関
係
で
争
わ
れ
て
い
る
。

確
か
に
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
強
盗
罪
と
殺
人
・
傷
害
罪
の
結
合
犯
で
あ
る

(2) 

と
と
も
に
、
強
盗
罪
の
結
果
的
加
重
犯
(
過
失
致
死
傷
)
で
も
あ
る
。
ゆ

え
に
、
被
告
人
ら
に
被
害
者
A
を
傷
害
す
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
だ
け
で
強
盗
致
傷
罪
の
適
用
が
妨
げ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
本
判
決
は
、
被
告
人
ら
の
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
の
故
意
に
つ
い
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て
概
括
的
故
意
に
近
い
考
え
方
を
一
示
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
被
害
者
を
脅

(3) 

迫
の
相
手
方
に
含
め
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
被
告
人
ら
に
は

A

を
脅
迫
す
る
故
意
は
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
東
京
地
裁

は
「
弁
護
人
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
お
け
る
「
負
傷
」
の
結
果
は
暴
行
の

意
思
に
よ
る
行
為
に
基
づ
い
て
生
じ
る
こ
と
を
要
す
る
旨
主
張
す
る
が
、

強
盗
致
死
傷
罪
の
立
法
趣
旨
に
鑑
み
れ
ば
、
同
罪
の
成
立
に
つ
い
て
そ
の

よ
う
な
限
定
を
加
え
る
べ
き
理
由
は
認
め
ら
れ
」
な
い
と
し
て
、
強
盗
の

結
果
的
加
重
犯
で
あ
る
強
盗
致
傷
罪
を
被
告
人
ら
に
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

(4) 

さ
ら
に
こ
こ
で
は
二
四
O
条
適
用
の
た
め
に
錯
誤
を
持
ち
出
す
こ
と
も
な

さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
判
例
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
規
定
を
基
本
構
成
要

件
行
為
の
故
意
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
相
手
に
直
接
適
用
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
み
た
い
(
一
二
)
。

刑事判例研究

二
、
逃
走
事
例
と
因
果
関
係
に
つ
い
て

(
1
)
本
判
決
で
は
因
果
関
係
の
判
断
は
、
「
被
害
庖
舗
内
の
状
況
及
ぴ

被
告
人
ら
の
犯
行
態
様
に
照
ら
す
と
、
同
信
舗
内
に
い
た
者
は
、
仮
に
エ

ア
ガ
ン
を
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
な
く
と
も
、
被
告
人
ら
か
ら
エ
ア
ガ
ン
を

突
き
つ
け
ら
れ
脅
迫
さ
れ
て
い
る

B
ら
の
状
況
を
目
に
す
れ
ば
、
被
告
人

ら
に
発
見
さ
れ
な
い
で
同
広
舗
内
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
が
事
実
上
困
難
で

あ
り
、
も
し
被
告
人
ら
に
発
見
さ
れ
れ
ば

B
ら
と
同
様
に
脅
迫
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
り
、
被
告
人
ら
が

B
ら
に
エ
ア
ガ
ン
を

突
き
つ
け
て
脅
迫
し
た
行
為
は
、
客
観
的
に
は
、
そ
の
脅
迫
の
威
力
を
同

宿
舗
内
に
い
た
者
全
員
に
及
ぼ
し
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
客
観
的
状
況
判
断
を
基
礎
に
お
い
て
い
る
。
そ
し
て
庖
舗
の
構
造

と
被
告
人
ら
の
行
為
態
様
に
基
づ
き
、
①
「
被
告
人
ら
は
同
庖
舗
内
に
は

ま
だ
被
告
人
ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
者
が
存
在
し
て
い
る
可
能

性
に
つ
い
て
も
十
分
に
認
識
で
き
た
」
こ
と
、
②
「
A
の
判
示
傷
害
の
結

果
は
予
測
可
能
な
範
囲
に
あ
っ
た
」
こ
と
を
認
め
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
被

害
者
の
傷
害
結
果
と
被
告
人
の
行
為
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
。

客
観
的
に
行
為
者
に
よ
る
行
為
の
効
力
が
被
害
者
に
及
ん
で
い
た
と
い
う

事
実
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
認
め
る
に
際
し
て
重
要
な
前
提
で

あ
る
。
仮
に
行
為
の
効
力
が
被
害
者
に
及
ん
で
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ

こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
、
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
た
に
せ
よ
、

そ
の
結
果
は
当
該
行
為
と
は
無
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、

被
告
人
ら
の
脅
迫
行
為
の
客
観
的
な
効
力
は
、
犯
行
現
場
と
な
っ
た
庖
舗

が
狭
く
、
広
舗
内
の
個
々
の
部
屋
の
独
立
性
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
、
逃
走

経
路
が
一
つ
し
か
な
く
、
そ
の
側
に
被
告
人
ら
が
い
た
こ
と
に
加
え
、
被

告
人
ら
の
犯
行
態
様
が
真
正
の
け
ん
銃
と
見
間
違
う
よ
う
な
エ
ア
ガ
ン
を

突
き
つ
け
る
と
い
っ
た
乱
暴
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
応
舗
内
に
い

た
者
が
被
告
人
ら
の
強
盗
行
為
を
目
に
し
、
畏
怖
す
る
と
こ
と
は
当
然
で
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あ
る
と
の
理
由
で
、
被
害
者
に
も
及
ん
で
い
た
と
解
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
客
観
的
に
行
為
と
結
果
の
関
係
が
肯
定
さ
れ
た
後
に
は
、
一

般
的
に
は
、
実
際
に
そ
の
結
果
を
行
為
者
に
帰
責
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ

る
か
と
い
う
、
よ
り
規
範
的
な
検
討
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
件
に

お
い
て
は
、
よ
り
規
範
的
な
検
討
に
関
係
し
て
二
つ
の
特
殊
な
事
情
が

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
①
被
告
人
ら
が
被
害
者
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
、
②
被
害
者
の
傷
害
結
果
は
被
告
人
の
基
本
構
成
要
件
行
為
に
直

接
的
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
被
害
者
の
逃
走
に
由
来
し
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
上
述
の
よ
う
に
、
両
者
は
と
も
に
因
果
関
係
の
判
断
を
構
成
す

る
要
素
で
あ
る
が
、
従
来
①
に
つ
い
て
論
じ
た
判
例
・
学
説
は
い
ま
だ
存

在
せ
ず
、
判
例
・
学
説
の
検
討
は
②
の
事
情
に
つ
い
て
論
じ
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。

(
2
)
被
害
者
が
逃
走
中
に
傷
害
を
負
っ
た
事
例
は
、
こ
れ
ま
で
の
判
例

に
た
び
た
び
現
れ
て
い
る
。
強
盗
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
強
盗
犯

か
ら
逃
走
中
に
、
現
場
か
ら
七
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
民
家
に
ガ
ラ
ス

戸
を
割
っ
て
飛
び
込
み
、
そ
の
際
に
ガ
ラ
ス
の
破
片
で
右
手
背
に
挫
傷
を

負
っ
た
事
例
(
最
決
昭
和
三
二
年
十
月
一
八
日
刑
集
一
一
巻
一

O
号
二
六

七
五
頁
)
、
強
盗
犯
か
ら
逃
走
中
に
小
川
に
転
落
し
て
、
治
療
約

1
週
間

を
要
す
る
背
部
右
下
腿
擦
傷
を
負
っ
た
事
例
(
広
島
高
判
昭
和
二
九
年
五

月
四
日
高
刑
特
コ
二
巻
五
七
頁
)
の
双
方
に
お
い
て
基
本
構
成
要
件
行
為

(
強
盗
)
と
結
果
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
強
姦
行
為
と
の
関

係
で
は
、
共
犯
者
の
一
人
に
強
姦
さ
れ
た
被
害
者
が
、
さ
ら
な
る
共
犯
者

か
ら
の
強
姦
を
避
け
る
た
め
に
、
詳
言
を
用
い
て
そ
の
場
を
の
が
れ
、
暗

夜
人
里
離
れ
た
地
理
不
安
な
田
舎
道
を
数
百
メ
ー
ト
ル
逃
走
し
救
助
を
求

め
る
に
際
し
、
転
倒
な
ど
し
て
全
治
一

0
日
間
を
要
す
る
両
大
腿
、
膝
擦

(5) 

過
傷
お
よ
び
打
撲
傷
、
両
膝
皮
下
出
血
の
傷
害
を
負
っ
た
事
例
(
最
決
昭

和
田
六
年
九
月
一
一
一
一
日
刑
集
二
五
巻
六
号
七
六
九
頁
、
以
下
「
昭
和
四
六

年
決
定
」
と
呼
ぶ
)
に
お
い
て
、
強
姦
行
為
と
被
害
者
の
傷
害
結
果
の
因

果
関
係
が
認
め
ら
れ
だ
。
さ
ら
に
暴
行
行
為
と
関
係
し
て
、
被
告
人
が
「
殺

す
ぞ
」
と
怒
鳴
り
な
が
ら
鍬
を
振
り
上
げ
て
追
い
か
け
る
気
勢
を
示
し
た

の
で
、
難
を
避
け
よ
う
と
逃
げ
出
し
、
約
二
十
問
走
り
続
け
る
う
ち
に
誤
っ

て
鉄
棒
に
顕
い
て
、
打
撲
傷
を
負
っ
た
事
例
(
最
判
昭
和
二
五
年
一
一
月

九
日
刑
集
四
巻
一
一
号
二
二
三
九
頁
)
、
被
害
者
の
死
因
と
な
っ
た
く
も

膜
下
出
血
が
、
被
告
人
ら
の
暴
行
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
に
耐
え
か

ね
た
被
害
者
が
逃
走
し
よ
う
と
し
て
池
に
落
ち
露
出
し
た
岩
石
に
頭
部
を

打
ち
付
け
た
際
に
生
じ
た
可
能
性
が
あ
る
事
例
(
最
決
昭
和
五
九
年
七
月

六
日
刑
集
三
八
巻
八
号
二
七
九
三
頁
)
、
公
園
・
マ
ン
シ
ョ
ン
居
室
に
お

い
て
、
数
時
間
に
わ
た
り
執
劫
に
暴
行
を
加
え
ら
れ
て
い
た
被
害
者
が
、

被
告
人
ら
の
隙
を
み
て
逃
走
し
、
約
一

O
分
後
に
被
告
人
ら
に
よ
る
追
跡

か
ら
逃
れ
る
た
め
に
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
八
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
高
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(
6
)
 

速
道
路
に
侵
入
し
、
自
動
車
に
磯
過
さ
れ
て
死
亡
し
た
事
例
(
最
決
平
成

一
五
年
七
月
一
六
日
刑
集
五
七
巻
七
号
九
五
O
頁
、
以
下
「
平
成
一
五
年

決
定
」
と
呼
ぶ
)
に
お
い
て
、
暴
行
行
為
と
致
死
傷
の
結
果
の
因
果
関
係

が
認
め
ら
れ
た
。

従
来
判
例
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
確
定
す
る
に
お
い
て
、
条

件
説
に
立
つ
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
コ
ン
デ
イ
テ
ィ
オ

(
g
E
E
C
田
宮
町
』

E
Eロ
)
公
式
、
す
な
わ
ち
行
為
と
結
果
の
間
に
「
A

(
行
為
)
な
か
り
せ
ば

B
(結
果
)
な
し
」
と
い
う
関
係
が
成
り
立
て
ば
、

因
果
関
係
を
肯
定
す
る
と
さ
れ
る
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
逃
走
事
例
は
「
基
本

構
成
要
件
行
為
が
な
け
れ
ば
被
害
者
が
逃
走
し
、
結
果
と
し
て
傷
害
を
負

う
こ
と
も
な
か
っ
た
」
と
い
え
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
は
お
よ
そ
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向
は
、
米
兵

(
7
}
 

ひ
き
逃
げ
事
件
に
よ
っ
て
変
化
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
米
兵
ひ
き
逃

げ
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
同
乗
者
が
被
害
者
を
自
動
車
の
屋
根

か
ら
引
き
ず
り
降
ろ
し
た
行
為
は
「
わ
れ
わ
れ
の
経
験
則
上
当
然
予
想
し

(8) 

え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
は
到
底
い
え
な
い
」
と
し
て
、
そ
の
因
果
関

係
を
否
定
し
た
。
学
説
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
判
断
で
も
っ
て
、
最
高

裁
が
、
条
件
説
か
ら
相
当
因
果
関
係
説
へ
と
移
行
し
た
と
見
る
見
解
も
あ

る
が
、
予
見
可
能
性
が
否
定
さ
れ
た
後
に
当
該
行
為
の
結
果
に
対
す
る
寄

与
度
を
検
討
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
必
ず
し
も
最
高
裁
の
当
該

判
断
が
相
当
因
果
関
係
説
を
採
っ
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ

(9) 

う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
判
例
が
条
件
説
的
な
考
察
方
法
を
と

っ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
判
例
も
、
行
為
と
結
果

の
問
に
第
三
者
あ
る
い
は
被
害
者
自
身
の
行
為
が
介
入
し
た
多
く
の
事
例

に
お
い
て
、
条
件
説
に
依
拠
す
る
と
は
解
し
難
い
論
法
を
採
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
論
法
に
用
い
ら
れ
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
予
見
可
能
性
以
外

に
も
、
た
と
え
ば
介
入
行
為
が
原
因
行
為
か
ら
「
誘
発
」
さ
れ
て
起
こ
っ

(

ω

)

(

日
)

た
か
否
か
、
行
為
者
の
な
し
た
原
因
行
為
の
寄
与
度
の
高
低
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
こ
う
い
っ
た
条
件
説
で
は
本
来
必
要
と
さ
れ
な
い
メ
ル
ク
マ
ー

ル
の
存
在
が
、
判
例
の
傾
向
の
変
化
を
裏
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
判
例
か
ら
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ら
が
学
説
上
ど
の
見
解
に

立
っ
て
判
断
を
下
し
た
の
か
と
い
う
一
般
的
な
理
解
を
読
み
取
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
判
例
は
ア
ド
ホ
ッ
ク
に
、
そ
こ
で
争
わ
れ
て
い
る
事
例
を
個

別
具
体
的
に
判
断
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
抽
象
的
・
一
般
的
な
基
準
が
一
不

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の
こ
と
は
判
例
が
個
々
の
事
例
を
積
み
上
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
モ
ザ
イ
ク
的
に
自
己
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

{ロ〉

て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
第
三
者
・
被
害
者
の
行
為
介
入
の

一
類
型
で
あ
る
逃
走
事
例
に
限
っ
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
判
例
の
傾
向

は
同
様
で
あ
り
、
上
述
の
諸
判
例
に
お
い
て
も
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関

係
は
、
当
該
事
例
ご
と
の
具
体
的
な
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
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本
判
決
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
、
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
昭

和
四
六
年
決
定
と
平
成
一
五
年
決
定
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
つ
の
事
例
は
、

基
本
構
成
要
件
行
為
か
ら
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
離
れ
て
結
果
が
発
生

し
た
た
め
に
、
上
述
し
た
そ
の
他
の
事
例
よ
り
も
よ
り
詳
細
な
検
討
が
必

要
に
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
被
害
者
の
傷
害
結
果
が
時
間
的

場
所
的
に
離
れ
た
と
こ
ろ
で
発
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
被
告
人
ら
の

認
識
し
て
い
な
か
っ
た
被
害
者
が
、
自
ら
の
逃
走
行
為
に
よ
っ
て
傷
害
結

果
を
発
生
さ
せ
た
と
い
う
点
で
、
行
為
と
結
果
の
聞
に
へ
だ
た
り
が
あ
り
、

単
純
な
逃
走
事
例
よ
り
も
詳
細
な
検
討
を
要
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
昭

和
四
六
年
決
定
と
平
成
一
五
年
決
定
が
、
ど
の
よ
う
な
基
準
で
も
っ
て
行

為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
認
め
る
に
い
た
っ
た
か
は
本
判
決
を
理
解
す
る

た
め
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
昭
和
四
六
年
決
定
の
事
業
は
、
被
害
者
は
共
犯
者
の
一
人
の
強
姦

行
為
が
終
え
た
と
こ
ろ
で
、
更
な
る
共
犯
者
か
ら
の
強
姦
を
恐
れ
、
「
ト

イ
レ
に
行
く
」
と
の
詐
言
を
用
い
て
、
犯
行
現
場
で
あ
っ
た
車
中
を
逃
げ

だ
し
た
が
、
被
告
人
ら
は
、
そ
の
時
の
被
害
者
の
態
度
や
被
害
者
が
裸
で

あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
ま
さ
か
逃
げ
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
考
え
、
被
害

者
を
追
跡
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
例
で

は
、
い
ず
れ
の
地
点
で
結
果
が
発
生
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
の
だ
が
、
い

ず
れ
に
せ
よ
被
害
者
が
近
く
の
民
家
に
逃
げ
込
む
ま
で
の
数
百
メ
ー
ト
ル

の
距
離
を
逃
走
中
に
傷
害
を
負
っ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
。
被
害

者
が
相
当
の
距
離
を
逃
走
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
被
告
人
ら
が
被
害
者

を
追
跡
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
弁
護
人
は
被
害
者
の
傷
害
は
も
は

や
被
告
人
ら
の
強
姦
行
為
と
関
係
し
て
発
生
し
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

両
者
の
問
の
因
果
関
係
を
否
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
最
高
裁
は
、
「
被
害

者
の
傷
害
が
、
共
犯
者
の
一
名
に
よ
っ
て
強
姦
さ
れ
た
後
、
さ
ら
に
他
の

共
犯
者
ら
に
よ
っ
て
強
姦
さ
れ
る
こ
と
の
危
険
を
感
じ
た
被
害
者
が
、
詐

言
を
用
い
て
そ
の
場
か
ら
逃
れ
、
暗
夜
人
里
離
れ
た
地
理
不
案
内
な
田
舎

道
を
数
百
米
逃
走
し
救
助
を
求
め
る
の
に
際
し
、
転
倒
な
ど
し
て
受
け
た

も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
右
傷
害
は
強
姦
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
」
で
あ

(
日
)

る
と
判
示
し
た
。
被
害
者
が
逃
走
し
た
原
因
が
被
告
人
ら
の
さ
ら
な
る
強

姦
行
為
へ
の
恐
れ
に
あ
っ
た
こ
と
、
犯
行
現
場
が
暗
夜
の
人
通
り
の
な
い

田
舎
道
で
あ
っ
て
す
ぐ
に
は
救
助
を
求
め
ら
れ
る
状
況
に
な
か
っ
た
こ
と

か
ら
、
被
告
人
ら
が
被
害
者
を
そ
の
よ
う
な
逃
走
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
に
追
い
込
ん
だ
と
し
て
強
姦
と
傷
害
の
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
換
言
す
る
と
、
昭
和
四
六
年
決
定
の
事
案
は
、
被
害
者
の
逃
走
と

逃
走
方
法
は
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
れ
以
外
の
選
択
肢
が
考
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
や
む
を
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
た
と
え
そ
こ
で
被
害
者

が
転
倒
し
た
と
い
う
事
態
が
介
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
が
被
告
人

ら
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
、
行
為
と
結
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果
の
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
平
成
一
五
年
決
定
は
、
被
害
者
が
相
当
の
距
離
を
逃
走
し
て
い
る

点
と
被
告
人
ら
の
追
跡
が
な
か
っ
た
点
で
は
昭
和
四
六
年
決
定
と
同
様
で

あ
る
の
だ
が
、
被
害
者
が
よ
り
安
全
な
他
の
逃
走
経
路
が
あ
り
な
が
ら
、

無
謀
な
逃
走
経
路
を
選
択
し
た
点
で
昭
和
四
六
年
決
定
と
は
異
な
っ
て
い

る
。
平
成
一
五
年
決
定
の
事
案
は
、
被
害
者
は
深
夜
二
時
間
以
上
に
わ
た
っ

て
公
園
で
間
断
な
く
極
め
て
激
し
い
暴
行
を
さ
れ
、
そ
の
後
マ
ン
シ
ョ
ン

居
室
で
約
四
五
分
間
、
断
続
的
に
同
様
の
暴
行
を
加
え
ら
れ
て
い
た
が
、

被
告
人
ら
の
隙
を
み
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
逃
走
し
、
約
一

O
分
後
マ
ン

シ
ョ
ン
か
ら
八
0
0
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
高
速
道
路
に
侵
入
し
て
、
疾

走
し
て
き
た
自
動
車
に
磯
過
さ
れ
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
被
害

者
の
逃
走
後
、
被
告
人
ら
は
被
害
者
の
追
跡
を
し
て
い
る
が
、
彼
ら
は
被

害
者
を
す
ぐ
に
見
失
い
、
そ
れ
以
上
追
跡
し
た
と
い
う
事
実
は
存
在
し
な

か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
お
い
て
長
野
地
裁
松
本
支
部
は
、
純

客
観
的
に
事
情
を
検
討
し
、
近
く
に
高
速
道
路
の
料
金
所
や
交
通
警
察
隊

諏
訪
分
駐
隊
、
多
数
の
民
家
が
あ
っ
た
こ
と
、
高
速
道
路
へ
の
侵
入
は
容

易
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
げ
て
、
「
被
害
者
が
逃
走
し
て
検
索
さ
れ
て

い
る
状
況
下
に
あ
る
と
い
う
心
理
状
態
を
考
え
て
も
、
選
択
の
余
地
は

多
々
あ
り
、
そ
、
つ
い
う
中
で
本
件
被
害
者
が
本
件
事
故
現
場
と
な
っ
た
本

件
高
速
道
路
本
線
上
に
侵
入
す
る
し
か
な
い
或
い
は
そ
の
蓋
然
性
が
高
い

と
い
え
る
よ
う
な
事
情
は
見
出
せ
ず
、
被
告
人
ら
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
目

的
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
被
害
者
が
本
件
高
速
道
路
本
線
上
に
侵
入

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
予
想
の
範
囲
外
と
い
え
る
行
動
で
あ
っ
た
」

と
し
て
、
被
告
人
ら
の
暴
行
行
為
と
被
害
者
の
致
死
の
聞
の
因
果
関
係
を

(

M

)

(

日
)

否
定
し
た
。
し
か
し
、
東
京
高
裁
は
、
重
要
な
の
は
実
際
に
被
告
人
ら
が

被
害
者
を
追
跡
し
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
追
跡
を
前
提
と
し
た

場
合
に
お
け
る
被
害
者
の
行
動
の
予
見
で
あ
り
、
ま
た
被
害
者
に
冷
静
な

判
断
を
求
め
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
は
被
害
者
の
お
か
れ
た
状
況
を
等
閑

視
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
地
裁
の
判
断
を
批
判
し
、
そ
の
上
で
本
件
暴

行
の
現
場
が
際
過
の
現
場
か
ら
そ
れ
ほ
ど
は
な
れ
て
い
な
い
こ
と
、
被
告

人
ら
が
六
名
い
う
多
数
で
あ
り
、
二
台
の
自
動
車
を
用
い
た
徹
底
し
た
追

跡
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
被
害
者
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
を

あ
げ
て
、
「
こ
の
よ
う
な
選
択
が
被
害
者
の
現
に
置
か
れ
た
状
況
か
ら
み

て
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
と
し
て
通
常
人
の
目
か
ら
も
異
常
な
も
の

と
評
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
ら
に
と
っ
て
み
て
も

予
見
可
能
な
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
被
告
人
ら
の

(
時
}

暴
行
行
為
と
被
害
者
の
様
死
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ

し
て
最
高
裁
判
所
も
高
裁
と
同
様
の
見
解
に
立
ち
、
「
暴
行
の
被
害
者
が

現
場
か
ら
の
逃
走
途
中
に
高
速
道
路
に
侵
入
す
る
と
い
う
き
わ
め
て
危
険

な
行
動
を
と
っ
た
た
め
に
交
通
事
故
に
遭
遇
し
て
死
亡
し
た
と
し
て
も
、
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そ
の
行
動
が
、
長
時
間
激
し
く
か
っ
執
よ
う
な
暴
行
を
受
け
、
極
度
の
恐

怖
感
を
抱
い
て
、
必
死
に
逃
走
を
図
る
過
程
で
、
と
っ
さ
に
選
択
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
暴
行
か
ら
逃
れ
る
方
法
と
し
て
、
著
し
く
不
自
然
、
不
相

当
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
な
ど
判
示
の
事
情
の
下
に
お
い
て
は
、
上
記

(
刀
)

暴
行
と
被
害
者
の
死
亡
と
の
聞
に
は
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
判
示
し
た
。

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
地
裁
は
客
観
的
な
状
況
に
重
点
を
置
き
、
被
害
者

が
高
速
道
路
に
逃
げ
込
む
蓋
然
性
の
低
さ
か
ら
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係

を
否
定
し
た
の
だ
が
、
高
裁
・
最
高
裁
は
、
一
審
で
な
さ
れ
た
客
観
的
な

状
況
判
断
に
加
え
て
、
執
劫
な
暴
行
を
受
け
た
後
で
パ
ニ
ッ
ク
に
な
っ
て

い
る
被
害
者
の
心
理
状
態
を
加
味
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
逃
走
経

路
と
し
て
高
速
道
路
を
選
ぶ
こ
と
も
著
し
く
不
自
然
、
不
相
当
で
は
な
い

と
の
考
え
か
ら
因
果
関
係
を
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
四
六
年
決
定
は
、
強
姦
行
為
か
ら
時
間
的
場
所
的
に
離
れ
て
生
じ

た
結
果
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
の
強
姦
行
為
に
よ
っ
て
誘
発
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
で
も
っ
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
、
一

方
平
成
一
五
年
決
定
は
、
被
害
者
が
高
速
道
路
へ
侵
入
す
る
蓋
然
性
を
検

討
す
る
た
め
の
客
観
的
事
情
に
加
え
て
、
被
害
者
が
危
険
な
行
為
を
選
択

す
る
に
い
た
っ
た
主
観
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
被
害
者
が
無
謀
な
逃
走
経

路
を
選
択
し
た
こ
と
が
著
し
く
不
自
然
、
不
相
当
で
は
な
い
こ
と
で
も
っ

て
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。
両
決
定
は
い
ず
れ
も

基
本
行
為
の
程
度
、
内
容
や
該
暴
行
の
為
さ
れ
た
場
所
、
時
間
に
照
ら
し

(
凶
)

て
因
果
関
係
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
の
対
象
と
な
る
メ

ル
ク
マ
ー
ル
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

本
判
決
は
、
被
害
者
の
傷
害
が
被
害
者
自
身
に
よ
る
逃
走
に
由
来
し
て

い
た
と
い
う
②
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
逃
走
・
そ
れ
に
基
づ
く

傷
害
が
予
測
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
て
、
ま
た
被
告
人
ら
が
被
害
者

の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
①
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
被
告

人
ら
に
、
被
害
者
が
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
認
識
可
能
性
が
あ
っ

た
こ
と
を
挙
げ
て
、
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
②
の
判
断

は
、
平
成
一
五
年
決
定
の
被
害
者
の
逃
走
に
よ
る
結
果
発
生
が
「
著
し
く

不
自
然
・
不
相
当
で
あ
っ
た
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
の
検
討
に
類
似
す
る

も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
平
成
一
五
年
決
定
の
「
著

し
く
不
自
然
・
不
相
当
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー

ル
、
そ
し
て
本
判
決
の
「
予
測
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、

と
も
に
結
果
の
発
生
を
音
ω
図
・
予
見
し
て
い
な
か
っ
た
被
告
人
に
当
該
結

果
を
帰
責
す
る
こ
と
が
、
被
告
人
に
と
っ
て
不
意
打
ち
的
で
不
当
な
も
の

で
な
い
か
を
検
討
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
両
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
目
的
は
、
学
説
に
お
け

る
相
当
因
果
関
係
説
の
予
見
可
能
性
判
断
の
そ
れ
と
も
共
通
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
ゆ
え
に
本
判
決
は
、
②
の
点
に
関
し
て
い
え
ば
、
平
成
一
五
年
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決
定
と
同
様
に
、
相
当
因
果
関
係
説
の
立
場
か
ら
事
案
を
判
断
し
た
も
の

で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
予
見
可
能
性
判
断
H
相
当

因
果
関
係
説
と
い
う
構
造
は
、
危
険
を
含
ん
で
い
る
点
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

刑事判例研究

(
3
)
周
知
の
よ
う
に
学
説
で
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
め
ぐ
っ

て
は
、
大
き
く
二
説
が
対
立
し
て
い
る
。
相
当
因
果
関
係
説
と
客
観
的
帰

属
論
で
あ
る
。
相
当
因
果
関
係
説
の
特
徴
は
、
ま
ず
判
断
基
底
を
確
定
し
、

(
川
口
)

次
に
そ
れ
を
用
い
て
相
当
性
の
判
断
を
行
う
点
に
あ
る
。
相
当
因
果
関
係

説
に
よ
れ
ば
、
行
為
者
の
行
為
と
被
害
者
の
逃
走
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
結
果
の
因
果
関
係
は
、
通
常
被
害
者
が
逃
走
し
傷
害
を
負
う
こ
と
が
一

般
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
予
見
可
能
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
介
入
事
情
が
原
因
行
為
に
誘
発
さ
れ
た
な
ど
、
行
為
が
結
果
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
が
相
当
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
決
定

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
本
判
決
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
多
く
の
被
害
者
の
逃
走

事
例
に
お
い
て
、
被
害
者
の
逃
走
行
為
と
そ
れ
に
基
づ
く
傷
害
の
因
果
関

係
は
、
そ
の
よ
う
な
結
果
の
発
生
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う

検
討
で
の
み
な
さ
れ
て
い
る
が
、
相
当
因
果
関
係
説
の
判
断
は
そ
れ
に
汲

み
つ
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
述
し
た

予
見
可
能
性
判
断
H
相
当
因
果
関
係
説
と
い
う
構
造
に
内
包
さ
れ
た
危
険

(
初
)

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
相
当
因
果
関
係
の
危
機
」
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ

(
幻
)

る
。
そ
の
よ
う
な
「
危
機
」
は
、
大
阪
南
港
事
件
を
き
っ
か
け
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
大
阪
南
港
事
件
に
お
い
て
は
、
予

見
不
可
能
な
第
三
者
の
介
入
行
為
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人

の
傷
害
行
為
と
被
害
者
の
死
の
結
果
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
「
相
当
因
果
関
係
の
危
機
」
の
考
え
に
基
づ
け
ば
、
相
当
因
果

関
係
説
は
予
見
可
能
性
の
存
在
の
有
無
が
因
果
関
係
に
決
定
的
な
役
割
を

果
た
す
こ
と
に
な
る
か
ら
、
第
三
者
の
行
為
の
介
入
が
予
見
不
可
能
で

あ
っ
た
大
阪
南
港
事
件
に
お
い
て
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
相
当
因
果
関
係
説
に
依
拠
す

る
と
、
介
入
行
為
が
予
見
不
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
原
因
行

為
の
結
果
に
対
す
る
影
響
が
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
、
介
入
行
為
の
そ
れ
が
ど

れ
ほ
ど
軽
微
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
為
者
は
常
に
そ
の
責
を
免

れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
批

判
は
、
相
当
因
果
関
係
説
の
誤
っ
た
理
解
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
い
え

(
幻
)

ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
判
断
基
底
」
の
問
題
の
み
が
、
あ
ま
り
に
際
立
っ

た
形
で
議
論
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、
「
判
断
基
底
」
と
「
相
当
性
判
断
」

の
区
別
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
判
断
基
底
」
の
問
題
と
は
、

単
に
「
相
当
性
判
断
」
に
必
要
な
材
料
を
選
び
出
す
た
め
の
議
論
で
あ
っ

て
、
つ
ま
り
判
断
基
底
を
選
ん
だ
後
に
は
、
相
当
性
判
断
と
い
う
段
階
が
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残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
相
当
因
果
関
係
説
は
、
介
入
行
為
の
予
見
可
能

性
の
検
討
の
ほ
か
に
も
、
原
因
行
為
の
寄
与
度
や
誘
因
性
な
ど
を
も
考
慮

に
入
れ
て
因
果
関
係
の
判
断
を
お
こ
な
う
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
予
見
可

(
お
)

能
性
の
問
題
の
み
を
取
り
扱
う
も
の
で
は
な
い
。
相
当
因
果
関
係
説
に
基

づ
け
ば
、
予
見
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
行
為
と
結
果
の
相
当
因
果
関
係
は
容

易
に
認
め
ら
れ
る
が
、
も
し
予
見
可
能
性
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
容
易
に
否
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
昭
和
田

六
年
決
定
が
、
誘
因
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
相

当
因
果
関
係
説
と
は
相
容
れ
な
い
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

し
、
逆
に
本
判
決
が
②
の
事
情
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
「
予
測
可
能
性
」

と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
即
座
に
相
当
因
果
関
係
説

で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
米
兵
ひ
き
逃

げ
事
件
の
場
合
と
同
様
に
、
類
似
の
思
考
方
法
で
あ
る
が
、
別
物
の
そ
れ

で
あ
る
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
本
件
で
は
米
兵

ひ
き
逃
げ
事
件
と
違
っ
て
、
予
見
可
能
性
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
相

当
因
果
関
係
説
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
行
為
の
結
果
に
対
す
る
寄
与
度
や

誘
因
性
の
検
討
を
す
る
必
要
は
な
く
、
行
為
と
結
果
の
相
当
因
果
関
係
は

他
の
要
素
の
検
討
な
く
し
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、

本
件
の
②
の
事
情
に
お
い
て
は
、
東
京
地
裁
の
見
解
と
相
当
因
果
関
係
説

の
見
解
は
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
本
判
例
が
用
い
た
予
測
可
能
性
の
判
断
は
、
相
当
因
果
関
係

説
の
象
徴
と
も
言
え
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
メ
ル
ク

マ
ー
ル
は
因
果
関
係
に
関
す
る
他
の
ど
の
見
解
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
近
年
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
客
観
的
帰

属
論
は
、
因
果
関
係
を
あ
く
ま
で
事
実
的
な
概
念
と
捉
え
、
因
果
関
係
に

つ
い
て
は
条
件
説
で
解
決
し
、
そ
の
上
で
因
果
関
係
論
の
外
側
に
あ
る
規

範
的
問
題
と
し
て
、
結
果
を
行
為
者
に
帰
責
さ
せ
る
か
否
か
を
政
策
的
に

(μ) 

考
慮
す
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
政
策
的
な
判
断

に
お
い
て
は
、
予
測
可
能
性
の
基
準
は
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
な
る
。
そ
も

そ
も
客
観
的
帰
属
論
の
判
断
方
法
は
「
危
険
連
関
の
理
論
」
・
「
規
範
の
保

護
範
囲
の
理
論
」
の
点
で
な
さ
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
危
険
連
関

の
理
論
と
は
、
行
為
者
に
よ
っ
て
「
許
さ
れ
る
危
険
」
の
範
囲
を
超
え
た

危
険
の
創
出
が
な
さ
れ
(
危
険
創
出
連
関
)
、
そ
し
て
生
じ
た
結
果
が
、

そ
の
行
為
の
危
険
を
実
現
し
た
の
か
ど
う
か
(
危
険
実
現
連
関
)
、
と
い

う
判
断
で
あ
り
、
規
範
の
保
護
範
囲
の
理
論
と
は
、
行
為
者
の
行
為
が
、

現
在
問
題
と
な
っ
て
い
る
構
成
要
件
の
規
範
の
保
護
領
域
か
ど
う
か
、
と

い
う
判
断
で
あ
る
。
客
観
的
帰
属
論
に
お
い
て
は
、
被
害
者
の
逃
走
事
例

(
お
)

は
危
険
実
現
連
関
論
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
じ
た
結
果
が

そ
の
行
為
の
危
険
を
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
た
め
に
、
客
観
的
帰

属
論
の
支
持
者
は
様
々
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
打
ち
立
て
て
い
る
が
、
被
害

北法56(5・318)2334
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者
の
逃
走
事
例
で
は
間
接
的
危
険
へ
の
介
入
類
型
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル

が
用
い
ら
れ
る
。
間
接
的
危
険
と
は
、
行
為
時
に
観
察
し
た
行
為
自
体
の

典
型
的
・
外
形
的
危
険
の
創
出
が
そ
れ
自
体
と
し
て
直
接
結
果
を
も
た
ら

さ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
危
険
の
収
束
の
時
点
か
ら
観
察
し
て
、

行
為
客
体
や
行
為
事
情
を
考
慮
に
入
れ
て
、
創
出
さ
れ
た
危
険
が
さ
ら
に

変
転
し
つ
つ
継
続
し
、
い
ま
だ
結
果
発
生
に
対
す
る
十
分
な
危
険
を
も
っ

(
お
)

段
階
の
危
険
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
間
接
的
危
険
へ
の
介
入
類
型
は
、
さ

ら
に
細
か
く
分
類
さ
れ
、
逃
走
事
例
は
中
で
も
不
合
理
行
動
介
入
類
型
の

(
幻
)

物
理
的
・
心
理
的
準
強
制
行
動
介
入
事
例
に
分
類
さ
れ
る
。
こ
の
分
類
に

よ
れ
ば
、
逃
走
事
例
に
お
け
る
危
険
実
現
連
関
の
判
断
基
準
と
な
る
の
は
、

被
害
者
が
逃
走
し
た
こ
と
と
そ
の
逃
走
経
路
を
選
択
し
た
こ
と
が
や
む
を

得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
、
被
害
者
を
逃
走
へ
と
駆
り
立

て
る
状
況
と
当
該
逃
走
方
法
の
「
物
理
的
準
強
制
」
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
さ
ら
に
と
り
わ
け
危
険
な
逃
走
が
試
み
ら
れ
た
際
に
、
被
害

者
が
そ
の
よ
う
な
逃
走
を
企
て
て
も
や
む
を
得
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、

被
害
者
の
「
心
理
的
準
強
制
」
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら

(
お
)

の
基
準
が
存
在
す
れ
ば
当
該
結
果
は
行
為
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

客
観
的
帰
属
論
の
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
相
当
因
果
関
係
説
の
予
見
可
能

性
判
断
と
同
じ
よ
う
に
、
客
観
的
な
全
事
情
と
、
被
害
者
の
主
観
を
考
慮

に
入
れ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
予
見
可
能

性
よ
り
も
よ
り
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
ゆ
え
に
、
本
判
決
が

用
い
る
結
果
発
生
の
予
測
可
能
性
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
鑑
み
る
と
、

本
判
決
は
客
観
的
帰
属
論
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
解
し
難
い
判
断
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
条
件
説
に
お
い
て
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
行
為
と
結

果
の
間
に
は
、
原
因
・
結
果
の
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
の
で
、

予
見
可
能
性
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
必
要
と
し
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
本
判
決

は
、
条
件
説
に
立
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
や
は
り
、
本
判

決
に
お
け
る
②
の
判
断
は
相
当
因
果
関
係
説
に
も
っ
と
も
近
い
見
解
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

(
4
)
し
か
し
、
本
件
で
は
、
被
告
人
ら
の
行
為
の
効
力
が
客
体
A
に
及

ん
で
い
て
、
そ
の
結
果
A
に
傷
害
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
っ

た
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
な
お
①
の
事
情
、
つ
ま
り
被
告
人
ら

が
被
害
者
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
が
残
っ
て
い
る
。
こ
れ

が
、
被
告
人
ら
の
行
為
と
被
害
者
A
の
傷
害
結
果
と
の
聞
に
さ
ら
な
る
へ

だ
た
り
を
作
っ
た
。
東
京
地
裁
は
こ
の
へ
だ
た
り
を
「
被
告
人
ら
に
は
同

庖
舗
内
に
は
ま
だ
被
告
人
ら
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
て
い
な
い
者
が
存
在
し

て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
十
分
に
認
識
で
き
た
」
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー

ル
を
用
い
て
、
つ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
上
述
し
た
②
の
予
見

可
能
性
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
あ
る
行
為
か
ら
発
生
し
た
結
果
を
そ
の
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行
為
者
に
帰
責
す
る
場
合
に
は
、
当
該
客
体
が
そ
こ
に
い
る
か
も
し
れ
な

い
こ
と
が
予
見
(
認
識
)
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
行
為
者
に
帰

賞
し
て
し
ま
う
こ
と
は
不
意
打
ち
的
で
不
当
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
、
そ
れ

を
予
見
で
き
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
行
為
者
に
帰
責
し
て
し
ま
っ
て
も

か
ま
わ
な
い
と
い
う
考
慮
が
働
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、

こ
こ
で
の
被
害
者
の
認
識
可
能
性
判
断
は
、
結
果
発
生
の
予
測
可
能
性
判

断
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
問
題
の
所
在
で
述
べ
た

よ
う
に
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
の
判
断
は
当
該
行
為
か
ら
発
生
す
る

あ
ら
ゆ
る
結
果
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
判
決
は
、
通
常
特
定
人
に

向
け
ら
れ
た
行
為
と
そ
の
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
メ
ル
ク

マ
ー
ル
「
予
見
可
能
性
」
を
、
あ
る
行
為
か
ら
、
あ
る
客
体
に
効
力
が
作

用
す
る
と
い
う
行
為
↓
客
体
の
問
に
ま
で
広
げ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
判
決
は
、
行
為
↓
客
体
↓
結
果
の
因
果
関
係
の
判

断
を
、
あ
ま
ね
く
予
見
可
能
性
で
判
断
す
る
こ
と
を
判
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
客
体
の
存
在
の
認
識
可
能
性
判
断
に
お
い
て
は
、
犯
行

現
場
の
様
子
・
被
告
人
ら
の
行
為
態
様
を
見
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
。
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
判
断
の
基
礎
は
②
の
事
情
の
そ
れ

と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
本
件
に
お
け
る
②
の
判
断
に
お
い
て
、
被
害

者
の
逃
走
は
当
然
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
被
害
者
の
逃
走
経
路
も
と
り
わ

け
危
険
で
不
合
理
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
平
成
一
五
年
決
定

の
よ
う
な
被
害
者
の
パ
ニ
ッ
ク
状
態
と
い
う
主
観
を
考
慮
す
る
必
要
が
な

か
っ
た
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
場
合
に

よ
っ
て
は
、
②
に
被
害
者
の
主
観
と
い
う
、
①
に
は
な
い
要
素
が
加
わ
る

可
能
性
が
生
じ
う
る
。
そ
れ
は
、
刑
法
の
因
果
関
係
が
生
身
の
人
間
に
発

生
し
た
結
果
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
あ
り
う
る
こ

と
で
あ
り
、
一
方
①
の
検
討
に
際
し
て
は
、
こ
の
段
階
で
は
い
ま
だ
そ
の

主
観
を
考
慮
す
べ
き
被
害
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

主
観
の
問
題
が
生
じ
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
件
は
、
被
告
人

ら
が
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
被
害
者
が
、
や
む
を
得
な
い
逃

走
を
、
通
常
考
え
ら
れ
る
ル

l
ト
で
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
東
京
地
裁
は

そ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
行
為
者
の
行
為
の
効
力
が
客
観
的
に
被
害

者
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
前
提
に
、
当
該
強
盗
行
為
か
ら
、
そ
の
存
在
を

認
識
で
き
た

A
と
い
う
客
体
に
、
逃
走
に
基
づ
く
傷
害
と
い
う
結
果
が
発

生
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
客
観
的
な
あ
ら
ゆ
る
事
情

に
基
づ
い
て
肯
定
し
、
当
該
強
盗
行
為
と
被
害
者
の
傷
害
結
果
の
因
果
関

係
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。
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三
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
要
件

(1)
本
判
決
で
は
、
上
述
の
よ
う
に
た
と
え
被
告
人
が
被
害
者
の
存
在

を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
の
存
在
が
認
識
可
能
で
、
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被
害
者
に
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
な
ら
、
行
為
と
結
果
の
因

果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
断
が
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
行
為
者
が

被
害
者
を
実
際
に
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
は
、
な
お
故
意
と

の
関
係
で
問
題
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論

点
に
つ
い
て
答
え
を
与
え
る
の
が
、
本
判
決
の
強
盗
致
死
傷
罪
に
対
す
る

理
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
で
は
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
に

関
し
て
二
つ
の
視
点
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
強
盗
犯
の
ど
の
よ
う
な

行
為
か
ら
結
果
が
生
じ
た
と
き
に
二
四
O
条
(
強
盗
致
死
傷
罪
)
の
適
用

が
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
で
あ
り
、
本
判
決
は
通
常
強
盗
に
付

随
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
な
行
為
、
つ
ま
り
強
盗
と
関
連
の
あ
る
行
為
か
ら

結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
第
二
に
、
強
盗
致
死
傷
罪
の

成
立
に
要
求
さ
れ
る
被
告
人
の
主
観
的
要
素
に
つ
い
て
で
あ
り
、
本
判
決

は
暴
行
の
故
意
は
必
要
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
視
点
で
と
り
わ

け
重
要
な
の
は
後
者
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
前
者
の
問
題
は
、
確
か
に
強
益

罪
に
か
か
わ
る
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
本
件
で
は
な
ん
ら
結
果
に
影

(
却
)

響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
判
断
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者

の
問
題
は
、
本
件
の
強
盗
致
傷
罪
の
成
否
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、

検
討
を
要
す
る
。

そ
も
そ
も
、
二
四
O
条
の
規
定
は
、
強
盗
致
傷
罪
が
六
年
以
上
の
懲
役

あ
る
い
は
無
期
懲
役
、
強
盗
致
死
罪
が
無
期
懲
役
あ
る
い
は
死
刑
と
、
非

常
に
法
定
刑
が
重
い
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
部
の
学
説
で
は
、

強
盗
犯
に
二
四
O
条
の
責
を
負
わ
せ
る
に
は
行
為
者
に
傷
害
の
故
意
あ
る

い
は
暴
行
の
故
意
と
い
う
主
観
的
成
立
要
件
を
設
け
る
べ
き
と
い
う
主
張

(
初
)

が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
件
に
お
い
て
も
、
弁
護
人
が
「
強
盗
致

死
傷
罪
成
立
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
暴
行
の
故
意
が
必
要
で
あ
り
、
本

件
の
よ
う
な
脅
迫
の
故
意
し
か
な
い
場
合
に
は
二
四

O
条
の
成
立
は
な

い
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
学
説
の
主
張

を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
件
で
は
、
被
害
者
は
被
告
人
の
脅
迫
に
畏
怖
し
、
逃
走
中
に
傷
害
を

負
っ
た
。
東
京
地
裁
は
、
「
弁
護
人
は
、
強
盗
傷
害
罪
に
お
け
る
「
負
傷
」

の
結
果
は
暴
行
の
意
思
に
よ
る
行
為
に
基
づ
い
て
生
じ
る
こ
と
を
要
す
る

旨
を
主
張
す
る
が
、
強
盗
致
傷
罪
の
立
法
趣
旨
等
に
鑑
み
れ
ば
、
同
罪
の

成
立
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
限
定
を
加
え
る
べ
き
理
由
は
認
め
ら
れ
」
な

い
と
判
示
し
て
、
二
四
O
条
の
故
意
に
、
暴
行
の
故
意
ま
で
は
要
求
し
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
事
例
に
即
し
て
検
討
す
る
と
、
本
件

で
は
二
四
O
条
成
立
の
た
め
に
は
暴
行
の
故
意
は
必
要
が
な
い
と
い
う
こ

と
の
み
で
な
く
、
脅
迫
の
故
意
も
必
要
が
な
い
、
つ
ま
り
過
失
に
よ
る
結

果
発
生
に
お
い
て
も
二
四
O
条
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
認
め
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
問
題
の
所
在
で
述
べ
た
よ
う
に
、

本
判
決
が
概
括
的
故
意
を
考
慮
に
い
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
被
告
人
ら
の
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強
盗
に
関
連
し
た
脅
迫
の
故
意
は
、

B
l
E
に
し
か
向
け
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
件
に
お
い
て
被
害
者

A
を
逃
走
さ
せ
る
に
い

た
っ
た
被
害
者
の
畏
怖
状
態
は
、
確
か
に
被
告
人
ら
の
脅
迫
行
為
に
よ
っ

て
生
じ
て
い
る
が
、
被
告
人
ら
に
は

A
を
脅
迫
す
る
故
意
は
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
類
似
の
判
例
と
し
て
、
最
判
昭
和
五
三
年

七
月
二
八
日
刑
集
三
二
巻
五
号
一

O
六
人
頁
(
以
下
「
昭
和
五
三
年
判
決
」

と
呼
ぶ
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
昭
和
五
三
年
判
決
は
、
被
告
人
が
強
盗
の
目

的
で
警
官
に
向
か
っ
て
発
砲
し
た
と
こ
ろ
、
弾
が
警
官
を
貫
通
し
、
た
ま

た
ま
そ
こ
を
通
り
が
か
っ
た
通
行
人
の
体
を
も
貫
通
し
て
、
両
名
に
傷
害

を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
被
告
人
の
強
盗
の
手
段

た
る
殺
人
の
故
意
は
、
通
行
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た

め
通
行
人
に
生
じ
た
結
果
は
、
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
と

理
解
さ
れ
た
。
本
判
決
に
お
い
て
も
、
被
告
人
ら
の
脅
迫
の
故
意
は
被
害

者
に
向
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
被
告
人
ら
の
主
観
に
の
み
基
づ
け
ば
、
被
害

者

A
は
基
本
構
成
要
件
行
為
と
は
無
関
係
の
人
物
、
い
わ
ば
通
行
人
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
昭
和
五
三
年
判
決
は
、

そ
の
よ
う
な
過
失
に
基
づ
く
傷
害
の
結
果
に
直
接
二
四
O
条
の
適
用
を
認

め
た
下
級
審
の
判
決
(
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
三
月
八
日
高
刑
集
二
一

O
巻

一
号
一
五

O
頁
)
を
破
棄
し
て
、
打
撃
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
当
該
事
案

(
出
)

を
解
決
し
た
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
本
判
決
が
、
被
告
人
ら
に
直
接

二
回
O
条
の
適
用
を
認
め
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
昭
和
五
三
年

判
決
の
下
級
審
と
同
様
に
、
過
失
に
よ
る
二
四
O
条
の
成
立
を
認
め
て
い

る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
二
四
O
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条
の
成
立
に
要
す
る
故
意
の
問
題
に
つ
い
て
、
地
裁
で
あ
る
本
判
決
と
最

高
裁
で
あ
る
昭
和
五
三
年
判
決
は
、
異
な
っ
た
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
二
四
O
条
の
故
意
の
問
題
に
お
け
る

地
裁
と
最
高
裁
の
判
断
の
相
違
は
、
本
判
決
に
お
い
て
の
み
当
て
は
ま
る

よ
う
な
特
別
な
事
情
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
2
)
従
来
の
最
高
裁
は
純
粋
な
過
失
に
つ
い
て
の
判
断
は
な
さ
れ
て
い

な
い
が
、
暴
行
の
故
意
の
な
い
脅
迫
に
よ
っ
て
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に

は
、
二
四
O
条
の
適
用
を
認
め
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
最
判
昭
二
四
年
三

月
二
四
日
刑
集
三
巻
三
口
万
三
七
六
頁
で
は
、
脅
迫
の
た
め
に
つ
き
つ
け
た

短
刀
を
被
害
者
が
撮
っ
た
た
め
に
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、

「
被
告
人
が
所
携
の
短
万
を
以
っ
て
判
一
不
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
行
為
の

実
行
中
そ
の
機
会
に
判
示
傷
害
を
被
害
者
に
生
ぜ
し
め
た
も
の
と
認
定
し

た
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
い
、
所
論
の
よ
う
に
そ
の
傷
害
が
被
害
者
に
お

い
て
そ
の
短
刀
を
握
っ
た
た
め
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
強
盗

(
幻
)

傷
人
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
判
例
は
、
脅
迫
に
よ
る
結
果
発
生
と
二
四
O
条
の
関
係
を
正
面
か

ら
論
じ
る
の
を
や
め
て
、
暴
行
の
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
で
、
脅
迫
に
よ
る
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結
果
の
発
生
に
対
処
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
判
昭
和
二
八
年
二
月
一
九

日
刑
集
七
巻
二
号
二
八
O
頁
は
、
脅
迫
の
目
的
で
突
き
出
し
た
日
本
万
に
、

被
害
者
が
し
が
み
つ
い
て
大
声
を
あ
げ
た
の
で
、
被
告
人
が
反
射
的
に
日

本
万
を
引
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
者
に
傷
害
を
追
わ
せ
た
と
い
う
事
実

に
基
づ
い
て
、
「
犯
人
が
被
害
者
に
対
し
、
前
一
不
の
よ
う
な
日
本
万
を
突

き
つ
け
る
所
為
を
な
せ
ば
そ
れ
だ
け
で
も
入
の
身
体
に
対
す
る
不
法
な
有

形
力
を
行
使
し
た
も
の
と
し
て
暴
行
を
加
え
た
と
い
い
得
る
こ
と
勿
論
で

あ
っ
て
、
か
か
る
際
に
判
示
の
如
く
被
害
者
が
そ
の
日
本
刀
に
し
が
み
つ

き
救
を
も
と
め
、
犯
人
が
そ
の
刀
を
引
い
た
こ
と
に
よ
り
被
害
者
の
判
示

部
位
に
切
創
を
負
わ
し
め
た
と
す
れ
ば
そ
の
負
傷
は
右
暴
行
に
よ
る
結
果

た
る
こ
と
多
言
を
要
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
本
件
は
所
論
の
よ
う
に

強
盗
が
暴
行
を
加
え
ず
た
だ
脅
迫
し
た
だ
け
と
い
う
よ
う
な
事
態
で
は
な

く
、
強
盗
が
暴
行
に
よ
り
被
害
者
に
傷
害
を
加
え
た
と
の
事
案
な
の
で
あ

(
お
)

る
」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
上
述
の
昭
和
五
三
年
判
決
に
お
い
て
は
、
過

失
に
基
づ
く
結
果
の
発
生
に
二
四
O
条
を
適
用
す
る
と
い
う
下
級
審
の
判

断
は
覆
さ
れ
、
単
に
打
撃
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
解
決
し
た
。
こ
の
よ
う

な
傾
向
か
ら
は
、
最
高
裁
が
暴
行
に
基
づ
か
な
い
結
果
の
発
生
に
は
で
き

る
限
り
二
四
O
条
の
適
用
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
態
度
が
う
か
が
い
見
ら

れ
る
。し

か
し
、
下
級
審
の
判
断
は
、
最
高
裁
の
こ
の
よ
う
な
傾
向
と
は
異
な

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
大
阪
高
判
昭
和
六
O
年
二
月
六
日
高
刑
集
三
八
巻

一
号
五
O
頁
は
、
強
盗
の
意
思
に
基
づ
き
、
被
害
者
の
左
手
と
そ
の
運
転

す
る
ミ
ニ
バ
イ
ク
の
ハ
ン
ド
ル
を
手
錠
で
固
定
す
る
な
ど
の
暴
行
・
脅
迫

を
加
え
て
そ
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
う
え
で
、
同
人
に
「
倒
れ
ろ
」
と
命
じ

て
転
倒
の
や
む
な
き
に
至
ら
し
め
、
よ
っ
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ

い
て
、
「
傷
害
の
結
果
が
強
盗
の
手
段
た
る
暴
行
か
ら
生
じ
た
場
合
は
も

ち
ろ
ん
で
あ
る
が
(
中
略
)
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
に
よ
っ
て
被
害
者
が

畏
怖
し
、
そ
の
畏
怖
の
結
果
傷
害
が
生
じ
た
場
合
に
、
強
盗
致
傷
罪
の
成

立
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
し
て
、
脅
迫
に
よ
る
傷
害
が
刑
法
二

(
別
)

四
O
条
の
対
象
と
な
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
た
。
ま
た
昭
和
五
三
年
判

決
の
第
一
審
で
あ
る
東
京
地
判
昭
和
五
O
年
六
月
五
日
刑
裁
月
報
七
巻
六

号
六
七
一
頁
は
、
刑
法
二
四
O
条
は
「
強
盗
の
機
会
に
致
死
傷
の
結
果
が

生
ず
れ
ば
、
そ
の
結
果
発
生
に
つ
き
過
失
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
こ
れ
を

も
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
」
る
と
解
し
、
過
失

(
お
)

の
結
果
発
生
に
正
面
か
ら
二
四
O
条
の
適
用
を
認
め
た
。
そ
の
控
訴
審
で

あ
る
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
三
月
八
日
高
刑
集
一
二
O
巻
一
号
一
五
O
頁
も

こ
の
地
裁
の
判
断
を
支
持
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
高
裁
・
地
裁
は
、
二
四
O
条
成
立
の
た
め
に
暴
行
の
故

意
も
脅
迫
の
故
意
も
不
要
で
あ
る
と
解
し
て
い
て
、
他
方
最
高
裁
は
、
暴

行
の
故
意
必
要
説
に
た
ち
、
脅
迫
に
よ
る
結
果
の
発
生
の
場
合
も
過
失
に
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よ
る
結
果
の
発
生
の
場
合
も
二
四
O
条
の
適
用
を
制
限
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
本
判
決
が
、
二
四
O
条
の
故
意
に
つ
い
て
、
最
高
裁
の
一
般

的
な
傾
向
で
あ
る
昭
和
五
三
年
判
決
と
異
な
る
判
断
を
下
し
た
の
は
、
本

判
決
の
独
自
の
判
断
で
は
な
く
、
二
四
O
条
の
成
立
を
広
く
認
め
る
下
級

審
の
一
般
的
な
判
断
に
従
っ
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
二
四
O
条
の

故
意
の
問
題
は
、
最
高
裁
と
高
裁
・
地
裁
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
見
解
を

維
持
し
続
け
て
い
る
、
非
常
に
稀
な
論
点
で
あ
り
、
本
判
決
も
こ
の
よ
う

な
傾
向
を
維
持
す
る
の
に
貢
献
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で

ま
た
ひ
と
つ
の
問
題
が
生
じ
る
。
法
的
安
定
性
の
た
め
に
一
致
す
る
こ
と

が
望
ま
れ
る
、
最
高
裁
と
下
級
審
の
判
断
の
姐
離
は
な
ぜ
維
持
さ
れ
続
け

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
両
者
の

見
解
が
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
学
説

を
参
照
し
つ
つ
、
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3)
学
説
で
は
二
四
O
条
の
文
言
が
「
傷
害
し
」
で
は
な
く
「
負
傷
さ

せ
た
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
暴
行
の
故
意
不
要
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
強
盗
の
機
会
に
は
数
々
の
粗
暴
な
行
為
が
行
わ
れ
、
そ
こ

か
ら
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
こ
と
を
そ
の
理
論
的

(
お
)

基
盤
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
被
害
者
が
強
盗
犯
の
暴
行
か
ら
逃
れ
る
際

に
、
転
倒
し
て
負
傷
し
た
場
合
に
は
刑
法
二
四
O
条
の
対
象
と
な
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
強
盗
犯
の
脅
迫
に
畏
怖
し
て
、
そ
の
場
か
ら
逃
げ
る
際
に
、

転
倒
し
て
負
傷
し
た
場
合
を
二
四
O
条
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
は
、
根
拠

(
幻
)

の
な
い
区
別
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

暴
行
の
故
意
不
要
説
は
、
当
該
結
果
が
少
な
く
と
も
脅
迫
の
故
意
か
ら

(
お
)

生
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
見
解
と
、
純
粋
な
過
失
に
よ
っ
て

(
ぬ
}

生
じ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
刑
法
二
四
O
条
が
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
立
場

に
分
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

は
、
両
学
説
が
定
義
す
る
「
脅
迫
に
よ
る
死
傷
結
果
」
の
違
い
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
純
粋
に
「
脅
迫
の
結
果
」
と
い
う
た
め
に
は
、
当
該
死
傷
結
果

が
、
脅
迫
の
直
接
的
な
影
響
、
た
と
え
ば
脅
迫
ゆ
え
に
畏
怖
し
、
心
臓
発

作
を
起
こ
し
て
死
亡
し
た
と
い
う
直
接
関
係
が
必
要
で
あ
る
が
、
通
常
強

盗
罪
に
お
け
る
脅
迫
に
よ
る
死
傷
結
果
は
、
突
き
つ
け
た
ナ
イ
フ
が
当

た
っ
た
場
合
や
強
盗
犯
が
つ
ま
ず
い
て
銃
が
暴
発
し
た
場
合
の
よ
う
に
、

間
接
的
に
生
じ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
脅
迫
に
畏
怖
し
、

逃
走
中
に
転
倒
、
傷
害
を
負
っ
た
場
合
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
よ
う
な

も
の
は
脅
迫
に
よ
る
死
傷
結
果
で
は
な
く
、
脅
迫
に
起
因
す
る
過
失
に
よ

る
死
傷
結
果
と
呼
べ
る
。
し
か
し
、
直
接
脅
迫
に
起
因
す
る
死
傷
結
果
が

発
生
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
稀
で
あ
り
、
強
盗
罪
に
お
け
る
「
脅
迫
に
よ

る
死
傷
結
果
」
は
、
脅
迫
に
起
因
す
る
過
失
に
よ
る
死
傷
結
果
の
こ
と
を

指
す
こ
と
が
多
い
。
つ
ま
り
過
失
を
認
め
な
い
見
解
は
、
こ
れ
を
脅
迫
に

よ
る
傷
害
結
果
と
呼
ぴ
、
過
失
を
認
め
る
見
解
は
こ
れ
を
過
失
に
よ
る
傷
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害
結
果
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
過
失
を
認
め
る
見
解
は
、

そ
の
よ
う
な
脅
迫
に
起
因
す
る
過
失
致
死
傷
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
、
過

失
に
よ
る
致
死
傷
結
果
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
二
四
O
条
の
対
象
と
な
る

べ
き
だ
と
考
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
他
の
純
粋
な
過
失
に
よ
る
結
果
発

生
の
場
合
に
つ
い
て
、
二
四
O
条
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
は
明

(
刊
)

言
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

暴
行
の
故
意
不
要
説
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
高
裁
・
地
裁
が
依
拠
す
る

見
解
で
あ
り
、
ま
た
本
判
決
も
こ
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

本
判
決
も
含
む
、
高
裁
や
地
裁
が
、
強
盗
行
為
が
類
型
的
に
身
体
・
生
命

に
対
す
る
重
大
な
危
険
を
有
し
て
い
る
と
い
う
理
由
で
、
学
説
も
明
言
を

跨
跨
し
て
い
る
純
粋
な
過
失
に
よ
る
結
果
の
発
生
に
ま
で
、
二
四
O
条
の

成
立
を
認
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
高
裁
・
地
裁
は
学
説

よ
り
も
、
よ
り
強
力
に
、
強
盗
の
際
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
人
の
生
命
・

身
体
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

他
方
、
二
四
O
条
の
結
果
は
、
少
な
く
と
も
暴
行
の
故
意
に
基
づ
い
て

(
引
)

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
説
も
・
有
力
で
あ
る
。
暴
行
の
故
意
概
念
を

広
げ
、
脅
迫
に
よ
る
二
回
O
条
の
成
立
を
で
き
る
だ
け
排
除
し
よ
う
と
す

る
最
高
裁
の
傾
向
は
、
こ
れ
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
の
根
拠
は
、

人
の
抵
抗
を
排
除
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
暴
行
か
ら
、
死
傷
の
結
果
が
生

じ
る
こ
と
は
、
通
常
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
脅
迫
致
死
傷
の
規
定
が

存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
脅
迫
と
傷
害
と
の
聞
に
結
果
的
加
重
犯
を
認
め

(
門
出
)

る
こ
と
は
通
常
困
難
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
結
果
的
加
重

犯
と
い
う
こ
凶
O
条
の
性
質
を
重
視
す
る
か
ぎ
り
、
二
四
O
条
の
適
用
は
、

少
な
く
と
も
暴
行
の
故
意
が
あ
る
場
合
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
刑
法
は
故
意
犯
処
罰
を
原
則
と
し
、
過
失
犯
処
罰
を
例

外
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
故
意
犯
と
過
失
犯
に
は
、
科
刑
の
対
象
と
し

て
の
責
任
に
軽
重
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
故
意
犯
と
過
失
犯
が
同
一
の
法

(
日
制
)

{
疋
刑
を
科
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
主
張
す
る
。
な
お
前
者
の
主
張

に
対
し
て
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
暴
行
の
結
果
的
加
重
犯
で
は
な
く
、

強
盗
の
結
果
的
加
重
犯
な
の
だ
か
ら
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
に
よ
っ
て

(
付
)

生
じ
た
傷
害
結
果
を
二
四
O
条
か
ら
排
除
す
る
理
由
は
な
い
と
い
う
批
判

が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
4
)
強
盗
行
為
の
危
険
性
を
鑑
み
、
個
人
の
生
命
・
身
体
と
い
う
法
益

の
保
護
を
重
ん
じ
る
暴
行
の
故
意
不
要
説
、
と
り
わ
け
過
失
の
際
に
も
二

四
O
条
の
適
用
を
認
め
る
見
解
と
、
刑
の
重
さ
や
、
二
四
O
条
の
結
果
的

加
重
犯
と
い
う
性
質
を
鑑
み
て
、
で
き
る
だ
け
被
告
人
に
有
利
な
解
釈
を

求
め
る
暴
行
の
故
意
必
要
説
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
視
点
か
ら
事
象
を

観
察
し
て
い
て
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、
納
得
の
い
く
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。

そ
の
こ
と
が
、
高
裁
・
地
裁
と
最
高
裁
の
判
断
の
組
離
を
維
持
さ
せ
る
原

因
で
あ
り
、
本
件
で
も
そ
の
よ
う
な
制
緩
は
是
正
さ
れ
な
か
っ
た
。
確
か
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に
本
判
決
の
よ
う
な
危
険
な
強
盗
行
為
に
お
い
て
は
、
暴
行
の
故
意
必
要

説
に
立
っ
て
、
被
害
者
の
傷
害
結
果
を
過
失
傷
害
罪
と
い
う
形
で
し
か
被

告
人
ら
に
帰
責
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
一
般
的
な
処
罰
感
情
に
反
す
る
と

し
て
、
批
判
の
対
象
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
狭
い
室
内
で
、
日
に
付
い

た
人
を
手
当
た
り
し
だ
い
エ
ア
ガ
ン
で
脅
迫
す
る
と
い
う
被
告
人
ら
の
行

為
態
様
に
は
、
隠
れ
て
い
た

A
が
逃
走
中
に
傷
害
を
負
う
と
い
う
こ
と
も

含
め
て
、
様
々
な
危
険
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、
東
京
地
裁
が
、
暴
行
の
故
意
不
要
説
に
立
っ
て
、
被
告
人
ら
に
強
盗

致
傷
罪
を
認
め
た
こ
と
は
、
十
分
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
件
で
は
、
さ
ら
に
純
粋
な
過
失
に
基
づ
く
結
果
に
、
二
四
O
条
の
成
立

を
認
め
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
い
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
本
件
で
は
、
被
告
人
ら
の
行
為
態
様
を
鑑
み
て
、
あ
る
い
は
被
告
人

ら
が
検
察
官
に
対
し
「
強
盗
を
し
て
無
理
矢
理
現
金
を
奪
い
取
る
た
め
に

は
、
庖
に
い
る
全
員
を
脅
し
て
怖
が
ら
せ
る
必
要
が
あ
る
」
と
思
っ
て
い

た
旨
を
供
述
し
て
い
る
こ
と
を
し
て
、
被
告
人
ら
に
概
括
的
故
意
の
存
在

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、
被
告
人
ら
の
脅
迫
の
故

意
が
、
被
害
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
た
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
本

判
決
の
二
四

O
条
の
故
意
に
関
す
る
判
旨
は
、
少
な
く
と
も
学
説
の
多
く

が
賛
成
す
る
脅
迫
の
故
意
必
要
説
と
し
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
で

あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
脅
迫
の
概
括
的
故
意
も
認
め
ず
、
錯
誤
の

問
題
と
も
せ
ず
に
、
二
四
O
条
の
適
用
を
直
接
認
め
た
本
判
決
は
、
強
盗

の
際
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
生
命
・
身
体
と
い
う
法
益
を
厚
く
保
護
す
る

と
い
う
従
来
の
高
裁
・
地
裁
の
判
断
を
再
度
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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四
、
終
わ
り
に

本
件
は
、
被
告
人
の
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
被
害
者
に
結
果
が
発
生
し

た
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
の
効
力
が
被
害
者
に
及
ん
で
い
た

こ
と
、
被
告
人
ら
が

A
の
存
在
に
つ
い
て
十
分
認
識
し
得
る
状
況
に
あ
っ

た
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
畏
怖
し
た

A
が
上
記
窓
か
ら
地
上
に
飛

び
降
り
よ
う
と
し
て
負
傷
し
た
こ
と
は
予
測
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ

て
、
被
告
人
ら
に
対
す
る
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
案
で
あ
る
。

行
為
の
効
力
が
被
害
者
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
客
観
的
事
情
は
、
行
為
と

結
果
の
因
果
関
係
を
認
め
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
要
素
で
あ
っ
て
、
本
件

で
は
被
告
人
ら
の
犯
行
態
様
や
、
狭
く
、
独
立
性
の
乏
し
い
被
害
庖
舗
の

構
造
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
件
で
は

ま
た
、
被
害
者
の
存
在
を
被
告
人
ら
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
被

害
者
の
傷
害
が
被
害
者
自
身
の
逃
走
行
為
か
ら
生
じ
た
と
い
う
事
情
か
ら
、

行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
刑

法
に
お
け
る
因
果
関
係
は
行
為
と
そ
れ
か
ら
発
生
し
う
る
あ
ら
ゆ
る
結
果



と
の
関
係
で
あ
る
の
で
、
本
判
決
は
、
本
件
事
実
の
客
観
的
な
状
況
を
総

合
的
に
考
慮
し
て
、
行
為
が
認
識
可
能
な
あ
る
客
体
に
作
用
し
そ
こ
か
ら

結
果
が
発
生
す
る
こ
と
が
予
見
可
能
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
た
。
そ
れ
が

い
わ
ば
二
つ
の
可
能
性
判
断
で
あ
っ
て
、
本
判
決
は
そ
の
両
者
を
肯
定
し

て
、
被
告
人
ら
が
当
該
被
害
者
の
傷
害
結
果
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
こ

と
を
認
め
た
。
本
件
は
、
行
為
と
結
果
の
因
果
関
係
の
判
断
を
、
相
当
因

果
関
係
説
と
同
様
に
、
予
見
可
能
性
判
断
に
基
づ
い
て
行
っ
た
点
、
そ
し

て
そ
の
判
断
に
は
被
害
者
の
存
在
の
有
無
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
点
で
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
判
断
に
は
、
犯

行
現
場
の
様
子
や
犯
行
の
態
様
が
重
要
な
役
割
を
は
た
す
こ
と
も
明
ら
か

に
な
っ
た
。

刑事判例研究

ま
た
本
判
決
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
仮
に
暴
行
・
脅
迫
の
意
思
が
な

か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
強
盗
に
関
連
し
た
行
為
か
ら
結
果
が
発
生
し

た
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
と
し
て
、
被
告
人
が
被
害
者

を
認
識
し
て
お
ら
ず
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
の
故
意
を
被
害
者
に
向
け

て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
錯
誤
の
解
決
を
必
要
と
せ
ず
に
、
直
接
二
四

O
条
を
適
用
で
き
る
と
し
た
点
で
も
注
目
に
値
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
判
断
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
法
定
刑
が
重
い
こ
と
を
考
慮
し
て
、
過

失
に
よ
る
結
果
発
生
に
、
二
四
O
条
の
適
用
を
控
え
よ
う
と
す
る
最
高
裁

の
傾
向
と
は
相
容
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
本
判
決
の
よ
う
に
、
強
盗
に
関
連
し
た
行
為
か
ら
発
生
し
た
あ
ら
ゆ

る
致
死
傷
の
結
果
に
対
し
て
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
て
し
ま
う
と
、

た
と
え
ば
強
盗
犯
が
財
物
を
物
色
し
て
い
る
途
中
に
、
誤
っ
て
子
供
を
踏

み
殺
し
て
し
ま
っ
た
際
に
も
、
強
盗
致
死
傷
罪
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
よ
う
な
強
盗
に
関
連
す
る
が
、
類
型
的
に
危
険
な
行
為
で
な
い

行
為
、
つ
ま
り
暴
行
・
脅
迫
と
関
係
の
な
い
、
純
粋
な
過
失
に
よ
る
行
為

の
致
死
傷
の
結
果
が
、
強
盗
罪
の
結
果
的
加
重
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ

と
が
適
切
か
否
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
判
タ
一
一
五
二

の
判
例
解
説
が
指
摘
し
て
い
る
錯
誤
に
基
づ
く
強
議
致
死
傷
罪
の
成
立
に

つ
い
て
は
、
本
件
は
強
盗
過
失
傷
害
の
事
例
で
あ
っ
て
、
実
際
に
錯
誤
を

適
用
し
た
昭
和
五
三
年
判
決
の
様
な
強
盗
殺
人
(
未
遂
)
の
事
例
と
は
異

な
る
点
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
は
同
じ
強
盗
致
死
傷
罪

で
は
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
の
よ
う
に
、
純
粋
に
過
失
に
よ
っ
て
発
生
し

た
傷
害
結
果
の
帰
責
の
問
題
を
錯
誤
の
事
例
と
し
て
解
決
で
き
る
か
は
、

さ
ら
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

(
1
)
本
件
に
つ
い
て
の
評
釈
は
、
内
田
浩
「
判
批
」
法
学
教
室
二
九

四
号
(
二

O
O
四
)
三
四
頁
参
照
。

(
2
)
神
山
敏
雄
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
事

法
講
座
四
巻
』
(
成
文
堂
、
一
九
八
二
)
二
八

O
頁
以
下
、
井
上
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祐
司
「
強
盗
罪
(
五
ご
福
田
平
ほ
か
編
『
演
習
刑
法
各
論
』
(
青

林
書
院
新
社
、
一
九
八
三
)
三
七
八
頁
以
下
、
岡
野
光
雄
『
刑
法

各
論
二
五
講
』
(
成
文
堂
、
一
九
九
五
)
一
五
O
頁
以
下
、
曽
根

武
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
〔
各
論
〕
』
(
成
文
堂
、
一
九
九
五
)
一

七
五
頁
以
下
参
照
。

(
3
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
五
一
一
号
二
九
七
頁
参
照
。

(
4
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
五
二
号
二
九
七
頁
参
照
。

(
5
)
こ
の
決
定
の
解
説
は
、
中
谷
道
子
ほ
か
「
判
研
」
法
学
研
究
四

七
巻
四
号
(
一
九
七
四
)
七
二
頁
以
下
、
下
村
康
正
「
判
研
」
警

察
研
究
四
八
巻
一

O
号
(
一
九
七
七
)
六
七
頁
以
下
、
神
山
兼
嘉

「
判
批
」
研
修
四
四
一
号
(
一
九
八
五
)
九
九
頁
以
下
参
照
。

(6)
こ
の
決
定
の
解
説
は
、
山
口
雅
高
「
判
批
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
一

五
八
号
(
二
O
O
三
)
一
七
七
頁
、
曽
根
威
彦
「
判
批
」
ジ
ュ
リ

ス
ト
一
二
六
九
号
(
二
O

O
四
)
一
五
六
頁
、
深
町
晋
也
「
判
批
」

法
学
教
室
二
八
一
号
(
二
O
O
四
)
一
四
人
頁
参
照
。

(
7
)
最
決
昭
和
四
二
年
一

O
月
二
四
日
刑
集
二
一
巻
八
号
一
一
二
ハ

頁
。
在
日
米
兵
で
あ
っ
た
被
告
人
が
自
動
車
の
運
転
中
、
過
失
に

よ
っ
て
被
害
者
の
運
転
し
て
い
た
自
転
車
に
自
車
を
衝
突
さ
せ
、

被
害
者
を
跳
ね
飛
ば
し
て
自
車
の
屋
上
に
上
げ
た
が
、
そ
れ
に
気

づ
か
ず
そ
の
ま
ま
疾
走
を
続
け
、
後
に
そ
れ
に
気
が
つ
い
た
同
乗

者
が
、
時
速
約
一

0
キ
ロ
で
走
っ
て
い
た
車
の
屋
上
か
ら
被
告
人

を
逆
さ
ま
に
引
き
摺
り
下
ろ
し
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
道
路
上

に
転
落
さ
せ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

(8)
刑
集
一
二
巻
八
号
一
一
三
ハ
頁
、
一
一
一
九
頁
。

(9)
塩
谷
毅
「
判
批
」
西
国
典
之
ほ
か
編
「
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
』

(
有
斐
閣
、
第
五
版
、
二
O

O
一
二
)
二
五
頁
参
照
。
相
当
因
果
関

係
説
の
詳
細
は
本
稿
二

(
3
)
を
参
照
。

(
叩
)
夜
間
潜
水
事
件
(
最
決
平
成
四
年
二
一
月
一
七
日
刑
集
四
六
巻

九
口
万
六
八
三
頁
)
参
照
。

(
日
)
大
阪
南
港
事
件
(
最
決
平
成
二
年
一
一
月
二
O
日
刑
集
四
四
巻

八
号
八
三
七
頁
)
参
照
。

(
は
)
永
井
敏
夫
「
判
解
」
『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
編
昭
和
六
十

三
年
度
』
(
一
九
八
八
)
二
七
七
頁
。

(
日
)
刑
集
二
五
巻
六
号
七
六
九
頁
、
七
六
九
頁
。

(
凶
)
刑
集
五
七
巻
七
号
九
五
O
頁
、
九
八
一
頁
。

(
日
)
東
高
時
報
(
刑
)
五
三
巻
一

O
二
頁
。

(
同
)
東
高
時
報
(
刑
)
五
三
巻
一

O
二
頁
、
一

O
囚
頁
。

(
げ
)
刑
集
五
七
巻
七
号
九
五
O
頁
、
九
五
O
頁。

(
凶
)
こ
の
よ
う
な
判
断
材
料
に
つ
い
て
は
、
最
決
昭
和
五
九
年
七
月

六
日
刑
集
三
六
巻
八
号
二
七
九
三
頁
、
二
八
O
O
頁
を
参
照
。
ま

た
、
同
事
案
に
お
い
て
「
そ
れ
が
吾
人
の
知
識
経
験
上
当
然
予
想

し
得
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
犯
行
当
時
の
地
形
、

時
刻
、
気
象
、
気
温
の
状
況
な
ど
具
体
的
状
況
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
弁
護
人
の
上
告
趣
旨
も
注
目
に

値
す
る
で
あ
ろ
う
(
同
二
七
九
八
頁
参
照
)
。

(
ゆ
)
曽
根
威
彦
「
相
当
因
果
関
係
の
構
造
と
判
断
方
法
」
司
法
研
修
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所
論
集
九
九
号
(
一
九
九
七
)
-
頁
以
下
、
大
塚
仁
ほ
か
一
編
『
大

コ
ン
メ
ン
タ

l
ル
二
巻
』
〔
岡
野
光
雄
〕
(
育
林
書
院
、
第
二
版
、

一
九
九
九
)
九
一
頁
以
下
、
佐
久
間
修
「
相
当
因
果
関
係
説
の
展

開
l
折
衷
説
の
立
場
か
ら
1

」
現
代
刑
事
法
二
六
号
(
二
O
O
二

六
O
頁
以
下
、
鈴
木
左
斗
志
「
刑
法
に
お
け
る
判
断
の
構
造
|
犯

罪
論
の
機
能
的
考
察
!
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八
巻
一
号

(二

O
O
一
)
一

O
九
頁
以
下
、
松
原
芳
博
「
相
当
因
呆
関
係
説

の
現
状
と
展
望
1

客
観
説
の
立
場
か
ら
l
」
現
代
刑
事
法
二
六
巻

(
二
O
O
二
六
六
頁
以
下
、
川
端
博
「
因
果
関
係
論
(
1
)
(
2
・

完
ご
現
代
刑
事
法
六
巻
四
号
(
二
O
O
四
)
八
二
頁
以
下
・
同

五
号
(
二
O
O
四
)
九
四
頁
以
下
、
鈴
木
左
斗
志
「
因
果
関
係
の

相
当
性
に
つ
い
て
l
結
果
帰
責
判
断
を
規
定
し
て
き
た
い
く
つ
か

の
視
点
の
検
討
l
」
刑
法
雑
誌
四
三
巻
二
号
(
二
O
O
四
)
二
三

四
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
伊
東
研
祐
「
「
相
当
因
果
関
係
説
の
危
機
」
の
意
味
と
「
客
観
的

帰
属
論
」
試
論
」
現
代
刑
事
法
四
号
(
一
九
九
九
)
一
六
頁
、
葛

原
力
三
「
客
観
的
帰
属
の
現
在
」
現
代
刑
事
法
四
号
ご
九
九
九
)

七
四
真
、
高
橋
則
夫
「
因
果
関
係
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
現
代
刑
事

法
五
二
号
(
二
O
O
三
)
一

O
五
頁
参
照
。

(
包
)
大
阪
南
港
事
件
と
は
、
被
告
人
が
、
被
害
者
の
頭
部
を
数
回
殴

打
し
た
後
、
被
害
者
を
大
阪
南
港
に
運
び
、
資
材
置
き
場
に
放
置

し
た
の
だ
が
、
そ
の
後
同
所
に
お
い
て
何
者
か
が
被
害
者
の
頭
頂

部
を
数
回
殴
打
す
る
暴
行
を
加
え
、
被
害
者
は
内
因
性
高
血
圧
性

橋
脳
出
血
に
よ
り
死
亡
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
最
高
裁
判
所

は
、
被
害
者
の
死
因
と
な
っ
た
傷
害
が
被
告
人
の
行
為
か
ら
形
成

さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
後
の
第
三
者
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
暴
行
は
、

被
害
者
の
死
期
を
早
め
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
、

被
告
人
に
傷
害
致
死
の
判
決
を
下
し
た
。
大
阪
南
港
事
件
に
つ
い

て
の
解
説
は
、
伊
東
研
祐
「
判
批
」
判
例
時
報
一
三
八
八
号
(
一

九
九
二
二
二
二
頁
以
下
、
大
谷
直
人
「
判
解
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
九

七
四
号
(
一
九
九
二
五
八
頁
以
下
、
高
部
道
彦
「
判
批
」
研
修

五
八
七
号
(
一
九
九
七
)
五
九
頁
以
下
参
照
。

(n)
佐
久
間
・
前
掲
注
(
ゆ
)
「
相
当
因
果
関
係
説
の
展
開
」
六
O
頁
、

松
原
・
前
掲
注
(
ゆ
)
「
相
当
因
果
関
係
説
の
現
状
と
展
開
」
六
八

頁
以
下
、
林
幹
人
「
相
当
因
果
関
係
と
一
般
予
防
」
上
智
法
学
論

集
四
O
巻
四
号
三
九
九
七
)
四
二
頁
以
下
参
照
。

(
お
)
な
お
、
こ
の
よ
う
な
「
相
当
因
果
関
係
説
の
危
機
」
と
い
う
誤

解
は
、
米
兵
ひ
き
逃
げ
事
件
が
相
当
因
果
関
係
説
と
解
す
る
の
に

は
不
十
分
な
検
討
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
当
因
果
関
係
説
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
始

ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
米
兵
ひ
き
逃
げ
事
件
が
相
当
因
果
関

係
説
的
な
考
察
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
た
め
に
は
、
判
例
は
予
見

可
能
性
以
外
に
も
、
行
為
者
が
被
害
者
を
車
に
跳
ね
上
げ
た
行
為

の
結
果
へ
の
寄
与
度
、
同
乗
者
が
被
害
者
を
屋
根
か
ら
ひ
き
ず
り

お
ろ
し
た
行
為
の
結
果
へ
の
寄
与
度
を
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
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(
出
)
山
中
敬
一
『
刑
法
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
の
理
論
」
(
成
分
堂
、

一
九
九
七
)
二
八
O
頁
以
下
、
鈴
木
茂
嗣
「
相
当
因
果
関
係
と
客

観
的
帰
属
」
松
尾
古
稀
『
松
尾
治
也
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
上
巻
』

(
有
斐
閥
、
一
九
九
八
)
一
六
O
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
「
客
観
的

帰
属
論
の
体
系
的
考
察
l
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
中
心
と
し
て
l
」

西
原
古
稀
『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
一
巻
』
(
成
分
堂
、

一
九
九
八
)
六
五
頁
以
下
、
「
特
集
・
客
観
的
帰
属
の
展
望
」
現
代

刑
事
法
四
号
(
一
九
九
九
)
四
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
「
客
観
的
帰

属
論
の
規
範
的
考
察
」
早
稲
田
法
学
七
四
巻
四
号
(
一
九
九
九
)

一
五
七
頁
以
下
、
曽
根
威
彦
「
客
観
的
帰
属
-
論
の
類
型
的
考
察
|

山
中
教
授
の
危
険
実
現
連
関
論
を
中
心
と
し
て
l
」
宮
津
古
稀
『
刑

法
理
論
の
現
代
的
展
開
』
(
成
分
堂
、
二
0
0
0
)

一
七
三
頁
以
下

参
照
。

(
お
)
山
中
・
前
掲
注
(
出
)
客
観
的
帰
属
論
五
三
二
頁
以
下
参
照
。

(
却
)
山
中
・
前
掲
注

(M)
客
観
的
帰
属
論
五
三
二
頁
。

(
幻
)
山
中
・
前
掲
注
(
別
)
客
観
的
帰
属
論
五
八
九
頁
。

(
却
)
山
中
・
前
掲
注

(μ)
客
観
的
帰
属
論
六
O
六
頁
以
下
。

(
却
)
強
盗
致
死
傷
罪
の
構
成
要
件
行
為
に
つ
い
て
は
、
強
盗
の
機
会

に
な
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
行
為
で
十
分
で
あ
る
と
す
る
機
会
説
と
、

通
常
強
盗
に
付
随
し
て
行
わ
れ
る
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
関
連
性
説
、
財
物
強
取
の
手
段
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
手
段
説
が
あ
る
。
本
件
で
は
、
被
害
者
の
傷
害
は
、
財

物
強
取
の
手
段
で
あ
る
脅
迫
か
ら
生
じ
た
結
果
で
あ
り
、
い
ず
れ

の
説
に
立
っ
て
も
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。

(
却
)
暴
行
の
故
意
必
要
説
に
つ
い
て
は
、
岡
野
・
前
掲
注

(2)
刑

法
各
論
一
四
八
頁
、
小
林
好
信
「
強
盗
致
死
傷
」
日
本
刑
法
学
会

編
『
刑
法
講
座
六
巻
』
(
有
斐
問
、
一
九
六
八
)
六
回
頁
以
下
参

照
。
ま
た
、
傷
害
の
故
意
を
も
必
要
と
す
る
見
解
は
、
井
田
良
「
強

盗
致
死
傷
罪
」
安
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
五
巻
財
産
犯
』

(
法
学
書
院
、
一
九
九
一
一
一
)
一
一
一
一
五
頁
以
下
、
斉
藤
信
治
「
強
盗

罪
の
諸
問
題
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
七
O
号
(
一
九
九
四
)
九
五
頁

参
照
。
と
り
わ
け
後
者
の
見
解
は
、
近
年
ド
イ
ツ
で
注
目
さ
れ
て

い
る
「
直
接
性
の
原
則
」
の
影
響
を
強
く
受
け
て
い
る
。
「
直
接

性
の
原
則
」
と
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
加
重
結
果
は
、
基
本
構
成

要
件
の
行
為
か
ら
直
接
惹
起
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す

る
見
解
で
あ
る
。
詳
細
は
、
丸
山
雅
夫
「
結
果
的
加
重
犯
と
直
接

性
原
理
(
上
・
下
)
」
警
察
研
究
五
四
巻
一
二
号
(
一
九
八
一
二
)

五
五
頁
以
下
・
同
五
五
巻
一
号
(
一
九
八
四
)
四
一
頁
以
下
、
井

田
良
「
結
果
的
加
重
犯
の
理
ぷ
柵
」
現
代
刑
事
法
四
四
号
(
二
0

0

一一)一

O
五
頁
以
下
、
佐
伯
和
也
「
結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
「
基

本
犯
」
と
「
重
い
結
果
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
l
傷
害
致
死
を
中

心
に
!
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
二
巻
三
号
(
二
O

O
二
)
八
O

頁
以
下
を
参
照
。

(
引
)
な
お
、
本
件
は
方
法
の
錯
誤
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が
法
定
的
符

号
説
の
数
故
意
説
に
立
こ
と
を
初
め
て
認
め
た
判
例
で
も
あ
る
。

長
井
長
信
「
判
批
」
西
田
典
之
他
編
『
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
』
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(
有
斐
問
、
第
五
版
、
二
O
O
三
)
八
O
頁
以
下
参
照
。

(
詑
)
刑
集
三
巻
三
号
三
七
六
頁
、
三
七
七
頁
。

(
お
)
最
判
昭
和
三
一
三
年
四
月
二
七
日
刑
集
一
二
巻
六
号
九
七
七
頁
も

同
趣
旨
で
あ
る
。

(M)
福
岡
地
判
昭
和
六
O
年
一
一
月
一
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
九
一

号
八
二
具
も
同
趣
旨
で
あ
る
。

(
お
)
刑
裁
月
報
七
巻
六
号
六
七
一
頁
、
六
七
九
頁
。

(
お
)
団
藤
重
光
ほ
か
編
『
注
釈
刑
法
(
六
)
』
〔
藤
木
英
雄
〕
(
有
斐
閣
、

一
九
七
六
)
一
二
二
頁
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ

l
ル

刑
法
一
一
一
巻
』
〔
日
野
正
晴
〕
(
青
林
書
院
、
第
二
版
、
二
O
O
一
二
)

四
一
一
頁
参
照
。

(
幻
)
佐
伯
仁
志
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
(
一
九
八
六
)
一

六
一
頁
。

(
お
)
藤
木
・
前
掲
注
(
部
)
一
一
一
二
頁
参
照
。
な
お
、
過
失
の
場
合

は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
脅
迫
の
場
合
に
は
二
四
O

条
を
認
め
る
と
い
う
見
解
は
、
日
野
・
前
掲
注
(
お
)
四
一
一
頁
、

佐
久
間
修
「
強
盗
罪
に
お
け
る
財
産
犯
と
人
身
犯
の
交
錯
つ
二
」

警
察
学
論
集
五
七
巻
三
号
(
二
O
O
四
)
一
七
一
頁
参
照
。

(
却
)
中
野
次
雄
「
強
盗
致
死
傷
罪
・
強
盗
強
姦
罪
」
末
川
博
ほ
か
編

『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
(
一
O
)
』
(
有
斐
関
、
一
九
五
八
)

一
九
七
頁
、
平
野
竜
一
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
(
一

O
)
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー
一
二
三
号
(
一
九
七
三
)
四
九
頁
以
下
、
橋
爪
隆
「
強

盗
致
死
傷
罪
を
め
ぐ
る
論
点
」
西
田
典
之
ほ
か
編
『
刑
法
の
争
点
』

(
有
斐
閣
、
第
三
一
版
、
二
0
0
0
)

一
七
二
頁
以
下
参
照
。

(
判
)
な
お
平
野
・
前
掲
注

(
m
m
)

「
刑
法
各
論
の
諸
問
題
」
五
二
頁
は
、

逃
走
し
た
被
害
者
を
追
い
か
け
た
際
に
、
寝
て
い
た
赤
ん
坊
を
踏

み
つ
け
て
負
傷
さ
せ
た
場
合
に
は
、
方
法
の
錯
誤
の
問
題
と
す
る

ま
で
な
く
致
死
傷
罪
を
認
め
る
と
し
て
、
純
粋
な
過
失
の
場
合
に

お
い
て
も
、
致
死
傷
罪
は
成
立
す
る
と
解
し
て
い
る
。

(
H
U
)

注
(
却
)
参
照
。

(
位
)
小
林
・
前
掲
注
(
却
)
六
六
頁
。

(
位
)
小
林
・
前
掲
注
(
ぬ
)
六
六
頁
。

(
位
)
中
野
・
前
掲
注
(
ぬ
)
一
九
五
頁
。
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