
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
（
二
・
完
）

島

田

聡
一
郎

第
一
章

は

じ

め

に

第
二
章

作
為
に
よ
る
共
犯
と
不
作
為
に
よ
る
共
犯

第
三
章

不
作
為
単
独
正
犯
の
成
立
要
件

従
来
の
「
不
作
為
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
の
区
別
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
再
検
討

（
以
上
、
六
四
号
）

第
四
章

不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
要
件
Ⅰ

保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務

第
一
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位

第
二
節

保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠

第
五
章

不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
要
件
Ⅱ

作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性

第
一
節

作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
の
関
係

第
二
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
作
為
可
能
性
、
容
易
性

第
三
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性

第
六
章

お

わ

り

に

218



第
四
章

不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
要
件
Ⅰ

保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務

第
一
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
保
障
人
的
地
位

共
犯
の
み
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
は
存
在
す
る
か

前
述
し
た
よ
う
に
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
保
障
人
的
地
位
に
立
ち
、
作
為
義
務
を
負
っ
て
い
る

こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
不
作
為
共
犯
の
成
立
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
は
、
不
作
為
単
独
正
犯
の
成
立
を

基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
よ
り
広
い
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
い
を
向
け
ら
れ
た
時
、
後
者
の
答
え
を
み
ち
び
く
学
説
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
義
務
二
分
説
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。
義
務
二
分
説
と
は
、
不
作
為
者
が
保
護
法
益
に
対
す
る
特
別
の
関
係
に
基
づ
い
て
そ
の
存
続
を
保
障
す
べ
き
立
場
に
あ
る
場
合
、

言
い
換
え
れ
ば
、
特
定
の
法
益
を
「
あ
ま
ね
く
」
保
護
す
べ
き
場
合
に
は
不
作
為
者
は
正
犯
と
な
る
が
、
不
作
為
者
が
一
定
の
人
物
の

犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
や
、
危
険
物
、
場
所
の
管
理
義
務
を
負
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
特
定
の
危
険
源
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
だ
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
者
は
幇
助
に
と
ど
ま
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、
こ
の
見

解
は
不
作
為
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
と
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
と
を
区
別
し
、
後
者
を
前
者
よ
り
も
広
い
範
囲
で
認
め
て
い
る
よ

う
に
も
み
え
る
。

し
か
し
、
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
の
見
解
を
そ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の

見
解
は
、
後
者
の
類
型
に
お
い
て
も
、
作
為
者
に
故
意
が
な
い
場
合
な
ど
は
、
不
作
為
者
を
間
接
正
犯
と
し
て
い
る
し
、
逆
に
前
者
の

類
型
に
お
い
て
も
、
領
得
罪
に
お
い
て
不
作
為
者
に
不
法
領
得
の
意
思
が
な
い
場
合
な
ど
は
、
不
作
為
者
を
幇
助
に
と
ど
め
て
い
る
。

不作為による共犯について（2・完）(島田聡一郎)

219



つ
ま
り
、
こ
の
見
解
は
、
そ
の
通
称
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
作
為
の
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
と
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
と
を
質
的

に
異
な
る
も
の
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
の
発
生
根
拠
お
よ
び
そ
れ
が
及
ぶ
範
囲
を
、
正
犯
と
共
犯
の

区
別
に
お
け
る
、
一
つ
の
（
た
だ
し
重
要
な
）

慮
要
素
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
保
障
人
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
結
果
回
避
行
為
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を

え
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
見
解
の
認
め
て

い
る
よ
う
な

慮
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
こ
と
が
第
三
章
で
述
べ
た
枠
組
み
の
な
か
で
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
影
響
す
る
こ
と
は
あ

り
得
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
三
節
で
論
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
不
作
為
に
よ
る
共
犯
「
の
み
」

し
か
基
礎
づ
け
な
い
義
務
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
義
務
二
分
説
か
ら
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
れ
と
は
若
干
ニ

ュ
ア
ン
ス
を
異
に
し
、
む
し
ろ
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
よ
り
広
い
範
囲
で
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
を

認
め
る
趣
旨
と
理
解
で
き
る
見
解
も
存
在
す
る
。
中
博
士
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
博
士
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
義
務
二
分
説
の
代
表

的
論
者
で
あ
る
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
や
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
見
解
を
好
意
的
に
引
用
さ
れ
た
上
で
、
保
障
人
が
直
接
的
な
結
果
回
避
義
務
を
負

う
場
合
に
は
、
作
為
正
犯
者
が
介
在
し
て
い
て
も
保
障
人
は
正
犯
と
な
る
が
、

結
果
回
避
義
務
以
前
の
保
障
者
的
義
務
」
へ
の
違
反

が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
不
作
為
が
正
犯
の
犯
行
を
容
易
に
す
る
限
り
で
不
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
中
博
士
も
、
領
得
罪
や
自
手
犯
な
ど
の
特
殊
な
構
成
要
件
要
素
が
要
求
さ
れ
る
犯
罪
に
お
い
て
は
、
保
障
人
が
直
接
的

な
結
果
回
避
義
務
を
負
っ
て
い
て
も
幇
助
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
で
は
、
博
士
の
見
解
も
ド
イ
ツ
の
義
務
二
分
説

と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
し
か
し
博
士
は
、
結
果
回
避
義
務
以
前
の
保
障
者
的
義
務
」
の
違
反
に
関
し
て
は
、
間
接
正
犯
の
成
立
可

能
性
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
博
士
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
わ
が
国
の
裁
判
例
を
詳
細
に
分
析
さ

れ
た
際
に
、
法
益
保
護
義
務
が
「
結
果
回
避
義
務
以
前
の
保
障
者
的
義
務
」
に
当
た
る
余
地
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
保
険
会

社
の
代
理
店
主
や
外
務
員
の
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
幇
助
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
大
審
院
判
決
に
関
し
て
、
被
告
人
に
は
「
会
社
財
産
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を
直
接
保
護
す
べ
き
義
務
以
前
の
単
に
契
約
締
結
の
媒
介
に
当
た
っ
て
善
管
注
意
を
も
っ
て
委
任
事
務
を
処
理
す
べ
き
義
務
」
が
あ
る

と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
幇
助
を
認
め
た
同
判
決
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
義
務
二
分
説
に

従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
義
務
は
法
益
保
護
義
務
に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
博
士
は
、
そ
の
よ
う
な
義
務
の
違
反
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
れ
が
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
程
度
に
は
達
し
て
い
な
い
と
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
み
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、
博
士
が
、
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
を
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
義
務
よ
り
も
緩
や
か
な
要
件
で
認
め
、

前
者
の
違
反
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

間
接
正
犯
的
な
場
合
で
も
）
正
犯
の
成
立
可
能
性
を
お
よ
そ
否
定
さ
れ
て
い
る
と
理
解

す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
博
士
の
見
解
が
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
義
務
二
分
説
と
は
似
て
非
な

る
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
共
犯
の
み
を
基
礎
づ
け
る
義
務
を
正
面
か
ら
認
め
る
見
解
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
見
解
に
は
賛
成
し
が
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
保
障
人
的
地
位
は
、
不
作
為
犯

と
し
て
処
罰
さ
れ
る
場
合
に
は
、
作
為
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
行
動
の
自
由
へ
の
制
約
が
類
型
的
に
大
き
い
こ
と
か
ら
要

求
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
保
障
人
的
地
位
は
、
そ
う
し
た
消
極
的
行
為
に
対
す
る
刑
法
の
介
入
の
正
当
性
そ
れ
自
体
を
限
界
づ
け
る
要
件

な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
も
、
正
犯
の
場
合
と
同
内
容
の
作
為
義
務
、
保
障
人
的
地
位
が
要

求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
も
、
行
動
の
自
由
へ
の
制
約
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

内
藤
教
授
が
適
切
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
を
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
を
基
礎
づ

け
る
そ
れ
を
超
え
て
広
く
認
め
る
こ
と
は
、

不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
不
明
確
に
拡
大
」
し
て
、
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

犯
罪
行
為
阻
止
の
「
排
他
性
」

⑴

総

説

以
上
の
よ
う
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
は
、
不
作
為
に
よ
る
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
そ
れ
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と
同
じ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
は
、
近
時
、
有
力
な
論
者
の
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
で
は
、
そ

う
し
た
前
提
の
下
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
基
礎
づ
け
る
義
務
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
近
時
の
有
力
な
学
説
は
、
不
作
為
単
独
正
犯
の
場
合
に
「
排
他
的
支
配
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
対
応
し
て
、

作
為
犯
を
阻
止
し
な
か
っ
た
不
作
為
者
共
犯
に
つ
い
て
は
、
不
作
為
者
以
外
に
作
為
正
犯
を
止
め
る
者
が
い
な
か
っ
た
と
い
う
意
味
で

の
排
他
的
支
配
領
域
性
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
際
に
被
告
人

以
外
に
作
為
正
犯
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
い
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
見
解
は

支
持
さ
れ
る
べ
き
か
。
次
い
で
、
検
討
を
加
え
よ
う
。

⑵

あ
り
得
る
そ
の
論
拠
に
お
い
て
論
拠
と
そ
の
問
題
点

こ
の
見
解
は
、
そ
の
論
拠
に
お
い
て
不
明
確
な
部
分
を
残
し
て
い
る
。
犯
行
不
阻
止
に
関
す
る
排
他
的
支
配
領
域
性
が
要
求
さ
れ
る

論
拠
が
な
お
明
ら
か
で
な
い
の
で
あ
る
。
不
作
為
単
独
正
犯
に
お
い
て
排
他
的
支
配
が
要
求
さ
れ
る
論
拠
に
は
、
い
く
つ
か
の
異
な
っ

た
も
の
が
あ
り
、
排
他
的
支
配
説
の
中
で
も
必
ず
し
も
一
致
を
見
て
い
な
か
っ
た
が
、
そ
の
こ
と
が
こ
こ
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。

そ
し
て
私
は
、

え
ら
れ
る
い
ず
れ
の
論
拠
も
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
は
妥
当
せ
ず
、
そ
の
結
果
、
排
他
的
支
配
領
域
性
は
共
犯

の
場
合
に
は
不
要
と
な
る
と

え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
論
拠
は
、
ⅰ
共
犯
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
要
求
で
き
な
い
も
の

か
、
あ
る
い
は
ⅱ
共
犯
の
場
合
に
要
求
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
が
、
不
作
為
犯
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
と
し
て
は
不
十
分
な
も
の
の

い
ず
れ
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ⅰ
に
あ
た
る
の
は
、
不
作
為
と
作
為
と
の
同
価
値
性
と
い
う
論
拠
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
作
為
犯
の
場
合
に
は
因
果
経
過
に
対
す
る
支

配
が
必
要
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
価
値
で
あ
る
不
真
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
も
「
不
作
為
者
が
結
果
へ
と
向
か
う
因
果
の
流
れ
を
掌
中
に

収
め
て
い
た
こ
と
」
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
犯
に
は
こ
の
よ
う
な
要
件
は
必
要
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
通
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常
の
作
為
に
よ
る
共
犯
で
あ
っ
て
も
、
作
為
正
犯
者
を
介
し
て
結
果
を
実
現
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、

因
果
の
流
れ
を
掌
中
に
収
め
て
」

は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
同
価
値
で
あ
る
べ
き
（
不
真
正
）
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
も
そ
の
よ
う
な
要
件
は
不
要
と
解
す

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
排
他
的
支
配
を
こ
う
し
た
観
点
か
ら
要
求
す
る
代
表
的
な
論
者
で
あ
る
佐
伯
教
授
も
、
複
数
人
が
意
思

疎
通
の
下
で
救
助
行
為
を
怠
っ
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
者
全
員
に
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
可
能
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共

犯
の
一
種
で
あ
る
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
、
単
独
正
犯
を
念
頭
に
置
い
た
「
排
他
」
性
は
必
要
な
い
こ
と
を
論
者
自
身
も
認
め
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

不
作
為
と
結
果
惹
起
の
関
係
の
特
定
」
と
い
う
論
拠
も
ⅰ
に
当
た
る
。
確
か
に
、
不
作
為
単
独
正
犯
の
場
合
に
は
「
他
人

で
は
な
く
ま
さ
に
そ
の
人
こ
そ
が
行
う
べ
き
だ
っ
た
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
排
他
性
」
が
要
求
さ
れ
る
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
当
初
か
ら
複
数
人
の
関
与
が
予
定
さ
れ
て
い
る
共
犯
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
特
定
」
は
、
作
為
犯
の
場
合

も
含
め
、
そ
も
そ
も
要
求
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ⅱ
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
以
下
の
よ
う
な
論
拠
が
あ
り
得
よ
う
。

そ
れ
は
、

排
他
性
」
を
作
為
と
不
作
為
の
同
価
値
性
か
ら
で
は
な
く
、
不
作
為
処
罰
の
例
外
性
か
ら
導
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

行
動
の
自
由
へ
の
制
約
が
大
き
い
不
作
為
の
処
罰
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
も
の
だ
か
ら
、
作
為
に
で
る
こ
と
が
特
別
に
強
く
要
請
さ
れ

る
場
合
、
具
体
的
に
は
、
特
定
の
主
体
が
結
果
回
避
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
結
果
が
発
生
し
て
し
ま
う
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
だ
、
と

い
う
論
拠
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

え
た
上
で
、
さ
ら
に
、
す
で
に
実
行
を
堅
く
決
意
し
て
い
る
者
（
あ
る
い
は
実
際
に
実
行
に
で
て
い

る
作
為
正
犯
者
）
に
は
、
も
は
や
結
果
の
回
避
を
規
範
的
に
期
待
で
き
な
い
と

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に

も
、

不
作
為
者
以
外
に
作
為
正
犯
者
を
阻
止
す
る
者
が
い
な
い
」
状
況
が
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
と

え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に

え
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
で
は
処
罰
範
囲
が
不
当
に
拡
張
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
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疑
問
が
残
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
偶
然
犯
罪
者
の
側
に
い
れ
ば
生
じ
て
し
ま
う
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
犯
行
の
不
阻
止
が
義
務

づ
け
ら
れ
、
当
該
犯
罪
の
共
犯
者
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
自
由
主
義
の
観
点
か
ら
み
て
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え

ば
、
こ
の
よ
う
に

え
る
と
、
家
屋
所
有
者
が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
犯
人
が
被
害
者
を
連
れ
て
家
屋
内
に
入
り
込
み
、
被
害
者
に
対
し

て
犯
行
を
行
っ
て
い
た
の
を
、
他
に
誰
も
い
な
い
状
況
で
阻
止
し
な
か
っ
た
家
屋
所
有
者
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
に
も
不
当
な
結
論
で
あ
ろ
う
。
か
つ
て
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
家
屋
所
有
者
（
あ
る
い
は
賃
借
人
等

の
占
有
者
）
に
不
作
為
共
犯
を
認
め
て
き
た
ド
イ
ツ
の
判
例
が
、
近
年
で
は
、
不
作
為
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
そ
う
し
た
状
況
だ

け
で
は
足
り
ず
、

住
居
が
特
別
な
性
質
あ
る
い
は
状
態
の
た
め
に
危
険
源
と
し
て
現
れ
る
」
こ
と
を
要
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、

こ
う
し
た
状
況
だ
け
で
は
不
作
為
犯
を
認
め
る
の
に
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
排
他
性
の
み
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
、
行
為
者
の
行
為
と
無
関
係
な
事
情
か
ら
生
じ
た
帰
結
に
対
し
て
も
責

任
を
負
え
と
命
じ
る
こ
と
は
、
別
稿
に
お
い
て
論
じ
た
よ
う
に
、
単
独
正
犯
の
場
合
に
お
い
て
す
ら
、
な
お
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
同
じ
「
排
他
性
」
と
は
い
っ
て
も
、
作
為
正
犯
者
の
犯
罪
行
為
を
介
し
て
い
る
分
、
い
わ
ば
結
果
と
の
結
び
つ
き
が
さ
ら

に
弱
い
不
作
為
共
犯
者
の
場
合
に

排
他
性
」
の
み
を
根
拠
と
し
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
、
よ
り
一
層
強
く
否
定
さ
れ
る

べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
作
為
正
犯
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
不
作
為
者
以
外
に
は
誰
も
い
な
い
状
況
は
、
確
か
に
、
法
益
保
護

の
観
点
か
ら
の
刑
法
に
よ
る
介
入
の
必
要
性
は
基
礎
づ
け
る
が
、
ま
さ
に
当
該
不
作
為
者
こ
そ
が
救
助
を
行
う
べ
き
だ
、
と
い
う
処
罰

の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑶

排
他
的
支
配
を
「
自
ら
設
定
」
し
た
場
合
に
限
定
す
る
見
解

も
っ
と
も
、
以
上
の
点
を

慮
し
て
、
こ
う
し
た
「
排
他
的
支
配
」
を
「
自
ら
設
定
し
た
」
場
合
に
限
っ
て
、
保
障
人
的
地
位
を
認

め
る
見
解
も
あ
る
。
林
幹
人
教
授
の
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
に

え
れ
ば
前
述
し
た
自
宅
内
で
の
犯
行
不
阻
止
の

事
案
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
保
障
人
的
地
位
は
認
め
ら
れ
ず
、
例
え
ば
被
害
者
と
正
犯
者
を
自
宅
内
に
引
き
入
れ
た
と
い
っ
た
事
情
が
必
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要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
引
入
を
伴
う
事
案
に
お
い
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
結
論
の
当
否
は
と
も
か
く
、
一
般
的
に
言
え
ば
、
支
配

を
「
自
ら
設
定
し
た
」
と
い
う
要
件
は
、
こ
と
共
犯
の
場
合
に
は
そ
れ
ほ
ど
有
効
な
限
界
付
け
と
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例

え
ば
、
隣
人
乙
が
日
頃
か
ら
息
子
丙
を
虐
待
し
て
い
た
の
を
知
っ
て
い
た
甲
が
、
隣
家
で
丙
の
悲
鳴
が
す
る
の
を
聞
い
て
、
近
所
に
誰

も
い
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
隣
家
に
か
け
つ
け
た
、
甲
は
乙
の
丙
に
対
す
る
暴
行
を
窓
か
ら
現
認
し
、
そ
れ
を
阻
止
で
き
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
日
頃
か
ら
世
話
に
な
っ
て
い
た
乙
に
遠
慮
し
て
暴
行
を
阻
止
し
な
か
っ
た
た
め
丙
は
死
亡
し
た
、
と
い
う
事
案
を

え
て

み
よ
う
。

こ
の
事
案
に
お
い
て
、
甲
は
乙
宅
に
駆
け
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
意
思
で
「
自
分
以
外
に
作
為
正
犯
者
を
阻
止
す
る
可
能

性
が
あ
る
者
が
い
な
い
」
状
況
を
作
り
出
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
場
合
の
甲
を
不
作
為
に
よ
る
傷
害
致
死
幇
助
と
し
て
処

罰
す
る
の
は
、
他
人
の
子
供
に
対
す
る
配
慮
義
務
を
過
度
に
拡
張
す
る
も
の
で
あ
り
妥
当
で
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
を
処
罰
す
る
の
は

児
童
虐
待
防
止
法
が
、
児
童
虐
待
の
発
見
者
の
通
告
義
務
違
反
に
何
ら
の
罰
則
を
設
け
な
か
っ
た
趣
旨
と
も
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。こ

の
よ
う
に
、

排
他
的
支
配
」
を
「
自
ら
設
定
し
た
」
こ
と
が
共
犯
の
場
合
に
は
さ
ほ
ど
有
効
な
限
定
と
な
ら
な
い
の
は
、
そ
も

そ
も

設
定
」
す
る
対
象
で
あ
る
「
排
他
的
支
配
」
が
単
独
犯
の
場
合
ほ
ど
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
単
独
犯
に
お

い
て
「
排
他
的
支
配
」
を
自
ら
設
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
多
く
の
場
合
、
他
の
者
の
救
助
可
能
性
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
結
果
、
被

害
者
に
対
す
る
法
益
侵
害
の
危
険
が
高
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
共
犯
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
要
求
さ
れ
て
い
る
「
支
配
」

の
内
容
が
、

自
分
以
外
に
正
犯
者
を
阻
止
す
る
者
が
い
な
い
状
況
」
と
、
単
独
犯
の
場
合
よ
り
薄
め
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
右
の
事
例
の
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
自
ら
設
定
し
て
も
法
益
侵
害
の
危
険
が
高
ま
ら
ず
、
不
作
為
者
と
結
果
と
の

結
び
つ
き
が
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
翻
っ
て

え
て
み
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
「
ず
れ
」
は
、
実
は
、
不
作
為
に
よ
る
単
独
正
犯
の
場
合
に
も
生
じ
得
な
い

で
は
な
い
。
例
え
ば
右
の
事
例
を
若
干
修
正
し
、
丙
が
、
乙
に
虐
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
川
で
溺
れ
か
け
て
悲
鳴
を
あ
げ
て
い

た
場
合
、
丙
が
死
ぬ
可
能
性
を
認
識
し
て
か
け
つ
け
た
甲
は
排
他
的
支
配
を
自
ら
設
定
し
た
と
も
言
い
う
る
が
、
危
険
を
高
め
た
と
は

言
い
難
い
。
そ
し
て
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
甲
に
不
作
為
犯
を
認
め
る

え
方
は
、
お
そ
ら
く
一
般
的
で
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
排

他
的
支
配
の
設
定
と
、
危
険
を
高
め
る
よ
う
な
引
き
受
け
と
は
必
ず
し
も
一
対
一
対
応
で
は
な
く
、
そ
し
て
前
者
だ
け
で
保
障
人
的
地

位
を
認
め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
が
、
共
犯
の
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
は
っ
き
り
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⑷

限
定
」
す
る
要
件
と
し
て
の
排
他
的
支
配
領
域
性

も
っ
と
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
不
作
為
共
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
排
他
的
支
配
は
不
要
と
断
ず
る
の
は
、
や
や
早
計
か
も
し
れ
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
処
罰
の
正
当
性
、
許
容
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
要
求
し
、
そ
の
上
さ
ら
に
排
他
的
支
配
を
も
要
求
し
て
処
罰
範
囲

を
限
定
す
る
解
釈
も

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
処
罰
の
正
当
性
、
許
容
性
に
加
え
、
前
述
し
た
よ
う
な
排
他
的
支
配
か
ら

導
か
れ
る
特
別
な
「
処
罰
の
必
要
性
」
を
も
要
求
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
「
排
他
性
」
を
要
求

す
る
と
、
今
度
は
逆
に
、
共
犯
関
係
の
特
質
に
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
な
処
罰
範
囲
の
狭
す
ぎ
る
結
論
が
導
か
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
不
作
為
者
同
士
の
共
同
正
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
場
合
に
問
題
が
生
じ
る
。
例
え
ば
、
甲
乙
が
共
同
し
て
被
害
者

に
暴
行
を
加
え
て
重
傷
を
負
わ
せ
、
被
害
者
の
救
助
可
能
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
殺
意
を
も
っ
て
見
殺
し
に
し
た
場
合
を

え
て
み
よ

う
。
こ
の
場
合
、
甲
乙
は
不
作
為
に
よ
る
殺
人
の
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
裁
判
例
も
あ
る
。
し

か
し
先
程
述
べ
た
よ
う
な
解
釈
か
ら
は
、
こ
の
事
案
で
そ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
事
案
で
は
、

各
人
に
不
真
正
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
が
ま
さ
に
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
一
方
の
行
為
を
「
犯
罪
と
し
て
取
り
除
い
て

、

も
う
一
方
の
排
他
性
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
双
方
と
も
に
「
排
他
性
」
が
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
通
常
の
共
同
正
犯
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
共
同
幇
助
（
教
唆
）
や
、
連
鎖
的
共
犯
の
場
合
に
も
起
こ
り
う

る
。
そ
し
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
関
与
類
型
を
お
よ
そ
認
め
な
い
の
は
、
妥
当
な
解
釈
と
は
い
え
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
事
態
に
鑑
み
る
と
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
の
排
他
的
支
配
を
要
求
す

る
こ
と
も
、
や
は
り
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
節

保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠

総

説

で
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位

こ
れ
は
私
見
を
前
提
と
す
れ
ば
、
不
作
為
の
単
独
正
犯
を
基
礎
づ

け
る
保
障
人
的
地
位
と
一
致
す
る
の
だ
が

は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
来
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
関
す
る
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
を
網
羅
的
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
代
表
的
な
学
説
に
つ
い
て
は
す
で
に
別
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
こ
と
、
本
稿
の
検
討
対
象
が

あ
く
ま
で
正
犯
・
共
犯
論
で
あ
り
、
こ
の
問
題
を
本
格
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
本
稿
の
焦
点
を
あ
い
ま
い
に
し
か
ね
な
い
こ

と
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
基
本
的
に
私
見
を
述
べ
る
に
と
ど
め
、
異
な
る
見
解
に
つ
い
て
は
、
作
為
犯
へ
の
不
作
為

に
よ
る
関
与
に
お
い
て
保
障
人
的
地
位
が
問
題
に
な
る
場
合
を
中
心
に
、
私
見
と
対
比
し
な
が
ら
言
及
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た

い
。

保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
関
す
る
私
見

前
述
し
た
よ
う
に
、
不
作
為
犯
の
処
罰
は
作
為
犯
の
処
罰
よ
り
も
国
民
の
行
動
の
自
由
へ
の
強
度
の
制
約
で
あ
る
。
作
為
犯
の
場
合

に
は
、
結
果
惹
起
行
為
が
禁
止
さ
れ
る
だ
け
で
、
他
に
ど
の
よ
う
な
行
為
に
出
て
も
か
ま
わ
な
い
が
、
不
作
為
犯
の
場
合
に
は
、
特
定
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の
行
為
を
行
う
こ
と
が
命
じ
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
な
し
得
る
他
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ

の
よ
う
な
行
動
の
自
由
へ
の
強
度
の
制
約
を
正
当
化
す
る
た
め
に
、
保
障
人
的
地
位
が
要
求
さ
れ
て
い
る
と

え
ら
れ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
正
当
化
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
行
為
者
が
法
益
が
失
わ
れ
る
危
険
性
を
何
ら
か

の
形
で
高
め
て
い
た
場
合
だ
と
思
わ
れ
る
。
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
人
は
他
人
に
迷
惑
を
か
け
な
い
限
り
何
を
す
る
こ
と
も
自

由
だ
が
、
自
ら
が
危
険
を
作
り
出
し
た
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
自
由
を
部
分
的
に
犠
牲
に
し
て
も
、
自
分
が
作
り
出
し
た
危
険
を
除
去

し
、
法
益
を
保
護
す
る
義
務
を
負
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
髙
教
授
に
代
表
さ
れ
る
先
行
行
為
説
の
基
本
的
発
想
は
、
こ
の
点
に
お

い
て
基
本
的
に
妥
当
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
「
危
険
創
出
」
時
点
で
の
結
果
に
対
す
る
故
意
・
過
失
は
不
要
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。
危
険
創
出
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
処
罰
の
対
象
で
は
な
く
、
そ
こ
に
責
任
主
義
は
妥
当
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
先
行
行
為
説
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
よ
う
な
被
害
者
に
対
す
る
直
接
的
な
危
険
創
出
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
保
障

人
的
地
位
を
認
め
る
の
で
は
処
罰
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
。
現
代
の
複
雑
な
社
会
に
お
い
て
は
、
社
会
的
分
業
が
必
要
と
な
り
、
あ
る
一
定

の
社
会
的
役
割
に
つ
い
て
い
る
者
に
対
し
て
、
放
置
す
れ
ば
法
益
侵
害
に
つ
な
が
り
得
る
脆
弱
な
被
害
者
や
、
放
置
す
れ
ば
法
益
侵
害

を
生
じ
さ
せ
か
ね
な
い
よ
う
な
危
険
物
の
管
理
を
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
、
他
人
は
、
当
該
役
割
を
引
受
け
て
い
る

者
が
法
益
保
護
の
た
め
の
措
置
を
果
た
し
て
く
れ
る
と
信
頼
す
る
こ
と
が
規
範
的
に
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば

社
会
的
分
業
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
当
該
役
割
を
引
受
け
た
者
は
、
彼
が
そ
う
し
た
関

係
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
保
護
措
置
が
行
わ
れ
る
可
能
性
を
奪
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
危
険

源
、
脆
弱
な
者
は
、
積
極
的
な
保
護
措
置
が
採
ら
れ
な
け
れ
ば
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
危
険
な
状
態
に
陥
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

そ
う
し
た
引
受
行
為
は
、
な
お
危
険
を
高
め
る
行
為
と
評
価
し
う
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
場
合
の
危
険
増
加
は
、
直
接
的
な
危
険
創
出
の
場
合
と
は
異
な
り
、
社
会
的
分
業
の
観
点
か
ら
の
価
値
的
評

価
を
介
し
た
、
い
わ
ば
間
接
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
分
業
に
基
づ
く
危
険
に
つ
い
て
は
、
自
由
主
義
の
要
請
か
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ら
、
さ
ら
な
る
限
定
が
付
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
は
、
人
は
い
か
な
る
社
会
的
地
位
を
引
受
け
る

か
に
つ
い
て
の
事
前
の
選
択
の
余
地
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
当
該
地
位
に
自
ら
の
意
思
で
つ
い
た
場
合
、
い
い
か
え
れ
ば

意
識
的
な
引
受
が
あ
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
引
受
に
よ
る
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

以
上
要
す
る
に
、
①
直
接
的
危
険
創
出
行
為
、
②
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
あ
る
い
は
③
危
険
源
に
対
す
る
意
識
的
引
受
の
い
ず
れ
か

一
つ
が
あ
れ
ば
、
正
犯
・
共
犯
に
共
通
の
保
障
人
的
地
位
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
事
例
の
解
決

⑴

保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
に
対
す
る
意
識
的
引
受

次
い
で
、
以
上
の
基
準
を
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
問
題
と
な
る
事
例
群
へ
と
具
体
的
に
適
用
し
て
ゆ
こ
う
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
裁
判

例
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
こ
と
が
比
較
的
多
い
②
か
ら
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

ⅰ

親
子
関
係
お
よ
び
そ
れ
に
準
じ
る
場
合

総

説

こ
う
し
た
引
受
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
典
型
例
は
、
親
の
、
同
居
し
て
い
る
未
成
年
の
子
に
対
す
る
関
係
で
あ

る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
札
幌
高
裁
判
決
に
お
け
る
被
害
者
の
母
親
や
、
大
阪
高
裁
判
決
に
お
け
る
被
害
者
の
父
親
に
つ
い
て
は
、
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
が
肯
定
で
き
る
。
両
判
決
と
も
、
被
告
人
が
被
害
者
と
同
居
し
て
い
る
実
母
、
実
父
で
あ
っ
た
事

案
で
あ
る
が
、
別
居
中
の
子
を
一
時
的
に
預
か
っ
て
い
る
親
の
場
合
に
も
、
そ
の
期
間
は
義
務
を
負
う
べ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
前
述
し

た
法
益
に
対
す
る
引
受
の
観
点
か
ら
は
、
血
縁
関
係
の
有
無
は
重
要
で
な
い
か
ら
、
養
親
や
、
養
子
縁
組
は
し
て
い
な
い
事
実
上
の
保

護
者
に
つ
い
て
も
同
様
に

え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
全
面
的
な
保
護
関
係
が
な
く
、
例
え
ば
小
学
校
教
員
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ

ー
の
よ
う
に
一
時
的
な
引
受
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
者
に
つ
い
て
も
、
そ
の
引
受
の
期
間
・
範
囲
内
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
同
様
に
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え
る
べ
き
で
あ
る
。

二
判
決
の
解
釈
〜
犯
行
の
阻
止
と
結
果
の
回
避

も
っ
と
も
、

に
あ
げ
た
二
つ
の
判
決
は
、
い
ず
れ
も
正
犯
者
が
不
作
為
者
と
無
関
係
な
第
三
者
で
は
な
く
、
不
作
為
者
の
配
偶
者

な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
者
だ
っ
た
事
案
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
札
幌
高
裁
判
決
に
お
い
て
は
、

正
犯
者
の
犯
罪
を
防
止

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
作
為
義
務
」
が
問
題
と
さ
れ
、
ま
た
、
大
阪
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
、
妻
の
犯
行
の
「
阻
止
」
に
言
及
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
判
示
か
ら
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
が
被
害
者
に
対
す
る
保
護
義
務
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
の
で
は
な
く
、

不
作
為
者
と
正
犯
者
と
の
人
的
関
係
か
ら
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
を
導
き
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
と
理

解
す
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
も
し
両
判
決
を
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
時
に
は
、
そ
の
論
理
か
ら
は
、
正
犯
者
と
不
作
為
者
と
の

間
に
こ
う
し
た
人
的
関
係
が
な
い
場
合
に
は
、
保
障
人
的
地
位
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
が
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
必
然
的
な
読
み
方
と
は
い
え
な
い
。
札
幌
高
裁
判
決
は
、
被
害
者
の
「
生
命
・

身
体
の
安
全
の
確
保
」
が
被
告
人
の
み
に
依
存
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
し
、
大
阪
高
裁
判
決
に
お
い
て
も
被
告
人
が
被
害
者
の

「
親
権
者
で
あ
り
実
父
で
」
あ
っ
た
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
示
か
ら
す
れ
ば
、
両
判
決
と
も
、
被
告
人
と
被
害
者
と
の

関
係
か
ら
義
務
が
発
生
し
、
正
犯
者
の
犯
行
阻
止
は
、
そ
の
義
務
の
履
行
方
法
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る

の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
理
論
的
に
は
、
後
者
の
理
解
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
両
判
決
は
い
ず
れ
も
正
犯
者
の
暴
行
に
よ
っ
て
被
害
者
が
極

め
て
重
大
な
傷
害
を
負
い
、
正
犯
者
の
犯
行
終
了
後
、
不
作
為
者
が
被
害
者
を
病
院
に
連
れ
て
行
っ
て
も
、
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が

不
可
能
な
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
し
た
段
階
で
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、
正
犯
者
が
現
場
を
立
ち
去
っ
て
い

た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
も
し
不
作
為
者
に
「
正
犯
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
義
務
」
し
か
な
い
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
正
犯
者
を
阻
止
す
る
こ
と
も
、
さ
ら
に
正
犯
者
に
対
し
て
救
助
行
為
を
要
請
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
か
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ら
、
不
作
為
者
は
何
ら
の
義
務
も
負
わ
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に

え
る
の
は
妥
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
親
が
、
同
居
し
て
い
る
未
成
年
の
子
が
事
故
に
よ
っ
て
重
傷
を
負
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
殺
意
を
も
っ
て
病
院
に
連
れ
て
行
く
等
の
保
護
措
置
を
採
ら
ず
に
放
置
し
、
そ
の
結
果
子
が
死
亡
し
た
場
合
に
は
、

不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
見
解
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
と
子
が
作
為
正
犯
者
に
よ
っ
て
重
傷

を
負
わ
さ
れ
た
場
合
と
で
は
、
親
の
不
作
為
の
時
点
に
着
目
す
れ
ば
、
状
況
お
よ
び
親
が
な
す
べ
き
こ
と
は
全
く
異
な
ら
な
い
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
後
者
の
場
合
に
も
、
親
は
な
お
結
果
を
回
避
す
る
義
務
を
も
負
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く

た
め
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
場
合
に
親
が
子
に
対
し
て
負
う
義
務
に
は
、

犯
罪
阻
止
義
務
」
ば
か
り
で
な
く
、
子
に
対
す
る
関
係
で

の
法
益
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
基
づ
く
結
果
回
避
義
務
も
含
ま
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
正
犯
者
の
行
為
終
了

後
に
も
は
や
結
果
回
避
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
後
者
の
義
務
は
履
行
不
可
能
だ
か
ら
、
結
果
的
に
「
犯
行
阻
止
」
の
み
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に

え
る
と
き
に
は
、
こ
う
し
た
事
案
で
は
、
親
等
は
被
害
者
と
の
関
係
を
根
拠
に
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
不

作
為
者
と
正
犯
者
と
の
人
的
関
係
は
保
障
人
的
地
位
の
要
件
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
人
的
関
係
が
犯
罪
の
成
否

を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
全
く
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
正
犯
者
が
親
（
不
作
為
者
）
と
人
的
関
係
の
な
い

赤
の
他
人
の
場
合
、
親
が
そ
の
犯
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
、
実
際
上
困
難
な
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
凶
器
を
持
っ
た
見
ず
知
ら
ず
の

殺
人
犯
の
行
為
を
阻
止
す
る
こ
と
は
、
通
常
、
き
わ
め
て
困
難
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
後
述
す
る
作
為
可
能
性
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
不
作
為
者
と
正
犯
者
と
の
間
に
密
接
な
人
的
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、

説
得
等
が
可
能
な
場
合
が
多
く
、
ま
た
、
暴
行
を
ふ
る
わ
れ
た
と
し
て
も
手
加
減
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
、
作
為
可
能
性
が
肯
定

さ
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
親
が
未
成
年
の
子
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
無
関
係
な
第
三
者
の
犯
行
を
阻
止
し
な
か
っ

た
、
と
い
う
不
作
為
に
よ
る
幇
助
に
関
す
る
教
室
設
例
の
最
も
代
表
的
な
も
の
が
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
登
場
し
て
い
な
い
の
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は
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
も
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

ⅱ

同
居
の
配
偶
者
や
親
に
対
す
る
義
務

以
上
の
ⅰ
で
述
べ
た
議
論
は
、
不
作
為
者
が
、
老
齢
や
病
気
等
の
た
め
に
自
分
の
身
を
守
る
こ
と
が
困
難
な
親
、
配
偶
者
と
同
居
し

て
い
る
場
合
や
、
そ
の
保
護
を
一
定
期
間
引
き
受
け
て
い
る
場
合
に
も
、
基
本
的
に
妥
当
す
る
。
で
は
、
そ
れ
以
外
の
親
族
関
係
の
場

合
、
具
体
的
に
は
健
康
で
何
も
な
け
れ
ば
自
力
で
生
活
で
き
る
よ
う
な
親
、
配
偶
者
等
が
、
第
三
者
の
犯
罪
行
為
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
場
合
、
被
害
者
も
成
人
で
あ
り
、
通
常
の
状
態
で
は
「
脆
弱
」
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
わ
け
財
産
関

係
に
つ
い
て
は
、
成
年
後
見
に
付
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
別
と
し
て
、
各
人
が
自
立
し
た
取
引
主
体
な
の
だ
か
ら
、
特
定
の
財
産

の
管
理
、
処
分
に
つ
い
て
委
託
を
受
け
て
い
る
よ
う
な
場
合
を
除
き
、
保
護
義
務
を
認
め
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
妻
が
詐

欺
に
遭
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
阻
止
し
な
い
夫
が
詐
欺
幇
助
と
な
る
と
い
う
の
は
行
き
過
ぎ
だ
ろ
う
。

し
か
し
親
や
配
偶
者
が
、
生
命
、
身
体
、
自
由
に
対
す
る
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
が
、
そ
の
危
険
と
の
関
係
で
は
回
避

能
力
に
乏
し
い
場
合
に
は
保
護
義
務
を
認
め
る
べ
き
こ
と
も
あ
り
え
な
い
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
被
害

者
は
当
該
危
険
と
の
関
係
で
は
な
お
「
脆
弱
」
と
い
え
、
そ
う
し
た
被
害
者
と
密
接
な
人
的
関
係
に
立
ち
、
同
居
等
に
よ
っ
て
相
互
的

配
慮
を
引
き
受
け
て
い
る
者
に
は
、
保
護
の
引
き
受
け
が
あ
る
と
な
お
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
ⅰ
の
場
合
以
上
に
犯
行
阻
止
が
困
難
で
あ
り
、
作
為
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
だ
ろ

う
。
別
の
成
人
が
立
ち
向
か
え
な
い
危
険
に
対
し
て
、
不
作
為
者
だ
け
が
立
ち
向
か
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
第
五
章
で
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
理
論
的
に
は
、
こ
の
点
が
満
た

さ
れ
て
い
る
限
り
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
可
能
性
は
否
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ⅲ

財
産
的
保
護
義
務
を
基
礎
づ
け
る
引
受
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総

説

わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
不
作
為
に
よ
る
幇
助
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
も
う
一
つ
の
重
要
な
類
型
と
し
て
、
職
業
上
の
地
位
等
に

基
づ
い
て
、
財
産
管
理
の
引
受
を
行
っ
て
い
る
者
の
保
護
義
務
の
存
否
が
争
わ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
類
型
に
つ
い
て
は
、
基
本
的

に
以
下
の
よ
う
に

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

資
本
主
義
社
会
の
発
展
と
、
経
済
取
引
の
拡
大
に
伴
っ
て
、
特
定
の
個
人
が
自
己
の
有
す
る
財
産
を
す
べ
て
管
理
し
、
そ
れ
を
用
い

て
取
引
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
。
こ
の
た
め
人
は
別
人
を
信
頼
し
て
財
産
管
理
を
委
託
し
、
あ
る
い
は
そ
の
運
用
を
ゆ
だ
ね
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
財
産
管
理
、
運
用
の
委
託
は
、
経
済
取
引
の
円
滑
化
と
そ
の
空
間
的
拡
張
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
制
度

で
あ
り
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
他
人
に
財
産
を
ゆ
だ
ね
た
場
合
に
は
、
委
託
者
は
受
託
者
を
信
頼
し

て
、
本
来
自
ら
が
財
産
を
管
理
し
て
い
れ
ば
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
保
護
措
置
を
採
ら
な
い
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば

委
託
の
意
味
が
な
く
な
り
、
経
済
取
引
の
円
滑
化
は
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
委
託
者
が
財
産
の
保
護

を
行
わ
な
い
場
合
、
受
託
者
が
保
護
措
置
を
行
わ
な
い
限
り
法
益
は
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
関
係
を
意
識
的
に
引
き
受
け
て
い
る
受
託
者
に
は
、
財
産
的
保
護
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
。こ

う
し
た
義
務
は
、
財
産
に
対
す
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
生
じ
る
。
そ
し
て
、
財
産
に
対
す
る
法
律
関
係
は
、
基
本
的
に
民
法
を

は
じ
め
と
す
る
私
法
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
義
務
の
範
囲
も
基
本
的
に
契
約
と
そ
の
解
釈
等
か
ら
導
か
れ
る
私
法

上
の
義
務
の
範
囲
ま
で
認
め
ら
れ
、
ま
た
そ
の
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
私
法
上
の
義
務
と
刑
法
上
の
義
務

と
は
一
般
的
に
は
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
財
産
保
護
義
務
に
関
し
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
義
務
の
構
造
か
ら
、
義

務
の
発
生
根
拠
自
体
は
事
実
上
一
致
す
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
刑
法
に
お
い
て
は
故
意
犯
処
罰
の
原
則
が
妥
当
す

る
し
、
作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
も
、
民
事
の
場
合
よ
り
は
厳
格
に
認
定
さ
れ
る
か
ら
、
実
際
上
は
、
処
罰
さ
れ
る
場
合
の
方
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が
民
法
上
の
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
よ
り
も
狭
く
は
な
る
が
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
異
な
る
方
向
か
ら
の
批
判
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
処
罰
範
囲
を
広
げ
る
方
向
の
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
契
約
が
法
的
に
は
無
効
で
あ
っ
た
が
、
受
託
者
が
事
実
上
そ
の
任
務
を
引
き
受
け
て
い
た
場
合
に
関
し
て
は

義
務
を
認
め
る
べ
き
だ
、
と
の
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
私
法
上
も
、
事
務
管
理
（
民
法
六
九
七
条
）
等
に

基
づ
き
、
管
理
者
は
本
人
に
対
し
て
義
務
を
負
う
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

逆
に
、
処
罰
範
囲
を
狭
め
る
方
向
か
ら
の
批
判
も
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
神
山
教
授
は
、
顕
在
的
あ
る
い
は
潜
在
的
な
依
存
関
係
が

保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
し
、
契
約
関
係
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
に
足
り
ず
、

実
際
に
契
約
内
容
を
引
き
受
け
た
状
態
に
至
っ
て
は
じ
め
て
保
障
人
義
務
を
認
め
ら
れ
る
。
確
か
に
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
単
独
正
犯

の
場
合
な
ど
を
念
頭
に
置
く
と
き
は
、
単
な
る
契
約
関
係
の
存
在
だ
け
で
は
保
障
人
的
地
位
を
認
め
な
い
の
が
妥
当
な
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
な
印
象
は
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
、

排
他
的
支
配
」
を
欠
く
た
め
単
独
正
犯
に
当
た
ら
ず
し
か
も
共
犯
の
成
立

要
件
も
満
た
さ
れ
て
い
な
い
、
被
害
者
が
他
者
の
庇
護
下
に
あ
る
た
め
契
約
そ
れ
自
体
が
危
険
性
を
高
め
る
も
の
で
な
い
、
故
意
過
失

や
作
為
可
能
性
を
欠
く
、
と
い
っ
た
不
作
為
犯
を
基
礎
づ
け
る
他
の
要
件
が
存
在
し
な
い
事
案
が
事
実
上
多
い
こ
と
に
由
来
す
る
に
過

ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
点
に
問
題
が
な
い
場
合
に
は
、
契
約
関
係
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
者

に
「
事
実
上
の
」
引
き
受
け
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
て
も
問
題
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
質
的
に
見
て
も
、
契

約
を
締
結
し
て
そ
の
履
行
に
い
つ
ま
で
も
着
手
せ
ず
、
契
約
内
容
を
引
き
受
け
な
い
者
が
、
契
約
内
容
を
直
ち
に
引
き
受
け
た
者
よ
り

も
有
利
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。

現
に
神
山
教
授
も
、
救
急
医
が
電
話
往
診
を
頼
ま
れ
た
が
、
電
話
で
診
断
す
る
に
と
ど
め
、
そ
の
診
断
が
誤
っ
て
い
た
た
め
被
害
者

が
死
亡
し
た
事
案
で
は
、

事
実
上
の
引
き
受
け
」
状
態
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
事
案
で
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
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あ
る
が
、
こ
れ
を
「
事
実
上
の
」
引
き
受
け
と
い
う
の
は
困
難
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
う
「
事
実
上
」
の
概
念
は
、
ほ
と
ん
ど
無
内
容
な

も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

具
体
的
事
例
の
解
決

で
は
以
上
の
よ
う
な
基
準
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
事
案
は
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
具
体

的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

わ
が
国
に
お
い
て
こ
う
し
た
類
型
の
義
務
が
問
題
と
さ
れ
た
最
初
の
裁
判
例
は
、
保
険
会
社
の
代
理
店
主
Ｘ
と
外
務
員
Ｙ
が
詐
欺
幇

助
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
大
審
院
判
決
で
あ
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
Ｘ
Ｙ
は
、

医
師
で
あ
る
）
Ｚ
が
保
険
契
約
の
締
結
が
不
可
能
な
病

気
に
か
か
っ
て
い
る
妻
Ａ
に
つ
い
て
、
他
の
診
察
医
の
（
Ｚ
に
だ
ま
さ
れ
て
ほ
ぼ
無
検
査
で
作
成
し
た
）
Ａ
が
健
康
で
あ
る
旨
の
虚
偽
の

診
断
書
を
添
付
し
て
保
険
契
約
の
申
し
込
み
を
し
た
の
を
、
情
を
知
っ
て
取
り
次
ぎ
、
Ｚ
と
保
険
会
社
間
に
保
険
契
約
を
成
立
さ
せ
た

（
そ
の
後
保
険
金
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
）
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
案
に
お
い
て
Ｘ
Ｙ
は
、
保
険
会
社
の
財
産
全
般
を
保
護
す
る
義
務

は
負
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
彼
ら
は
保
険
会
社
の
業
務
を
拡
張
す
る
た
め
に
契
約
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
担
当
す
る
顧

客
と
保
険
会
社
と
の
契
約
締
結
に
つ
い
て
は
、
善
管
注
意
義
務
を
も
っ
て
保
険
会
社
に
損
害
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う
べ
き

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
Ｘ
Ｙ
に
は
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
財
産
管
理
義
務
に
違
反
し
て
会
社
に
損
害
を
与
え
た

こ
と
を
根
拠
に
、
作
為
義
務
違
反
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
工
場
の
倉
庫
係
と
し
て
チ
ー
ズ
の
数
量
の
点
検
、
帳
簿
記
入
の
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
被
告
人
が
、
同
僚
か
ら
「
チ
ー
ズ
の

計
算
を
一
俵
不
正
に
誤
魔
化
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
い
わ
れ
た
の
に
対
し
、
暗
黙
の
承
諾
を
与
え
、
同
僚
の
窃
盗
を
阻
止
せ
ず
、
さ
ら

に
、
後
日
チ
ー
ズ
処
分
代
金
の
一
部
を
受
け
取
っ
た
事
案
で
、
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
窃
盗
幇
助
を
認
め
た
高
裁
判
例
が
あ
る
が
、

こ
の
事
案
も
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
事
案
は
、
い
ず
れ
も
行
為
者
が
職
業
上
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
で
あ
っ
た
。
し
か
し
職
業
に
つ
い
て
い
る
こ
と
が
、
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こ
の
よ
う
な
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
必
要
条
件
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
下
級
審
判
例
に
は
、
隣
地
に
つ
い
て

地
主
か
ら
一
時
使
用
を
認
め
ら
れ
、
買
い
手
や
借
り
主
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
が
あ
れ
ば
通
知
し
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
て
い
た
被

告
人
が
、
正
犯
者
か
ら
の
ト
タ
ン
屋
根
の
小
屋
を
建
て
自
動
車
置
き
場
と
し
て
使
用
さ
せ
て
欲
し
い
と
の
申
し
出
を
承
認
し
て
、
正
犯

者
に
よ
る
使
用
を
許
可
し
、
謝
礼
を
受
領
し
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
が
さ
ら
に
本
格
的
な
工
場
を
建
設
し
て
不
動
産
を
侵
奪
し
た
、
被
告

人
は
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
正
犯
者
の
工
場
建
設
を
阻
止
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
案
で
、
被
告
人
に
不
作
為
に
よ
る
不
動
産
侵
奪
幇
助

を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
被
告
人
は
土
地
の
管
理
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
民
法
的
に
は
準
委
任
契
約
が

認
め
ら
れ
る
か
、
仮
に
そ
う
で
な
く
と
も
、
事
務
管
理
に
基
づ
い
て
土
地
の
管
理
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
同
判
決
に
よ

れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
被
害
者
と
被
告
人
と
の
間
に
「
信
頼
関
係
」
が
生
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
保
障
人
的
地

位
を
認
め
る
こ
と
は
十
分
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
述
し
た
甲
店
に
対
す
る
強
盗
の
計
画
を
知
っ
た
甲
と
同
一
経
営
者
の
経
営
す
る
別
店
舗
乙
の
店
長
Ｘ
が
、
甲
店
に

保
管
さ
れ
て
い
た
売
上
金
を
保
護
す
る
措
置
を
採
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
判
決
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
判
決
と

同
様
、
Ｘ
の
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
判
決
が
詳
細
に
認
定
し
た
よ
う
に
、
①
「
Ｘ
は
乙
の
業
務
全
般
に
関
与
す

る
者
と
し
て
（
同
店
の
売
上
金
を
）
乙
の
金
庫
内
に
保
管
し
、
そ
れ
を
一
定
期
間
ご
と
に
本
社
に
納
入
す
る
職
務
を
負
っ
て
い
た
が

…
…
納
入
の
具
体
的
方
法
は
、
本
社
か
ら
集
金
に
来
る
前
日
に
、
右
売
上
金
を
乙
の
金
庫
か
ら
…
…
甲
の
金
庫
に
運
ん
で
納
め
て
お

き
、
そ
の
後
は
…
…
本
社
社
員
が
…
…
収
集
し
て
本
社
に
運
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
…
…
Ｘ
が
甲
の
金
庫
に
移
し
て
納
め
た
乙
の
売

上
金
に
つ
い
て
…
…
収
集
、
本
社
へ
の
搬
送
に
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
以
上
、
本
件
金
銭
に
つ
い
て
は
、

Ｘ
の
職
務
の
対
象

か
ら
離
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
…
…
保
護
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
こ
れ
に
加

え
て
、
②
「
現
実
に
奪
取
さ
れ
た
売
上
金
は
甲
そ
の
他
店
舗
の
売
上
金
で
あ
っ
て
、
乙
の
売
上
金
は
含
ま
れ
て
い
な
い
…
…
Ｘ
は
職
務

と
し
て
甲
の
売
上
金
に
な
ん
ら
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
同
被
告
人
の
職
場
で
あ
る
乙
で
の
職
務
を
前

236

立教法学 第65号（2004)



提
に
、
本
件
犯
行
に
関
す
る
前
記
保
護
義
務
の
存
否
を
検
討
す
る
こ
と
自
体
、
正
鵠
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
も
い
る

（
丸
数
字
は
筆
者

。
確
か
に
、
②
の
よ
う
な
事
情
も
備
わ
れ
ば
、
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
べ
き
だ
と
の
感
覚
は
一
層
強
く
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
理
論
的
に
は
、
強
取
さ
れ
た
金
銭
に
乙
の
売
上
金
が
含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
①
の
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
で
保

障
人
的
地
位
を
否
定
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

不
法
領
得
の
意
思
と
の
関
係

も
っ
と
も
、
作
為
正
犯
者
が
財
産
犯
を
行
っ
た
場
合
、
不
作
為
者
の
罪
責
を

え
る
に
当
た
っ
て
は
、
さ
ら
に
、
以
下
の
二
点
を

慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

一
つ
は
、
不
作
為
者
の
不
法
領
得
の
意
思
の
存
否
で
あ
る
。
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
不
法
領
得
の
意
思
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
排
除

意
思
に
関
し
て
は
、
共
犯
者
は
、
正
犯
者
に
そ
の
意
思
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
足
り
る
が
、
い
わ
ゆ
る
利
用
処
分

意
思
に
関
し
て
は
、
そ
れ
を
利
欲
犯
的
性
格
を
基
礎
づ
け
る
責
任
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
多
数
説
の
立
場
を
前
提
と
す
る
限
り
、
不

作
為
者
自
ら
そ
の
意
思
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
前
述
し
た
高
松
高
判
や
大
阪
地
判
の
事
案
の
よ
う
に
、
不
作
為
者
が
後

日
犯
行
の
分
け
前
に
あ
ず
か
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
不
作
為
者
に
行
為
時
に
も
自
己
領
得
の
意
思
が
あ
っ
た
と
推
認
し
や
す
い
の
で
、

こ
れ
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
具
体
的
な
利
益
収
受
が
な
く
と
も
、
正
犯
者
と
不
作
為
者
と
の
間
に

個
人
的
な
つ
な
が
り
が
あ
る
場
合
に
は
、
領
得
意
思
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
前
述
し
た
大
審
院
の
詐
欺
幇
助
の
事
案
に

お
け
る
Ｘ
Ｙ
に
つ
い
て
、
判
決
文
か
ら
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
不
法
領
得
の
意
思
を
認

め
る
余
地
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
全
く
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
者
に
は
、
器
物
損
壊

罪
あ
る
い
は
背
任
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
。

正
犯
者
に
成
立
す
る
犯
罪
と
保
障
人
に
成
立
す
る
犯
罪

も
う
一
つ
は
、
わ
が
国
の
刑
法
典
が
財
産
犯
を
い
く
つ
か
の
異
な
る
構
成
要
件
に
書
き
分
け
て
規
定
し
て
い
る
た
め
、
不
作
為
者
に
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被
害
者
の
財
産
を
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
そ
の
罪
責
が
直
ち
に
決
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
理
論
的
に
は
財
産
犯
に
特
有
の
問
題
で
は
な
い
が
、
実
際
上
は
財
産
犯
に
お
い
て
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
、

こ
こ
で
論
じ
る
こ
と
と
し
よ
う
。

こ
の
問
題
は
、
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
へ
の
関
与
を
原
則
と
し
て
正
犯
と
し
て
い
た
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
に
お
い
て
は
切
実
に

意
識
さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
彼
は
、
不
作
為
と
作
為
の
異
質
性
を
説
き
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
作
為
犯
を
前

提
と
し
た
正
犯
・
共
犯
論
は
妥
当
せ
ず
、
保
障
人
が
自
然
力
に
よ
る
法
益
侵
害
を
阻
止
し
な
い
の
も
、
他
人
の
作
為
に
よ
る
犯
罪
行
為

に
よ
る
法
益
侵
害
を
阻
止
し
な
い
の
も
同
等
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
そ
の
よ
う
に

え
れ
ば
、
確
か
に
、
不
作
為
者
の
罪
責

は
作
為
正
犯
者
の
罪
責
に
「
従
属
」
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
前
提
か
ら
彼
は
、
通
説
を
批
判
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ

た
。
通
説
は
、
女
中
が
、
女
主
人
の
ダ
イ
ヤ
の
ブ
ロ
ー
チ
を
職
人
が
持
ち
出
す
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
彼
女
に
窃
盗
幇
助
を

認
め
、
子
供
が
そ
れ
を
壊
す
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
器
物
損
壊
幇
助
を
認
め
、
泥
棒
カ
サ
サ
ギ
に
よ
っ
て
持
ち
出
さ
れ
る
の

を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
不
可
罰
と
す
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
も
女
中
に
は
被
害
者
の
財
産
を
保
護
す
る
義
務
が
課
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
違
反
が
あ
る
点
で
は
同
じ
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
相
違
が
生
じ
て
し
ま
う
の
は
満
足
の
い
く
結
論
で
は
な
い
、

と
。確

か
に
、
保
障
人
が
自
然
力
に
よ
る
侵
害
を
阻
止
し
な
い
場
合
も
人
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
し
な
い
場
合
も
、
基
本
的
に
同
様
の
評
価

に
服
す
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
前
提
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
差
違
が
不
当
だ
と
い
う
の
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
な
彼
の
問
題
意
識
が
、
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
い
。
ロ
ク
シ

ン
の
よ
う
に
不
作
為
に
よ
る
関
与
を
原
則
と
し
て
正
犯
と
す
る
見
解
も
含
め
、
ド
イ
ツ
の
圧
倒
的
な
多
数
説
は
、
領
得
罪
に
お
い
て

は
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
に
は
「
領
得
」
が
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
不
作
為
者
を
幇
助
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
の
多
数
説

は
、
幇
助
に
つ
い
て
は
「
従
属
性
」
を
強
調
し
、
幇
助
者
の
故
意
が
及
ぶ
範
囲
で
は
正
犯
者
の
行
為
が
帰
属
さ
れ
る
と

え
て
い
る
。
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こ
の
た
め
（
不
作
為
者
に
錯
誤
が
な
い
限
り
）
不
作
為
者
に
は
、
作
為
者
が
実
現
し
た
犯
罪
の
幇
助
が
成
立
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
と

さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
場
合
に
共
犯
者
の
罪
名
が
正
犯
者
の
罪
名
に
従
属
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
自
説
の
論
拠

と
し
て
、
原
則
幇
助
説
を
論
証
す
る
見
解
す
ら
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
一
理
あ
る
。
確
か
に
、
被
害
者
の
財
産
を
保
護
す
べ
き
立
場
に
あ
る
者
が
、
被
害
者
の
財
産
が
詐
欺
に
よ
っ

て
侵
害
さ
れ
る
の
を
放
置
し
て
い
た
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
幇
助
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
が
窃
盗
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
の

を
放
置
し
て
い
た
場
合
に
は
、
窃
盗
の
幇
助
が
成
立
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
で
も
共
犯
の
従
属
性
の
観

点
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
の
よ
う
に
共
犯
の
従
属
性
を
強
調
し
て
、
不
作
為
者
に
作
為
正
犯
者
と
同
一
罪
名
の
犯
罪
を
認
め
る
と
、
不
作

為
者
の
罪
責
が
不
当
に
重
く
な
る
場
合
が
生
じ
か
ね
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
東
京
高
裁
平
成
一
一
年
判
決
の
事

案
を
若
干
修
正
し
、
盗
ま
れ
た
金
銭
が
被
告
人
の
管
理
下
に
お
か
れ
て
い
た
場
合
を

え
て
み
よ
う
。
こ
の
場
合
、
確
か
に
被
告
人
は

店
の
財
産
を
管
理
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
は
い
る
が
、
暴
行
を
加
え
ら
れ
た
店
員
の
身
体
の
安
全
を
保
護
す
べ
き
立
場
に
あ
る
と
は
言

い
難
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
被
告
人
に
窃
盗
幇
助
が
成
立
す
る
こ
と
は
問
題
な
い
と
し
て
も
、
強
盗
致
傷
幇
助
ま
で
成
立
す
る
の
は

行
き
す
ぎ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
例
え
ば
、
正
犯
者
が
当
初
窃
盗
を
行
っ
た
が
、
警
察
官
に
追
わ
れ
た
た
め
、
逮
捕
を
免
れ
よ
う
と
し
て
暴
行
を
加
え
、
警

察
官
を
死
亡
さ
せ
た
、
と
い
っ
た
事
後
強
盗
殺
人
罪
の
場
合
を

え
れ
ば
、
こ
の
問
題
点
は
よ
り
一
層
鮮
明
と
な
る
。
こ
う
し
た
場
合

に
保
障
人
が
（
た
と
え
、
強
盗
が
行
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
未
必
的
認
識
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も

、
強
盗
致
死
罪
の
幇
助
と
し
て

処
罰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
の
わ
が
国
で
は
、
例
え
ば
、
共
犯
と
錯
誤
や
承
継
的
共
犯
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い

て
、
罪
名
従
属
性
の
形
式
的
な
強
調
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
理
解
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
そ
の
点
が
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
は
以
下
の
よ
う
に
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者

自
身
が
保
障
人
的
地
位
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
保
障
人
的
地
位
の
存
否
は
、
各
法
益
毎
に
個
別
的
に
検
討
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
強
盗
罪
や
、
強
盗
殺
人
罪
に
お
い
て
は
、
財
産
的
法
益
の
侵
害
の
他
に
、
被
害
者
の
生
命
、
身
体
の
安
全

も
保
護
法
益
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
財
産
を
保
護
す
る
義
務
の
み
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
法
益
を
保
護
す
る
義
務
を
も
負

っ
て
い
る
者
で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
れ
ら
の
罪
の
（
不
作
為
に
よ
る
）
共
犯
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
害
者
か
ら

警
備
を
委
託
さ
れ
た
警
備
員
の
場
合
に
は
、
被
害
者
に
対
す
る
単
な
る
財
産
的
利
益
の
保
護
の
み
な
ら
ず
、
被
害
者
側
の
人
間
の
生

命
、
身
体
等
の
安
全
の
保
護
も
あ
わ
せ
引
き
受
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
者
が
、
強
盗
、
強
盗
殺
人
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
不

作
為
者
に
は
、
被
害
者
の
生
命
、
身
体
の
安
全
を
保
護
す
べ
き
義
務
の
違
反
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性

が
肯
定
さ
れ
る
限
り
、
強
盗
、
強
盗
殺
人
（
致
死
）
の
幇
助
と
な
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
単
な
る
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
場

合
に
よ
っ
て
は
財
産
的
利
益
に
つ
い
て
の
保
護
義
務
ま
で
は
認
め
ら
れ
て
も
、
被
害
者
側
の
人
間
の
生
命
、
身
体
の
安
全
を
保
護
す
る

義
務
ま
で
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
う
し
た
場
合
に
は
（
不
法
領
得
の
意
思
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で
）
窃
盗
幇
助
に
と
ど

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
述
し
た
詐
欺
と
窃
盗
は
、
法
益
侵
害
の
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
た
だ
単
に
、
そ
の
侵
害
態
様
が
異
な
る
に
過
ぎ

な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
作
為
者
は
、
作
為
者
が
実
現
し
た
法
益
侵
害
を
阻
止
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
作

為
者
が
実
現
し
た
罪
の
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
同
一
法
益
侵
害
に
対
す
る
一
般
的
な
危
険
性
の
程
度
が
異
な
っ

て
い
る
た
め
に
構
成
要
件
が
異
な
る
場
合
に
も
、
同
じ
よ
う
に

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
財
産
犯
で
は
な
い
が
、
保
障
人
が

被
害
者
の
身
体
の
安
全
を
保
護
す
べ
き
義
務
を
負
っ
て
い
る
場
合
に
、
正
犯
者
が
暴
力
行
為
等
処
罰
法
の
加
重
傷
害
を
行
っ
た
場
合
に

は
、
不
作
為
者
に
は
、
通
常
の
傷
害
幇
助
で
は
な
く
、
加
重
傷
害
幇
助
が
成
立
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

ⅳ

そ
の
他
の
場
合
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こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
、
引
き
受
け
ら
れ
た
法
益
が
よ
り
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
も
基
本
的
に
あ
て
は
ま
る
。
例
え
ば
、

わ
が
国
の
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
は
、
町
議
会
議
員
選
挙
の
際
に
、
町
長
で
選
挙
長
で
あ
る
被
告
人
Ｘ
が
、
投
票
所
に
お
い

て
、
Ｙ
が
中
風
に
罹
患
し
て
い
る
Ａ
の
依
頼
に
応
じ
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
投
票
用
紙
に
代
書
し
た
の
を
目
撃
し
な
が
ら
制
止
し
な

か
っ
た
場
合
に
、
Ｘ
に
選
挙
干
渉
罪
の
幇
助
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
選
挙
長
の
地
位
を
意
識
的
に
引
き
受
け
た
こ

と
を
、
選
挙
の
公
正
と
い
う
抽
象
的
な
法
益
に
対
す
る
引
き
受
け
行
為
と
見
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
、
有
罪
と
し
た
結
論
は
支
持
さ
れ

る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た
、
環
境
問
題
を
担
当
す
る
公
務
員
が
環
境
犯
罪
を
現
認
し
な
が
ら
放
置
し
た
場
合
の
よ
う

に
、
公
務
員
の
職
責
上
の
所
轄
事
項
に
関
す
る
犯
罪
の
不
阻
止
や
、
さ
ら
に
警
察
官
に
よ
る
犯
罪
一
般
の
不
阻
止
に
関
し
て
も
、
基
本

的
に
同
様
の
視
点
か
ら
、

地
位
の
引
き
受
け
」
の
存
否
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
従
来
犯
罪

阻
止
義
務
と
い
う
枠
組
み
で
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
も
⑷
に
お
い
て
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

⑵

危
険
源
管
理
の
引
き
受
け

ⅰ

総
説
、
他
の
類
型
と
の
関
係

次
い
で
、
危
険
源
管
理
義
務
に
検
討
を
加
え
る
。
行
為
者
が
危
険
源
の
管
理
を
自
ら
の
意
思
で
引
き
受
け
、
そ
の
危
険
源
か
ら
の
危

険
の
発
生
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
管
理
を
怠
り
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
危
険
が
結
果
に
実
現

し
た
場
合
に
、
こ
の
義
務
の
違
反
を
根
拠
と
し
た
不
作
為
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
義
務
は
、
後
述
す
る
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
と
境
を
接
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
事
案
に
お
け
る
両
者
の
限
界
に

は
あ
い
ま
い
な
部
分
が
残
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
本
稿
で
は
、
議
論
の
整
理
の
た
め
、
さ
し
あ
た
り
、
行
為
者
の
故
意
不
作
為
の
時

点
で
、
危
険
源
あ
る
い
は
作
出
さ
れ
た
危
険
状
態
が
、
い
ま
だ
行
為
者
の
支
配
領
域
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
（
危
険
源
管
理
義
務

、

そ
れ
と
も
す
で
に
被
害
者
ま
た
は
第
三
者
の
支
配
領
域
内
に
移
転
し
て
い
た
か
（
危
険
創
出
行
為
）
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
区
別
し
て
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お
く
こ
と
と
し
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
私
は
両
者
を
連
続
的
に
理
解
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
さ
ほ
ど
の
意
味
を
持
た

な
い
が
、
危
険
源
管
理
義
務
は
認
め
る
が
、
先
行
行
為
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
を
否
定
す
る
論
者
に
と
っ
て
は
、
こ
の
点
は

重
要
な
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
者
が
以
上
の
よ
う
な
基
準
を
採
用
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
も
さ
し
あ
た
り
、
そ
う
し
た

基
準
に
従
っ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

ⅱ

法
禁
物
持
ち
出
し
不
阻
止

こ
の
義
務
を
以
上
の
よ
う
に
定
義
し
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
義
務
の
違
反
を
根
拠
と
し
て
、
不
作

為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

ま
ず
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
、
Ｘ
が
、
自
己
所
有
の
登
録
済
刀
剣
を
配
下
Ｙ
が
不
法
に
持
ち
出
す
の
を
黙
認
し

た
場
合
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
に
銃
刀
法
の
刀
剣
不
法
所
持
罪
の
幇
助
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
案
を
扱
っ
た
高
裁
判
決

も
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

も
っ
と
も
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
「
危
険
性
」
は
、
銃
刀
法
が
刀
剣
所
持
の
規
制
根
拠
と
し
て
い
る

刀
剣
の
持
つ
不
特
定
多
数
人
の
生
命
身
体
の
安
全
に
対
す
る
（
抽
象
的
）
危
険
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
他
人
が
刀
剣
を
違
法
に
「
所

持
」
す
る
可
能
性
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
の
危
険
は
刀
剣
そ
れ
自
体
の
所
持
を
禁
止
す
る
根
拠
と
は
な
っ
て
も
、
他
人
の
「
所

持
を
助
け
る
」
こ
と
に
つ
い
て
の
危
険
増
加
を
基
礎
付
け
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
こ
で
は
法
禁
物
の
管
理
体
制
に
何
ら

か
の
不
備
が
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
て
初
め
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
理

は
、
管
理
の
対
象
が
刀
剣
の
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
銃
器
は
も
ち
ろ
ん
、
薬
物
等
の
場
合
に
も
一
般
化
で
き
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
Ｘ

の
所
持
自
体
が
不
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
Ｘ
に
は
所
持
罪
の
単
独
正
犯
が
成
立
す
る
か
ら
、
こ
う
し
た
義
務
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、

実
際
上
は
、
Ｘ
の
所
持
そ
れ
自
体
は
許
可
等
に
よ
り
適
法
な
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
事
案
で
は
、
危
険
物
が
な
お
Ｘ
の
支
配
領
域
内
に
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
Ｘ
が
、
Ｙ
の
持
ち
出
し
を
現
認
し
な
が
ら
阻
止
し
な

242

立教法学 第65号（2004)



い
と
い
う
故
意
の
不
作
為
が
存
在
し
、
そ
れ
を
問
責
対
象
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
Ｘ
の
管
理
に
ず
さ
ん
な
点
が
あ

り
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
る
が
、
Ｙ
が
Ｘ
に
無
断
で
持
ち
出
し
た
た
め
、
持
ち
出
し
行
為
の
時
点
で
は
Ｘ
に
故
意
が
な

く
、
そ
の
後
、
物
が
Ｘ
の
占
有
を
離
れ
た
時
点
で
、
Ｘ
が
は
じ
め
て
そ
れ
に
気
付
い
た
場
合
に
は
、
問
責
対
象
は
、
す
で
に
占
有
を
離

れ
た
危
険
物
を
取
り
戻
さ
な
い
不
作
為
と
構
成
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
危
険
創
出
行
為
に

基
づ
く
作
為
義
務
の
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
は
⑶
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

ⅲ

行
為
者
の
面
前
に
お
け
る
危
険
物
使
用
の
不
阻
止

さ
ら
に
一
歩
進
め
て
、
こ
う
し
た
危
険
物
が
、
不
作
為
者
の
面
前
で
作
為
者
に
よ
っ
て
他
の
犯
罪
に
用
い
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場

合
に
も
、
ⅱ
と
基
本
的
に
同
じ
よ
う
に

え
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
先
ほ
ど
の
高
裁
判
決
の
事
案
を
修
正
し
、
Ｙ
が
そ
の
日
本
刀

を
用
い
て
Ｘ
の
面
前
で
Ａ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
を

え
て
み
よ
う
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
場
合
の
作
為
可
能
性

は
慎
重
に
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
が
満
た
さ
れ
て
い
る
限
り
、
Ｘ
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
幇
助
を
認
め
る
べ
き
だ
と
思

わ
れ
る
。

な
お
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
生
命
、
身
体
に
対
す
る
危
険
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
ⅱ
と
若
干
異
な
る
。
し
か

し
、

危
険
源
性
」
を
基
礎
づ
け
る
事
情
と
し
て
、
日
本
刀
の
管
理
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り
要
求
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

日
本
刀
が
厳
重
に
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
物
自
体
が
人
の
生
命
、
身
体
等
に
対
し
て
危
険
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
犯
に
関
す
る
具
体
的
危
険
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
管
理
対
象
物
の
所
持
が
法
令
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い

る
か
ど
う
か
は
、
処
罰
の
可
否
に
と
っ
て
必
ず
し
も
決
定
的
で
は
な
い
。
法
令
上
所
持
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
物
で
あ
っ
て
も
、
例
え

ば
金
属
バ
ッ
ト
や
包
丁
な
ど
、
用
い
方
に
よ
っ
て
は
き
わ
め
て
危
険
な
物
は
多
々
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
物
が
作
為
者
に
よ
っ
て
犯
罪

に
利
用
さ
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
物
の
管
理
者
に
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
成
立
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
日

常
生
活
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
物
を
「
危
険
源
」
と
見
る
こ
と
は
処
罰
範
囲
の
不
当
な
拡
張
を
招
く
、
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
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し
れ
な
い
。
し
か
し
、
以
下
の
よ
う
に

え
る
限
り
処
罰
範
囲
は
か
な
り
限
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
批
判
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
あ
る
物
を
危
険
源
と
評
価
す
る
た
め
に
は
、
具
体
的
状
況
の
下
で
そ
の
物
が
仮
に
作
為
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
と
し
た
ら
結

果
帰
属
が
肯
定
さ
れ
、
作
為
に
よ
る
共
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
仮
に
作
為
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
も
結
果
帰
属
が
肯
定
で
き
な
い
程
度
の
危
険
性
し
か
有
し
て
い
な
い
物
、
そ
の
意
味
で
「
刑
法
的
に
は
危
険
で
な
い

物
」
の
提
供
行
為
を
、
不
作
為
の
場
合
に
は
「
危
険
源
管
理
義
務
違
反
」
と
評
価
す
る
の
は
評
価
矛
盾
だ
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
作
為
共
犯
と
し
て
の
結
果
帰
属
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
肯
定
さ
れ
る
べ
き
か
。
ま
ず
第
一
に
、
別
稿
に
お
い
て

論
じ
た
よ
う
に
、
①
現
実
に
行
わ
れ
た
正
犯
行
為
と
、
共
犯
行
為
が
な
け
れ
ば
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
正
犯
行
為
と
を
対
比
し
、
前
者
が

後
者
よ
り
も
結
果
発
生
の
蓋
然
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
高
め
ら
れ
た
危
険
が
結
果
に
実
現
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
際
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
仮
定
的
代
替
原
因
は

慮
に
入
れ
た
上
で
危
険
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
に

え
る
と
、
バ
ッ
ト
や
（
家
の
中
で
の
）
包
丁
等
の
、
そ
れ
自
体
が
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
一
般
に
売
買

さ
れ
て
い
る
物
の
提
供
の
場
合
に
結
果
帰
属
が
認
め
ら
れ
る
の
は
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
物
は
、
正
犯
者
が
共
犯
行

為
が
な
く
と
も
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
、
同
様
の
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
帰
属
が
肯

定
さ
れ
る
の
は
、
実
行
時
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
段
階
で
手
渡
さ
れ
た
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
現
実
に
用
い
ら
れ
た
ま
さ
に
そ
の
物
を

用
い
る
こ
と
が
、
他
の
同
種
の
物
を
用
い
る
こ
と
と
比
べ
て
、
正
犯
者
の
犯
行
に
と
っ
て
、
特
別
に
有
効
で
あ
っ
た
場
合
に
限
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
第
二
に
、
正
犯
者
の
心
理
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
②
正
犯
者
が
物
の
提
供
時
に
お
い
て
、
す
で
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る

か
、
そ
の
兆
候
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
（
あ
る
い
は
提
供
が
そ
れ
自
体
と
し
て
犯
行
を
決
意
さ
せ
る
に
足
る
よ
う
な
強
力
な
動
機
付
け
を
与
え

る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
）
が
必
要
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
に
よ

る
共
犯
を
認
め
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
、
不
作
為
の
時
点
に
お
い
て
、
不
作
為
者
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し

て
、
故
意
に
関
し
て
は
、
信
頼
の
原
則
を

慮
し
て
、
③
正
犯
者
の
犯
行
に
向
か
う
傾
向
の
存
在
又
は
そ
の
作
出
を
現
実
に
認
識
し
て

い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
る
限
り
、
物
自
体
が
適
法
に
取
引
さ
れ
う
る
こ
と
は
、
そ
の
物
の
危
険
源
性
を
否
定
す
る
論
拠
と
は

な
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
物
そ
れ
自
体
が
犯
行
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
が
人
に
利
用
さ
れ
る
が
故
に
犯
行
が
行
わ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
人
は
実
に
様
々
な
物
を
犯
罪
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
危
険
源
か
否
か
も
、
物
そ
れ
自
体
の
性
質
の
み
な

ら
ず
、
あ
く
ま
で
具
体
的
状
況
に
お
け
る
正
犯
者
の
意
図
等
を

慮
に
入
れ
た
上
で
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

前
述
し
た
事
案
の
よ
う
な
現
場
に
お
け
る
犯
行
不
阻
止
の
事
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
①
な
い
し
③
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
事
実
上
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
後
述
す
る
危
険
創
出
行
為
が
問
題
と
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
か
（
あ
る
い

は
複
数
）
の
要
件
が
欠
け
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
処
罰
範
囲
は
相
当
程
度
絞
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に

え
る
限
り
、
前
述
し
た
処
罰
範
囲
の
拡
大
を
招
く
と
の
危
惧
も
杞
憂
に
終
わ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
以
上
の
よ
う
な
私
見
か
ら
は
、
前
述
し
た
、
ロ
ク
シ
ン
が
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
な
い
が
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
事

案
に
つ
い
て
も
、
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
し
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
余
地
が
生
じ
る
。
事
案
を
再
度
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ

れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
暗
殺
者
達
は
警
察
に
厳
重
に
見
張
ら
れ
て
い
た
政
治
家
甲
の
家
に
直
接
侵
入
す
る
こ
と
を
さ
け
、
ま

ず
Ｘ
宅
に
潜
み
、
そ
こ
か
ら
甲
宅
の
裏
庭
へ
と
侵
入
し
甲
を
暗
殺
す
る
計
画
を
立
て
て
い
た
。
Ｘ
は
犯
行
当
日
の
昼
に
そ
の
計
画
を
た

ま
た
ま
知
っ
た
が
、
甲
に
対
し
て
個
人
的
に
恨
み
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
暗
殺
の
成
功
を
願
い
、
暗
殺
者
た
ち
が
、
周
囲
か
ら
何
も
怪

し
ま
れ
な
い
で
、
自
宅
、
さ
ら
に
甲
宅
へ
と
侵
入
で
き
る
よ
う
、
普
段
は
夜
に
な
る
と
厳
重
に
閉
め
て
い
る
門
扉
を
、
そ
の
日
は
開
け

た
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
事
態
は
Ｘ
の
思
っ
て
い
た
と
お
り
に
進
行
し
、
甲
は
殺
害
さ
れ
た
。
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こ
の
事
案
に
お
い
て
、
②
、
③
の
要
件
は
満
た
さ
れ
て
い
る
。
門
扉
を
開
け
て
い
た
段
階
で
、
す
で
に
暗
殺
者
達
の
計
画
は
立
て
ら

れ
て
い
た
し
（
②

、
門
扉
を
閉
め
ず
正
犯
者
が
ま
さ
に
入
ろ
う
と
し
て
い
た
の
を
知
っ
た
時
点
に
お
い
て
明
確
な
故
意
が
あ
る
か
ら

で
あ
る
（
③

。
問
題
は
、
①
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
門
扉
が
閉
ま
っ
て
い
た
状
態
と
開
い
て
い
た
状
態
と
で
、
危
険
性
に
ど
の
程
度

の
有
意
差
が
あ
っ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
門
扉
が
閉
ま
っ
て
い
て
も
、
暗
殺
者
ら
が
塀
を
容
易
に
乗
り
越
え
て
い
け
た
等
の
事
情
が
あ

れ
ば
、
①
が
否
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
不
可
能
な
い
し
困
難
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
①
も
肯
定
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
場
合

に
は
、
開
か
れ
た
門
扉
と
い
う
一
見
「
危
険
」
と
い
う
印
象
を
与
え
に
く
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
特
殊
な
客
観
的
状
況
を
根
拠
に
、

な
お
危
険
源
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

な
お
前
述
し
た
よ
う
に
ロ
ク
シ
ン
は
、
Ｘ
が
ふ
だ
ん
か
ら
門
扉
を
開
け
放
し
て
い
た
場
合
に
は
、
Ｘ
を
不
可
罰
と
し
て
い
た
。
確
か

に
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
門
扉
が
開
い
て
い
る
状
態
が
す
で
に
既
成
事
実
と
し
て
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
Ｘ
は
そ
れ
を
単
に
変
化
さ
せ

な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
だ
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｘ
と
し
て
な
す
べ
き
作
為
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
も
、
先
ほ
ど

の
事
案
と
同
様
の
意
味
で
門
扉
が
危
険
源
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
Ｘ
に
殺
人
幇
助
を
認
め
る
方
が
む
し
ろ
妥
当
な
結
論
と
思
わ
れ

る
。ⅳ

家
屋
所
有
者
等
の
義
務

総

説

以
上
の
問
題
と
関
連
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
家
屋
の
所
有
者
、
管
理
者
等
（In

h
a
b
er

）
が
、
家
屋
内
部
で
行
わ
れ
た
犯
罪

を
故
意
に
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
一
連
の
判
例
が
あ
る
。
し
か
も
、
連
邦
通
常
裁

判
所
の
判
例
理
論
が
、
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
の
範
囲
を
次
第
に
狭
め
て
き
て
い
る
と
い
う
理
解
も
可
能
な
動
き
を
見
せ
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
家
屋
の
所
有
者
等
で
あ
る
こ
と
の
み
を
根
拠
と
し
て
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
も
の
は
な
い
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が
、
例
え
ば
、
劇
場
責
任
者
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
に
お
い
て
公
然
わ
い
せ
つ
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
の
を
現
認

し
な
が
ら
微
温
的
な
警
告
を
発
す
る
に
と
ど
め
て
制
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
公
然
わ
い
せ
つ
幇
助
を
認
め
た
最
高
裁
決
定
や
、
被
告
人

（
愚
連
隊
の
首
領
）
の
輩
下
が
、
被
告
人
方
に
連
れ
込
ん
で
き
た
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場

合
に
傷
害
幇
助
を
認
め
た
東
京
地
裁
判
決
な
ど
は
、
比
較
的
近
い
事
案
を
扱
っ
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
関
し
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
判
例
、
多
数
説
は
、
住
居
が
住
居
と
し
て
当
然
に
有
す
る
性
質
、
つ
ま
り
外

部
か
ら
隔
絶
し
た
領
域
と
し
て
内
部
の
出
来
事
を
認
識
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
性
質
、
の
み
を
根
拠
と
し
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め

る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
を
超
え
た
何
ら
か
の
特
別
な
状
況
が
付
け
加
わ
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
上
は
、
一
九
八
二
年
の
連
邦
通
常
裁
判
所
判
決
が
述
べ
た
「
住
居
が
特
別
な
性
質
ま
た
は
状
態
の

た
め
に
危
険
源
と
し
て
現
れ
る
場
合
」
か
否
か
と
い
う
観
点
が
特
に
重
視
さ
れ
、
近
年
で
は
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
当
該
住
居
が
特
別

な
危
険
源
で
な
か
っ
た
と
し
て
家
屋
所
有
者
等
を
無
罪
と
し
た
地
方
上
級
裁
判
所
あ
る
い
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
が
散
見
さ
れ

る
。で

は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
場
合
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、

家
屋
が
一
定
の
危
険
性
を
有
し
、
不
作
為
者
が
そ
う
し
た
危
険
性
を
知
ら
な
い
被
害
者
を
家
屋
内
に
引
き
受
け
て
い
た
か
否
か
に
よ
っ

て
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
引
き
受
け
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
に
は
⑴
で
述
べ
た
議
論
が
妥
当
す
べ
き
だ
が
、
そ
れ

が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ⅲ
の
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
が
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
要
件
は
よ
り
厳
格
に

な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
以
下
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
よ
う
。

被
害
者
に
対
す
る
引
き
受
け
が
あ
る
場
合

ま
ず
、
前
者
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
通
常
、
人
は
他
人
の
家
の
内
部
に
不
案
内
で
あ
り
、
そ
こ
に
危
険
を
高
め
る
事
情

が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
と
っ
さ
に
対
処
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、
家
に
招
か
れ
た
以
上
、
家
屋
所
有
者
等
に
よ
っ
て
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家
屋
の
最
低
限
度
の
安
全
性
は
確
保
さ
れ
て
い
る
と
信
頼
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
被
害
者
に
知
識
の
欠
如
と

家
屋
所
有
者
へ
の
信
頼
に
基
づ
く
「
脆
弱
さ
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
家
屋
所
有
者
等
が
、
弱
い
立
場
に
あ
る
被
害

者
を
、
そ
れ
と
知
っ
て
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
意
識
的
な
引
き
受
け
が
認
め
ら
れ
、
所
有
者
等
に
は
、
保
障
人
的
地
位
が
認
め

ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

こ
う
し
た
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
、
ま
ず
、
家
屋
等
そ
れ
自
体
に
物
理
的
な
瑕
疵
が
あ
る
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
そ
う
し
た
瑕
疵
が
、
被
害
者
が
結
果
回
避
措
置
を
と
る
妨
げ
と
な
り
、
作
為
正
犯
者
の
犯
行
を
促
進
す
る
要
因
と
な
っ
た
場
合
に

は
、
所
有
者
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
庭
に
多
く
の
穴
が
掘
っ
て
あ
り
、
自
宅
に
招
き
入
れ
た
被
害
者

が
、
そ
れ
に
足
を
取
ら
れ
て
怪
我
を
し
た
た
め
、
被
害
者
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る
他
の
客
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
よ
う
な
場
合
が

こ
れ
に
当
た
る
。
こ
う
し
た
場
合
に
は
、
所
有
者
は
暴
行
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
阻
止
す
る
か
、
あ
る
い
は
傷
害
を
負
わ
せ
ら

れ
た
被
害
者
を
救
助
す
る
義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
家
屋
自
体
に
瑕
疵
は
な
く
と
も
、
被
害
者
を
迎
え
入
れ
る
時
点
に
お
い
て
、
家
屋
内
部
に
す
で
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
正

犯
者
が
い
る
か
、
ま
た
は
ま
さ
に
そ
こ
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
さ
ら
に
は
、
被
害
者
の
引
き
受
け
が
、
正
犯
者
の
犯
行
決
意
に

直
結
し
た
と
い
っ
た
事
実
も
、
家
屋
所
有
者
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
根
拠
と
な
る
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
何
が
危
険
源
か

は
正
犯
者
の
犯
行
と
の
関
係
に
よ
っ
て
相
対
的
に
決
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
正
犯
者
が
犯
行
を
強
く
決
意
し
て
い
た
場
合
に

は
、
家
は
外
部
か
ら
遮
断
さ
れ
た
閉
鎖
的
な
空
間
と
し
て
、
被
害
者
の
逃
亡
や
犯
行
発
覚
の
お
そ
れ
を
減
少
さ
せ
、
犯
行
を
促
進
す
る

こ
と
に
な
り
う
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
家
の
こ
う
し
た
特
性
だ
け
で
は
保
障
人
的
地
位
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い

と
し
て
い
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
事
情
が
加
わ
っ
た
場
合
に
「
特
別
な
状
態
」
を
認
め
る
こ
と
ま
で
排
除
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
お
、
こ
う
し
た
事
実
は
、
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
実
だ
か
ら
、
故
意
を
認
め
る
た
め
に
は
不
作
為
者
が
不
作
為
の
時
点

で
、
こ
う
し
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
て
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
家
主
が
被
害
者
を
引
き
入
れ
た
時
点
で
、
後
に
作
為
正
犯
者
と
な
る
者
が
家
の
内
部
に
い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
彼
が

い
ま
だ
犯
行
を
決
意
し
て
お
ら
ず
、
し
か
も
引
き
入
れ
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し
て
犯
行
を
決
意
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
場
合
に
は
、
引

き
受
け
に
よ
る
危
険
の
増
加
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
保
障
人
的
地
位
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
判
例
に
は
、
飲
食
店
に
お
い
て
四
人
の
常
連
男
性
客
が
ダ
ン
ス
の
誘
い
を
断
っ
た
被
害
女
性
に
立
腹
し
、
彼
女

の
頭
髪
や
陰
毛
等
を
は
さ
み
で
無
理
矢
理
に
切
っ
た
の
を
、
飲
食
店
の
経
営
者
で
あ
る
被
告
人
（
女
性
）
が
黙
認
し
て
い
た
、
被
害
者

は
、
は
さ
み
に
よ
っ
て
下
腹
部
に
重
傷
を
負
っ
た
と
い
う
事
案
で
、
被
告
人
に
危
険
な
傷
害
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
も
の
が
あ
る

が
、
こ
の
事
案
で
は
、
引
き
入
れ
時
点
で
正
犯
者
が
犯
行
を
決
意
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
経
営
者
が
被
害
者
を
客
と
し
て
迎
え
入

れ
た
行
為
が
正
犯
者
の
犯
行
を
決
意
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。

ま
た
、
こ
れ
も
ド
イ
ツ
の
判
例
で
あ
る
が
、
被
告
人
Ｘ
が
、
知
り
合
っ
た
年
金
生
活
者
Ａ
を
自
宅
に
迎
え
入
れ
、
別
の
客
Ｙ
Ｚ
と
と

も
に
、
か
な
り
の
量
の
飲
酒
を
し
た
、
Ｙ
Ｚ
は
Ａ
が
泥
酔
し
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
を
奇
貨
と
し
て
、
Ａ
か
ら
財
布
と
預
金
通
帳
を

奪
い
取
り
、
さ
ら
に
預
金
の
暗
証
番
号
を
聞
き
出
そ
う
と
し
て
、
Ａ
を
何
度
も
殴
り
、
そ
の
結
果
Ａ
が
死
亡
し
た
、
と
い
う
事
案
を
扱

っ
た
も
の
が
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
Ｘ
は
、
Ａ
を
自
宅
内
に
引
き
入
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ａ
の
、
重
大
な
危
険
に
対
し
て
は

Ｘ
が
味
方
と
な
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
と
の
信
頼
の
基
礎
を
作
り
出
し
た
と
し
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
Ｘ
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
、

致
死
を
伴
う
強
盗
的
恐
喝
の
共
犯
と
し
た
。
し
か
し
、
Ｘ
が
Ａ
を
迎
え
入
れ
た
段
階
で
は
、
Ｙ
Ｚ
は
犯
行
を
決
意
し
て
い
た
わ
け
で
は

な
く
、
ま
た
、
迎
え
入
れ
自
体
が
犯
行
を
決
意
さ
せ
た
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
み
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認

め
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
む
し
ろ
、
被
害
者
を
酔
わ
せ
る
こ
と
で
、
彼
を
抵
抗
困
難
な
状
況
に
追
い
込
み
、
同
時

に
Ｙ
Ｚ
に
対
し
て
犯
行
の
動
機
付
け
を
与
え
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
点
を
危
険
創
出
行
為
と
し
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
と
し
て
不
作
為
に
よ

る
共
犯
を
認
め
る
べ
き
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
そ
う
し
た
犯
行
決
意
が
あ
る
正
犯
者
が
存
在
し
て
い
る
場
合
で
も
、
犯
行
と
家
の
性
質
と
が
関
係
が
乏
し
い
場
合
に
も
保
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障
人
的
地
位
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
家
主
が
オ
ー
プ
ン
な
パ
ー
テ
ィ
を
開
い
た
際
に
、
い
か
が
わ
し
い
客
が
他
の

客
の
財
布
を
す
り
と
ろ
う
と
す
る
の
を
目
撃
し
な
が
ら
放
置
し
た
場
合
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
家
が
外
部
か
ら
遮
断
さ

れ
た
閉
鎖
的
な
空
間
と
し
て
被
害
者
の
逃
亡
や
犯
行
発
覚
の
お
そ
れ
を
減
少
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
家
主
に
窃
盗
幇
助
を

認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

被
害
者
に
対
す
る
意
識
的
引
き
受
け
を
欠
く
場
合
①

家
屋
内
に
被
害
者
が
い
る
場
合

さ
ら
に
、
家
屋
所
有
者
等
に
よ
る
引
き
受
け
を
欠
く
場
合
に
は
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
は
よ
り
一
層
慎
重
で
あ
る
べ
き

だ
ろ
う
。
前
述
し
た
保
障
人
的
地
位
を
否
定
し
た
ド
イ
ツ
の
八
二
年
判
決
の
事
案
は
、
正
犯
者
が
、
家
屋
所
有
者
で
あ
る
被
告
人
の
知

ら
な
い
う
ち
に
、
被
害
者
を
屋
根
裏
部
屋
に
引
き
込
み
強
姦
し
て
い
た
の
を
、
被
告
人
が
後
か
ら
知
っ
た
が
、
さ
ら
な
る
強
姦
行
為
を

阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
被
告
人
は
、
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
に
お
い
て
犯
罪
者
と
被
害
者
と
が
同
時
に

存
在
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
生
じ
る
危
険
性
の
作
出
に
は
全
く
関
与
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、

の
よ
う
な
「
引
き
受
け
」
の
観
点
か

ら
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
類
型
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
、
家
屋
等
に
物
理
的
瑕
疵
が
あ
る
等
の
理
由
に
よ
っ
て
、
閉
鎖
性
以
外
の
特
別

に
危
険
を
高
め
る
状
況
が
存
在
し
、
そ
れ
が
正
犯
者
に
利
用
さ
れ
た
場
合
に
限
っ
て
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

被
害
者
に
対
す
る
意
識
的
引
き
受
け
を
欠
く
場
合
②

家
屋
内
に
被
害
者
が
い
な
い
場
合

さ
ら
に
、
家
屋
内
で
犯
罪
が
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
家
屋
内
に
被
害
者
が
い
な
い
場
合
、
被
害
物
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
も
、
被

害
者
の
法
益
に
対
す
る
意
識
的
引
き
受
け
が
あ
り
得
な
い
以
上
、
基
本
的
に

と
同
様
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
近
時
の
ド

イ
ツ
の
地
方
上
級
裁
判
所
の
判
例
に
は
（
同
棲
中
の
男
が
）
被
告
人
（
女
）
が
賃
借
し
て
い
る
家
の
庭
で
大
麻
を
栽
培
し
て
い
た
の
を

阻
止
し
な
か
っ
た
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
妥
当
な
結
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
最
高
裁
昭
和
二
九
年
の
公
然
わ
い
せ
つ
不
阻
止
の
事
案
も
、
同
罪
の
保
護
法
益
を
善
良
な
性
風
俗
と
解
す
る
通
説
的
立
場
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を
前
提
と
す
る
限
り
、
被
害
を
被
っ
て
い
る
の
は
現
実
の
見
物
客
で
は
な
く
抽
象
的
な
一
般
人
の
感
情
な
の
だ
か
ら
、
劇
場
内
に
被
害

者
が
引
き
受
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
は
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ま
た
、
劇
場
が
そ
れ
自
体
わ
い
せ
つ
行
為
の
危
険
性
を
高
め
る
と
も
い
え
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
⑶
で
後
述
す
る
よ
う

に
、
事
前
に
作
為
正
犯
者
に
（
故
意
な
く
）
積
極
的
な
動
機
付
け
を
与
え
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
と
い
っ
た
事
情
が
あ
れ
ば
と
も

か
く
、
そ
う
し
た
事
情
が
な
い
限
り
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶

危
険
創
出
行
為
あ
る
い
は
先
行
行
為

ⅰ

全
面
否
定
説
の
検
討

次
い
で
、
危
険
創
出
行
為
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
。
前
述
し
た
私
見
か
ら

は
、
こ
の
場
合
こ
そ
が
保
障
人
的
地
位
の
い
わ
ば
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
の
だ
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
は
正
反
対
に
、
先
行
行
為

に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
全
面
的
に
否
定
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
解
の
論
拠
は
、
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
①
先
行
行
為
が
終
了
す
れ
ば
、
因
果
経
過
は
行
為
者
の
手
を
離
れ
て

し
ま
う
の
だ
か
ら
、
行
為
者
は
不
作
為
時
に
は
事
象
に
対
す
る
支
配
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
事
後
に
生
じ
た
事

象
に
対
す
る
現
実
的
支
配
を
欠
く
状
況
で
生
じ
た
故
意
に
よ
っ
て
、
過
失
犯
が
故
意
犯
に
転
化
し
て
し
ま
う
の
は
妥
当
で
な
い
。
1’
そ

の
よ
う
な
結
論
は
、
行
為
と
責
任
の
同
時
存
在
の
原
則
に
実
質
的
に
反
し
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、

実
務
に
お
い
て
殺
意
の
認
定
が
慎

重
に
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
傷
害
行
為
の
時
点
で
殺
意
が
な
け
れ
ば
殺
人
と
評
価
し
得
な
い
か
ら
」
で
あ
り
、
傷
害
時
に
お
け

る
殺
意
の
認
定
は
慎
重
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

先
行
行
為
と
事
後
の
認
識
で
殺
人
罪
を
成
立
さ
せ
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ

の
よ
う
な
事
実
認
定
の
努
力
も
全
く
不
要
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。
②
先
行
行
為
は
通
常
何
ら
か
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
そ
れ
を
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
も
す
る
こ
と
は
実
質
的
に
二
重
処
罰
と
な
り
か
ね
な
い
、
③
こ
う
し
た
義
務
は
状
況
に

依
存
す
る
た
め
、
行
為
者
の
罪
責
が
偶
然
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
者
の
立
場
が
不
安
定
に
な
る
。
④
教
唆
、
幇
助
が
ほ
と
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ん
ど
の
場
合
、
不
作
為
正
犯
に
転
化
し
て
し
ま
い
、
従
来
の
正
犯
・
共
犯
論
が
無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
、
い
ず
れ
の
批
判
に
も
賛
成
で
き
な
い
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
検
討
を
加
え
て
ゆ
く
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、

①
な
い
し
③
と
、
④
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
①
な
い
し
③
は
、
人
の
行
為
を
介
し
な
い
直
接
的
な
危
険
創
出
行
為
を

根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
に
対
し
て
も
向
け
ら
れ
る
批
判
で
あ
る
の
に
対
し
、
④
は
他
人
の
故
意
の
正
犯
行
為
を
介
し
た

間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
の
み
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
批
判
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
な
い
し
③
の
批
判
は
必
ず
し
も
説
得
力
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
に
つ
い
て
は
、
作
為
犯
の
場
合
に
も
、
事
象
が
行

為
者
の
手
を
離
れ
た
後
に
生
じ
た
結
果
で
も
作
為
者
の
当
初
の
行
為
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
作
為
犯
に
匹
敵
す
べ
き

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
「
物
理
的
に
事
象
を
掌
中
に
収
め
て
い
る
」
と
い
っ
た
意
味
の
「
支
配
」
は
不
要
だ
、
と

い
う
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

1’
に
つ
い
て
も
、
不
作
為
時
に
結
果
回
避
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
通
常
の
責
任
要
件
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
先
行
す
る
傷
害
と
後
の
殺
意
に
基
づ
い
た
不
作
為
を
根
拠
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人

罪
を
認
め
た
裁
判
例
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら

え
る
と
、
こ
の
見
解
の
「
実
務
」
に
対
す
る
評
価
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら

に
い
え
ば
、
先
行
行
為
を
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
と
す
る
こ
と
は
、

事
実
認
定
の
努
力
を
不
要
」
と
す
る
も
の
で
は
決
し
て
な

い
。
そ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
不
作
為
時
に
お
け
る
故
意
の
認
定
は
慎
重
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
、
ま
さ
に

「
事
実
認
定
の
努
力
」
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
に
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
も
、
移
置
を
伴
う
ひ
き
逃
げ
の
事
案
に
関
し
、
作

為
義
務
を
認
め
な
が
ら
も
被
告
人
が
被
害
者
の
救
護
可
能
性
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
、
殺
人
の
故
意
を
否
定
し
て
殺

人
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
や
、
重
傷
を
負
っ
た
被
害
者
を
自
車
の
ト
ラ
ン
ク
内
に
押
し
込
ん
で
走
行
中
に
死
亡
さ
せ
た
事
案

で
、
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
察
知
し
た
が
死
亡
を
認
容
し
て
は
い
な
か
っ
た
者
に
殺
意
を
否
定
し
た
も
の
が
あ

る
。
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②
に
も
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
二
重
処
罰
を
さ
け
る
た
め
に
は
、
先
行
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
、
客
観
的
帰
属

を
否
定
す
る
余
地
も
あ
る
し
、
仮
に
そ
れ
が
無
理
だ
と
し
と
も
、
罪
数
論
に
よ
っ
て
解
決
す
る
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

③
も
決
定
的
な
批
判
で
は
な
い
。
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
す
る
説
か
ら
も
、
不
作
為
時
に
責
任
要
件
が
要

求
さ
れ
る
以
上
、
全
く
の
「
偶
然
」
に
基
づ
く
処
罰
と
は
い
え
な
い
し
、
他
方
、
危
険
創
出
行
為
以
外
の
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠

と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
も
行
為
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
要
素
は
多
か
れ
少
な
か
れ
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
親
が
病
気

の
幼
児
に
対
し
て
看
病
す
る
義
務
と
い
う
最
も
「
偶
然
性
」
に
乏
し
い
よ
う
に
見
え
る
義
務
の
場
合
で
す
ら
、
幼
児
が
病
気
に
な
る
か

否
か
は
偶
然
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
危
険
創
出
行
為
の
「
不
安
定
」
さ
は
、
相
対
的
な
も
の
に

す
ぎ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
こ
の
2’
も
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
を
全
面
的
に
否
定
す
る
論
拠
と
し
て
は
、
弱
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

そ
し
て
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
、
類
似
の
事
例
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
観
点
か
ら
見

て
も
妥
当
で
な
い
。
ふ
つ
う
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
る
見
解
も
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
を
保
障
人
的

地
位
の
発
生
根
拠
と
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
は
、
多
く
の
場
合
、
危
険
源
管
理
義
務

の
違
反
が
あ
り
、
そ
の
結
果
、
危
険
状
態
が
生
じ
た
が
、
い
ま
だ
犯
罪
が
終
了
し
て
い
な
い
段
階
で
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り
、
危
険
創

出
行
為
に
基
づ
く
義
務
は
、
多
く
の
場
合
、
危
険
源
管
理
義
務
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
危
険
性
が
よ
り
高
ま
り
、
現
実
化
し
た
状
態
で

問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
者
か
ら
保
障
人
的
地
位
が
発
生
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
前
者
か
ら
は
そ
れ
が
発

生
し
な
い
と
い
う
の
で
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
犬
の
飼
い
主
が
、
引
き
綱
を
つ
け
ず
に
犬
を
散
歩
し
て
い
た
と

こ
ろ
、
犬
が
通
行
人
に
ま
さ
に
飛
び
か
か
ろ
う
と
し
た
、
飼
い
主
は
犬
を
口
笛
で
呼
び
戻
す
こ
と
が
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
通
行
人

が
怪
我
を
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
い
、
呼
び
戻
さ
ず
、
そ
の
結
果
通
行
人
が
傷
害
を
負
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
飼
い
主
に
不
作
為

に
よ
る
傷
害
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
も
し
犬
が
口
笛
で
戻
る
訓
練
を
受
け
て
い
な
か
っ
た

253

不作為による共犯について（2・完）(島田聡一郎)



場
合
に
も
、
飼
い
主
に
は
、
被
害
者
に
飛
び
つ
い
て
お
り
、
ま
さ
に
か
み
つ
こ
う
と
し
て
い
る
犬
を
被
害
者
か
ら
引
き
は
が
す
義
務
が

あ
り
、
そ
れ
を
怠
れ
ば
不
作
為
に
よ
る
傷
害
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
後
者
は
、
危
険
源
が
も
は

や
行
為
者
の
「
支
配
」
に
服
し
て
い
な
い
場
合
な
の
だ
か
ら
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
と
は
言
い
難
く
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義

務
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
不
作
為
に
よ
る
傷
害
罪
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人

的
地
位
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
危
険
物
が
い
っ
た
ん
行
為
者
の
支
配
領
域
を
離
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
こ
と
に
よ
っ
て
危
険
発
生
を
防
止
す
る

こ
と
は
、
支
配
領
域
内
か
ら
物
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
よ
り
も
、
一
般
に
困
難
な
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
訓
練
さ
れ
て
い
な
い
犬

を
引
き
は
が
そ
う
と
し
た
ら
、
自
分
も
か
ま
れ
て
傷
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
後
述
す
る
作
為
可

能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
罰
と
で
き
、
ま
た
、
そ
れ
で
足
り
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
事
実

上
の
困
難
さ
の
み
を
根
拠
に
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
全
面
的
に
否
定
す
る
の
は
早
計
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。ⅱ

他
人
の
故
意
行
為
を
介
し
た
間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
の
限
界

そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
も
基
本
的
に
妥
当
す
べ
き
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
Ｘ
が
、
自
分

が
管
理
し
て
い
る
日
本
刀
を
、
Ｙ
が
殺
人
の
た
め
に
持
ち
出
す
こ
と
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
が
そ
れ
を
用
い
て
Ａ
を
殺

害
し
た
場
合
に
は
、
Ｘ
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
幇
助
が
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
Ｘ
が
Ｙ
の
持
ち
出
し

時
点
で
は
事
情
を
知
ら
な
く
と
も
、
Ｙ
の
犯
行
を
面
前
に
し
て
、
犯
行
を
容
易
に
阻
止
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場

合
に
も
、
殺
人
幇
助
と
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
さ
ら
に
、
Ｘ
が
犯
行
を
面
前
に
し
て
い
な
く

と
も
、
犯
行
場
所
を
熟
知
し
て
お
り
、
い
つ
で
も
駆
け
つ
け
て
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
そ
れ
を
あ
え
て
怠
っ
た
場
合
を
異
な
っ

て
扱
う
理
由
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
後
の
事
例
は
、
危
険
源
管
理
義
務
と
危
険
創
出
行
為
と
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
区
別
し
た

254

立教法学 第65号（2004)



と
し
て
も
、
危
険
創
出
行
為
と
構
成
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
④
の
批
判
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
こ
の
批
判
の
い
う
よ
う
に
、
教
唆
、
幇
助
が
事

後
的
に
作
為
可
能
性
を
有
す
れ
ば
不
作
為
正
犯
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
す
る
刑
法
の
立
場
に
正
面

か
ら
抵
触
し
、
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
全
面
的
に
否
定
は
し
な
い
見
解
の
中
に
も
、
こ
の
点
を

慮
し
て
、
他
人
の

故
意
有
責
な
行
為
が
介
在
す
る
場
合
に
は
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
る
も
の
も
あ
る
。
か
っ
て
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
。
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
は
「
と
り
わ
け
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
制
限
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
危
殆
化
と

結
果
発
生
と
の
間
に
第
三
者
の
自
己
答
責
的
な
行
為
が
介
入
し
た
場
合
で
あ
る
。
か
つ
て
の
「
遡
及
禁
止
」
の
理
論
は
、
先
行
行
為
を

限
界
づ
け
る
「
区
切
り
」
と
し
て
、
こ
の
範
囲
で
は
、
現
在
で
も
な
お
実
際
上
の
意
味
を
持
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
る

、
と
。
現
在
で

も
、
例
え
ば
、
シ
ュ
ト
レ
ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

答
責
的
に
ふ
る
ま
う
他
人
が
直
接
引
き
起
こ
し
た
危
険
に
間
接
的
に
寄
与

し
た
に
す
ぎ
な
い
者
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
法
的
義
務
を
負
わ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
事
象
に
対
す
る
す
べ

て
の
責
任
は
危
険
を
直
接
引
き
起
こ
し
た
者
に
ふ
り
か
か
り
、
直
接
的
な
危
険
を
背
後
者
に
帰
属
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
か
ら
で

あ
る
。
例
え
ば
、
①
他
人
に
ナ
イ
フ
を
貸
し
た
者
は
、
そ
の
他
人
が
ナ
イ
フ
を
用
い
て
第
三
者
を
刺
し
、
被
害
者
が
失
血
死
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
を
刑
法
一
三
条
に
基
づ
い
て
阻
止
す
る
義
務
は
な
い
。
②
ま
た
、
他
人
が
第
三
者
を
刺
そ
う
と
し
て
い
る
の
に
介
入
し
て

止
め
さ
せ
る
義
務
も
な
い
（
筆
者
注
、
こ
れ
は
ド
イ
ツ
の
判
例
の
事
案
で
あ
る

。
彼
に
は
、
単
に
三
二
三
条
Ｃ
（
筆
者
注
、
一
般
不
救
助

罪
）
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
」

丸
数
字
は
筆
者

。

し
か
し
、
ま
ず
、

答
責
性
」
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

確
か
に
、
危
険
創
出
行
為
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
の
み
を
根
拠
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
時
に
は
、
不
作
為
者
が
義
務
を
負
う

根
拠
は
ま
さ
に
当
該
因
果
経
過
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
不
作
為
者
は
、
そ
の
因
果
経
過
を
仮
に
当
初
か
ら
故
意
に
設
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定
し
て
い
れ
ば
負
っ
た
で
あ
ろ
う
罪
責
を
超
え
た
罪
責
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
の
場
合
に
は
因
果
経
過
に
対
す
る
法
的

評
価
が
必
要
と
な
る
。
そ
し
て
、
別
書
に
お
い
て
詳
論
し
た
よ
う
に
、
因
果
経
過
に
対
す
る
法
的
評
価
を
加
え
る
に
当
た
っ
て
は
、
遡

及
禁
止
、
自
己
答
責
性
を

慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が

答
責
性
」
を
根
拠
に
し
て
保
障

人
的
地
位
の
範
囲
を
制
限
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
は
理
解
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
遡
及
禁
止
、
自
己
答
責

性
の
概
念
を
、
本
来
用
い
る
べ
き
範
囲
を
超
え
て
過
度
に
広
く
用
い
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
遡
及
禁
止

論
、
答
責
性
論
は
、
単
独
正
犯
か
否
か
を
決
す
る
基
準
で
あ
り
、
広
義
の
共
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
要
素

を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
共
犯
は
、
そ
も
そ
も
答
責
的
な
他
人
の
行
為
を
介
し
て
結
果
を
惹
起
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ

う
だ
と
す
れ
ば
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
不
作
為
犯
の
成
否
を

え
る
に
当
た
っ
て
も
、
故
意
有
責
な
行
為
が
介
在
し
て
い
る
こ
と

は
、
不
作
為
単
独
正
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
っ
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
広
義
の
共
犯
を
否
定
す
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
は

ず
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
シ
ュ
ト
レ
ー
の
あ
げ
た
ド
イ
ツ
判
例
の
事
案
で
い
え
ば
、
答
責
性
を
論
拠
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
作
為
者

を
殺
人
の
単
独
正
犯
と
す
べ
き
で
な
い
と
は
い
え
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
刺
突
行
為
の
不
阻
止
を
根
拠
と
し
た
不
作
為
に
よ

る
傷
害
致
死
あ
る
い
は
殺
人
の
共
犯
ま
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
も
、
作
為
者
に
故
意
が
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
Ａ
が
、
装
塡
さ
れ
た
連
発
ピ
ス
ト
ル
を
お
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
が

そ
れ
を
装
塡
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
誤
信
し
て
、
冗
談
で
銃
を
第
三
者
に
向
け
て
引
き
金
を
引
こ
う
と
し
て
い
た
、
Ａ
は
そ
れ
を
阻
止

す
る
こ
と
な
く
放
置
し
た
、
と
い
う
事
案
に
お
い
て
は
、
Ａ
を
殺
人
の
間
接
正
犯
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
Ａ
が
事
象
を
「
支

配
」
し
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
支
配
」
が
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
の
だ
と
す
れ

ば
、
そ
う
し
た
「
支
配
」
を
欠
く
場
合
に
共
犯
を
認
め
て
は
な
ぜ
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
作
為
犯
の
場
合
に
は
、

支
配
」
を
欠
く

場
合
に
も
共
犯
と
は
な
り
得
た
の
で
あ
る
。
不
作
為
犯
の
場
合
に
異
な
っ
た
解
釈
を
す
る
理
由
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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以
上
の
よ
う
に

え
る
と
、
自
律
的
決
定
に
基
づ
く
正
犯
行
為
を
介
し
た
間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為

者
は
、
正
犯
行
為
終
了
後
の
、
そ
の
違
反
が
単
独
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
救
助
義
務
ま
で
は
負
わ
な
い
が
、
そ
れ
が
終
了
す
る
以

前
の
犯
行
阻
止
義
務
は
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
共
犯
処
罰
も
法
益
保
護
の
一
環
で
あ
る
以
上
、
不
作
為
に
よ

る
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
も
、
最
終
的
に
は
法
益
侵
害
、
そ
の
危
険
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
に
還
元
さ
れ

ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
「
犯
罪
阻
止
義
務
」
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
法
益
保
護
の

た
め
に
認
め
ら
れ
る
義
務
が
、
正
犯
の
犯
行
終
了
以
前
に
そ
れ
を
阻
止
す
る
点
に
ま
で
し
か
及
ば
な
い
た
め
、
現
象
的
に
は
、

犯
罪

阻
止
義
務
」
と
し
て
現
れ
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に

え
れ
ば
、
先
程
述
べ
た
④
の
批
判
も
回
避
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

え
方
か
ら
は
、
教
唆
行
為
、
幇
助
行
為
等

の
共
犯
行
為
が
な
さ
れ
、
行
為
者
が
そ
の
後
作
為
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
も
、
不
作
為
単
独
正
犯
は
成
立
し
な
い
の
で
、
正
犯
と
共
犯

の
区
別
が
骨
抜
き
に
な
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
危
険
源
管
理
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
場
合
に

も
基
本
的
に
妥
当
す
る
。
救
助
義
務
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
れ
は
す
で
に
危
険
創
出
行
為
に
転
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
前
述
し
た
法
益
に
対
す
る
引
き
受
け
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
保
障
人
は
、
結
果
へ
と
向
か
う
直
接
的
な
因
果
経

過
を
設
定
し
た
が
故
に
義
務
を
負
う
の
で
は
な
く
、
被
害
者
と
の
関
係
で
救
助
が
類
型
的
に
期
待
さ
れ
る
地
位
に
お
か
れ
て
い
る
が
故

に
義
務
を
負
う
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
被
害
者
に
生
じ
て
い
る
危
険
状
態
が
ど
の
よ
う
な
因
果
経
過
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
と
も
、
そ
の
こ
と
は
不
作
為
者
の
罪
責
に
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
不
作
為
者
は
、
作
為
正
犯
者
の
行
為
終
了
後
に
も
、
被

害
者
を
救
助
可
能
で
あ
る
限
り
、
被
害
者
を
直
接
保
護
す
る
義
務
を
負
い
、
そ
の
違
反
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
不
作
為
単
独
犯
と
な

る
。
前
述
し
た
ド
イ
ツ
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
義
務
二
分
説
に
は
、
以
上
の
限
度
に
お
い
て
正
当
な
主
張
が
含
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

ⅲ

危
険
創
出
行
為
の
具
体
的
内
容
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総

説

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
危
険
創
出
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
。
こ
こ
で
は
、
危
険

源
管
理
義
務
違
反
に
つ
い
て
前
述
し
た
の
と
基
本
的
に
同
様
の
こ
と
が
当
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
危
険
創
出
行

為
に
基
づ
く
義
務
と
、
危
険
源
管
理
義
務
と
は
、
い
ず
れ
も
「
危
険
」
を
根
拠
と
し
た
義
務
で
あ
り
、
そ
の
限
度
で
は
統
一
的
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
本
稿
の
検
討
対
象
で
あ
る
、
他
人
の
故
意
の
正
犯
行
為
を
介
し
た
間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
に
関
し
て
は
、
前
述
し

た
よ
う
に
、
ま
ず
、
①
現
実
に
行
わ
れ
た
正
犯
行
為
と
共
犯
行
為
が
な
け
れ
ば
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
正
犯
行
為
と
を
対
比
し
た
時
に
、

後
者
が
前
者
よ
り
も
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め
て
お
り
、
そ
の
高
め
ら
れ
た
危
険
が
結
果
に
実
現
し
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
犯
罪
と
な
ら
な
い
仮
定
的
代
替
原
因
は

慮
に
入
れ
た
上
で
、
危
険
判
断
が

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
正
犯
者
の
心
理
に
関
す
る
要
件
と
し
て
、
②
正
犯
者
が
、
不
作
為
者
の
危
険
創
出
行
為
時
に
お
い
て
、
す
で
に
犯
行
を
決

意
し
て
い
る
か
、
そ
の
兆
候
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
（
あ
る
い
は
危
険
創
出
行
為
そ
れ
自
体
が
、
犯
行
を
決
意
さ
せ
る
に
足
る
強
力
な
も
の

で
あ
る
こ
と
）
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
危
険
創
出
行
為
は
肯
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
た

め
に
は
、
さ
ら
に
、
不
作
為
の
時
点
に
お
い
て
、
不
作
為
者
に
故
意
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
故
意
に

関
し
て
も
、
信
頼
の
原
則
を

慮
し
て
、
不
作
為
者
が
③
正
犯
者
の
犯
行
に
向
か
う
明
白
な
傾
向
の
存
在
又
は
そ
の
作
出
を
現
実
に
認

識
し
て
い
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
の
か
。
以
下
で
見
て
ゆ
こ
う
。

結
果
発
生
の
危
険
の
増
加
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ま
ず
、
①
に
検
討
を
加
え
よ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
重
要
な
の
が
、
第
一
章
に
も
あ
げ
た
売
春
場
所
提
供
幇
助
を
否
定
し
た
平
成
二

年
の
大
阪
高
裁
判
決
で
あ
る
。
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
Ｘ
は
、
Ｙ
の
依
頼
に
応
じ
、
飲
食
店
の
営
業
許
可
を
得
て
、
Ｙ

に
そ
の
名
義
を
貸
し
た
。
Ｙ
は
料
理
店
を
開
店
し
、
そ
の
客
室
を
売
春
の
場
所
に
提
供
す
る
の
を
業
と
し
よ
う
と
企
て
て
い
た
が
、
Ｘ

は
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
Ｘ
は
同
店
が
売
春
の
場
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
が
、
こ
れ
を
放
置
し
て

い
た
。

こ
の
事
案
で
は
、
Ｘ
の
貸
し
た
営
業
許
可
に
基
づ
い
て
経
営
さ
れ
て
い
た
飲
食
店
に
お
い
て
売
春
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
Ｘ

の
先
行
行
為
と
Ｙ
の
犯
行
と
の
間
に
合
法
則
的
条
件
関
係
の
意
味
で
の
事
実
上
の
つ
な
が
り
は
あ
る
。
そ
し
て
、
営
業
許
可
の
名
義
貸

し
は
そ
れ
自
体
違
法
な
行
為
だ
か
ら
、
同
様
の
名
義
貸
し
行
為
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
い
う
仮
定
の
下
で
、
危
険
増
加
を
判

断
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に

え
た
と
し
て
も
、
本
件
で
は
、
危
険
増
加
は
な
お
否
定
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
同
判
決

が
述
べ
る
よ
う
に
、
先
行
行
為
は
「
客
観
的
に
見
れ
ば
…
…
正
犯
者
の
犯
行
を
容
易
な
ら
し
め
る
一
事
情
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定

で
き
な
い
」
が
、

Ｙ
は
Ｘ
と
は
関
係
な
く
独
自
の
判
断
に
基
づ
い
て
売
春
場
所
提
供
を
業
と
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
Ｘ
名
義

の
右
営
業
許
可
が
な
く
て
も
そ
の
犯
行
を
す
る
に
つ
い
て
顕
著
な
支
障
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
」
ず
、
危
険
の
有
意
な
増
加
を
も
た

ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
に
対
し
て
は
有
力
な
異
論
が
あ
る
。
内
田
文
昭
教
授
は
、
当
該
料
理
店
以
外
の
場
所
で
「
場
所
提
供
」
を
業

と
す
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
当
該
料
理
店
で
の
「
場
所
提
供
」
は
被
告
人
の
「
許
可
」
な
し
に
は
顕
著
な
支
障
が
生
じ
る
と
い
う

べ
き
だ
と
指
摘
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
Ｘ
に
売
春
場
所
提
供
幇
助
を
認
め
る
べ
き
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
危
険
創
出
の
判
断
に
お
い
て
も
、
当
該
構
成
要
件
の
観
点
か
ら
見
て
有
意
な
変
化
、
当

該
構
成
要
件
が
保
護
す
る
法
益
と
の
関
係
で
危
険
の
有
意
差
が
あ
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
売
春
場
所
提
供

罪
の
保
護
法
益
は
、
売
春
が
な
さ
れ
な
い
と
い
う
社
会
に
お
け
る
性
的
秩
序
で
あ
る
が
、
売
春
が
ど
こ
の
料
理
店
に
お
い
て
な
さ
れ
た
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か
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
益
に
対
す
る
危
険
の
程
度
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

当
該
料
理
店
で
」
の
売
春
に
つ
い
て
の
支
障
が
あ
っ

た
か
は
、
法
的
に
重
要
な
事
実
で
は
な
く
、
Ｙ
の
売
春
「
一
般
」
に
支
障
が
あ
っ
た
か
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ

う
に

え
れ
ば
、
本
判
決
の
結
論
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
、
学
説
の
中
に
は
、
営
業
許
可
が
な
く
て
も
売
春
に
顕
著
な
支
障
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
不
作

為
時
点
で
期
待
さ
れ
た
作
為
が
な
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
結
果
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
て
、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
無
罪
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
。

こ
の
大
阪
高
裁
判
決
は
、
危
険
創
出
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
な
場
合
で
あ
っ
た
。
他
に
、
銃
刀
や
覚
せ
い
剤
等
の
法
禁
物
を

提
供
し
た
者
が
、
そ
れ
が
正
犯
者
の
故
意
の
犯
行
に
用
い
ら
れ
る
の
を
知
り
な
が
ら
放
置
し
た
場
合
が
、
こ
の
類
型
に
分
類
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
場
合
、
代
替
原
因
を

慮
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
危
険
増
加
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
大
阪
高
裁
判
決
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
必
ず
し
も
常
に
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
こ
と
に
注
意
を
要
す
る
。
ま

た
、
②
、
③
の
要
件
が
慎
重
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
も
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。
危
険
創
出
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法

で
あ
る
こ
と
の
み
を
根
拠
と
し
て
、
直
ち
に
不
作
為
犯
を
認
め
て
し
ま
う
の
で
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
に
回
帰
し
て
し
ま
う
が
、
そ
の

よ
う
な
結
論
は
や
は
り
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

逆
に
、
物
の
提
供
行
為
が
そ
れ
自
体
と
し
て
適
法
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
物
が
実
際
に
犯
行
に
役
立
っ
て
い
て
も
、
仮
定
的
代
替

原
因
の

慮
に
よ
っ
て
危
険
創
出
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
と
に
提
供
さ
れ
た
物
が
ど
こ
で
も
手
に
は
い
る
よ
う
な
日
用
品
で

あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
点
の
判
断
は
慎
重
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
提
供
時
と
犯
行
時
が
時
間
的
、
場
所
的
に
接
着
し
て
い
た
等

の
事
情
の
た
め
に
、
ま
さ
に
犯
行
に
用
い
ら
れ
た
そ
の
物
が
特
別
に
有
効
だ
っ
た
と
い
う
関
係
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
点
と
関
連
し
て
、
わ
が
国
に
は
、

復
帰
前
の
）
南
西
諸
島
か
ら
の
砂
糖
の
密
輸
に
用
い
ら
れ
る
と
知
ら
ず
に
、
正
犯
者
と
傭

船
契
約
を
結
び
、
自
己
所
有
の
船
舶
を
正
犯
者
に
引
き
渡
し
、
そ
の
後
情
を
知
っ
た
が
、
さ
ら
に
積
極
的
に
犯
罪
遂
行
に
助
力
は
し
な
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か
っ
た
者
を
、
不
作
為
に
よ
る
密
輸
幇
助
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
高
裁
判
決
が
あ
る
。
同
判
決
に
お
い
て
は
、
船
の
占
有
が
正
犯
者
に

移
転
し
、
そ
れ
が
被
告
人
に
復
帰
し
て
い
な
か
っ
た
点
が
、
被
告
人
の
責
任
を
否
定
す
る
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
判
決
に
は
疑
問
が
あ
る
。
船
の
貸
与
自
体
は
違
法
行
為
で
は
な
い
が
、
こ
の
事
案
で
は
、
正
犯
者
ら
が
他
か
ら
船
を

借
り
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
形
態
の
密
輸
に
は
船
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
危
険
創
出
行
為
は
肯
定
す
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
被
告
人
の
占
有＝

事
実
的
支
配
の

有
無
の
み
に
よ
っ
て
義
務
の
存
否
を
決
す
る
の
で
は
妥
当
な
結
論
が
導
か
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
件
で
は
②
、
③
の
要

件
も
満
た
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
余
地
は
十
分
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

占
有
移
転
を
重
視
す
る
こ
の
判
決
の
論
理
か
ら
は
、
例
え
ば
、
船
の
所
有
者
で
あ
る
暴
力
団
Ａ
組
の
組
長
甲
が
、
ふ
つ
う
の
船
主
か
ら

は
船
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
系
列
暴
力
団
Ｂ
組
の
組
員
乙
に
、
事
情
を
知
ら
ず
船
を
貸
与
し
た
と
こ
ろ
、
乙
が
そ
れ
を
用

い
て
覚
せ
い
剤
の
密
輸
、
売
買
を
行
っ
て
い
た
。
甲
は
そ
れ
を
熟
知
し
、
止
め
よ
う
と
思
え
ば
十
分
止
め
ら
れ
た
が
、
後
日
分
け
前
を

も
ら
お
う
と
期
待
し
て
、
そ
れ
を
あ
え
て
放
置
し
て
い
た
、
と
い
う
場
合
に
も
、
甲
に
は
、

営
利
目
的
）
覚
せ
い
剤
輸
入
罪
、
禁
制

品
輸
入
罪
の
幇
助
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
に
も
不
当
な
結
論
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
こ
の
判
決
の
事
案
は
、
私
の
設
例
と
は
異
な
り
、
船
の
占
有
が
正
犯
者
に
移
転
し
た
後
は
、
船
主
で
あ
る
被
告
人
が
密

輸
を
阻
止
す
る
現
実
的
な
可
能
性
が
低
か
っ
た
と
は
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
後
述
す
る
結
果
回
避
可
能
性
の
欠

如
を
根
拠
に
幇
助
の
成
立
を
否
定
す
る
余
地
は
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
、
同
判
決
の
論
理

に
は
な
お
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
は
、
犯
行
に
用
い
る
道
具
を
事
前
に
提
供
し
た
こ
と
が
危
険
創
出
行
為
と
な
る
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
し
て
き
た
。

し
か
し
、
結
果
発
生
の
危
険
を
高
め
る
の
は
そ
の
よ
う
な
行
為
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
被
害
者
が
抵
抗
し
が
た
い
状
況
を
作
り

出
す
こ
と
も
ま
た
結
果
発
生
の
危
険
を
増
大
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
危
険
創
出
行
為
と
な
り
う
る
。
前
述
し
た
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
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所
の
七
六
年
判
決
の
事
案
に
お
い
て
、
行
為
者
が
被
害
者
を
酩
酊
さ
せ
た
行
為
な
ど
は
こ
れ
に
当
た
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に

は
、
暴
力
団
組
長
Ｘ
が
、
被
害
者
Ａ
か
ら
債
権
を
回
収
す
る
た
め
に
、
Ｙ
と
と
も
に
Ａ
を
車
に
乗
せ
て
山
林
に
赴
い
た
、
Ｙ
は
Ａ
に
何

度
か
暴
行
を
加
え
た
が
、
Ｘ
は
そ
れ
を
阻
止
で
き
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
Ｙ
に
よ
る
Ａ
殺
害
を
阻
止
す
る
た
め
に
同
席
し
て
い
た
が
、
Ａ
が

す
で
に
抵
抗
の
気
力
を
失
っ
て
い
た
時
、
Ｙ
か
ら
ス
コ
ッ
プ
等
を
と
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
の
依
頼
を
受
け
て
、
自
分
が
立
ち
去
れ
ば
Ｙ

が
Ａ
を
殺
害
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
測
、
認
容
し
つ
つ
一
〇
分
ほ
ど
席
を
離
れ
た
ら
そ
の
と
お
り
に
な
っ
た
、
と
い
う
事
案
で
Ｘ
に

不
作
為
に
よ
る
殺
人
幇
助
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
う
し
た
場
合
で
あ
る
。

結
果
発
生
の
危
険
増
加
が
正
犯
者
の
心
理
に
対
す
る
働
き
か
け
か
ら
生
じ
る
場
合

さ
ら
に
、
以
上
の
よ
う
な
物
理
的
な
危
険
を
増
加
さ
せ
る
行
為
で
な
く
、
正
犯
者
の
心
理
に
対
し
て
犯
行
を
促
進
す
る
よ
う
な
影
響

を
与
え
、
そ
の
後
、
正
犯
者
の
犯
行
意
図
に
気
付
い
た
場
合
に
も
、
危
険
創
出
行
為
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
物
理
的
な
危
険
創
出
行
為
よ
り
も
あ
い
ま
い
な
影
響
し
か
与
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
か
ら
、
認
定
に
は
慎
重
で
あ
る

べ
き
と
は
思
わ
れ
る
が
、
共
犯
の
因
果
性
に
つ
い
て
、
物
理
的
因
果
性
と
心
理
的
因
果
性
と
を
同
等
に
扱
う
わ
が
国
の
判
例
、
多
数
説

か
ら
は
、
危
険
創
出
行
為
の
判
断
に
お
い
て
も
両
者
を
異
な
っ
て
扱
う
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
第
一
章
で
言
及
し
た
が
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
は
、
母
親
Ｘ
が
、
三
女
Ａ
を
殺
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
際
に
、
布
団
上
に

い
た
Ａ
の
父
親
で
あ
る
Ｙ
の
方
を
振
り
向
き
、
制
止
を
求
め
る
気
持
ち
か
ら
、
Ｙ
に
「
止
め
へ
ん
か
っ
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
も
知
ら
な

い
か
ら
ね
」
と
い
っ
た
。
Ｙ
は
、
自
ら
も
Ａ
に
死
ん
で
ほ
し
い
と
い
う
気
持
ち
か
ら
、
Ｘ
を
制
止
せ
ず
、
い
っ
た
ん
あ
っ
た
目
を
そ
ら

し
顔
を
背
け
た
た
め
、
Ｘ
が
Ａ
を
こ
た
つ
の
天
板
に
た
た
き
つ
け
て
殺
害
し
た
、
と
い
う
事
案
を
扱
っ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
の
事
案
に

お
い
て
は
、
Ｙ
は
Ａ
と
同
居
し
て
い
る
父
親
と
し
て
Ａ
の
生
命
、
身
体
の
安
全
確
保
を
引
き
受
け
て
い
る
か
ら
、
そ
の
観
点
か
ら
保
障

人
的
地
位
を
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
同
判
決
は
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
し
「
一
連
の
暴
行
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
指

示
を
…
…
積
極
的
に
与
え
て
い
た
」
と
も
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
を
根
拠
と
し
て
不
作
為
に
よ
る
共
犯
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を
基
礎
づ
け
る
危
険
創
出
行
為
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
公
然
わ
い
せ
つ
不
阻
止
に
関
す
る
最
高
裁
判

決
に
つ
い
て
も
、
劇
場
経
営
者
が
（
故
意
な
く
）
あ
ら
か
じ
め
犯
行
を
誘
発
し
や
す
い
よ
う
な
動
機
付
け
を
与
え
て
い
た
よ
う
な
場
合

に
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
連
す
る
特
殊
な
問
題
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
た
び
た
び
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
民
事
訴
訟
の
一
方
当
事
者
あ

る
い
は
刑
事
訴
訟
の
被
告
人
が
、
証
人
が
自
分
に
と
っ
て
有
利
な
偽
証
を
す
る
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
群
で
あ
る
。
こ
の

問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
理
論
は
変
遷
を
見
せ
て
き
た
が
、
現
在
で
は
、
当
事
者
・
被
告
人
が
真
実
に
反
す
る
こ
と
を
知
り
な
が

ら
事
実
を
争
っ
た
た
め
に
証
人
が
偽
証
す
る
こ
と
を
動
機
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
事
情
だ
け
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
当
事
者
・
被
告
人
が

証
人
と
の
特
別
な
人
間
関
係

例
え
ば
、
離
婚
訴
訟
中
に
不
貞
関
係
を
継
続
し
て
い
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
証
人
の
偽
証
の
危
険

を
高
め
て
い
た
場
合
に
限
っ
て
、
当
事
者
・
被
告
人
に
は
先
行
行
為
に
基
づ
い
て
不
作
為
に
よ
る
偽
証
幇
助
が
成
立
す
る
と
い
う
立
場

が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
理
論
を
内
在
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
の
民
、
刑
事
の
訴
訟
法
、
さ
ら
に
は
家
族
法

等
の
理
解
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
た
め
、
こ
の
問
題
の
本
格
的
な
検
討
は
、
別
稿
に
譲

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
も
、
こ
う
し
た
事
案
で
偽
証
幇
助
を
認
め
る
こ
と
に
は
慎
重
で

あ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
偽
証
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
の
面
前
で
宣
誓
し
た
上
で
、
虚
偽
の
証
言
を
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
が
、
宣
誓
は
、
証
言
に
つ
い
て
の
責
任
は
自
ら
が
負
う
と
い
う
、
証
人
の
裁
判
官
の
面
前
で
の
決
意
表
明
で
あ
り
、

そ
の
時
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
心
理
的
影
響
を
い
わ
ば
い
っ
た
ん
断
ち
切
る
新
た
な
決
断
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
う
だ

と
す
る
と
、
偽
証
行
為
に
対
す
る
心
理
的
危
険
増
加
と
評
価
で
き
る
の
は
、
そ
う
し
た
新
た
な
決
断
を
も
貫
き
通
す
だ
け
の
特
別
な
事

情
、
具
体
的
に
は
宣
誓
を
も
想
定
し
た
上
で
あ
え
て
そ
れ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
い
う
決
意
が
事
前
に
引
き
起
こ
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が

不
作
為
者
の
先
行
行
為
か
ら
生
じ
た
相
当
な
帰
結
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
事
前
の
先
行
行
為
に
よ
っ
て

与
え
た
心
理
的
影
響
だ
け
で
、
そ
の
域
に
達
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
上
皆
無
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ド
イ
ツ
の
学
説
に
お
い
て
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は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
一
般
的
に
は
認
め
な
が
ら
も
、
こ
の
場
合
に
関
し
て
は
、
証
人
の
「
答
責
領
域
性
」

自

己
答
責
性
」
と
い
っ
た
視
点
を
持
ち
出
し
て
、
処
罰
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
自
己
答
責

性
と
い
う
用
語
は
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
以
上
の
よ
う
な
趣
旨
で
あ
れ
ば
賛
成
で
き
る
。

な
お
、
仮
に
こ
の
点
が
満
た
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
②
③
の
要
件
も
必
要
で
あ
り
、
こ
う

し
た
場
面
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
。

正
犯
者
の
心
理
に
関
す
る
側
面

さ
ら
に
、
②
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
た
め
に
は
、
危
険
創
出
行
為
の
時
点
で
正
犯
者
が
犯
行
を
決
意
し
て
い

る
か
、
そ
の
兆
候
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
危
険
創
出
行
為
そ
れ
自
体
が
直
接
犯
行
を
決
意
さ
せ
る
に
足
る
強
い
働
き
か
け
を
伴
う
も

の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
不
作
為
者
が
結
果
的
に
見
れ
ば
犯
行
に
役
立
つ
よ
う
な
要
因
を
与
え
て
い
た
と
し
て
も
、
正
犯
者
が
当
初
は

そ
れ
を
無
視
し
て
お
り
、
後
日
犯
行
決
意
が
生
じ
た
際
に
、
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
利
用
し
た
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ

る
幇
助
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、
夫
が
子
供
養
育
補
助
費
を
申
し
込

む
の
を
手
伝
っ
た
妻
は
、
後
日
子
供
が
死
ん
で
実
際
に
は
請
求
権
を
失
う
状
況
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
が
そ
れ
を
受
け
取
り

続
け
て
い
る
の
を
知
っ
て
も
、
役
所
に
事
情
を
告
知
す
る
義
務
は
負
わ
ず
、
不
作
為
に
よ
る
不
正
受
給
の
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。

こ
の
事
案
で
は
、
当
初
の
申
し
込
み
の
手
伝
い
は
、
結
果
的
に
は
正
犯
者
が
犯
行
を
行
う
一
因
と
な
っ
て
い
な
い
で
は
な
い
。
し
か

し
、
そ
の
手
伝
い
の
時
点
に
お
い
て
は
、
将
来
の
犯
行
と
結
び
つ
く
危
険
は
き
わ
め
て
低
く
、
そ
の
行
為
が
仮
に
未
必
の
故
意
に
基
づ

い
て
行
わ
れ
た
と
し
て
も
、
作
為
に
よ
る
共
犯
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
危
険
創
出
行
為
と
評
価
す
る
こ
と

も
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
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複
数
人
が
犯
罪
を
実
行
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
う
ち
一
人
が
状
況
を
利
用
し
て
当
初
の
共
謀
の
範
囲
外
の
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
に
も
、

こ
う
し
た
観
点
か
ら
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
処
罰
範
囲
を
限
定
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
甲
、
乙
が
強
盗
を
計
画
し
て
丙
宅
に
侵
入

し
、
二
人
で
丙
、
丙
の
妻
丁
に
暴
行
を
加
え
て
、
抵
抗
で
き
な
い
よ
う
に
縛
り
上
げ
、
乙
が
財
物
を
奪
取
し
て
い
た
が
、
そ
の
間
、
甲

は
丁
に
対
す
る
強
姦
の
故
意
を
生
じ
、
丁
を
姦
淫
し
た
、
乙
は
甲
を
阻
止
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
放
置
し
て
い
た
と

い
う
事
案
に
お
い
て
は
、
乙
の
罪
責
は
強
盗
罪
の
共
犯
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
確
か
に
、
乙
は
犯
行
を
容
易
に
す
る
状
況

を
作
り
出
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
段
階
で
は
、
甲
は
強
姦
を
決
意
し
て
は
お
ら
ず
、
ま
た
、
乙
が
甲
の
強
姦
を
決
意
さ
せ
る
に
足
る
心

理
的
な
働
き
か
け
も
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
何
ら
か
の
付
加

的
事
情
が
認
め
ら
れ
、
強
姦
に
つ
い
て
も
前
述
し
た
よ
う
な
作
為
に
よ
る
共
謀
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
前
述

し
た
よ
う
に
も
し
単
に
現
場
に
い
た
と
い
う
だ
け
で
あ
れ
ば
安
易
に
共
謀
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
積
極
的
な
関
与

行
為
が
認
定
で
き
な
い
場
合
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
も
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。不

作
為
時
に
お
け
る
故
意

以
上
の
よ
う
に
し
て
危
険
創
出
行
為
が
認
め
ら
れ
た
場
合
に
も
、
不
作
為
者
に
故
意
が
な
い
限
り
、
故
意
共
犯
は
成
立
し
な
い
。
そ

し
て
、
故
意
の
内
容
と
し
て
は
、
①
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
認
識
と
②
正
犯
者
が
犯
罪
を
実
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の

予
見
が
必
要
で
あ
る
。
①
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
危
険
創
出
行
為
の
場
合
に
は
、
自
ら
が
そ
う
し
た
危
険
な
行
為

を
行
っ
た
事
実
を
不
作
為
時
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
と
に

の
類
型
に
お
い
て
は
こ
の
点
は
慎
重
に
認
定
さ
れ
る

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
②
に
関
し
て
も
、
通
常
、
人
は
そ
う
簡
単
に
は
故
意
の
犯
罪
を
行
わ
な
い
と
い
う
信
頼
の
原
則
を

慮

し
て
、
慎
重
に
認
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
た
も
の
の
、

ほ
と
ん
ど
は
不
作
為
者
が
作
為
正
犯
者
の
犯
行
現
場
あ
る
い
は
そ
の
ご
く
近
く
に
い
た
事
案
だ
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
故
意
の
認
定
の
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点
が
影
響
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
点
と
関
連
す
る
わ
が
国
の
裁
判
例
に
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
麻
薬
取
扱
者
の
免
許
を
有
し
て
い
た
Ｘ
が
、
や
は
り
免
許

を
有
し
て
い
た
Ｙ
に
、
麻
薬
を
他
に
売
却
す
る
よ
う
依
頼
し
て
、
麻
薬
を
手
渡
し
た
。
そ
の
当
時
は
麻
薬
取
締
規
則
施
行
当
時
で
、
同

規
則
に
よ
る
と
、
Ｘ
Ｙ
の
よ
う
な
麻
薬
取
扱
者
は
、
業
務
の
目
的
以
外
の
為
で
あ
っ
て
も
、
麻
薬
を
販
売
、
授
与
、
貸
与
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
麻
薬
取
締
法
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
後
Ｘ
が
売
却
の

委
託
を
取
り
消
さ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
は
麻
薬
を
Ｚ
に
売
却
し
た
。
こ
の
事
案
で
、
東
京
高
裁
は
Ｘ
に
麻
薬
譲
渡
罪
を
認
め
ず
、
無

罪
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
に
お
け
る
争
点
は
、
麻
薬
の
「
譲
渡
」
が
、
占
有
の
移
転
を
意
味
す
る
か
所
有
権
の
移
転
を
意
味
す

る
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
は
（
予
備
的
に
す
ら
）
訴
因
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
判
決
は
、
傍
論
と

し
て
「
こ
の
不
作
為
を
Ｙ
の
譲
渡
行
為
に
対
す
る
加
担
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
な
お
疑
問
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
判
決
の
理
論
的
根
拠

は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
理
解
は
可
能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
Ｘ
と
し
て
は
、
当
初
は
適
法
な
行
為
を
依
頼
し

た
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
そ
の
依
頼
に
は
、
法
改
正
に
よ
っ
て
譲
渡
行
為
が
禁
止
さ
れ
、
そ
れ
が
違
法
行
為
と
な
っ
た
場
合
に
ま
で
売
却

し
て
く
れ
と
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
そ
し
て
そ
の
後
、
Ｘ
Ｙ
間
に
意
思
の
連
絡
は
な
く
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
犯
行
を
行
う

兆
候
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
仮
に
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
と
し
て
も
、
故
意
が
否
定
さ
れ

る
べ
き
だ
、
と
。
こ
の
よ
う
に

え
れ
ば
無
罪
と
い
う
結
論
自
体
は
支
持
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

⑷

犯
罪
阻
止
義
務

総

説

さ
て
、
こ
こ
ま
で
、
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
実
で
あ
る
、
法
益
に
対
す
る
意
識
的
引
き
受
け
、
危
険
源
管
理
の
意
識
的
引

き
受
け
、
危
険
創
出
行
為
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
私
は
、
以
上
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
保
障
人
的
地
位
が
基
礎

づ
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と

え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
わ
が
国
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の
学
説
に
お
い
て
は
、
一
定
の
場
合
に
、

不
作
為
者
と
正
犯
者
と
の
関
係
や
、
不
作
為
者
の
地
位
か
ら
生
じ
る
正
犯
者
の
犯
罪
を

阻
止
す
る
義
務
」

以
下
、
犯
罪
阻
止
義
務
と
呼
ぶ
）
を
認
め
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
わ
が
国
の
裁
判
例
に
お

い
て
も
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
結
論
的
に
は
否
定
し
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
義
務
を
問
題
と
し
た
も
の
や
、
さ
ら
に
、

こ
の
よ
う
な
義
務
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
説
明
の
つ
か
な
い
有
罪
判
決
も
存
在
し
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
義
務
は
前
述
し
た
危
険
源
監
督
義
務
や
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
、
法
益
に
対
す
る
保
護
義
務
か
ら
導

か
れ
る
正
犯
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
義
務
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
こ
う
。
こ
れ
ら
の
義
務
は
あ
く
ま
で
被
害
者
保

護
の
観
点
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
た
だ
、
故
意
有
責
な
正
犯
行
為
が
介
在
し
た
、
正
犯
者
の
犯
行
終
了
後
に
結
果
回
避
可
能
性

が
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
理
由
か
ら
、
不
作
為
者
が
正
犯
行
為
終
了
後
の
事
象
に
つ
い
て
ま
で
責
任
を
問
わ
れ
な
い
た
め
、
そ
の
義
務

が
、
結
果
的
に
犯
行
を
阻
止
す
る
義
務
と
し
て
顕
在
化
す
る
場
合
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
阻
止
義
務
を

認
め
る
学
説
は
、
そ
う
し
た
保
護
義
務
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
よ
り
広
い
範
囲
で
保
障
人
的
地
位
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
古
く
か
ら
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
義
務
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
事
例
群
は
大
別
し
て
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
家
族
関
係
に
基
づ
く
場
合
、
公
務
員
関
係
に
基
づ
く
場
合
、
そ
し
て
、
私
企

業
等
に
お
け
る
上
位
者
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
を
加
え
て
い
く
こ
と
と
す
る
が
、
結
論

か
ら
先
に
言
え
ば
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
義
務
を
認
め
て
い
る
事
例
群
は
、
①
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
三
つ
の
類
型
の
い
ず
れ
か

に
当
た
る
場
合
か
、
②
そ
も
そ
も
無
罪
と
す
べ
き
場
合
か
の
ど
ち
ら
か
に
解
消
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と

え
る
。

責
任
無
能
力
者
の
保
護
者

こ
う
し
た
犯
罪
阻
止
義
務
の
中
で
、
比
較
的
争
い
な
く
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
責
任
無
能
力
者
を
監
視
す
べ
き
立
場
に
あ
る
者

が
、
責
任
無
能
力
者
が
犯
行
を
行
お
う
と
し
て
い
る
際
に
そ
れ
を
阻
止
せ
ず
、
結
果
を
発
生
さ
せ
た
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
母
親
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が
、
幼
児
が
隣
家
に
勝
手
に
侵
入
し
、
お
菓
子
を
盗
み
食
い
し
て
い
る
の
を
阻
止
し
な
い
場
合
や
、
精
神
病
院
の
医
師
が
、
犯
行
癖
の

強
い
責
任
無
能
力
の
担
当
患
者
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
が

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
は
、

危
険
源
管
理
に
対
す

る
引
き
受
け
」
の
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
被
監
督
者
は
、
確
か
に
、
人
格
を
有
す
る
存

在
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
能
力
を
有
し
な
い
者
は
、
未
成
熟
さ
や
病
気
故
に
、
刑
法
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
反
対
動
機
形
成
可
能
性

が
な
く
、
犯
罪
を
思
い
と
ど
ま
る
可
能
性
が
な
い
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
対
し
て
犯
行
を
動
機
付
け
る
よ
う
な
状
況

が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
彼
は
、
法
的
評
価
と
し
て
は
、
通
常
の
責
任
能
力
者
を
超
え
た
特
別
な
危
険
を
有
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
犯
行
を
動
機
付
け
る
状
況
が
存
在
し
て
い
る
場
合
に
は
、
未
成
熟
さ
、
病
気
に
対
し
て
対
処
す
る
こ
と

を
意
識
的
に
引
き
受
け
て
い
る
者
に
は
、
危
険
源
管
理
に
対
す
る
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
、
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。
ま
た
、
反
対
動
機
形
成
可
能
性
が
著
し
く
減
退
し
て
い
る
限
定
責
任
能
力
者
も
、
完
全
責
任
能
力
者
と
比
べ
れ
ば
、
な
お

「
危
険
源
」
と
評
価
し
う
る
の
で
、
監
視
者
の
保
障
人
的
地
位
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
同
様
に

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
、
い
わ
ゆ
る
人
格
障
害
等
が
あ
り
犯
行
癖
が
強
い
者
で
あ
っ
て
も
、
完
全
責
任
能
力
者
に
つ
い
て
ま
で
、
こ
う
し
た

「
危
険
源
」
性
を
肯
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
者
は
、
刑
法
の
立
場
か
ら
見
て
、
通
常
人
と
同
様
の
反
対
動
機
形
成
可
能
性

が
あ
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
者
自
身
を
「
危
険
源
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
評
価
矛
盾
だ

か
ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
責
任
無
能
力
者
、
限
定
責
任
能
力
者
と
い
え
ど
も
、
何
ら
の
動
機
付
け
も
な
け
れ
ば
犯
行
を
行
う
こ
と
は
な
い
の
だ
か

ら
、
監
督
者
に
故
意
不
作
為
犯
を
認
め
る
た
め
に
は
、
監
督
者
が
、
責
任
無
能
力
者
等
に
対
し
て
犯
行
を
動
機
付
け
る
よ
う
な
状
況
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
や
、
現
に
責
任
無
能
力
者
等
が
そ
の
よ
う
に
動
機
付
け
ら
れ
て
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
少
年
に
関
し
て
は
、
刑
事
未
成
年
で
あ
る
一
四
歳
未
満
で
あ
っ
て
も
、
実
質
的
な
意
味
で
の
責
任
能
力
は
備
わ
っ
て
い
る
場
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合
も
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前
述
し
た
よ
う
に
限
定
責
任
能
力
者
も
、
な
お
「
危
険

源
」
と
い
い
え
、
そ
し
て
刑
事
未
成
年
は
、
実
質
的
に
判
断
す
れ
ば
限
定
責
任
能
力
と
評
価
さ
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
さ

ら
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
一
四
歳
以
上
で
あ
っ
て
も
、
知
能
や
発
達
の
程
度
等
に
よ
っ
て
は
限
定
責
任
能
力
と
評
価
さ
れ
る
場
合
も

あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
な
お
危
険
源
性
を
肯
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

逆
に
、
一
四
歳
未
満
で
は
あ
る
が
実
質
的
な
能
力
は
備
わ
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
刑
罰
を
科
さ
ず

に
保
護
の
対
象
と
す
る
と
い
う
刑
事
政
策
に
は
合
理
性
は
あ
る
と
し
て
も
、
刑
法
の
立
場
か
ら
見
て
危
険
源
だ
と
い
う
評
価
は
も
は
や

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
義
務
の
違
反
が
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
、
作
為
正
犯
が
責
任
無
能
力
者
で
あ
れ

ば
、
不
作
為
者
は
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
不
作
為
者
と
結
果
と
の
間
に
故
意
有
責
な

行
為
が
介
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
作
為
正
犯
者
が
限
定
責
任
能
力
者
の
場
合
に
は
、
議
論
が
あ
り
得
る
と
こ
ろ

だ
が
、
結
論
的
に
は
、
原
則
と
し
て
広
義
の
共
犯
に
と
ど
ま
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

親
の
未
成
年
者
の
子
の
犯
行
を
阻
止
す
る
義
務

で
論
じ
た
義
務
は
、
子
供
等
が
あ
く
ま
で
未
成
熟
で
あ
る
が
故
に
反
対
動
機
形
成
可
能
性
に
問
題
が
あ
り
、
危
険
源
と
評
価
で
き

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
親
の
未
成
年
の
子
に
対
す
る
監
護
、
養
育
権
を
根
拠
に
、
責
任

能
力
に
問
題
の
な
い
未
成
年
の
子
の
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
を
肯
定
す
る
見
解
が
多
数
説
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
述
し
た
三
類
型
に
は
還
元
で
き
な
い
、
固
有
の
「
犯
罪
阻
止
義
務
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
見
解
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
監
護
、
養
育
権
は
、
第
一
次
的
に
は
子
の
福
祉
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
直
ち
に
、
犯
罪
阻
止
義
務
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
供
が
犯
罪
者
に
な
る
こ
と
は
子
の
福
祉

に
反
す
る
か
ら
、
子
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
べ
き
で
あ
る
と

え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
は
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
正
犯
者
の
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堕
落
防
止
に
求
め
る
こ
と
に
な
り
、
わ
が
国
の
多
数
説
が
否
定
し
て
い
る
責
任
共
犯
論
に
帰
着
し
て
し
ま
う
。
確
か
に
、
わ
が
国
の
民

事
判
例
は
、
責
任
能
力
あ
る
未
成
年
の
子
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
、
民
法
七
一
四
条
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
前
提
に
、
七
〇
九
条
に
基

づ
い
て
親
権
者
に
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
親
の
責
任
は
、
被
害
者
救
済
の
実
効
性
確
保
と
い
う
政
策

的
配
慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
政
策
的
配
慮
を
導
入
す
べ
き
で
な
い
刑
事
責
任
の
判
断
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
「
特

別
な
義
務
」
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
例
え
ば
、
未
成
年
者
が
責
任
能
力
に
問
題
は
な
く
と
も
非
常
に
犯
罪
癖
が
強
い
場
合
や
、
犯
行
が
行
わ
れ
る

明
白
な
兆
候
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
未
成
年
者
は
な
お
「
危
険
源
」
と
い
え
、
親
は
そ
の
監
護
を
引
き
受
け
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
犯
罪
阻
止
義
務
を
負
う
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
あ
る
だ
ろ
う
。

確
か
に
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
一
定
程
度
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
親
に
阻
止
す
る
道
徳
的
責
任
が
あ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
、
民
事
法
上
の
不
法
行
為
責
任
を
も
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
危
険
性
は
、
子
供
が
未
成
年

の
場
合
に
限
ら
ず
、
成
人
の
場
合
に
も
全
く
同
様
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
危
険
性
が
高
く
て

も
、
保
障
人
的
地
位
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
そ
し
て
、
両
者
の
差
は
前
述
し
た
親
権
以
外
に
存
在
し
な
い
。
し
か

し
、
親
権
と
い
う
民
法
上
の
権
限
の
み
を
根
拠
に
、
刑
法
上
の
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
実
際
上
も
、
母

親
と
娘
が
デ
パ
ー
ト
に
買
い
物
に
行
き
、
娘
が
自
分
の
利
益
の
た
め
に
万
引
き
し
て
い
た
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
娘
が
一
九

歳
で
あ
れ
ば
母
親
が
不
作
為
に
よ
る
窃
盗
幇
助
に
な
り
、
二
〇
歳
で
あ
れ
ば
無
罪
と
な
る
と
い
う
の
は
い
か
に
も
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
ろ

う
。以

上
の
よ
う
に
、
親
の
引
き
受
け
る
べ
き
危
険
は
、
子
が
犯
罪
を
犯
す
危
険
一
般
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
子
供
の
未
成
熟
と
関
連
し

た
危
険
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
親
が
不
作
為
に
よ
る
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
、

で
論
じ
た
限
度
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
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夫
婦
間

ま
し
て
、
対
等
な
立
場
に
あ
る
夫
婦
間
に
お
い
て
、
互
い
の
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ

う
。
ま
さ
に
こ
の
点
を
否
定
す
る
論
理
を
提
供
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ア
ル
ミ
ン
・
カ
ウ
フ
マ
ン
ら
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
た
機
能
説
の
意

図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
理
論
的
成
果
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
夫
婦
は
互
い
の
協
力
者
と
し
て
、
前
述
し
た
保
護
義
務
を

負
う
べ
き
だ
と
し
て
も
、
そ
の
後
見
監
督
人
と
し
て
、
犯
罪
阻
止
義
務
ま
で
負
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
伝

統
的
に
は
こ
の
よ
う
な
義
務
を
認
め
て
き
た
が
、
学
説
か
ら
の
ほ
ぼ
全
面
的
な
批
判
を
受
け
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う
な
義
務
を
少
な

く
と
も
正
面
か
ら
は
認
め
な
い
方
向
に
傾
き
つ
つ
あ
る
。

な
お
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
誤
解
を
さ
け
る
た
め
に
も
う
一
度
確
認
し
て
お
く
と
、
母
親
が
、
夫
が
わ
が
子
を
殺
害
し
よ
う
と
す
る

の
を
阻
止
し
な
い
場
合
に
は
、
母
親
に
「
犯
罪
阻
止
義
務
」
が
認
め
ら
れ
て
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
は
前
述
し

た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
母
親
の
子
供
に
対
す
る
保
護
義
務
が
根
拠
な
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪

阻
止
義
務
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

公
務
員
の
犯
罪
阻
止
義
務
①

総
説

次
い
で
、
公
務
員
の
「
犯
罪
阻
止
義
務
」
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
は
「
公
務
所
に
お
け
る
犯
罪
行
為
」
の

章
に
、
上
司
が
、
部
下
の
公
務
員
が
公
務
所
に
お
け
る
違
法
行
為
を
行
う
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
上
司
は
当
該
違
法
行
為

に
科
さ
れ
る
法
定
刑
の
範
囲
内
で
処
罰
さ
れ
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
（
三
五
七
条
一
項

。
し
か
し
、
こ
の
規
定
が
適
用
で
き
な
い
場
合

具
体
的
に
は
正
犯
者
が
私
人
の
場
合
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
が

に
つ
い
て
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
た
判
例
も
い
く
つ
か
存

在
し
て
い
る
。
古
く
は
、
看
守
が
、
囚
人
の
作
業
を
監
視
中
に
、
囚
人
に
よ
る
窃
盗
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
窃
盗
幇
助
を
認
め
た

帝
国
裁
判
所
の
判
例
が
あ
る
。
ま
た
、
比
較
的
最
近
で
は
、
例
え
ば
、
警
察
官
が
、
犯
罪
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
が
そ
れ
を

阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
、
環
境
保
護
省
の
公
務
員
が
環
境
犯
罪
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
等
に
保
障
人
的
地
位
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

271

不作為による共犯について（2・完）(島田聡一郎)



さ
ら
に
、
ご
く
最
近
、
旧
東
独
の
共
産
党
中
央
委
員
会
政
治
局
構
成
員
が
、
殺
害
が
行
わ
れ
て
い
る
国
境
警
備
の
状
況
を
知
り
な
が
ら

放
置
し
て
い
た
た
め
、
国
境
兵
士
が
、
ベ
ル
リ
ン
の
壁
を
越
え
て
西
へ
と
亡
命
し
よ
う
と
し
た
者
を
射
殺
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い

う
事
案
で
、
被
告
人
を
不
作
為
に
よ
る
故
殺
幇
助
と
し
て
処
罰
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
が
登
場
し
て
い
る
。

で
は
、
わ
が
国
で
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
公
務
員
の
義
務
は
大
別
し
て
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
、
作
為
正
犯
者
に
よ
っ
て
侵
害
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
法
益
の
保
護
が
、
ま
さ
に
当
該
公
務
員
の
職
務
に
属
す
る
場

合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
公
務
員
が
そ
の
よ
う
な
地
位
に
は
な
い
場
合
に
、
組
織
内
部
の
上
位
者
と
し
て
、
下
位
者
の
犯
罪
行
為
を

放
置
し
て
い
た
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
前
者
に
お
い
て
は
、
法
益
に
対
す
る
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
不
作

為
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
後
者
に
お
い
て
は
、
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

公
務
員
の
犯
罪
阻
止
義
務
②

特
別
権
力
関
係

前
者
か
ら
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、
囚
人
そ
の
他
の
い
わ
ゆ
る
特
別
権
力
関
係
下
に
あ
る
人
物
が
被
害
者
の
場
合
に
は
、
そ
う
し
た
人

物
を
管
理
す
べ
き
立
場
に
あ
る
者
が
、
同
時
に
彼
ら
の
法
益
を
保
護
す
る
任
務
を
も
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
囚
人
ら

は
、
自
由
を
制
限
さ
れ
た
上
で
、
一
定
期
間
、
一
定
場
所
に
強
制
収
容
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
間
は
通
常
人
と
比
べ
て
自
由
に

自
己
保
護
措
置
を
採
る
こ
と
が
困
難
な
「
脆
弱
」
な
存
在
で
あ
り
、
管
理
者
の
立
場
に
あ
る
公
務
員
は
、
そ
う
し
た
者
の
法
益
を
引
き

受
け
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
囚
人
甲
が
、
他
の
囚
人
乙
に
暴
行
を
加
え
て
い
る
の
を
現
認
し
た
刑
務
官
が
、
日
頃

か
ら
乙
が
態
度
が
悪
か
っ
た
の
で
、
い
い
気
味
だ
と
思
っ
て
放
置
し
て
い
た
場
合
に
は
、
刑
務
官
に
は
不
作
為
に
よ
る
暴
行
幇
助
が
認

め
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
物
理
的
な
支
配
下
に
お
か
れ
て
い
な
い
一
般
市
民
が
犯
罪
被
害
者
の
場
合
、
あ
る
い
は
、
具
体
的
な
被
害
者
の
い

な
い
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

公
務
員
の
犯
罪
阻
止
義
務
③

警
察
官
の
場
合
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ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
特
に
警
察
官
の
犯
罪
阻
止
義
務
を
念
頭
に
置
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
連
邦

通
常
裁
判
所
の
判
例
理
論
は
お
お
む
ね
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
警
察
官
が
公
法
上
負
っ
て
い
る
犯
罪
阻
止
義
務
は
、

当
該
犯
罪
に
よ
っ
て
侵
害
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
法
益
の
保
護
と
不
可
分
一
体
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、

市
民
は
警
察
に
対
し
て
法
益
の
保
護
の
た
め
に
介
入
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
を
持
つ
。
そ
れ
故
警
察
官
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
る
こ

と
を
知
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
阻
止
す
る
義
務
を
負
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
義
務
は
あ
く
ま
で
職
務
上
の
も
の
だ
か
ら
、
原
則
と
し

て
、
当
該
警
察
官
が
事
物
管
轄
、
場
所
管
轄
を
有
し
て
い
る
こ
と
、
職
務
執
行
中
で
あ
る
こ
と
、
の
二
つ
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
発
生
し
な
い
。
た
だ
し
、
職
務
時
間
外
に
知
っ
た
犯
罪
が
継
続
犯
で
あ
っ
た
り
、
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
事
情

か
ら
、
職
務
執
行
中
に
も
な
お
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
公
共
の
利
益
が
私
的
な
利
益
よ
り
も
重
要
か
否
か
を

個
々
の
事
案
毎
に

量
す
べ
き
で
あ
り
、
一
三
八
条
の
不
救
助
罪
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
法
益
や
多
額
あ
る
い
は
高
度
の
不
法
内
容
の

財
産
侵
害
の
場
合
に
は
、
公
共
の
利
益
が
優
越
し
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
。
以
上
の
よ
う
な
理
論
で
あ
る
。

こ
の
理
論
が
示
さ
れ
た
の
は
、
警
察
官
が
非
番
中
に
訪
問
し
た
飲
み
屋
に
お
い
て
、
知
人
で
あ
る
店
主
が
売
春
促
進
行
為
を
行
っ
て

い
る
の
を
知
っ
た
が
、
そ
れ
を
放
置
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
、
売
春
促
進
罪
幇
助
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
事
案
を
扱
っ
た
連
邦
通
常
裁

判
所
の
判
決
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
犯
罪
を
知
っ
た
の
が
非
番
中
で
あ
っ
た
こ
と
、
対
象
犯
罪
が
重
大
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由

に
、
警
察
官
に
売
春
促
進
罪
を
阻
止
す
る
保
障
人
的
地
位
を
否
定
し
た
。

さ
ら
に
、
近
時
、
同
様
の
一
般
論
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
や
は
り
非
番
中
に
得
た
知
識
を
も
と
に
警
察
官
に
犯
罪
阻
止
義
務
を
認
め

た
判
決
も
登
場
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
経
済
犯
罪
こ
と
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
犯
罪
を
担
当
す
る
警
察
官
Ｘ
が
、
妻
Ｙ
の
名
で
、
Ｙ
と
と

も
に
公
務
員
法
上
の
兼
業
許
可
を
得
て
お
ら
ず
、
ま
た
申
請
し
て
も
許
可
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
よ
う
な
会
社
を
経
営
し
て
い
た
、

Ｘ
は
、
Ｙ
が
そ
の
会
社
の
業
務
に
お
い
て
詐
欺
、
文
書
偽
造
罪
を
行
っ
て
い
る
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
を
扱
っ
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
判
決
で
も
同
様
の
論
理
が
用
い
ら
れ
て
、
今
度
は
Ｘ
に
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
、
文
書
偽
造
幇
助
が
肯
定
さ
れ
た
。
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以
上
の
よ
う
な
判
例
理
論
に
対
し
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
異
論
が
あ
る
。
市
民
は
、
正
当
防
衛
権
の
行
使
等
に
よ
り
、
自
ら
の

身
を
独
立
し
て
守
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
警
察
官
に
対
し
て
従
属
関
係
に
は
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
警
察
官

に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
私
は
、
こ
れ
ら
の
判
例
の
論
理
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
基
本
的
に
採
用
さ
れ
る
べ
き
と

え
る
。
確
か
に
、
ド
イ
ツ
の
少

数
説
の
い
う
よ
う
に
、
警
察
官
は
、
通
常
、
刑
務
官
が
囚
人
等
の
身
柄
を
自
ら
の
支
配
下
に
お
い
て
い
る
よ
う
な
形
で
一
般
市
民
を
支

配
下
に
お
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
、
倉
庫
番
に
倉
庫
内
に
お
け
る
財
産
を
保
護
す
る
義
務
を
認
め
る
の

が
一
般
的
な
見
解
と

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
雇
い
主
は
、
自
ら
正
当
防
衛
等
に
よ
り
自
ら
の
財
産
を
守
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
し
、
雇
い
主
が
倉
庫
番
に
対
し
て
従
属
関
係
に
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
ド
イ
ツ
の
少
数
説
が
要
求
し

て
い
る
事
情
は
、
過
大
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
、
私
人
に
よ
る
自
力
救
済
や
復
讐
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
、
国
家
に
刑
罰
権
を
独
占
さ
せ
た
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、
国

家
は
犯
罪
か
ら
私
人
の
安
全
を
守
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
自
体
は
抽
象
的
存
在
に
過
ぎ
な
い
か

ら
、
そ
う
し
た
任
務
を
国
家
機
関
を
構
成
す
る
具
体
的
な
個
人
に
担
当
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
任
務
を
担
当
す
る
の
は
、

ま
さ
に
「
個
人
の
生
命
、
身
体
お
よ
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
…
…
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
た
る
」

警
察
法
二
条
一
項
）
べ
き

警
察
官
で
あ
る
。
警
察
官
は
、
職
務
に
就
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
市
民
を
保
護
す
べ
き
地
位
を
包
括
的
に
引
き
受
け
て
い
る

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
警
察
官
は
、
あ
く
ま
で
公
的
職
務
に
基
づ
い
て
義
務
を
負
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
非
番
の
際
に
行
わ
れ
、
そ
の

間
に
終
了
し
た
行
為
を
阻
止
す
る
義
務
は
負
わ
な
い
。
例
え
ば
、
警
察
官
が
、
休
日
に
自
宅
前
で
行
わ
れ
て
い
る
殴
り
合
い
の
喧
嘩
を

現
認
し
な
が
ら
阻
止
し
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
に
不
作
為
に
よ
る
傷
害
幇
助
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
の
連
邦
通
常
裁
判
所
が
い
う
よ
う
に
、
職
務
時
間
外
に
知
っ
た
犯
罪
が
継
続
犯
で
あ
っ
た
り
、
何
度
も
繰
り
返
さ

立教法学 第65号（2004)

274



れ
て
い
る
と
い
っ
た
事
情
か
ら
、
職
務
執
行
中
に
も
な
お
継
続
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
成

立
す
る
余
地
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
職
務
執
行
中
に
も
、
阻
止
す
べ
き
犯
罪
行
為
が
存
在
し
、
ま
た
そ
れ
を
阻
止
す

る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
故
意
も
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
故
意
を
認
め
る
た
め
に
は
、
い
つ
情
報
を
得
た
か
は

重
要
で
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、
行
政
刑
法
が
肥
大
化
し
て
い
る
現
在
、
警
察
官
に
対
し
て
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
を
阻
止
す
る
こ
と
を
義
務
づ

け
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
行
為
の
取
締
に
際
し
て
は
、
警
察
官
に
一
定
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

故
、
警
察
官
の
作
為
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
裁
量
権
の
逸
脱
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ

の
判
例
は
、
非
番
中
に
知
識
を
得
た
場
合
に
関
し
て
、
こ
の
よ
う
な

慮
を
し
て
い
る
が
、
理
論
的
に
は
職
務
執
行
中
に
知
識
を
得
て

い
た
場
合
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
個
人
的
法
益
に
対
す
る
重
大
な
侵
害
が
職
務
執
行
中
の
警
察
官
の
面
前
で
行
わ

れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
、
そ
れ
を
あ
え
て
阻
止
し
な
い
こ
と
は
、

許
さ
れ
る
お
よ
が
せ
捜
査
等
の
）
よ
ほ
ど
特
別
な
理
由
が
な
い
限

り
、
裁
量
権
の
逸
脱
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。

公
務
員
の
犯
罪
阻
止
義
務
④

他
の
行
政
官
庁
の
場
合

以
上
の
こ
と
は
、
他
の
行
政
官
庁
所
属
の
公
務
員
に
つ
い
て
も
原
則
と
し
て
当
て
は
ま
る
。
つ
ま
り
公
務
員
は
、
組
織
の
中
で
、
自

己
が
担
当
す
る
分
野
に
お
い
て
、
業
法
や
さ
ら
に
は
刑
法
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
国
民
か
ら
の
委
託
を
根
拠

と
し
た
義
務
の
違
反
を
根
拠
に
不
作
為
に
よ
る
共
犯
と
し
て
の
罪
責
を
負
う
余
地
が
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
警
察
官
と
一
般
公
務

員
と
の
職
務
の
相
違
の
た
め
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
な
差
が
生
じ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
一
般
公
務
員
は
、
犯
罪
阻
止
一
般
を
そ
の
任
務

と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
自
己
が
所
轄
す
る
事
務
の
範
囲
内
に
お
け
る
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
を
負
う
に
と
ど
ま
る
。

第
二
に
、
一
般
公
務
員
が
所
轄
す
る
事
務
と
関
連
し
て
行
わ
れ
る
犯
罪
は
、
比
較
的
抽
象
的
な
利
益
を
保
護
法
益
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
事
後
規
制
型
社
会
に
移
行
し
つ
つ
あ
る
と
は
い
え
、
こ
れ
ま
で
の
わ
が
国
の
行
政
規
制
の
あ
り
方
や
、
刑

275

不作為による共犯について（2・完）(島田聡一郎)



法
の
補
充
性
の
原
則
を

慮
す
る
と
、
行
政
法
規
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
必
ず
刑
罰
を
持
ち
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

え
る

の
は
硬
直
的
に
過
ぎ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
裁
量
権
も
一
般
刑
法
犯
を
対
象
と
し
た
場
合
よ
り
広
く
認
め
ら

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
量
権
の
逸
脱
と
し
て
作
為
義
務
違
反
と
な
る
の
は
、
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
公

正
取
引
委
員
会
事
務
総
局
の
職
員
が
、
独
禁
法
違
反
の
不
当
な
取
引
制
限
に
対
し
、
も
し
か
し
た
ら
行
政
処
分
を
課
し
た
だ
け
で
は
、

ふ
た
た
び
不
当
な
取
引
制
限
を
行
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
刑
罰
の
弊
害
等
を

え
、
さ
し
あ
た
り
は
行
政
処
分
に
と
ど

め
て
お
こ
う
と
思
っ
て
告
発
し
な
か
っ
た
ら
、
は
た
し
て
そ
の
事
業
者
は
再
び
不
当
な
取
引
制
限
を
行
っ
た
場
合
に
、
職
員
を
不
作
為

に
よ
る
幇
助
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
強
力
な
強
制
権
限
を
有
し
て
い
る
警
察
と
は
異
な
り
、
通
常
の
公
務
員
が
と
り
う
る
結
果
回
避
措
置
は
限
ら
れ
て
お
り
、

こ
の
た
め
期
待
さ
れ
た
作
為
を
行
っ
た
と
し
て
も
結
果
が
回
避
で
き
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
疑
い
が
残
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
た
め
、
後
述
す
る
結
果
回
避
可
能
性
を
慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

公
務
員
の
犯
罪
阻
止
義
務
⑤

上
司
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
た
犯
罪
阻
止
義
務

以
上
の
よ
う
に
、
公
務
員
に
よ
る
犯
罪
阻
止
義
務
と
い
わ
れ
て
い
る
事
例
の
一
部
は
、
法
益
に
対
す
る
引
き
受
け
の
観
点
か
ら
保
障

人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
直
接
実
行
者
に
対
し
て
、
事
前
に
危
険
を
高
め
る
行
為
を
行

っ
て
い
た
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
高
め
ら
れ
た
危
険
を
元
に
戻
す
義
務
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
別
稿
に
お
い
て
詳
論

し
た
が
、
危
険
源
の
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
の
履
行
を
他
人
に
ゆ
だ
ね
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
他
人
が
管
理
を
怠
っ

て
い
れ
ば
、
そ
れ
を
た
だ
す
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
、
公
務
員
の
保
障
人
的
地
位
が
基
礎
づ
け

ら
れ
る
場
合
も
あ
り
得
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
関
係
が
認
め
ら
れ
ず
、
単
に
、
組
織
の
上
位
者
が
下
位
者
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
に
と
ど
ま
る
場

合
に
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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前
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
は
こ
う
し
た
場
合
を
一
般
的
に
処
罰
す
る
規
定
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
つ
い
て
は
、

本
来
（
教
唆
）
幇
助
と
さ
れ
る
べ
き
関
与
行
為
を
含
め
て
正
犯
と
し
て
処
罰
し
て
い
る
点
で
は
特
別
規
定
だ
と
さ
れ
て
は
い
る
が
、
保

障
人
的
地
位
を
特
別
に
拡
張
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
来
、
指
揮
命
令
権
限
に
基
づ
く
「
支
配
」
の
観
点
か
ら
、
保
障
人
的
地
位
が
認

め
ら
れ
る
場
合
を
確
認
的
に
規
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
の
刑
法
典
に
は
こ
の
よ
う
な
規
定
は
な
い
が
、
国

家
公
務
員
法
九
八
条
一
項
が
公
務
員
に
上
司
の
命
令
に
従
う
義
務
を
定
め
て
い
る
こ
と
を
手
が
か
り
と
し
て
、
上
司
に
監
督
義
務
を
認

め
る
と
い
う
解
釈
論
は
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
結
論
的
に
は
こ
の
よ
う
に

え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
す
で
に
た
び
た
び
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
法
上
の
義

務
が
直
ち
に
刑
法
上
の
義
務
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
こ
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
「
支
配
」
も
保
障
人
的
地
位

を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
の
「
支
配
」
は
、
前
述
し
た
い
わ
ゆ
る
「
排
他
的
支
配
」
の
意
味
で
は
な

く
、
単
に
指
揮
命
令
権
限
の
行
使
等
に
よ
っ
て
、
作
為
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
こ
と
が
容
易
な
地
位
に
あ
っ
た
と
い
う
意
味
に
過
ぎ
な

い
。
し
か
し
、

容
易
だ
っ
た
か
ら
す
べ
き
だ
っ
た
」
と
た
だ
ち
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

結
局
、
こ
の
よ
う
な
「
監
督
」
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
責
任
能
力
を
有
す
る
独
立
し
た
主
体
を
、
い
わ
ば
危
険
源
と
み
な
し
て
、

そ
れ
を
監
督
す
る
義
務
を
課
す
こ
と
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
、
責
任
あ
る
主
体
の
独
立
性

を
認
め
る
法
秩
序
と
整
合
的
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
堀
内
教
授
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

成
人
間
の
犯
罪
阻
止
義
務
を
認
め
る
こ

と
は
作
為
義
務
を
倫
理
化
す
る
こ
と
に
な
り
妥
当
で
な
い
」
の
で
あ
る
。
実
際
上
も
、
例
え
ば
、
公
務
員
の
上
司
が
部
下
の
公
務
員
が

収
賄
す
る
の
を
現
認
し
な
が
ら
、
意
思
連
絡
な
く
放
置
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
、
上
司
を
収
賄
幇
助
と
し
て
処
罰
す
る
の
は
、
妥
当
な

結
論
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
企
業
、
そ
の
他
私
的
組
織
の
場
合

ま
し
て
、
そ
の
よ
う
な
監
督
権
限
を
基
礎
づ
け
る
法
律
上
の
根
拠
す
ら
存
在
し
な
い
、
私
企
業
、
あ
る
い
は
私
的
団
体
の
上
司
に
、
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前
述
し
た
三
つ
の
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
）
部
下
が
当
該
企
業
活
動
に
関
連
す
る
犯
罪
を
行
う

の
を
監
督
、
阻
止
す
る
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
多
数
説
は

で
前
述
し
た
「
支
配
」
の
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
を
認
め
て
い
る
が
、
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
る
見
解
も
少
数
な
が
ら
有
力
に

主
張
さ
れ
て
い
る
。

わ
が
国
の
裁
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
案
で
引
受
、
先
行
行
為
等
の
通
常
の
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
が
認
め
ら
れ
な
い

場
合
に
も
犯
行
阻
止
義
務
を
認
め
る
か
の
よ
う
な
口
吻
の
も
の
は
三
つ
あ
る
。
そ
の
う
ち
一
つ
は
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
、
不
作

為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
残
り
の
二
つ
は
結
論
的
に
は
そ
れ
を
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
者
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
そ
の
裁
判
例
は
、
愚
連
隊
の
首
領
が
、
自
己
の
輩
下
が
仲
間
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
者
に
報
復
を
加
え
る
た

め
に
、
彼
を
自
宅
内
に
連
れ
込
み
、
自
分
の
面
前
で
暴
行
を
加
え
て
い
た
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
不
作
為
に
よ
る
傷
害
幇
助

と
し
て
処
罰
し
た
東
京
地
裁
判
決
で
あ
る
。

し
か
し
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
こ
の
判
決
の
論
理
に
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
判
決
は
、
被
告
人
が
ⅰ
暴
行
が
行
わ
れ
て
い
る
間

終
始
そ
の
場
に
あ
っ
て
そ
の
状
況
を
現
認
し
、
事
態
の
大
事
に
進
展
す
べ
き
を
知
り
な
が
ら
、
ⅱ
輩
下
で
あ
る
他
の
被
告
人
の
暴
行
を

黙
認
し
、
そ
の
な
す
に
委
せ
、
わ
ず
か
に
他
の
被
告
人
ら
が
被
害
者
を
屋
外
に
ひ
き
づ
り
だ
そ
う
と
す
る
の
を
自
ら
阻
止
し
た
に
と
ど

ま
り
、
傷
害
の
結
果
を
未
然
に
防
止
す
る
に
足
る
措
置
を
と
ら
ず
、
よ
っ
て
傷
害
結
果
を
惹
起
す
る
に
至
ら
し
め
た
、
と
し
て
い
る

（
ⅰ
、
ⅱ
は
筆
者

。

こ
の
判
決
理
由
中
、
ⅰ
の
事
情
か
ら
、
確
か
に
、
被
告
人
の
故
意
や
作
為
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ

れ
ら
の
事
情
が
、
保
障
人
的
地
位
、
作
為
義
務
を
基
礎
づ
け
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
犯
罪
の
現
場
に
お
り
、
そ
れ
を
見

な
が
ら
黙
認
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
当
然
に
義
務
が
生
じ
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
ⅱ
の
事
実
、
す
な
わ
ち
、
正
犯

者
が
被
告
人
の
輩
下
で
あ
っ
た
こ
と
は
被
告
人
の
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。

立教法学 第65号（2004)

278



学
説
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
れ
ば
保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
見
解
も
あ
る
。
例
え
ば
宮
澤
博
士
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
る
。

集
団
の
中
心
人
物
は
、
全
体
社
会
秩
序
の
わ
く
内
で
行
動
し
、
い
や
し
く
も
私
的
制
裁
を
否
定
さ
れ
た
現
代
社
会
の
中
に

お
い
て
、
社
会
秩
序
を
乱
す
行
動
に
出
な
い
よ
う
な
統
制
を
と
る
べ
き
義
務
を
負
わ
さ
れ
る
と
解
し
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。
従
っ

て
、
親
分
は
こ
の
部
分
社
会
秩
序
の
中
心
と
し
て
、
違
法
な
行
動
に
出
な
い
こ
と
を
社
会
に
対
し
て
保
障
す
べ
き
地
位
に
あ
る
と
断
じ

て
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
が
親
分
と
い
う
特
権
的
地
位
に
立
っ
て
い
る
者
の
宿
命
で
あ
り
、
責
任
者
た
る
の
地
位
に
付
随
す
る
制
約
で

あ
る
」

原
典
中
の
旧
漢
字
は
改
め
た

。

確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的

慮
に
も
納
得
で
き
る
部
分
も
あ
る
。
例
え
ば
、
民
法
上
は
、
こ
の
よ
う
な
「
特
権
的
地
位
」
を
根

拠
に
、
使
用
者
責
任
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
は
あ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
組
織
に
お
い
て
は
、
事
前
に
親
分
か
ら
の
指
示
が
出
さ

れ
、
あ
る
い
は
暗
黙
の
方
針
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
、
親
分
は
、
前
述
し
た
危

険
創
出
の
観
点
か
ら
保
障
人
的
地
位
に
立
つ
し
、
さ
ら
な
る
作
為
を
行
っ
て
い
れ
ば
作
為
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
関
係
が
な
い
場
合
に
ま
で
、
親
分
で
あ
る
こ
と
の
み
を
根
拠
に
、
部
下
の
犯
行
を
阻
止
す
る
保
障
人
的
地

位
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
な
お
疑
問
が
残
る
。
現
代
社
会
が
、

私
的
制
裁
を
否
定
」
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
直

接
行
為
者
の
可
罰
性
を
基
礎
づ
け
て
も
、
親
分
の
犯
行
阻
止
義
務
ま
で
は
基
礎
づ
け
な
い
。
そ
も
そ
も
、
や
く
ざ
、
暴
力
団
員
な
ど
と

い
え
ど
も
、
責
任
能
力
者
で
あ
る
限
り
、
犯
罪
を
行
え
ば
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
一
般
に
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
合

理
的
な
打
算
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
や
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
法
は
そ
の
よ
う
に
期
待
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
処
罰

を
行
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
現
実
に
処
罰
が
そ
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
場
合
も
場
合
も
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ

れ
ら
の
者
は
、
例
え
ば
、
組
織
や
、
組
織
の
上
位
者
の
た
め
、
あ
る
い
は
自
己
の
利
益
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
違
法
行
為
を
辞

さ
な
い
場
合
が
、
通
常
人
よ
り
多
い
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
親
分
等
が
、
下
位
者
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
犯
行
を

辞
さ
な
い
よ
う
な
状
況
を
与
え
た
場
合
、
言
い
換
え
れ
ば
、
危
険
創
出
行
為
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
親
分
に
保
障
人
的
地
位
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を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に

え
な
い
限
り
、
親
分
に
は
包
括
的
な
犯
罪
阻
止
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
個
別
行

為
責
任
の
原
則
に
も
反
し
か
ね
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

確
か
に
、
こ
の
判
決
の
事
案
に
お
い
て
被
告
人
を
処
罰
し
な
い
こ
と
に
は
抵
抗
が
残
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
被
告
人
を

処
罰
す
る
根
拠
は
、
他
に
い
く
つ
か

え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
宮
澤
博
士
自
身
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

被
害
者
を
屋
外
に
ひ
き

づ
り
だ
そ
う
と
す
る
の
を
自
ら
阻
止
し
た
」
作
為
を
根
拠
に
共
犯
を
認
め
る
こ
と
が

え
ら
れ
る
。
同
判
決
自
体
は
、
こ
の
点
に
さ
ほ

ど
重
き
を
置
い
て
い
な
い
が
、
博
士
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
行
為
は
「
屋
外
で
の
騒
ぎ
に
よ
っ
て
他
か
ら
の
干
渉
を
受
け
な
い
よ

う
に
、
屋
内
に
て
一
層
の
リ
ン
チ
を
加
え
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
そ
こ
ま

で
認
定
し
て
い
な
い
が
、
む
し
ろ
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
こ
と
は
一
つ
の
可
能
性
で
あ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
も
し
被
告
人
が
、
被
害
者
お
よ
び
犯
行
を
強
く
決
意
し
た
正
犯
者
を
あ
わ
せ
て
屋
内
に
引
き
入
れ
る
こ
と

に
関
与
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
家
屋
が
そ
の
閉
鎖
性
故
に
危
険
源
と
な
る
場
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
危
険
を
増
加
さ
せ
る

引
き
受
け
と
解
釈
と
し
て
、
不
作
為
犯
を
認
め
る
余
地
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
に
言
及
し
て

い
な
い
が
、
保
障
人
的
地
位
は
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
状
況
を
根
拠
と
し
て
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
、
結
論
的
に
は
犯
罪
阻
止
義
務
を
否
定
し
た
が
、
傍
論
に
お
い
て
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
に
言
及
し
た
二
つ
の
裁
判
例

に
検
討
を
加
え
よ
う
。

一
つ
は
、
第
一
章
で
も
見
た
、
会
社
の
取
締
役
Ｘ
、
Ｙ
が
、
社
長
Ｚ
と
そ
の
腹
心
の
Ｗ
か
ら
、
会
社
の
苦
境
を
救
う
た
め
に
会
社
へ

の
放
火
を
計
画
し
て
い
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
た
め
、
Ｚ
に
対
し
て
は
一
応
反
対
の
態
度
を
見
せ
た
が
、
放
火
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
よ

う
と
ま
で
は
せ
ず
、
ま
た
Ｗ
に
対
し
て
は
な
に
も
告
げ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
Ｗ
に
よ
っ
て
放
火
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
事
案
を
扱
っ
た

高
裁
判
決
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
放
火
の
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
Ｘ
、
Ｙ
の
罪
責
に
つ
い
て
、
共
謀
を
否
定
し
た
上
で
、
さ
ら

に
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
否
定
し
た
。

ⅰ
会
社
の
枢
機
に
参
与
す
る
重
役
た
る
被
告
人
等
が
、
社
長
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よ
り
工
場
放
火
の
決
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
場
合
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
阻
止
す
べ
き
責
任
が
あ
る
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

は
道
義
上
の
責
任
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
超
え
た
法
律
上
の
責
任
と
観
念
す
る
を
得
な
い
。
ⅱ
現
に
危
険
が
差
し
迫
り
、
例
え
ば
、
現
に

放
火
行
為
に
着
手
せ
ん
と
し
た
場
面
に
遭
遇
し
て
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
挙
に
で
な
い
場
合
で
あ
れ
ば
幇
助
を
も
っ
て
論
ず
る
こ
と
も
あ

な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
が
、
本
件
の
如
く
、
決
意
を
打
ち
明
け
ら
れ
た
に
止
ま
り
、
具
体
的
に
何
時
如
何
な
る
方
法
で
放
火
す
る

か
、
或
い
は
、
放
火
そ
の
も
の
を
決
行
す
る
か
ど
う
か
も
定
か
で
な
い
場
合
に
ま
で
、
被
告
人
等
に
こ
れ
を
阻
止
す
べ
き
法
律
上
の
義

務
を
認
め
る
の
は
、
無
理
で
あ
り
、
こ
れ
を
阻
止
す
る
方
法
が
な
い
」

ⅰ
、
ⅱ
は
筆
者

。

前
述
し
た
よ
う
に
、
ⅰ
は
基
本
的
に
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
ⅱ
で
あ
る
。
同
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
保
障
人

的
地
位
を
認
め
る
こ
と
も
、

あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
う
し
た
場
合
に
被
告
人
ら
を
処
罰
す

べ
き
と
積
極
的
に
い
っ
て
は
い
な
い
。
ま
た
、

不
当
と
は
い
え
な
い
」
こ
と
の
根
拠
も
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
「
犯
行
の
危
険
が
明
白
に
差
し
迫
っ
て
い
る
場
合
に
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ

る
可
能
性
も
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、
こ
の
点
が
問
題
と
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
判
決
で
あ
る
強
盗
致
傷
幇
助
に
関
す
る
東
京
高
裁
判
決

に
お
い
て
も
意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
同
判
決
は
、
被
告
人
の
現
金
に
対
す
る
保
護
義
務
を
否
定
し
た
が
、

そ
の
一
方
で
、
被
告
人
の
ａ
「
職
務
内
容
は
店
舗
の
現
場
業
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
…
…
他
の
従
業
員
ら
を
管
理
、
監
督
す
る
よ

う
な
人
事
管
理
上
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
」

職
務
上
正
犯
者
の
本
件
の
ご
と
き
犯
行
を
阻
止
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い

と
し
、
さ
ら
に
、
ｂ
「
も
し
そ
の
従
事
す
る
具
体
的
な
職
務
内
容
と
関
連
な
く
、
一
般
的
に
、
例
え
ば
雇

用
会
社
の
財
産
に
つ
い
て
保
護
義
務
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
す
る
犯
罪
の
阻
止
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
な
る
と
…
…
あ
ま
り
に
広
く
そ
の

義
務
懈
怠
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た
り
…
…
酷
な
結
果
を
導
き
か
ね
な
い
…
…
職
務
と
は
関
係
な
く
従
業
員
と
し
て
の
地
位
一
般
か
ら

保
護
義
務
あ
る
い
は
阻
止
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…
も
し
そ
う
し
た
義
務
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
犯

罪
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
明
白
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
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こ
の
判
決
の
判
旨
を
最
大
限
処
罰
を
認
め
る
方
向
に
解
釈
す
れ
ば
、
ａ
と
関
連
し
、
他
の
従
業
員
ら
を
管
理
、
監
督
す
る
よ
う
な
人

事
管
理
上
の
職
務
を
行
っ
て
い
た
場
合
、
あ
る
い
は
、
ｂ
と
関
連
し
、
一
般
の
従
業
員
で
あ
っ
て
も
犯
罪
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
確
実
で
明
白
な
場
合
、
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
犯
罪
阻
止
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
判

決
は
結
論
的
に
は
そ
う
し
た
義
務
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
読
み
方
は
唯
一
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
と

に
ｂ
に
つ
い
て
は
こ
の
判
決
自
体
が
「
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
」
と
い
う
留
保
を
付
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
の
よ
う
な

読
み
方
を
す
れ
ば
、
こ
の
判
決
は
、
ｂ
に
お
い
て
、
名
古
屋
高
裁
判
決
を
ふ
ま
え
な
が
ら
も
、
そ
れ
よ
り
処
罰
範
囲
を
広
げ
る
論
理
を

示
し
た
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
名
古
屋
高
裁
判
決
は
、
ⅰ
で
、
被
告
人
ら
が
取
締
役
と
い
う
社
長
を
監
督
す
べ
き

立
場
に
あ
る
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
さ

ら
に
ⅱ
で
犯
行
の
明
白
性
を
重
畳
的
に
要
求
し
て
い
る
が
、
こ
の
東
京
高
裁
判
決
は
、
ⅰ
に
対
応
す
る
ａ
、
ⅱ
に
対
応
す
る
ｂ
い
ず
れ

か
の
要
件
が
満
た
さ
れ
れ
ば
（
ｂ
に
関
し
て
は
被
告
人
が
従
業
員
で
あ
る
と
い
う
限
定
は
付
し
た
上
で
）
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
認
め
る
趣

旨
と
も
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
理
論
的
に
は
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
前
述
し
た
よ
う
に
、
東
京
高
裁
判
決
の
い
う
ａ
を
重
視
す
る

の
は
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
法
益
に
対
す
る
意
識
的
引
受
、
危
険
創
出
行
為
等
の
保
障
人
的
地
位
の
発

生
根
拠
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
責
任
能
力
、
反
対
動
機
形
成
可
能
性
を
有
す
る
者
の
故
意
の
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
な
い
よ
う

に
監
督
す
る
義
務
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
犯
行
が
行
わ
れ
る
明
白
な
兆
候
が
あ
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
そ

う
し
た
場
合
に
は
、
危
険
源
の
管
理
義
務
違
反
が
肯
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
不
作
為
に
よ
る
共

犯
を
認
め
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
名
古
屋
高
裁
の
放
火
の
事
案
を
念
頭
に
置
い
て
言
え
ば
、
放
火
の
危
険
が
差
し
迫
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
工
場
は
、
た
と
え
そ
れ
自
体
に
特
別
な
瑕
疵
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
い
ま
ま
さ
に
火
が
は
な
た
れ
、
炎
の
媒
介
物
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と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
不
特
定
多
数
人
の
生
命
、
身
体
、
財
産
に
対
す
る
危
険＝

公
共
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
を
生
み

出
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
工
場
は
、
ま
さ
に
「
危
険
源
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
管
理
を
引
き
受
け

て
い
る
者
は
、
そ
う
し
た
危
険
が
現
実
化
し
な
い
よ
う
に
そ
れ
を
阻
止
す
る
義
務
を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

で
は
具
体
的
に
誰
が
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る
と
い
え
る
の
か
。
同
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
管
理
権
原
者
が
法
人
の
場
合
に
は
、

防
火
管
理
業
務
が
日
常
的
な
業
務
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
通
常
は
、
日
常
的
業
務
執
行
権
限
を
有
し
て
い
る
代
表
取
締
役
が
そ
れ
を
引
き

受
け
る
べ
き
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
本
件
の
よ
う
に
、
代
表
取
締
役
が
ま
さ
に
故
意
の
犯
行
を
行
お
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の

よ
う
な
者
に
管
理
を
期
待
す
る
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
こ
そ
が
積
極
的
に
危
険
を
作
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
況
を
根
拠
に
、
代
表
取
締
役
の
選
任
、
監
督
権
限
を
有
す
る
取
締
役
会
の
構
成
員
が
管
理
義
務

を
負
う
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
取
締
役
は
、
そ
の
地
位
に
つ
く
際
に
、
そ
の
よ
う
な
任
務
を
負
う
こ
と
も
あ
る
と
い
う
こ
と

を
意
識
的
に
引
き
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
引
き
受
け
の
「
意
識
性
」
も
肯
定
で
き
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
犯
行
の
危
険
が
間
近
に
差
し
迫
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
通
常
、
人
は
そ
う
簡
単
に
は
故
意
の
犯
行
に
で
な

い
と
い
う
信
頼
の
原
則
の
観
点
を
も

慮
し
て
、

危
険
源
」
性
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
名
古
屋
高
裁
判
決
が
被
告
人
ら
を
無
罪

と
し
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
る
。

こ
れ
に
対
し
、
東
京
高
裁
判
決
の
事
案
に
お
い
て
は
、
た
と
え
、
強
盗
が
な
さ
れ
る
危
険
が
明
白
な
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被

告
人
ら
は
、
強
盗
を
容
易
に
す
る
何
ら
か
の
危
険
源
の
管
理
を
引
き
受
け
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
場

合
に
は
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
犯
罪
阻
止
義
務
は
、
前
述
し
た
私
見
の
認
め
る
三
つ
の
類
型
に
還
元
で
き
る
範
囲
で
の
み
保
障
人
的
地

位
を
基
礎
づ
け
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
む
し
ろ
無
罪
と
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
犯
罪
阻
止
義
務
と
い
う
概
念

を
用
い
て
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
さ
け
た
方
が
望
ま
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
論
理
を
用
い
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る
と
、
つ
い
そ
れ
自
体
が
一
人
歩
き
し
、
義
務
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
拡
張
し
て
ゆ
く
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
不
作
為
に
よ
る

共
犯
を
認
め
る
際
に
も
、
ま
ず
正
犯
・
共
犯
に
共
通
の
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
義
務

の
履
行
方
法
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
行
為
を
被
告
人
に
要
求
で
き
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
義
務

の
履
行
方
法
と
し
て
犯
行
の
阻
止
が
要
求
さ
せ
る
こ
と
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
あ
り
得
る
し
、
ま
た
不
当
で
も
な
い
。

第
五
章

不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
要
件
Ⅱ

作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性

第
一
節

作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
の
関
係

総

説

以
上
の
よ
う
な
検
討
を
経
て
最
後
に
残
さ
れ
た
の
が
、
作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
保
障
人
的

地
位
に
立
つ
者
に
現
実
に
履
行
不
可
能
な
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
結
果
を
回
避
で
き
な
い
よ
う
な
無

意
味
な
義
務
を
課
す
必
要
も
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
問
題
を

え
る
前
提
と
し
て
、
ま
ず
、
単
独
正
犯
を
念
頭
に
置
い
て
、
作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
の
異
同
、
お
よ
び
そ

れ
ぞ
れ
の
体
系
的
位
置
づ
け
、
そ
れ
が
存
在
し
な
い
場
合
の
効
果
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
現
在

の
学
説
は
、
実
は
か
な
り
混
乱
を
見
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
来
の
学
説

従
来
の
学
説
は
、
作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
の
相
違
を
必
ず
し
も
十
分
に
意
識
し
な
い
ま
ま
、
不
作
為
犯
、
こ
と
に
不
作
為
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結
果
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
、
両
者
を
重
畳
的
に
要
求
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
お
お
む
ね
、
作
為
可
能
性
は
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為

義
務
の
前
提
と
し
て
、
結
果
回
避
可
能
性
は
不
作
為
の
因
果
関
係
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
そ
の
理
論
的
根
拠
、
両
者
の
具
体
的
内
容
、
そ
の
相
違
は
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
多
数
説
の
問
題
点
を
ふ
ま
え
、
最
近
で
は
、
作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
と
を
同
一
視
し
、
そ
れ
が
欠
け
た
場
合
に

は
不
作
為
犯
の
「
実
行
行
為
性
」
が
否
定
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
既
遂
の
み
な
ら
ず
未
遂
の
成
立
も
否
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
も
有
力

に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
既
遂
結
果
に
つ
い
て
結
果
回
避
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
未
遂

結
果
に
つ
い
て
も
回
避
可
能
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
実
態
を
ふ
ま
え
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
点
に
お
い

て
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
見
解
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
。
両
者
は
、
要
求
さ
れ
る
趣
旨
が
異
な
り
、
さ
ら
に
、

厳
密
に

え
れ
ば
、
そ
の
効
果
も
異
な
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

私

見

⑴

作
為
可
能
性

具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
に

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
観
点
か
ら
、
あ
る
者
が
保
障
人
的
地
位
に

立
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
、
行
為
時
に
お
い
て
、
結
果
回
避
が
あ
る
程
度
見
込
ま
れ
る
作
為
、
言
い
換
え
れ
ば
そ
の

時
点
に
お
い
て
「
危
険
を
減
少
さ
せ
る
」
行
為
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
行
為
を
想
定
で
き
る
か
を

え
る
べ
き
で
あ
る
。

危
険
を
減

少
さ
せ
る
」
行
為
を
問
題
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
行
為
は
、
法
益
保
護
の
観
点
か
ら
見
て
無
意
味
で
あ
り
、
他

方
、
作
為
可
能
性
が
あ
く
ま
で
不
作
為
時
に
お
い
て
行
為
者
に
ど
の
よ
う
な
行
為
を
行
う
義
務
を
課
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
こ

と
に
鑑
み
る
と
、

結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
事
後
的
に
可
能
で
あ
っ
た
行
為
」
ま
で
要
求
す
る
の
は
、
過
度
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に

え
れ
ば
、
後
述
す
る
よ
う
に
作
為
可
能
性
を
不
作
為
の
正
犯
・
共
犯
に
共
通
す
る
成
立
要
件
と
位
置
づ
け
る
こ
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と
に
支
障
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
作
為
可
能
性
を
判
断
を
す
る
際
に
は
、
不
作
為
者
が
直
接
行
う
行
為
の
み
な
ら
ず
、
状
況
に
よ
っ
て
は
他
人
に
対
し
て

働
き
か
け
る
行
為
を
も
想
定
す
べ
き
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、

病
院
へ
連
れ
て
行
っ
て
医
師
に
診
せ
る
」
と
い
っ
た

行
為
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
作
為
が
い
く
つ
か
想
定
で
き
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
為
に
つ
い
て
、
不
作
為
者
が
行
為
当
時
お
か
れ

た
状
況
の
下
で
、
そ
の
よ
う
な
作
為
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
件
は
、

法
は
不
可
能

を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

慮
か
ら
導
か
れ
る
。

こ
の
「
可
能
性
」
の
判
断
に
お
い
て
は
、
不
作
為
者
本
人
の
個
人
的
能
力
を
前
提
と
し
、
当
該
不
作
為
者
に
と
っ
て
作
為
を
行
う
こ

と
の
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

法
は
不
可
能
を
強
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

慮
は
、
ま
さ
に
個
人
的
能
力

を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
は
「
個
人
の
能
力
に
よ
り
違
法
判
断
に
差
違
を
認
め
る
主
観
的
違
法

論
の
論
理
に
至
り
う
る
」
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
違
法
を
相
対
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
そ
の
客
観
的
な
能
力
に
着
目
し
た
判
断
な
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
批
判
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
行
う
際
に
は
、
た
と
え
不
可
能
で
は
な
く
と
も
、
行
為
者
に
と
っ
て
過
酷
な
行
為
を
行
う
義
務
を
課

す
べ
き
で
は
な
い
。
判
例
や
一
部
の
学
説
に
お
い
て
、
作
為
は
「
可
能
」
な
だ
け
で
な
く
「
容
易
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
は
基
本
的
に
妥
当
な

え
方
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
容
易
性
」
の
具
体
的
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
林
幹
人
教

授
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

作
為
が
強
い
る
負
担
」
を

慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
作
為
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
は
な
か

っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
自
己
ま
た
は
近
し
い
者
の
重
大
な
法
益
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
、
当
該
作
為
を
刑
罰
法
規
を
用
い
て
強
制
す
る
こ
と
が
妥
当
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
作
為
義
務
違
反
が
な
い
と
し
て
、
不
作
為

犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
「
容
易
性
」
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
学
説
に
は
異
論
も
み
ら
れ
る
。
前
述
し
た
、
行
為
者
に
と
っ
て
の

作
為
の
可
能
性
、
行
為
能
力
を
、
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
と
位
置
づ
け
る
ド
イ
ツ
の
学
説
の
中
に
も
、
こ
う
し
た
「
容
易
性
」
は
、

正
当
化
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
を
の
ぞ
き
、
期
待
可
能
性
の
問
題
で
あ
り
、
責
任
阻
却
事
由
と
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
と

す
る
見
解
も
存
在
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
う
し
た
場
合
に
処
罰
を
否
定
す
る
実
質
的
な
根
拠
は
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
具
体
的
判

断
も
、
期
待
可
能
性
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
体
系
的
に
は
、
や
は
り
、
構
成
要
件
該
当
性
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
以
下
の

三
点
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
あ
る
要
素
の
体
系
的
位
置
づ
け
が
実
益
を
持
つ
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
そ
う
し
た
要
素
を
欠
く
者
に
対
す

る
共
犯
の
成
否
と
、
正
当
防
衛
の
成
否
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
論
点
に
お
い
て
、
作
為
容
易
性
を
構
成
要
件
該
当
性
に
位
置
づ
け
た
方

が
妥
当
な
結
論
が
導
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
保
障
人
的
地
位
に
立
つ
が
、
救
助
行
為
を
容
易
に
行
う
こ
と
の
で
き

な
い
者
が
逡
巡
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
不
作
為
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
者
の
当
罰
性
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う

な
者
を
処
罰
す
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
者
に
関
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
者
に
救
助
を
強
制
す
る
行
為
が
正
当
防
衛
に
な

る
と
い
う
の
は
、
妥
当
な
結
論
と
は
言
い
難
い
。

第
二
に
、
行
為
者
が
実
際
に
は
容
易
な
手
段
が
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
が
な
い
と
誤
信
し
て
い
た
場
合
に
は
故
意
を
否
定
す
る
の
が
妥

当
だ
と

え
ら
れ
る
が
、
期
待
可
能
性
と
位
置
づ
け
る
よ
り
も
、
構
成
要
件
該
当
性
と
位
置
づ
け
た
方
が
、
こ
の
点
の
説
明
が
容
易
で

あ
る
。

第
三
に
、
実
際
上
も
、
作
為
が
不
可
能
な
の
か
、
そ
れ
と
も
「
一
応
可
能
で
は
あ
っ
た
が
容
易
で
は
な
か
っ
た
」
の
か
の
区
別
は
、

相
当
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
両
者
を
あ
え
て
区
別
し
て
、
さ
ら
に
異
な
る
体
系
的
位
置
づ
け
を
与
え
る
の
は

妥
当
で
は
な
い
。
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以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、

作
為
容
易
性
」
も
、
構
成
要
件
該
当
性
を
基
礎
づ
け
る
作
為
義
務
の
存
否
に
関
わ
る
も
の
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
体
系
的
に
は
、
証
拠
隠
滅
罪
が
犯
人
以
外
の
者
を
主
体
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
と
同
様
に
、
責
任
要
素
が
類

型
化
さ
れ
構
成
要
件
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

⑵

結
果
回
避
可
能
性

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
不
作
為
者
に
と
っ
て
「
容
易
に
行
い
う
る
危
険
減
少
行
為
」
が
確
定
さ
れ
た
な
ら
ば
、
次
い
で
、
そ
う

し
た
行
為
に
よ
っ
て
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
結

果
」
の
典
型
は
、
既
遂
犯
に
お
け
る
既
遂
結
果
で
あ
る
が
、
危
険
犯
に
お
け
る
危
険
な
状
態
や
、
未
遂
犯
に
お
け
る
既
遂
結
果
惹
起
の

高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
状
態
（
未
遂
結
果
）
も
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
結
果
の
回
避
が
可
能
で
あ

っ
た
か
ど
う
か
を
問
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
体
系
的
に
は
不
作
為
の
条
件
関
係
の
問
題
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
作
為
犯
に
お
け
る
因
果
関
係
が
個
別
の
結
果
毎
に
問
わ
れ
る
の
と
同
様
、
こ
こ
で
も
、
個
別
の
結
果
毎
に
、
結
果
回
避
可

能
性
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
未
遂
結
果
の
理
解
に
も
よ
る
が
、
既
遂
結
果
は
回
避
不
可
能
だ
っ
た
が
、
未
遂
結
果

は
回
避
可
能
だ
っ
た
と
い
う
事
態
も
生
じ
得
る
。
こ
と
に
未
遂
結
果
の
内
容
を
、
事
前
の
一
般
人
の
立
場
か
ら
見
た
結
果
発
生
の
蓋
然

性
と
理
解
し
た
り
、
そ
こ
に
事
後
的
に
見
て
結
果
回
避
可
能
性
を
有
し
て
い
た
可
能
性
を
も
含
む
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
既
遂
結
果

が
回
避
不
能
な
場
合
で
も
、
未
遂
犯
の
成
立
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
事
態
が
、
か
な
り
の
程
度
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
結
果
回
避
可
能
性
は
不
作
為
の
条
件
関
係
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
、
結
果
帰
属
の
た
め
に

は
、
さ
ら
に
、
不
作
為
と
結
果
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
あ
る
い
は
危
険
実
現
関
係
が
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
異
な
介
在

事
情
が
存
在
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
点
が
慎
重
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
作
為
犯
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
、
主
と
し
て
不
作
為
単
独
犯
を
念
頭
に
置
い
て
作
為
可
能
性
、
結
果
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
で
は
、
本
稿

の
中
心
的
な
検
討
対
象
で
あ
る
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
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か
、
そ
れ
と
も
、
何
ら
か
の
形
で
修
正
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
具
体
的
に
検
討
し
て
ゆ
こ
う
。

第
二
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
作
為
可
能
性
、
容
易
性

作
為
可
能
性

ま
ず
、
作
為
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
共
犯
の
場
合
も
、
単
独
正
犯
の
場
合
と
全
く
同
じ
に

え
る
べ
き
で
あ
り
、
前
節
で
あ
げ
た
枠

組
み
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
作
為
可
能
性
は
「
法
は
不
可
能
を
強
い
な
い
」
と
い

う
観
点
か
ら
要
求
さ
れ
た
が
、
こ
の
観
点
は
、
正
犯
に
も
共
犯
に
も
全
く
同
様
に
あ
て
は
ま
る
か
ら
で
あ
る
。

容
易
性
」
の
具
体
的
判
断
方
法

総

説

さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
作
為
が
一
応
可
能
で
あ
っ
て
も
、
作
為
義
務
の
履
行
が
不
作
為
者
に
と
っ
て
重
大
な
不
利
益
を
伴
う

た
め
に
著
し
く
困
難
で
あ
り
、
期
待
不
可
能
な
場
合
に
は
作
為
容
易
性
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
否
定

す
べ
き
で
あ
っ
た
。

で
は
、
そ
う
し
た
「
容
易
性
」
の
判
断
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
質

的
に
は
不
作
為
者
に
対
す
る
期
待
可
能
性
だ
か
ら
、
不
作
為
者
の
置
か
れ
て
い
る
具
体
的
状
況
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
以
下
の
よ
う
な
事

情
を

慮
し
て
、
法
秩
序
の
立
場
か
ら
見
て
、
そ
の
よ
う
な
作
為
を
刑
罰
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
、
将
来
同
じ
状
況
に
お
か
れ
た

一
般
人
に
対
す
る
行
動
指
針
の
観
点
か
ら
見
て
適
切
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

慮
さ
れ
る
べ
き
事
情
と
し
て
は
、
ま
ず
、
ⅰ
被
害
者
に
生
じ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
法
益
侵
害
の
質
、
量
、
程
度
と
、
作
為
義
務

の
履
行
に
伴
っ
て
不
作
為
者
が
被
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
正
当
な
法
益
の
侵
害
の
質
、
量
、
程
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
ⅱ
両
者
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が
生
じ
る
蓋
然
性
の
程
度
も

慮
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
不
作
為
者
の
作
為
義
務
の
内
容
と
し
て
、
正
犯
者
の
犯
行
阻
止

が
要
求
さ
れ
る
場
合
に
は
、
不
作
為
者
と
正
犯
者
の
力
関
係
、
不
作
為
者
の
職
業
、
双
方
の
有
す
る
武
器
等
の
有
無
と
い
っ
た
物
理
的

な
事
情
の
他
、
両
者
の
人
間
関
係
や
、
正
犯
者
の
犯
意
の
強
固
性
等
の
心
理
的
事
情
を
も

慮
に
入
れ
て
、
こ
れ
ら
の
点
が
判
断
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
緊
急
避
難
に
お
け
る
法
益

量
の
際
に

慮
さ
れ
る
事
情
と
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、

客
観
的
な
利
益

量
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
不
作
為
者
に
対
す
る
期
待
可
能
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
法

益

量
が
満
た
さ
れ
て
い
な
く
て
も
不
可
罰
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
生
命
が
侵
害
さ
れ
る
極
め
て
重

大
な
危
険
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
不
作
為
者
に
生
命
に
対
す
る
危
険
が
生
じ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
身
体
の
安
全
に
対
す
る
重
大
な
危

険
が
生
じ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
作
為
容
易
性
を
否
定
す
る
余
地
は
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ⅲ
救
助
行
為
に
よ
っ
て
結
果
を
回
避
で
き
る
で
あ
ろ
う
見
込
み
、
蓋
然
性
の
程
度
も

慮
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
前
述
し

た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
判
断
を
行
う
対
象
は
「
危
険
減
少
行
為
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
可
能
性
で
結
果
を
回
避
で
き
そ

う
か
、
と
い
う
点
は

慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
救
助
の
可
能
性
が
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
場
合
に
は
、
不

作
為
者
が
あ
ま
り
犠
牲
は
払
え
な
い
と

え
る
の
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ
と
い
え
る
し
、
確
実
な
救
助
が
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
多
少
の
犠
牲
は
払
う
べ
き
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
見
込
み
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、
要
求
さ
れ
る
犠
牲
の

程
度
も
大
き
く
な
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
は
い
っ
て
も
、
た
と
え
生
命
に
対
す
る
確
実
な
救
助
措
置
が
と
れ
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
不
作
為
者
が
死
の
危
険
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
、
い
わ
ば
「
自
己
犠
牲
」
ま
で
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
ⅳ
不
作
為
者
が
あ
る
程
度
危
険
減
少
が
見
込
ま
れ
る
行
為
を
行
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
た
と
え
、
そ
れ
が
事
後
的
に
見
れ
ば

誤
っ
た
選
択
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
な
る
作
為
が
必
要
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
わ

れ
る
。
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親
族
の
犯
罪
を
通
報
す
る
義
務
が
問
題
と
な
る
場
合

こ
の
点
と
関
連
す
る
特
殊
な
問
題
と
し
て
、
自
己
の
親
族
が
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
、
不
作
為
者
に
官
憲
に
対
す
る
通
報
を
期

待
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
判
例
に
は
、
母
親
が
、
再
婚
相
手
が
自
分
の
連
れ
子
で
あ
る
幼
い
娘
に
対

し
て
性
交
し
て
い
る
の
を
放
置
し
て
い
た
事
案
に
お
い
て
、
他
に
有
効
な
阻
止
手
段
が
な
い
場
合
に
は
、
母
親
に
は
警
察
に
犯
行
を
告

げ
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
被
保
護
者
に
対
す
る
性
的
虐
待
罪
の
幇
助
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。

こ
の
事
案
で
は
、
夫
の
処
罰
を
導
く
よ
う
な
行
為
を
行
う
こ
と
が
期
待
可
能
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
こ
れ
を
肯

定
し
た
。
し
か
し
、
学
説
の
中
に
は
、
親
族
間
の
証
言
拒
絶
権
を
根
拠
に
、
期
待
可
能
性
を
否
定
す
る
も
の
も
あ
る
。
親
族
間
の
証
言

拒
絶
権
規
定
は
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
に
も
存
在
す
る
か
ら
、
こ
の
点
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
個
の
問
題
と
な
り
え
よ
う
。

し
か
し
、
結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、
こ
の
事
案
に
お
い
て
は
、
犯
罪
通
報
義
務
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
事
案
で
は
、
不
作
為
者
が
被
害
者
に
対
し
て
法
益
保
護
義
務
を
負
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ
と
を
優
先
す

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
証
言
拒
絶
権
を
認
め
る
こ
と
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
犯
行
に
関
す
る
適
正
な
事
実
認
定
を
犠
牲
に

す
る
に
過
ぎ
な
い
が
、
作
為
容
易
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
将
来
の
犯
罪
行
為
阻
止
の
利
益
を
も
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
後
者
の
方
が
、
失
わ
れ
る
利
益
が
よ
り
大
き
い
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
他
の
事
情
か
ら
犯
罪
の
通
報
が
困
難
で
な
い

限
り
、
以
上
の
点
は
作
為
容
易
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

札
幌
高
判
平
一
二
の
検
討

さ
て
、
以
上
に
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
近
時
の
裁
判
例
で
問
題
と
さ
れ
た
、
幼
児
の
母
親
が
、
内
縁
の
夫
が
わ
が
子
に
対

し
て
加
え
て
い
た
暴
行
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
幼
児
が
死
亡
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
事
案
に
検
討
を
加
え
よ
う
。

こ
の
判
決
の
論
点
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
母
親
に
、
ⅰ
内
縁
の
夫
と
子
の
側
に
行
っ
て
監
視
し
、
ⅱ
言
葉
で
暴
行
を
制
止
す
る
義

務
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
と
か
か
わ
る
の
で
、
後
述
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。
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も
う
一
つ
は
、
ⅲ
実
力
で
夫
の
暴
行
を
阻
止
す
る
こ
と
ま
で
義
務
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

ま
さ
に
、
作
為
容
易
性
の
存
否
こ
そ
が
問
題
解
決
の
決
め
手
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
判
決
お
よ
び
一
審
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、

こ
の
行
為
が
行
わ
れ
れ
ば
、
犯
行
を
阻
止
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
後
述
す
る
結
果
回
避
可
能
性

は
問
題
な
く
肯
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
審
判
決
と
高
裁
判
決
と
が
、
異
な
る
事
実
認
定
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
論
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
実
認
定
を
前
提
と
す
れ
ば
、
法
律
論
的
に
は
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
一
審
判
決
は
、
実
力
に
よ
る
阻
止
が
不
可
能
で
は
な

か
っ
た
も
の
の
、
被
告
人
が
正
犯
者
か
ら
激
し
い
暴
行
を
受
け
て
負
傷
し
て
い
た
相
当
の
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
が
た
く
、

場
合
に
よ
っ
て
は
（
被
告
人
が
妊
娠
し
て
い
た
）
胎
児
の
健
康
に
ま
で
影
響
の
及
ん
だ
可
能
性
も
あ
っ
た
の
で
、
被
告
人
と
し
て
は
、

正
犯
者
の
暴
行
を
実
力
に
よ
り
阻
止
す
る
こ
と
は
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
で
あ
れ

ば
、
作
為
容
易
性
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
高
裁
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
実
力
に
よ
っ
て
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
場
合
に
は
被
告
人
が
暴
行
を
受
け
た
可
能
性

は
否
定
し
が
た
い
が
、
正
犯
者
が
被
告
人
の
妊
娠
中
は
胎
児
へ
の
影
響
を
慮
っ
て
腹
部
以
外
の
部
位
に
暴
行
を
加
え
て
い
た
こ
と
な
ど

に
照
ら
す
と
、
胎
児
の
健
康
に
ま
で
影
響
が
及
ん
だ
可
能
性
は
低
く
、
阻
止
が
著
し
く
困
難
で
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
被
告
人
は
正
犯
者
へ
の
愛
情
や
肉
体
的
執
着
か
ら
、
母
親
と
し
て
の
立
場
よ
り
も
正
犯
者
と
の
内
縁
関
係
を
優
先
し
た
、
と
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
認
定
で
あ
れ
ば
、
作
為
容
易
性
を
認
め
る
べ
き
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
両
者
の
事
実
認
定
の
相
違
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
極
め
て
興
味
深
い
が
、
事
実
認
定
の
当
否
の
検
討
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る

の
で
、
こ
れ
以
上
踏
み
込
ま
な
い
こ
と
と
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
両
判
決
の
法
律
論
に
相
違
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
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第
三
節

不
作
為
共
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性

総

説

次
い
で
、
結
果
回
避
可
能
性
に
検
討
を
加
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
不
作
為
単
独
犯
に
お
け
る
結
果
回
避
可
能
性
に
つ
い
て
、
わ

が
国
の
判
例
、
通
説
は
、

期
待
さ
れ
た
作
為
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
結
果
を
回
避
で
き
た
で
あ
ろ
う
」
こ
と
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、

で
き
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
え
る
た
め
に
は
、
結
果
の
回
避
が
「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
確
実
で
」
あ
る
こ
と
が
必
要
だ
と

し
て
い
る
。
本
稿
に
お
い
て
も
、
不
作
為
に
よ
る
単
独
犯
が
成
立
し
う
る
場
合
が
い
く
つ
か
登
場
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、

こ
う
し
た
関
係
が
満
た
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
に
関
し
て
は
、
判
例
は
、
古
く
か
ら
「
法
律
上
の
義
務
に
違
背
し
自
己
の
不
作
為
に
よ
り
て
そ

の
実
行
を
容
易
な
ら
し
む
る
」

原
典
は
カ
ナ
）
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
多
数
説
も
、

義
務
を
履
行
す
れ
ば
、
結
果
実

現
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

、
あ
る
い
は
「
相
当
程
度
の
阻
止
可
能
性
」
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
場
合
に
、
単
独
で
の
結
果
回
避
可
能
性
は
必
要
な
く
、
結
果
発
生
を
促
進
し
、
容
易
に
し
た
こ
と
で

足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
場
合
に
も
、

不
作
為
に
よ
る
容
易
化
」
で
足
り
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
私
も
こ
の
よ
う
な
見
解
は
基
本
的
に
は
支
持
さ
れ
る
べ
き
だ
と

え
る
。
学
説
の
中
に
は
、
不
作
為
を
処
罰
す
る
こ
と
が

積
極
的
な
作
為
を
要
求
す
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
こ
の
よ
う
な
類
推
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
も
あ
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
作
為
可

能
性
、
容
易
性
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
不
作
為
の
特
性
に
対
す
る
配
慮
は
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
そ
れ
を
再
度

持
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
前
述
し
た
釧
路
地
裁
判
決
が
、

犯
行
の
ほ
ぼ
確
実
な
阻
止
」
ま
で
要
求
し
、
そ
の
よ

う
な
「
因
果
関
係
」
を
有
し
な
い
監
視
や
言
葉
に
よ
る
制
止
を
行
う
必
要
性
を
否
定
し
て
し
ま
っ
た
の
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
や
は
り
行
き
過
ぎ
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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犯
罪
阻
止
の
可
能
性
と
犯
罪
困
難
化

し
か
し
、
問
題
は
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
。
学
説
の
多
数
説
が
言
う
、
①
正
犯
者
の
犯
行
、
結
果
実
現
を
困
難
に
し
た
こ
と
と
、
②
正

犯
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
可
能
性
が
あ
っ
た
こ
と
と
の
関
係
に
は
な
お
不
明
確
な
点
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
説
に
お
い
て
は
、
①
、
②
を
同
一
視
す
る
も
の
も
存
在
す
る
。
確
か
に
、
両
者
は
、
現
象
的
に
は
共
通
す
る
部
分
も
あ
る
。
し
か

し
理
論
的
に
は
、
な
お
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
実
際
上
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
田
判
事
は
、
保
護
責
任
者
不
保
護
致
死
罪
の
単
独
正
犯
に
お
け
る
死
の
結
果
回
避
可
能
性
が
問
題
と
さ
れ
た

決
定
の
解
説
に
お
い
て
、
結
果
回
避
可
能
性
を
、
被
害
者
の
救
命
可
能
性
と
、
延
命
可
能
性
に
分
け
ら
れ
た
上
で
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ

れ
の
「
可
能
性
」
と
し
て
、
確
実
性
が
必
要
か
、
そ
れ
と
も
確
率
が
ゼ
ロ
で
な
い
と
い
う
程
度
で
足
り
る
か
と
い
う
枠
組
み
を
用
い
て

議
論
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
分
析
枠
組
み
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
問
題
と
な
る
場
合
に
も
有
用
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
者
の
救
命
可
能
性
と
延
命
可

能
性
の
区
別
は
、
こ
こ
に
い
う
「
犯
罪
の
阻
止
か
、
犯
罪
の
困
難
化
か
」
と
い
う
区
別
に
対
応
し
、
後
者
の
可
能
性
の
程
度
の
問
題

は
、
こ
こ
に
い
う
「
確
実
な
阻
止
が
必
要
か
、
阻
止
の
可
能
性
で
足
り
る
か
」
と
い
う
点
と
対
応
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
組
み
合
わ
せ
は
四
通
り

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
第
一
に
、
犯
罪
の
確
実
な
阻
止
を
要
求
す
る
立

場
が
あ
り
得
る
。
こ
れ
が
前
述
し
た
釧
路
地
裁
の
立
場
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、

確
実
な
困
難
化
」
を
要
求
す
る
立
場
が
あ
り
得
る
。

こ
れ
は
、
単
独
犯
に
ひ
き
直
せ
ば
「
確
実
な
延
命
可
能
性
」
を
要
求
す
る
立
場
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
第
三
は
、

阻
止
の

（
確
実
で
は
な
い
あ
る
程
度
の
）
可
能
性
」
を
要
求
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

救
命
の
可
能
性
」
を
要
求
す
る
立
場
に
対
応
す
る
。

そ
し
て
、
最
後
に
「
延
命
の
可
能
性
」
に
対
応
す
る
「
困
難
化
の
可
能
性
」
で
足
り
る
と
す
る
立
場
が

え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
札
幌
高
裁
判
決
は
、
第
三
の
立
場
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
り
、

困
難
化
」
に
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
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要
す
る
。
同
判
決
は
、
被
告
人
が
、
監
視
行
為
に
よ
っ
て
、
正
犯
者
の
犯
行
を
「
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能

、
言
葉
で
制
止
す
る
行
為

に
よ
っ
て
「
阻
止
す
る
こ
と
も
相
当
程
度
可
能
」
と
し
、
さ
ら
に
、
確
実
性
の
高
い
実
力
で
阻
止
す
る
行
為
を
加
え
な
が
ら
も
、

本

件
具
体
的
状
況
に
応
じ
、
以
上
の
監
視
な
い
し
制
止
行
為
を
比
較
的
容
易
な
も
の
か
ら
段
階
的
に
行
い
、
あ
る
い
は
複
合
的
に
行
う
な

ど
し
て
、
暴
行
を
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
理
論
的
に
は
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。
今
述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
の
立
場
は
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
残
る
は
、
第
二
か
ら
第
四
の
立
場
で
あ

る
。

犯
罪
困
難
化
の
み
で
足
り
る
か

ま
ず
、
第
二
、
第
四
の
立
場
、
つ
ま
り
犯
行
の
阻
止
可
能
性
は
不
要
と
し
、
困
難
化
（
あ
る
い
は
そ
の
可
能
性
）
で
足
り
る
と
す
る

見
解
に
検
討
を
加
え
よ
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
古
い
判
例
が
こ
う
し
た
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に

も
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
見
解
も
有
力
で
あ
る
。
し
か
し
、
犯
行
を
阻
止
し
、
結
果
を
回
避
で
き
な
い
場
合
に
義
務
を
課
し

て
も
無
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
場
合
に
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
可
能
性
を
否
定
す
る
見
解
も
、
こ
れ
ま
た
有
力
に
主
張

さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
に

え
る
べ
き
か
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
結
果
の
要
保
護
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
程
度
の
時
間
的
差
違

が
、
当
該
構
成
要
件
的
評
価
と
し
て
「
保
護
に
値
す
る
（
不
）
良
変
更
」
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
述
し

た
単
独
犯
の
場
合
に
、

延
命
」
が
ど
の
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
不
作
為
に
よ
る
生
命
に
対
す
る
罪
と
し
て
処
罰
す
る
だ
け
の
「
良

変
更
」
と
し
て
、
そ
の
欠
如
を
根
拠
に
結
果
無
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
、
ど
の
程

度
の
「
困
難
化
」
で
あ
れ
ば
、
有
意
な
良
変
更
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
結
局
個
々
の
構
成
要
件
解
釈
に
帰
着
し
て
し
ま
う
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
一
般
的
な
結
論
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
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し
、
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
少
な
く
と
も
、
わ
ず
か
な
時
間
的
変
更
が
構
成
要
件
上
意
味
を
持
た
な

い
財
産
犯
に
つ
い
て
は
、
一
時
的
に
犯
行
を
困
難
に
す
る
だ
け
で
は
、
保
護
に
値
す
る
結
果
の
良
変
更
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
社
会

的
法
益
に
対
す
る
罪
、
自
由
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

時
間
的
変
更
が
最
も
重
視
さ
れ
る
の
は
、
生
命
に
対
す
る
罪
で
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
か
な
り
短
期
間

の
死
期
の
繰
り
上
げ
も
不
良
変
更
に
当
た
る
と
す
る
学
説
が
有
力
で
あ
る
。
も
し
不
作
為
の
場
合
に
も
同
様
に

え
る
の
で
あ
れ
ば
、

生
命
に
対
す
る
罪
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、

困
難
化
」
で
も
「
結
果
」
の
内
容
と
し
て
十
分
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
阻
止
」

と
同
じ
に
扱
う
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
不
作
為
犯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
例
外
性
に
鑑
み
て
、

結
果
」
の
内
容
を
厳
格
化
し
、
も
う
少
し
長
期
間
の
延
命
を
要
求

す
る
と
い
う
解
釈
も
あ
り
得
な
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に

え
る
の
で
あ
れ
ば
、
正
犯
者
の
犯
行
を
阻
止
で
き
ず
、

単
に
そ
れ
を
一
時
的
に
「
困
難
化
」
す
る
だ
け
で
は
、

結
果
」
に
何
ら
変
更
を
加
え
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
、

不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
に
足
り
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

両
者
の
い
ず
れ
の
立
場
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
共
犯
論
に
特
有
の
問
題
で
は
な
く
、
本
稿
の
課
題
を
超
え
る

の
で
、
別
稿
に
譲
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
問
題
は
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
決
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

犯
行
阻
止
の
可
能
性
の
み
で
足
り
る
か

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
少
な
く
と
も
大
部
分
の
事
例
に
お
い
て
は
、
や
は
り
「
阻
止
」

が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
阻
止
そ
れ
自
体
で
は
な
く
阻
止
の
「
可
能
性
」
が
認
め
ら
れ
れ

ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

別
稿
に
お
い
て
詳
論
し
た
よ
う
に
、
作
為
に
よ
る
幇
助
、
ひ
い
て
は
広
義
の
共
犯
の
場
合
に
は
、
結
果
回
避
可
能
性
は
必
要
で
な

立教法学 第65号（2004)

296



く
、
共
犯
行
為
が
な
い
状
態
と
あ
る
状
態
と
を
対
比
し
て
、
後
者
が
前
者
よ
り
も
正
犯
行
為
の
結
果
発
生
の
危
険
を
増
大
さ
せ
、
そ
の

影
響
が
結
果
に
及
ん
で
い
れ
ば
足
り
た
。
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
阻
止
可
能
性
で
足
り
る
の
も
、
ま

さ
に
そ
の
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
な
判
断
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
期
待
さ
れ
た
（
前
述
し
た
よ
う
に
危
険
を
減
少
さ
せ
る
）
作
為
が
な
さ
れ
て
い

た
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
を
対
比
し
、
後
者
の
方
が
前
者
よ
り
も
正
犯
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
て
お
り
、
そ

う
し
た
高
ま
っ
た
状
態
が
継
続
し
て
結
果
へ
至
っ
た
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
を
基
礎
づ
け
る
因
果
性
が
肯
定
で
き
る
の
で

あ
る
。

も
っ
と
も
、
学
説
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
要
件
に
加
え
、
さ
ら
に
第
二
の
見
解
が
要
求
す
る
「
困
難
化
」
を
も
重
畳
的
に
要
求
す

る
立
場
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
侵
害
犯
の
共
犯
を
危
険
犯
に
転
化
し
な
い
よ
う
に
と
の

慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
見
解
の

背
後
に
は
お
そ
ら
く
、
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
は
目
に
見
え
た
形
で
何
ら
か
の
影
響
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
加
え
て
危
険
増
加
を

要
求
し
て
も
危
険
犯
に
転
化
は
し
な
い
が
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
に
は
そ
う
し
た
影
響
が
存
在
し
な
い
の
で
、
危
険
増
加
だ
け

で
処
罰
す
る
こ
と
は
、
危
険
犯
化
を
招
く
と
い
う

慮
が
あ
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
と
に
心
理
的
幇
助
の
場
合
な
ど
を

え
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、

目
に
見

え
た
」
影
響
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
い
。
そ
し
て
、
正
犯
行
為
の
結
果
発
生
の
蓋
然
性
が
、
期
待
さ
れ
た
作
為
が
行
わ
れ
た
状
態
よ
り

も
高
ま
っ
て
い
た
状
態
が
、
正
犯
行
為
の
当
初
か
ら
終
了
時
ま
で
継
続
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
単
な
る
「
危
険

増
加
」
の
み
な
ら
ず
、
増
加
し
た
危
険
の
結
果
へ
の
実
現
を
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
幇
助
の
危
険
犯
化
に
は
つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に

え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
困
難
化
」
は
不
要
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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第
六
章

お

わ

り

に

本
稿
は
作
為
犯
に
対
す
る
消
極
的
関
与
が
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
ど
の
よ
う
な
関
与
類
型
と
し
て
可
罰
的
と
さ
れ
る
べ
き
か
を
検

討
し
て
き
た
。
本
稿
の
結
論
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
そ
う
し
た
関
与
行
為
が
作
為
に
よ
る
共
犯
に
該
当
す
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
為
に
よ
る
共
犯
が
認
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
ⅰ
一
定
の
身
体
的
動
作
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
加
え
て
、
ⅱ
行
為
者
が
、
正
犯
者
に

対
し
て
積
極
的
な
動
機
付
け
を
与
え
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
正
犯
者
が
「
彼
に
妨
害
さ
れ
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
決
意
が

強
化
さ
れ
た
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
作
為
に
よ
る
共
犯
に
当
た
る
場
合
に
は
、
通
常
の
正
犯
と
共
犯
の
区
別
基
準
に
よ
っ
て
、

共
同
）

正
犯
と
狭
義
の
共
犯
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
消
極
的
な
関
与
で
共
同
正
犯
と
な
る
の
は
、
背
景
に
特
別
な
事

情
が
あ
る
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
（
第
二
章

。

作
為
に
よ
る
共
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
作
為
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
る
。
そ
の
際
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
判
断
が

な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず
、
不
作
為
が
、
例
え
ば
、
保
護
責
任
者
不
保
護
罪
の
よ
う
に
共
犯
的
関
与
行
為
を
も
処
罰
す
る
構
成
要

件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
不
作
為
者
は
そ
の
罪
の
単
独
正
犯
と
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
こ
と
は
、
不
作
為
者
が
さ
ら
に
作
為
者
が
実

現
し
た
犯
罪
の
正
犯
ま
た
は
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
（
第
三
章

。

そ
う
し
た
特
別
な
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
場
合
、
不
作
為
者
が
処
罰
さ
れ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
が
保
障
人
的
地
位
に
立
っ
て
い

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
は
、
不
作
為
に
よ
る
単
独
犯
の
場
合
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
単

独
正
犯
に
固
有
の
要
件
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
排
他
的
支
配
」
は
必
要
な
い
。
具
体
的
に
は
、
①
危
険
創
出
行
為
、
②
法
益
あ
る
い
は
③

危
険
源
に
対
す
る
意
識
的
引
受
の
い
ず
れ
か
一
つ
が
あ
れ
ば
、
保
障
人
的
地
位
が
発
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
が
満
た
さ
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れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
不
作
為
者
と
作
為
者
と
の
人
的
関
係
、
私
法
上
の
監
督
関
係
等
を
根
拠
に
、
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
阻
止
義
務
」

を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

ま
た
、
①
、
③
か
ら
は
、
正
犯
者
の
犯
行
阻
止
義
務
は
導
か
れ
る
が
、
正
犯
者
の
犯
行
終
了
後
の
被
害
者
救
助
義
務
ま
で
は
導
か
れ

な
い
（
第
四
章

。

こ
れ
に
対
し
、
②
の
保
障
人
的
地
位
に
立
つ
者
が
、
作
為
者
の
行
為
終
了
、
立
ち
去
り
後
、
犯
罪
終
了
以
前
に
、
そ
の
時
点
に
お
い

て
な
お
結
果
が
回
避
が
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
、
彼
は
不
作
為
に
よ
る
直
接
単
独
正
犯
と
な
る
（
第
三

章
、
第
四
章

。

不
作
為
に
よ
る
直
接
単
独
正
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
保
障
人
は
作
為
者
の
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
こ
と
、
い
い
か
え
れ

ば
不
作
為
に
よ
る
作
為
正
犯
行
為
を
介
し
た
結
果
の
実
現
を
根
拠
に
処
罰
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
作
為
者
が
責
任
無
能
力
で

あ
っ
た
り
、
故
意
が
な
い
な
ど
、
間
接
正
犯
に
お
け
る
「
道
具
」
的
な
立
場
に
あ
る
場
合
に
は
、
不
作
為
者
は
間
接
正
犯
と
し
て
処
罰

さ
れ
る
余
地
が
あ
る
（
第
三
章

。
こ
の
場
合
に
は
、
作
為
容
易
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
単
独
犯
の
結
果
回
避
可

能
性
も
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
要
件
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
保
障
人
は
広
義
の
共
犯
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
三
つ
の
限
定
が
必
要

で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
に
作
為
容
易
性
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
第
二
に
そ
う
し
た
作

為
を
行
え
ば
正
犯
者
の
犯
行
を
阻
止
す
る
可
能
性
が
存
在
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
（
第
五
章

。

第
三
に
故
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
不
作
為
者
に
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る
事
実
の
他
、
正
犯
者
の
犯
行
の
認
識
、
予

見
が
必
要
で
あ
る
。
後
者
の
判
断
に
お
い
て
は
、

責
任
能
力
あ
る
主
体
は
通
常
そ
う
簡
単
に
は
故
意
犯
を
犯
さ
な
い
」
と
い
う
信
頼

の
原
則
が
働
く
の
で
、
不
作
為
者
が
そ
う
し
た
状
況
を
破
る
に
足
る
事
情
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
（
第
四
章

。

以
上
の
要
件
が
満
た
さ
れ
た
場
合
に
は
、
不
作
為
者
は
広
義
の
共
犯
と
な
る
。
そ
し
て
、
不
作
為
は
作
為
に
よ
り
結
果
を
直
接
実
現
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す
る
行
為
と
比
し
て
、
通
常
、
犯
行
へ
の
影
響
力
は
弱
く
、
従
た
る
役
割
を
果
た
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、
不
作
為
者
は
原
則
と
し

て
幇
助
に
な
る
。
し
か
し
例
外
的
に
、
不
作
為
者
が
作
為
者
に
決
定
的
な
心
理
的
影
響
を
圧
力
を
伴
っ
て
与
え
て
い
る
場
合
に
は
、
不

作
為
に
よ
る
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
（
第
三
章

。

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er,
15.
A
u
fl.,
1970,

V
o
r
47,
R
n
107.

H
erzb

erg
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.261.

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er,
15.
A
u
fl.,
1970,

V
o
r
47,
R
n
109.

H
erzb

erg
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.259.

H
erzb

erg
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
S
.260-261.

H
erzb

erg
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.262.

中
・
諸
問
題
三
六
一
頁
。

前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
一
三
。

中
・
諸
問
題
三
九
一
頁
。

内
藤
・
総
論
下
Ⅱ
一
四
四
六
頁
も
中
説
を
以
上
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
山
中
・
総
論
Ⅱ
八
四
八
頁
は
、
中
説
を
ド
イ
ツ
に
お
け
る
義
務
二
分
説
と

同
趣
旨
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

内
藤
・
総
論
下
Ⅱ
一
四
四
六
頁
。

林
・
総
論
四
四
三
頁
、
堀
内
・
総
論
二
八
七
頁
、
内
藤
・
総
論
下
Ⅱ
一
四
四
六
頁
。

例
え
ば
、
内
藤
・
総
論
下
Ⅱ
一
四
四
六
頁
。

前
掲
注
（
34
）
参
照
。

こ
の
点
を
鋭
く
指
摘
し
、

排
他
的
支
配
」
概
念
に
徹
底
的
な
批
判
的
分
析
を
加
え
た
の
は
、
鎮
目
征
樹
「
刑
事
製
造
物
責
任
に
お
け
る
不
作
為
犯
の
意
義
と
展
開
」

本
郷
法
政
八
号
三
四
九
頁
以
下
（
一
九
九
九

。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
九
〇
頁
、
佐
伯
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
一
一
〇
頁
。

島
田
・
不
作
為
犯
一
一
五
頁
。
さ
ら
に
、
松
尾
・
前
掲
論
文
注
（
31
）
一
八
二
八
頁
も
参
照
。

佐
伯
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
一
一
〇
頁
。

山
口
・
総
論
八
五
頁
、
同
・
探
究
四
三
頁
も
ほ
ぼ
同
旨
。
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な
お
、
鎮
目
・
前
掲
論
文
注
（

）
三
五
四
頁
が
、
効
率
性
原
理
を
導
く
際
の
論
理
は
こ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

山
口
厚
「
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
の
刑
事
責
任
」
曹
時
五
二
巻
四
号
一
六
頁
（
二
〇
〇
〇
）
参
照
。

一
般
的
な
不
救
助
罪
の
立
法
は
憲
法
違
反
と
ま
で
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
法
定
刑
は
不
作
為
に
よ
る
共
犯
の
場
合
よ
り
も
軽
く
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。
な
お
、
ド
イ
ツ
刑
法
一
三
八
条
の
重
大
犯
罪
不
告
知
罪
の
法
定
刑
は
五
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
、
三
二
三
条
Ｃ
の
一
般
不
救
助
罪
の
そ
れ
は
、
一
年
以
下

の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
で
あ
る
。

注
（
67
）
参
照
。

島
田
・
不
作
為
犯
一
一
九
頁
。

林
・
総
論
四
四
四
頁
。

B
G
H
S
t27,

10.
は
こ
の
よ
う
な
事
案
で
、
行
為
者
と
被
害
者
と
の
あ
い
だ
に
「
信
頼
関
係
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
致
死
を
伴
う
強
盗
的
恐
喝
未
遂

の
共
犯
（
原
判
決
が
共
同
正
犯
を
認
め
た
の
を
、
不
法
領
得
の
意
思
に
つ
い
て
の
認
定
が
欠
け
る
こ
と
を
理
由
に
破
棄
し
て
い
る
。
そ
れ
が
欠
け
れ
ば
幇
助
と
な
る
と
い

う
趣
旨
で
あ
る
）
を
認
め
た
。
も
っ
と
も
、
同
判
決
と
そ
の
後
の
前
掲
注
（
67
）
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
松
尾
・
前
掲
論
文
注
（
31
）
一
八
一
二
頁

参
照
。児

童
虐
待
防
止
法
六
条
一
項
参
照
。

松
尾
・
前
掲
論
文
注
（
31
）
一
八
一
四
｜
一
八
一
五
頁
が
指
摘
す
る
よ
う
な
状
況
が
生
じ
た
の
は
、
こ
の
点
に
由
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
排
他
的
支
配
の
存
在
、
作
為
の
容
易
性
、
法
益
の
重
大
性
の
三
点
を
根
拠
に
、
他
人
に
よ
っ
て
自
宅
に
投
げ
込
ま
れ
た
赤
ん
坊
を
、
殺
意
を
も
っ
て
放

置
し
て
餓
死
さ
せ
た
場
合
に
殺
人
罪
の
不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
ら
れ
る
井
田
教
授
は
、
こ
の
事
案
で
も
殺
人
罪
を
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
井
田
・
前
掲
論
文
注

（
32
）
九
三
頁

。

東
京
地
八
王
子
支
判
昭
五
七
・
一
二
・
二
二
判
タ
四
九
四
号
一
四
二
頁
。

島
田
・
不
作
為
犯
一
一
六
頁
。
な
お
、
同
所
に
お
い
て
は
、
父
親
と
母
親
が
意
思
を
通
じ
て
子
供
を
見
殺
し
に
し
た
と
い
う
事
例
を
用
い
た
。
基
本
的
問
題
点
は
、

そ
の
事
例
で
も
同
じ
で
は
あ
る
が
、
そ
の
事
例
に
関
し
て
は
、
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
批
判
に
対
し
「
そ
の
場
合
に
は
、
両
者
と
も
に
保
護
責
任
者
不
保
護
罪
が
成
立
す

る
の
だ
か
ら
、
各
人
の
罪
責
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
も
う
一
方
は
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
反
論
が
な
さ
れ
う
る
。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
そ
の
よ
う
な
反
論
が
困
難
な
事
例
と
し
て
、
本
文
中
の
事
例
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

島
田
・
不
作
為
犯
。

井
田
・
前
掲
論
文
注
（
31
）
八
九
頁
。

日
髙
義
博
『
不
真
正
不
作
為
犯
の
理
論
』

一
九
七
九
・
慶
応
大
学
出
版
）
一
五
四
頁
。

佐
伯
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
一
一
一
頁
。

危
険
創
出
行
為
が
違
法
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
違
法
阻
却
事
由
が
、
そ
こ
か
ら
生
じ
う
る
帰
結
全
て
を
カ
バ
ー
す
る
趣
旨
の
も
の
か
、
そ
う
で
な
い
か
を
、

違
法
阻
却
事
由
の
性
質
に
応
じ
て
個
別
に
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
主
に
不
作
為
に
よ
る
単
独
犯
に
お
い
て
問
題
と
な
り
、
本
稿
の
課
題
か
ら
は
ず
れ
る
の
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で
、
別
稿
に
よ
る
検
討
に
譲
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.773ff.

も
っ
と
も
、
日
髙
教
授
は
、
母
親
が
嬰
児
に
授
乳
し
な
い
で
死
亡
さ
せ
た
場
合
に
つ
い
て
、

不
作
為
者
が
故
意
に
法
益
侵
害
に
向
か
い
因
果
の
流
れ
を
設
定
し
た

場
合
」
で
あ
り
、

母
親
の
授
乳
し
な
い
と
い
う
不
作
為
は
、
餓
死
に
対
す
る
直
接
の
原
因
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
母
親
に
殺
人
罪
の
不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
ら
れ
る

（
日
髙
・
前
掲
書
注
（

）
一
五
七
頁

。
そ
の
結
論
は
妥
当
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
母
親
自
身
が
被
害
者
に
対
し
て
直
接
結
果
発
生
の
危
険
を
創
出
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
危
険
は
嬰
児
自
身
が
放
置
し
て
お
け
ば
死
亡
し
て
し
ま
う
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
由
来
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
文
中
の

よ
う
な
（
あ
る
い
は
何
ら
か
の
別
の
）
論
拠
を
付
け
加
え
な
い
時
に
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
い
う
と
、
私
が
心
理
的
因
果
性
の
判
断
に
際
し
て
、

保
障
人
的
地
位
の
な
い
者
が
犯
行
を
阻
止
し
な
い
こ
と
、
積
極
的
な
法
益
保
護
措
置
を
採
ら
な

い
こ
と
は
、
刑
法
秩
序
の
甘
受
す
る
と
こ
ろ
」
と
し
て
い
る
こ
と
と
本
文
中
の
記
述
と
が
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の

よ
う
な
批
判
は
当
た
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
後
者
は
保
障
人
的
地
位
そ
れ
自
体
の
存
否
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
（
そ
の
よ
う
な
判
断
を
通
じ
て
）
誰
が
保
障

人
で
あ
り
、
誰
が
そ
う
で
な
い
か
が
確
定
し
た
後
の
、
因
果
関
係
、
客
観
的
帰
属
の
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
次
元
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

V
g
l.
H
erm
a
n
n
B
lei,
G
a
ra
n
ten
p
flich

tb
eg
ru
n
d
u
n
g
b
ei
u
n
ech
ten
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te,
F
estsch

rift
fu
r
H
elm
u
th
M
a
y
er,
1966,

S
.122.

林
・
総
論
一
六
二
頁
が
、
他
人
の
信
頼
に
よ
り
依
存
関
係
が
生
じ
る
、
と
さ
れ
る
の
も
同
様
の

慮
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
齋
藤
彰
子
「
進
言
義
務

と
刑
事
責
任
」
金
沢
四
四
巻
二
号
一
五
七
頁
（
二
〇
〇
一
）
も
参
照
。

鎮
目
講
師
が
、
行
為
選
択
の
事
前
保
障
の
観
点
か
ら
、
他
者
が
介
入
す
る
可
能
性
を
減
少
さ
せ
る
関
係
を
自
ら
の
意
思
で
創
出
し
た
こ
と
を
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、

こ
の
意
味
で
正
当
で
あ
る
（
鎮
目
・
前
掲
論
文
注
（

）
三
五
四
頁

。
た
だ
し
、
私
は
、
同
講
師
が
要
求
さ
れ
る
「
効
率
性
」
に
は
賛
成
し
て
い
な
い
。
島
田
・
不
作

為
犯
一
一
六
頁
。

な
お
、
山
口
教
授
は
、

排
他
的
支
配
に
加
え
）

危
険
の
創
出
・
維
持
」
か
、

強
い
保
護
義
務
」
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
さ
れ
る
（
山

口
・
探
究
四
三
｜
四
四
頁

。
私
見
の
①
、
③
が
前
者
に
、
②
が
後
者
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
が
、
①
と
③
と
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
主
観
的
要
件
が
異
な
る
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
両
者
を
区
別
し
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

前
掲
注
（
26
）
参
照
。

前
掲
注
（
26
）
参
照
。
こ
の
事
案
の
父
親
は
、
保
障
人
的
地
位
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
第
二
章
第
二
節

参
照
。
な

お
、
本
判
決
の
事
案
で
は
、
さ
ら
に
父
親
が
被
害
者
の
母
親
（
妻
）
に
対
し
「
一
連
の
暴
行
の
契
機
と
な
る
よ
う
な
指
示
を
」

積
極
的
に
与
え
て
い
た
」
こ
と
も
保
障

人
的
地
位
の
根
拠
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
被
害
者
が
実
際
に
容
易
に
回
避
で
き
た
犯
罪
行
為
を
親
が
阻
止
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
親
を
不
作
為
に
よ
る
当
該
犯

罪
行
為
の
未
遂
に
対
す
る
幇
助
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
場
合
に
は
、
当
該
犯
罪
行
為
と
の
関
係
で
は
被
害
者
は
脆
弱
と
は
い
え
ず
、
あ
え
て
救
助
を
命

じ
る
契
機
に
欠
け
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
は
祖
父
母
や
兄
弟
等
の
保
障
人
的
地
位
の
存
否
も
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
関
係
が
満
た
さ
れ
て
い
る
限
度
で

保
障
人
的
地
位
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
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こ
の
結
論
に
反
対
す
る
の
は
、
佐
伯
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
一
一
四
頁
。
同
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
島
田
・
不
作
為
犯
一
一
八
頁
。

た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
正
犯
者
が
現
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
作
為
者
が
単
独
正
犯
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

日
髙
・
前
掲
論
文
注
（

）
六
九
頁
参
照
。
た
だ
し
、
原
因
設
定
行
為
を
欠
く
た
め
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
に
は
な
ら
ず
、
不
保
護
に
な
る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
主
に
、
①
作
為
正
犯
者
が
行
っ
て
い
る
の
が
、
傷
害
致
死
や
殺
人
な
ど
の
重
大
犯
罪
で
あ
り
、
ま
た
②
被
害
者
が
か
な
り
年

齢
の
低
い
事
案
が
念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
親
の
未
成
年
の
子
に
対
す
る
義
務
と
一
口
に
い
っ
て
も
、
子
の
年
齢
、
能
力
や
、
阻
止
す
べ
き
犯
罪
の
種
類
に
よ

っ
て
、
若
干
事
情
が
異
な
る
こ
と
が
あ
り
得
な
い
か
は
問
題
と
な
り
得
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
注
（

）
を
参
照
。

さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
不
作
為
単
独
正
犯
の
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
、

子
供
に
は
、

教
育
、
育
成
」
の
た
め
の
こ
と
と
し
て
是
認
で
き
る
枠
内

で
自
由
と
自
律
性
が
必
要
だ
と
い
う

慮
に
よ
っ
て
親
の
保
護
義
務
の
範
囲
が
相
対
化
さ
れ
る
」
と
い
う
議
論
も
な
さ
れ
て
い
る
（R

o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.723

。
確

か
に
、
こ
の
よ
う
な

慮
は
、
こ
と
に
過
失
不
作
為
犯
の
領
域
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
場
合
が
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
親
が
、
小
学
校
高
学
年
の
子
供
が
友
達
と

（
格
段
危
険
の
な
い
）
庭
で
遊
ん
で
い
る
の
を
放
置
し
て
い
た
ら
、
子
供
が
怪
我
を
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
は
、
親
に
過
失
致
傷
罪
は
成
立
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
本
稿
が
問
題
と
し
て
い
る
事
例
群
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
作
為
者
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
な
こ
と
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
子
供
の
自
由
と
自
律
性
を

慮
し
た
と
し
て
も
、
親
の
作
為
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
な
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
犯
罪
、
こ
と
に
生
命

は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
他
の
人
格
的
法
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
そ
れ
の
被
害
に
遭
う
こ
と
が
「

教
育
、
育
成
」
の
た
め
の
こ
と
と
し
て
是
認
で
き
る
」
と
は
言
い
難
い
か

ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
例
外
的
に
、
年
長
少
年
に
対
す
る
軽
微
な
財
産
犯
の
場
合
な
ど
に
は
、
こ
の
よ
う
な

慮
に
基
づ
い
て
作
為
義
務
を
否
定
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
一
八
歳
の
子
供
が
、
あ
る
人
に
だ
ま
さ
れ
て
一
ヶ
月
分
の
小
遣
い
を
明
ら
か
に
無
駄
な
こ
と
に
使
お
う
と
し
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
阻
止
し
な
か
っ
た
親
に
不
作

為
に
よ
る
詐
欺
幇
助
を
認
め
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（V

g
l.,
H
a
rro
O
tto
/Jo
erg
B
ra
m
m
sen
,
D
ie
G
ru
n
d
la
g
en
d
er
stra
frech

tlich
en
H
a
ftu
n
g

d
es
G
a
ra
n
ten
w
eg
en
U
n
terla

ssen
s,
JU
R
A
1985,

S
.542

。
小
遣
い
を
失
う
の
も
勉
強
の
う
ち
、
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
場
合
に
も
、
同
居
し
て
い
る
配
偶
者
（
お
よ
び
そ
れ
に
準
ず
る
者
）
の
生
命
、
身
体
、
自
由
に
対
す
る
保
護
義
務
を
肯
定
す
る
の

が
判
例
（B

G
H
S
t
19,
167.

た
だ
し
家
族
に
よ
る
父
親
殺
害
の
事
案
）
通
説
で
あ
る
（S

ta
tt
v
ieler,

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.726ff.

わ
が
国
の
学
説
と
し
て
、
神
山
敏

雄
「
保
障
人
義
務
の
類
型
」
岡
法
四
四
巻
一
号
一
一
｜
一
二
頁
（
一
九
九
四
）

以
下
、
神
山
・
類
型
と
引
用
す
る

。
さ
ら
に
夫
婦
の
同
居
「
義
務
」
を
根
拠
と
し
て
、

別
居
中
の
場
合
に
も
保
護
義
務
を
肯
定
す
る
論
者
も
い
る
（Z

.B
.,
Ja
k
o
b
s,
A
T
,
S
.843

。

こ
う
し
た
視
点
か
ら
「
近
親
者
が
未
成
熟
、
す
で
に
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
他
の
何
ら
か
の
状
況
に
よ
っ
て
、

危
険
を
生
み
出
す
源
」
と
な
っ
て
い

る
場
合
に
限
っ
て
」

E
n
riq
u
e
G
im
b
ern
a
t
O
rd
eig
,D
a
s
u
n
ech
te
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
t,Z
S
tW
111,S

.331

（1999

）
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
し
、
そ
れ
以
外

の
場
合
に
は
、

急
な
心
臓
発
作
や
）
第
三
者
の
犯
罪
行
為
に
対
抗
し
て
、
妻
や
父
親
の
生
命
を
保
護
す
る
義
務
」
を
否
定
す
る
（a

.a
.O
.,
S
.330

）
見
解
も
あ
る
。

ⅲ
参
照
。

こ
れ
に
対
し
、
オ
ッ
ト
ー
╱
ブ
ラ
ム
ゼ
ン
は
、
基
本
的
に
本
文
中
の
よ
う
な
視
点
か
ら
出
発
し
な
が
ら
も
「
家
庭
内
の
信
頼
関
係
を
根
本
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
な
財

産
的
損
害
」
が
生
じ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
財
産
保
護
義
務
の
違
反
を
認
め
て
い
る
（O

tto
/B
ra
m
m
sen
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.272

,
S
.542

。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
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場
合
に
は
、
夫
自
身
に
も
事
実
上
被
害
が
及
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
嫌
な
ら
ば
自
ら
回
避
措
置
を
と
れ
ば
よ
い
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
被
害
者
」
と
も

い
う
べ
き
夫
を
刑
罰
を
用
い
て
処
罰
す
べ
き
と
は
思
わ
れ
な
い
。
な
お
、
彼
ら
が
前
提
と
し
て
い
る
「
夫
婦
は
相
互
に
、
第
三
者
の
詐
欺
的
な
態
度
に
よ
っ
て
差
し
迫
る

財
産
上
の
損
害
に
対
し
て
て
適
時
に
開
示
す
る
と
い
う
信
頼
が
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
と
い
い
う
る
」
と
い
う
認
識
に
も
疑
問
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
六
七
頁
（
髙
山
執
筆
部
分
）
参
照
。

神
山
・
類
型
一
九
頁
。

B
G
H
S
t7,
211.

神
山
・
類
型
一
八
頁
。

前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
一
三
。
こ
の
場
合
、
Ｘ
Ｙ
の
行
為
が
作
為
か
不
作
為
か
は
一
個
の
問
題
で
あ
る
。
Ｘ
、
Ｙ
の
行
為
時
に
財
産
的
処
分
行
為
者
が
い
ま
だ
錯
誤

に
陥
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
取
り
次
ぎ
行
為
が
積
極
的
動
作
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
作
為
犯
を
認
め
る

え
方
も
あ
り
得
よ
う
（
西
村
克
彦
『
共
犯
の
分
析
』

一
九

六
六
・
一
粒
社
）
一
一
八
頁
参
照

。
こ
の
点
は
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
不
作
為
に
よ
る
欺

と
作
為
に
よ
る
推
断
的
欺

を
ど
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
か
、
と
い
う
本
稿

の
課
題
を
超
え
る
難
問
と
か
か
わ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
深
入
り
は
し
な
い
。
本
文
中
の
記
述
は
、
仮
に
罪
責
を
認
め
に
く
い
不
作
為
と
構
成
し
た
と
し
て
も
な
お
詐
欺
幇

助
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。

中
・
諸
問
題
三
九
一
頁
。

前
掲
注
（
26
）
高
松
高
判
昭
二
八
。

前
掲
注
（
26
）
大
阪
地
判
昭
四
四
。

同
判
決
は
、
こ
の
点
を
「
条
理
上
許
さ
れ
な
い
行
為
で
」
あ
り
、

犯
行
を
誘
発
し
や
す
い
危
険
な
状
態
を
作
り
出
し
た
と
い
う
意
味
で
右
（
正
犯
者
）
の
犯
行
の

重
大
な
原
因
を
な
し
た
」
行
為
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
事
情
も
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
根
拠
と
な
る
。

な
お
、
阿
部
純
二
「
判
批
」
判
評
一
三
八
号
四
〇
頁
（
一
九
七
〇
）
は
、
本
判
決
が
作
為
義
務
を
認
め
た
点
は
支
持
さ
れ
な
が
ら
も
、
被
害
者
の
法
益
に
対
す
る
保

護
義
務
の
違
反
が
あ
る
以
上
不
動
産
侵
奪
罪
の
正
犯
を
認
め
て
支
障
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
述
し
た
よ
う
に
幇
助
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
掲
注
（
22
）
東
京
高
判
平
一
一
。

こ
れ
に
対
し
、
入
江
猛
「
判
批
」
研
修
六
一
八
号
三
三
頁
（
一
九
九
九
）
は
、
本
社
へ
の
納
入
と
い
う
過
程
の
一
部
分
を
分
担
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
可
能
と
さ

れ
、
幇
助
を
認
め
る
可
能
性
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
部
分
を
分
担
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
納
入
「
全
体
」
に
対
す
る
保
障
人
的
地
位
を
基
礎
づ
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
審
判
決
は
、
強
取
さ
れ
た
の
は
た
ま
た
ま
パ
チ
ン
コ
店
の
売
上
金
で
あ
っ
た
と
い
う
点
を
強
調
し
た
（
入
江
・
前
掲
評
釈
注
（

）
三
三
頁
も
実
行
の
日
取
り
に

よ
っ
て
は
、
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
売
上
金
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
パ
チ
ン
コ
店
の
売
上
金
に
限
定
す
る
必
然
性
に
疑
問
を
呈
さ
れ
る

。
こ
の
よ
う
な
指
摘
に
も

一
理
あ
る
が
、
本
文
中
に
述
べ
た
よ
う
に
②
は
決
定
的
な
事
実
で
は
な
く
、
こ
の
点
が
欠
け
た
と
し
て
も
、
甲
の
保
障
人
的
地
位
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

島
田
聡
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
故
意
あ
る
道
具
の
理
論
に
つ
い
て
（
一

」
立
教
五
八
号
一
一
五
頁
（
二
〇
〇
一

。

こ
の
意
味
で
は
、
前
述
し
た
ロ
ク
シ
ン
ら
の
見
解
の
よ
う
な
原
則
正
犯
説
が
、
不
作
為
者
に
領
得
意
思
が
欠
け
る
場
合
に
、
正
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
上
で
幇
助
を
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認
め
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。
利
用
、
処
分
意
思
を
責
任
要
素
と

え
れ
ば
、
幇
助
に
つ
い
て
も
本
文
中
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
（
島
田
・
前
掲
論
文
注

（

）
一
〇
九
｜
一
一
〇
頁
。
す
で
に
、
西
田
典
之
『
新
版
共
犯
と
身
分
』

二
〇
〇
三
・
成
文
堂
（
初
版
一
九
八
二

）
一
七
六
頁
）
し
、
逆
に
（
ド
イ
ツ
の
多
数
説
の

よ
う
に
）
そ
れ
を
も
主
観
的
違
法
要
素
と

え
る
と
す
る
と
、
今
度
は
む
し
ろ
、
正
犯
者
の
意
思
を
認
識
し
て
い
る
不
作
為
者
を
幇
助
に
「
落
と
す
」
必
要
は
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
九
八
年
改
正
以
降
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
が
、
不
法
領
得
の
意
思
に
第
三
者
領
得
の
意
思
ま
で
含
め
た
こ
と
を
も

え
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で

あ
る
。
も
っ
と
も
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
の
改
正
を
意
識
し
な
が
ら
も
、

領
得
意
思
は
、
た
と
え
第
三
者
領
得
の
意
思
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
奪
取
と
財
物
の
処
分
へ

の
積
極
的
な
関
与
を
前
提
と
し
て
い
る
」

R
o
x
in
,
A
T
,
B
d
Ⅱ
,
S
.672

）
と
し
て
、
あ
く
ま
で
自
説
の
結
論
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
ぜ
「
領
得
」
が

積
極
的
な
関
与
を
前
提
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
理
論
的
根
拠
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

島
田
・
前
掲
論
文
注
（

）
一
一
二
頁
。

西
田
・
各
論
一
四
五
頁
。

わ
が
国
の
多
数
説
で
あ
る
損
壊
概
念
に
関
す
る
効
用
喪
失
説
か
ら
は
、
最
後
の
事
案
に
つ
い
て
も
器
物
損
壊
罪
の
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
、
同
罪
の
成
立
に
は
物
の
内
容
あ
る
い
は
状
態
の
変
更
を
必
要
と
す
る
見
解
が
通
説
で
あ
る
（S

ta
tt
v
ieler,

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
303R

n
8ff

（S
tree

。
そ
う
し
た
見
解
か
ら
は
、
こ
の
事
案
は
不
可
罰
と
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。

K
a
u
fm
a
n
,
D
o
g
m
a
tik
,
S
.298.

V
g
l.,
O
ttfried

R
a
n
ft,
G
a
ra
n
ten
p
flich

tw
id
rig
es
U
n
terla

ssen
d
er
D
elik
tsh
in
d
eru
n
g
,
Z
S
tW
94,
S
.832

（1982
.

作
為
正
犯
者
が
凶
器
を
有
し
て
い
る
強
盗
の
場
合
な
ど
に
は
、
こ
の
点
は
慎
重
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
一
見
消
極
的
な
関
与
行
為
で
あ
っ
て
も
、
作
為
に
よ
る
共
犯
と
さ
れ
る
場
合
に
は
話
は
別
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
点
と
関
連
し
、
前
述
し
た
東
京
高
裁

平
成
一
一
年
判
決
に
お
い
て
は
、
強
盗
致
傷
幇
助
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
（
作
為
に
よ
る
）
強
盗
致
傷
の
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
こ
と
に
影
響

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
三
。

ま
た
、
町
内
会
長
で
あ
る
被
告
人
が
、
町
内
の
世
帯
主
が
、
世
帯
人
員
に
異
動
が
あ
っ
た
の
に
訂
正
を
せ
ず
配
給
物
資
を
不
正
に
受
給
し
て
い
た
（
詐
欺
）
の
を
知

り
な
が
ら
放
置
し
て
い
た
行
為
を
不
作
為
に
よ
る
詐
欺
幇
助
と
し
て
処
罰
し
た
大
審
院
判
決
（
前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
一
九
）
も
、
こ
こ
に
分
類
さ
れ
う
る
。
同
判
決

は
、
世
帯
主
の
届
け
出
に
基
づ
い
て
町
内
会
長
が
異
動
の
訂
正
を
す
る
と
規
定
し
て
い
る
配
給
実
施
要
項
の
解
釈
と
し
て
「
物
資
配
給
の
適
正
円
滑
」
を
期
す
た
め
に
、

届
け
出
が
な
く
と
も
、
町
内
会
長
が
世
帯
人
員
の
異
動
を
知
っ
た
場
合
に
は
訂
正
を
す
る
義
務
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、
そ
れ
を
作
為
義
務
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
町
内
会
長
の
地
位
に
立
つ
こ
と
を

物
資
配
給
の
適
正
円
滑
」
に
対
す
る
引
き
受
け
行
為
と
見
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

物
資
配
給
の

適
正
円
滑
」
を
期
す
こ
と
は
町
内
会
長
の
本
来
の
職
務
で
は
な
い
。
戦
時
下
の
特
殊
な
状
況
の
も
と
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
義
務
が
認
め
ら
れ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
り
、
現
在
、
こ
の
判
例
を
根
拠
に
、
町
内
会
長
に
、
例
え
ば
、
町
内
会
員
の
補
助
金
不
正
受
給
を
阻
止
す
る
義
務
を
認
め
る
の
は
明
ら
か
に
妥
当
で
な
い
だ

ろ
う
（
神
山
・
共
犯
論
四
八
〇
頁
も
参
照

。
こ
の
意
味
で
こ
の
判
例
は
、
現
在
で
は
、
も
は
や
意
義
を
失
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

B
ern
d
S
h
u
n
em
a
n
n
,
Z
u
r
K
ritik

d
er
In
g
eren

z-G
a
ra
n
ten
stellu

n
g
,
G
A
1974,

S
.35 ；

わ
が
国
で
は
、
例
え
ば
、
神
山
・
共
犯
論
四
八
六
頁
、
四
九
二
頁
。
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前
掲
注
（
26
）
高
松
高
判
昭
四
〇
。

こ
の
事
案
と
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
義
務
と
の
区
別
は
相
対
的
な
も
の
だ
か
ら
、

ⅱ
で
後
述
す
る
間
接
的
な
先
行
行
為
に
基
づ
く
犯
罪
阻
止
義
務
肯
定
説
に
対

す
る
批
判
は
、
本
文
の
よ
う
な
場
合
に
も
向
け
ら
れ
得
る
（
神
山
・
類
型
三
四
頁

。
こ
の
批
判
に
対
し
て
は
、
同
所
に
お
い
て
反
論
す
る
。
さ
ら
に
、
Ｙ
が
Ａ
に
重
傷

を
負
わ
せ
立
ち
去
っ
た
後
、
Ｘ
が
な
お
作
為
可
能
な
場
合
に
は
、
Ｘ
に
Ｙ
の
行
為
を
介
し
た
間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
が
発
生
す
る
か
否
か
も

問
題
と
な
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

島
田
・
広
義
の
共
犯
八
七
｜
八
八
頁
。

島
田
・
広
義
の
共
犯
九
二
｜
九
三
頁
。V

g
l.
H
a
n
s-Jo
a
ch
im
R
u
d
o
lp
h
i,
D
ie
G
leich

stellu
n
g
sp
ro
b
lem
a
tik
d
er
u
n
ech
ten
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te

u
n
d
d
er
G
ed
a
n
k
e
d
er
In
g
eren

z,
1966,

S
.164.

島
田
・
広
義
の
共
犯
一
〇
六
頁
。

V
g
l.
R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅰ
,
S
.930.

そ
う
し
た
場
合
に
は
、
Ｘ
が
門
扉
を
常
に
閉
め
て
い
た
の
を
あ
え
て
開
け
て
お
い
た
場
合
（
作
為
）
で
あ
っ
て
も
同
様
に
不
可
罰
と
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
す
る
現
在
の
指
導
的
な
判
例
で
あ
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
一
九
八
二
年
判
決
は
、
従
来
の
判
例
を
処
罰
範
囲
を
狭
め
る
方
向
で
変
更
し
た
の
で
は
な

く
、
そ
れ
ら
と
整
合
的
な
説
明
が
可
能
だ
と
い
う
自
己
理
解
を
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
後
の
ド
イ
ツ
の
判
例
は
、
同
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
、
実
際
上
は
処
罰
範
囲

を
か
な
り
絞
り
込
ん
で
い
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
判
例
理
論
の
変
遷
を
丹
念
に
フ
ォ
ロ
ー
し
た
文
献
と
し
て
、
岩
間
康
夫
「
住
居
所
有
者
の
保
障
人
的
義
務

に
つ
い
て
」
愛
媛
一
六
巻
三
号
三
一
頁
以
下
、
松
尾
・
前
掲
論
文
注
（
31

（
こ
と
に
一
七
九
六
頁
の
分
析
を
参
照

。

前
掲
注
（
26
）
最
判
昭
二
九
。

前
掲
注
（
26
）
東
京
地
判
昭
三
四
。

B
G
H
S
t32,

390.

過
失
犯
の
場
合
で
は
あ
る
が
、
ホ
テ
ル
、
デ
パ
ー
ト
等
大
規
模
建
造
物
の
火
災
に
よ
っ
て
客
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
け
る
、
そ
の
管
理
権
限
者
、
防
火
管
理
者
等
の

保
障
人
的
地
位
の
発
生
根
拠
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
被
害
者
に
対
す
る
引
き
受
け
の
要
素
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
建
造
物
の
客
等
は
、
建
物
の

構
造
・
避
難
経
路
等
に
概
し
て
不
案
内
で
あ
り
、
火
災
が
発
生
し
た
際
に
は
狼
狽
し
て
危
険
な
行
動
に
出
て
し
ま
う
蓋
然
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
う
し
た
場
合
の

被
害
者
に
は
知
識
の
欠
如
に
基
づ
く
脆
弱
さ
が
あ
り
、
そ
う
し
た
事
情
に
通
じ
て
い
る
建
造
物
の
管
理
者
側
は
、
被
害
者
を
引
き
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
宿
泊
・
滞
在
中

の
建
物
内
の
安
全
性
を
保
証
す
べ
き
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
詳
し
く
は
、
山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
一
〇
一
頁
（
島
田
）
参
照
。

そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
引
き
受
け
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
所
有
者
等
に
は
、
正
犯
者
の
犯
行
終
了
後
に
被
害
者
を
救
助
可
能
な
場
合
に
も
、
保
障
人
的
地
位
が
認

め
ら
れ
、
単
独
正
犯
が
成
立
す
る
。

B
G
H
N
JW
1966,

1763.

ド
イ
ツ
の
多
数
説
も
、
こ
の
判
例
に
対
し
て
は
批
判
的
で
あ
る
。Z

.B
.,
R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.752 ；

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
13R
n
54

（S
tree

.

B
G
H
S
t27,

10.
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不
法
領
得
の
意
思
の
存
否
が
不
明
で
あ
っ
た
た
め
、
共
同
正
犯
か
幇
助
か
は
明
ら
か
で
な
い
と
さ
れ
た
。

Jesch
ek
/W
eig
en
d
,
A
T
,
S
.627 ；

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.752.

わ
が
国
で
は
、
例
え
ば
、
神
山
・
類
型
三
一
頁
、
も
っ
と
も
、
同
・
共
犯
論
二
四
頁
は
、
連
邦

通
常
裁
判
所
が
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
こ
と
を
支
持
さ
れ
て
い
る
。

V
g
l.,
S
ch
u
n
em
a
n
n
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.361.

前
掲
注
（
67

。
そ
こ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
実
関
係
に
よ
っ
て
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
と
な
る
余
地
は
あ
る
。

O
L
G
Z
w
eib
ru
ck
en
S
tV
1999,

212.

も
し
、
見
た
く
な
い
者
の
見
な
い
自
由
を
保
護
法
益
と

え
る
有
力
説
（
例
え
ば
、
平
野
龍
一
『
刑
法
概
説
』

一
九
七
七
・
東
大
出
版
会
）
二
七
一
頁
）
を
前
提

と
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
ス
ト
リ
ッ
プ
シ
ョ
ー
は
、
無
罪
と
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
（
林
美
月
子
「
性
的
自
由
・
性
表
現
に
対
す
る
罪
」
芝
原
邦
爾
他

『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
（
各
論

』

一
九
九
六
・
日
本
評
論
社
）
六
五
頁

。

こ
の
時
点
で
故
意
が
あ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
と
な
る
。

同
判
決
は
、
こ
う
し
た
事
情
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

ド
イ
ツ
で
は
、Z

.B
.
E
rn
st
Jo
a
ch
im
L
a
m
p
e,
In
g
eren

z
o
d
er
d
o
lu
s
su
b
seq
u
en
s?,
Z
S
tW
72,
S
.106

（1960
；
W
in
rich
L
a
n
g
er,
D
a
sS
o
n
d
erv
erb
re-

ch
en
,
1972,

S
.504f. ；

S
ch
u
n
em
a
n
n
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.313ff ；

d
ers.,

G
A
1974,

S
.231ff.

な
お
、
か
つ
て
否
定
説
を
主
張
し
て
い
た
有
力
な
論
者
の
一
人

で
あ
る
ロ
ク
シ
ン
は
（E

in
n
eu
es
B
ild
d
es
S
tra
frech

tssy
tem
s,
Z
S
tW
83,
S
.403

（1971

、
現
在
で
は
改
説
し
て
い
る
（A

T
B
d
Ⅱ
,S
.762

。
わ
が
国
で
は
、

例
え
ば
、
西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
九
一
頁
、
神
山
敏
雄
「
保
障
人
義
務
の
理
論
的
根
拠
」『
森
下
忠
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
下
』

一
九
九
五
）
二
一
六
頁
、
鎮
目
・

前
掲
論
文
注
（

）
三
七
三
頁
、
山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
六
五
頁
（
髙
山

。

S
ch
u
n
em
a
n
n
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.
,
S
.316.

山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
六
五
頁
（
髙
山

。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
九
一
頁
。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
九
一
頁
。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
八
七
頁
、
神
山
・
共
犯
論
四
四
四
頁
。

前
掲
注
（

）
東
京
地
八
王
子
支
判
昭
五
七
。

盛
岡
地
判
昭
四
四
・
四
・
一
六
判
時
五
八
二
号
一
一
〇
頁
。

東
京
高
判
昭
六
二
・
九
・
二
二
判
タ
六
六
一
号
二
五
二
頁
。

例
え
ば
、
山
口
・
探
究
四
二
頁
。

例
え
ば
、
神
山
・
前
掲
論
文
注
（

）
二
三
頁
。
ま
た
、
西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
九
一
頁
も
「
管
理
者
」
と
し
て
の
地
位
か
ら
作
為
義
務
が
発
生
す
る
こ
と
を

認
め
ら
れ
て
い
る
。

即
成
犯
の
場
合
に
は
、
結
果
発
生
後
に
は
も
は
や
不
作
為
犯
は
成
立
し
得
な
い
。
継
続
犯
の
場
合
に
は
、
既
遂
後
に
不
作
為
犯
が
成
立
し
う
る
こ
と
に
は
争
い
が
な
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い
。
例
え
ば
、
自
分
の
管
理
す
る
物
置
小
屋
に
誤
っ
て
子
供
を
閉
じ
こ
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
後
か
ら
気
付
い
た
が
放
置
し
た
場
合
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
監
禁
罪
と
な

る
。
状
態
犯
の
場
合
に
は
、
犯
罪
の
既
遂
と
終
了
と
を
、
は
た
し
て
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
区
別
す
べ
き
か
に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
り
う
る
。
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、

本
稿
で
は
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.763.

す
で
に
、
島
田
・
不
作
為
犯
一
二
〇
頁
。
厳
密
に
言
え
ば
、
危
険
創
出
行
為
に
基
づ
い
て
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
と
し
て
も
、
不
作
為
時
に
作
為
可
能
性
、
故
意

が
な
け
れ
ば
不
作
為
正
犯
と
は
な
ら
な
い
か
ら
、
作
為
に
よ
る
教
唆
、
幇
助
の
成
立
可
能
性
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
た
だ
で
さ
え
共
同

正
犯
の
処
罰
範
囲
が
広
い
わ
が
国
の
判
例
、
学
説
を
前
に
し
て
、
狭
義
の
共
犯
の
成
立
範
囲
を
さ
ら
に
狭
め
る
論
理
を
提
示
す
る
こ
と
が
好
ま
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
彼
は
、
先
行
行
為
に
基
づ
く
保
障
人
的
地
位
全
般
に
つ
い
て
、
か
な
り
批
判
的
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
全
面
的
に
否
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ

て
い
な
い
（v

g
l.,
H
a
n
s
W
elzel,

Z
u
r
P
ro
b
lem
a
tik
d
er
U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik
te,
JZ
1958,

S
.494

。

W
elzel,

S
trfR
,
S
.217.

同
趣
旨
の
学
説
と
し
て
、
例
え
ば
、W

elp
,
a
.a
.O
.,
A
n
m
.144

,
S
.281.

B
G
H
S
t11,

353.

事
案
を
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
Ｘ
は
、
Ｙ
に
折
り
た
た
み
式
ポ
ケ
ッ
ト
ナ
イ
フ
を
貸
し
た
、
そ
の
後
、
Ｙ
は
そ
れ
で
Ａ
を
刺
し
た
。
そ
の
刺
突
は

予
見
不
可
能
な
も
の
で
あ
っ
た
。
Ｘ
は
、
Ａ
の
同
伴
者
か
ら
、
重
傷
を
負
っ
た
Ａ
の
救
助
を
依
頼
さ
れ
た
が
、
何
も
せ
ず
逃
走
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
本
文
中
の
①
、
②

の
義
務
と
も
に
認
め
た
が
、
①
に
関
し
て
は
、
救
助
行
為
に
よ
っ
て
死
が
回
避
で
き
た
か
ど
う
か
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
死
の
結
果
の
不
阻
止
を
根
拠
に
処
罰

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
②
に
関
し
て
も
、
刺
突
行
為
の
阻
止
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
、
結
論
的
に
は
三
二
三
条
Ｃ
の
み
を
認
め
た
。

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
13R
n
39

（S
tree

.

島
田
・
前
掲
書
注
（
49

。

広
義
の
共
犯
の
成
否
に
お
い
て
も
、
答
責
性
の
観
点
を
強
調
す
る
立
場
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
島
田
・
広
義
の
共
犯
六
四
頁
以
下
参
照
。

H
erzb

erg
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
S
.260-261.

前
述
し
た
よ
う
に
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
Ｂ
に
故
意
が
あ
る
場
合
に
は
、
Ａ
を
幇
助
と
し
て
い
る
。

神
山
・
類
型
三
四
頁
。

V
g
l.
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
erV
o
r
25R
n
109

（C
ra
m
er /H

ein
e
.

た
だ
し
、
危
険
創
出
行
為
が
義
務
違
反
的
な
場
合
に
限
っ
て
い
る
。
そ
の
結
論
は
、
危
険
源

管
理
義
務
違
反
に
つ
い
て
前
述
し
た
私
見
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
に
な
る
。

堀
内
・
総
論
二
八
七
頁
。

山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
四
八
頁
参
照
。

す
で
に
、
山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
一
〇
一
頁
（
島
田

。

も
っ
と
も
、
義
務
二
分
説
が
、
保
護
者
的
保
障
人
の
場
合
は
作
為
正
犯
者
の
行
為
に
よ
っ
て
被
害
者
が
即
死
す
る
な
ど
し
て
、
作
為
正
犯
者
の
行
為
後
に
保
障
人
に

も
は
や
作
為
可
能
性
が
な
か
っ
た
場
合
ま
で
、
保
障
人
を
単
独
正
犯
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
妥
当
で
な
い
（
山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
五
七
頁
も
参
照

。

前
掲
注
（
26
）
大
阪
高
判
平
二
。

こ
の
事
実
の
た
め
、
後
述
す
る
心
理
的
因
果
性
に
基
づ
く
危
険
増
加
も
否
定
さ
れ
る
。
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さ
ら
に
、
こ
の
判
決
は
、
作
為
義
務
を
否
定
す
る
理
由
と
し
て
「
Ｘ
は
…
…
右
営
業
許
可
名
義
貸
与
の
時
点
に
お
い
て
、
Ｙ
が
…
…
売
春
場
所
の
提
供
を
業
と
す
る

意
図
を
有
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
、
将
来
そ
の
店
内
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
予
見
し
て
も
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ

と
も
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
危
険
創
出
行
為
は
故
意
行
為
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
こ
の
点
は
、
作
為
義
務
を
否
定
す
る
決
定
的
な
理
由
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

内
田
・
前
掲
論
文
注
（
29
）
九
三
頁
。

山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
三
八
頁
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
作
為
可
能
性
の
問
題
で
は
な
く
、
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、
前
述
し
た
ド
イ
ツ
の
判
例
に
お
け
る
ナ
イ
フ
手
渡
し
の
事
案
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
危
険
増
加
は
肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

福
岡
高
判
昭
二
五
・
八
・
一
一
高
刑
判
特
一
二
号
一
二
二
頁
。

内
田
・
前
掲
論
文
注
（
29
）
九
四
頁
。
検
察
官
の
控
訴
趣
意
は
、
契
約
違
反
を
理
由
に
解
除
し
て
占
有
を
復
帰
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い

る
が
、
契
約
を
解
除
し
て
も
正
犯
者
が
原
状
回
復
義
務
を
履
行
し
な
い
可
能
性
が
か
な
り
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
は
作
為
可
能
性
で

は
な
く
、
結
果
回
避
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。

前
掲
注
（
26
）
大
阪
高
判
昭
六
二
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
事
案
で
は
、
立
ち
去
り
行
為
を
根
拠
に
作
為
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

先
行
行
為
に
基
づ
く
義
務
を
一
般
的
に
は
認
め
な
が
ら
も
、
犯
罪
へ
の
誘
惑
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
危
険
で
は
先
行
行
為
を
基
礎
付
け
な
い
と
す
る
の
は
、P

a
u
l

B
o
ck
elm
a
n
n
,
Z
u
m
P
ro
b
lem

d
er
M
ein
eid
sb
eih
ilfe
d
u
rch
U
n
terla

ssen
,
N
JW
1954,

S
.697.

前
掲
注
（
20
）
大
阪
高
判
平
一
三
。
な
お
、
同
判
決
の
被
告
人
は
Ｘ
の
み
で
あ
り
、
Ｙ
と
の
共
謀
は
Ｘ
の
罪
責
を
検
討
す
る
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
る

が
、
判
例
タ
イ
ム
ズ
の
匿
名
コ
メ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
Ｙ
も
別
の
裁
判
体
に
お
い
て
殺
人
の
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
神
山
・
共
犯
論
五
〇
九
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
の
議
論
も
含
め
、C

h
ristia

n
S
erin
g
,
B
eih
ilfe

d
u
rch
U
n
terla

ssen
,
2000,

S
.137ff.

そ
の
他
、
例
え
ば
、
成
人
し
た
子
Ｙ
が
、
父
親
Ｘ
に
対
す
る
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
Ｘ
の
面
前
で
虚
偽
の
供
述
を
し
た
の
を
、
Ｘ
が
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
放
置
し
た

事
案
で
、
父
親
に
は
成
人
し
た
息
子
の
犯
罪
行
為
を
阻
止
す
る
一
般
的
な
義
務
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
本
件
で
は
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
す
る
密
接
な
親
戚
関
係
に
よ
っ
て
Ｘ

を
守
る
べ
く
犯
罪
実
行
を
誘
因
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
し
て
、
Ｘ
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
た
地
方
上
級
裁
判
所
（
カ
ン
マ
ー
ゲ
リ
ヒ
ト
）
の
判
例
（K

G
JR
1969,

28

）

が
あ
る
。

B
G
H
S
t17,

321.

厳
密
に
言
え
ば
、
事
後
宣
誓
の
場
合
も
偽
証
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
の
が
わ
が
国
の
判
例
（
大
判
明
四
五
・
七
・
二
三
刑
録
一
八
輯
一
一
〇
〇
頁
）
だ
が
、
そ
の
場

合
で
も
、
宣
誓
を
す
る
際
に
や
は
り
同
様
の
状
況
が
存
在
し
て
い
る
。

作
為
に
よ
る
偽
証
教
唆
、
幇
助
の
成
否
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
認
め
ら
れ
る
程
度
の
働
き
か
け
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

Z
.B
.,
R
o
x
in
,
A
T
,
B
d
Ⅱ
,
S
.773.

309

不作為による共犯について（2・完）(島田聡一郎)



O
L
G
S
tu
ttg
a
rt
N
JW
1986,

1767.

こ
の
判
決
も
妻
を
無
罪
と
し
た
。

V
g
l.,
R
o
x
in
,
A
T
,
B
d
Ⅱ
,
S
.768.

例
外
は
、
前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
一
三
（
た
だ
し
、
虚
偽
の
審
査
報
状
を
現
認

。
な
お
前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
一
九
の
事
案
に
お
い
て
、
犯
行
当
時
被
告
人
が
ど

こ
に
い
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

前
掲
注
（
26
）
大
阪
地
判
昭
四
四
（
隣
家

、
札
幌
高
判
平
一
二
（
隣
の
部
屋

。

前
掲
注
（
30
）
東
京
高
判
昭
二
八
。

も
し
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
法
改
正
後
の
Ｙ
の
行
為
も
、
Ｘ
に
よ
る
所
有
権
移
転
行
為
の
一
環
と
理
解
し
て
、
Ｘ
を
処
罰
し
て
も
事
後
法
禁
止
に
抵
触
し
な
い
と
理
解

す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
し
か
し
同
判
決
は
、
麻
薬
取
締
法
の
趣
旨
か
ら
前
者
の
解
釈
を
導
い
て
、
Ｘ
の
譲
渡
行
為
は
す
で
に
終
了
し
て
い
る
と
し
た
。

例
え
ば
、
前
掲
注
（
26
）
名
古
屋
高
判
昭
三
一
、
東
京
高
判
平
一
一
。

前
掲
注
（
26
）
東
京
地
判
昭
三
四
。

内
田
教
授
の
設
例
で
あ
る
。
内
田
・
前
掲
論
文
注
（
29
）
八
八
頁
。

こ
の
よ
う
な
義
務
に
対
す
る
違
反
が
あ
る
が
、
監
督
者
に
故
意
が
な
い
場
合
に
、
ど
の
範
囲
で
過
失
不
作
為
犯
を
認
め
る
べ
き
か
は
極
め
て
困
難
な
問
題
で
あ
る
。

子
供
の
場
合
に
も
、
将
来
の
健
全
育
成
の
た
め
に
は
、
親
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
る
経
験
が
必
要
と
な
る
し
、
精
神
病
院
の
患
者
の
場
合
に
も
、
あ
る
程
度
開
放
的
な
処
遇

が
必
要
な
場
合
も
あ
る
か
ら
、
監
督
者
に
彼
ら
に
対
す
る
全
面
的
な
監
視
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
か
え
っ
て
妥
当
で
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
処
罰
範
囲
を
限
界
づ
け
る
こ
と
が
必
要
な
こ
と
は
お
そ
ら
く
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
、
ま
た
、
過
失
犯
成
立
要
件
の
う
ち
、
ど
の
要
件
の
問
題

と
し
て
扱
う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
よ
る
検
討
に
ゆ
だ
ね
た
い
。
な
お
、
近
時
統
合
失
調
症
患
者
が
院
外
療
法
中
に
通
行
人
を
殺
害
し
た
事
案
で
病
院
を
経
営
す

る
県
の
損
害
賠
償
責
任
を
認
め
た
民
事
判
例
と
し
て
、
最
判
平
八
・
九
・
三
裁
時
二
七
八
・
八
が
あ
る
（
も
っ
と
も
、
民
事
法
上
直
接
行
為
者
の
責
任
能
力
は
重
視
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る

。

わ
が
国
の
学
説
の
状
況
に
関
し
て
は
、
大
塚
仁
他
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
三
巻
（
第
二
版

』

一
九
九
九
・
青
林
書
院
）
四
三
八
頁
以
下
（
若
原
正
樹
）
参

照
。

不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
を
め
ぐ
る
わ
が
国
お
よ
び
ド
イ
ツ
の
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
神
山
・
共
犯
論
二
七
〇
頁
以
下
。

島
田
・
前
掲
書
注
（
49
）
三
五
〇
頁
以
下
参
照
。

Z
.B
.,
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
13R
n
52

（S
tree

；
R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.754f.

（
た
だ
し
、
子
供
を
全
面
的
に
監
視
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
子

供
の
自
立
の
た
め
に
も
好
ま
し
く
な
い
こ
と
を
根
拠
に
、
子
供
の
年
齢
に
応
じ
て
監
視
義
務
の
範
囲
を
制
限
す
る

。
わ
が
国
で
も
、
例
え
ば
、
斎
藤
信
治
『
刑
法
総
論

（
第
五
版

』

二
〇
〇
三
・
有
斐
閣
）
三
七
九
頁
は
、

作
為
義
務
の
相
応
の
強
さ
、
作
為
の
可
能
性
・
容
易
性
な
ど
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
留
保
の
下
、
こ
の

よ
う
な
見
解
を
明
言
さ
れ
て
い
る
。

堀
内
・
前
掲
書
注
（
46
）
二
六
一
｜
二
六
二
頁
参
照
。

最
判
昭
四
九
・
三
・
二
二
民
集
二
八
巻
二
号
三
四
七
頁
。
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K
a
u
fm
a
n
n
,
D
o
g
m
a
tik
,
S
.282ff.

中
森
喜
彦
「
保
障
人
説
に
つ
い
て
」
論
叢
八
四
巻
四
号
二
〇
頁
（
一
九
六
六
）
参
照
。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.728.

Z
.B
.,
R
G
S
t,
72,
19 ；

B
G
H
S
t6,
322.

Z
.B
.,
O
L
G
S
tu
ttg
a
rt
N
JW
1986,

1767.

R
G
S
t69,

349.

最
近
の
判
例
と
し
て
、Z

.B
.,
B
G
H
S
t38,

388 ；
B
G
H
N
S
tZ
2000,

147.

Z
.B
.,
O
L
G
F
ra
n
k
fu
rt1987,

2757.

B
G
H
N
JW
2003,

522.

な
お
、
同
判
決
は
二
つ
の
点
で
理
論
的
に
極
め
て
興
味
深
い
。
一
つ
は
、
本
件
被
告
人
の
行
為
は
、
旧
東
独
法
の
解
釈
と
し
て
、
間
接
正

犯
、
教
唆
、
共
同
正
犯
に
は
あ
た
ら
な
い
の
で
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
し
て
処
罰
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
の
刑
法
の
観
点
か
ら
は
不
作
為
に
よ
る
間
接
正
犯
に
あ
た

る
と
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
組
織
的
権
力
機
構
に
よ
る
支
配
の
論
理
（v

g
l.,
B
G
H
S
t40,

257

）
を
不
作
為
犯
に
も
適
用
し
た
点
に
お
い
て
、
極
め
て

重
要
な
意
義
を
持
つ
。
も
う
一
つ
は
、
被
告
人
の
保
障
人
的
地
位
を
、
旧
東
独
憲
法
の
人
権
不
可
侵
性
条
項
お
よ
び
国
際
人
権
規
約
か
ら
導
か
れ
る
国
民
に
対
す
る
保
護

義
務
か
ら
導
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
法
益
保
護
義
務
、
危
険
源
監
督
義
務
の
観
点
か
ら
も
こ
の
結
論
は
維
持
し
う
る
と
さ
れ
て
は
い
る
。

本
稿
の
目
的
は
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
、
こ
と
に
幇
助
の
成
立
範
囲
を
論
じ
る
こ
と
な
の
で
、
そ
の
検
討
対
象
は
故
意
犯
の
場
合
に
限
り
、
一
般
に
幇
助
が
処
罰
さ

れ
な
い
と

え
ら
れ
て
い
る
過
失
犯
に
つ
い
て
は
検
討
対
象
か
ら
除
く
。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
S
.738-739.

B
G
H
S
t38,

388.

作
為
に
よ
る
幇
助
と
し
て
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

B
G
H
N
S
tZ
2000,

147.

Z
.B
.,
S
K
13R
n
54c

（R
u
d
o
lp
h
i
.

基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
論
理
に
よ
っ
て
警
察
官
の
保
障
人
的
地
位
を
肯
定
す
る
論
者
と
し
て
、Z

.B
.Ja
k
o
b
s,
A
T
,
S
.832 ；

M
ich
a
el
P
a
w
lik
,
D
er
P
o
l-

izeib
ea
m
te
a
ls
G
a
ra
n
t
zu
r
V
erh
in
d
eru
n
g
v
o
n
S
tra
fta
ten
,
Z
S
tW
111,

S
.345ff.

（1999
；
R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.741.

わ
が
国
で
は
、
神
山
・
類
型
三
三

頁
が
ほ
ぼ
同
旨
（
た
だ
し
、
国
民
の
警
察
の
保
護
機
能
に
対
す
る
信
頼
を
強
調
す
る
オ
ッ
ト
ー
╱
ブ
ラ
ム
ゼ
ン
の
見
解
を
好
意
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（V

g
l.,
O
tto
/

B
ra
m
m
sen
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.272

,
S
.597

。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.743 ；

Ja
k
o
b
s,
A
T
,
S
.832

も
、
軽
微
犯
罪
に
つ
い
て
は
阻
止
義
務
が
生
じ
な
い
こ
と
を
認
め
る
。

前
述
し
た
旧
東
独
の
共
産
党
中
央
委
員
会
政
治
局
構
成
員
の
よ
う
な
特
殊
な
場
合
に
は
、
そ
の
対
象
が
か
な
り
広
く
な
る
こ
と
は
あ
り
得
よ
う
。

林
・
総
論
一
五
七
頁
も
参
照
。

こ
う
し
た
場
合
に
は
、
信
頼
の
原
則
の
観
点
か
ら
故
意
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
多
い
だ
ろ
う
が
、
仮
に
そ
う
で
な
く
と
も
、
義
務
違
反
を
否
定
す
べ
き
と
思
わ
れ
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る
。

山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
一
〇
九
頁
以
下
（
島
田

。

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
er
357R

n
1

（P
eter

C
ra
m
er
.

も
っ
と
も
、
ロ
ク
シ
ン
の
義
務
犯
論
か
ら
は
正
犯
性
に
つ
い
て
も
単
な
る
確
認
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.756.

山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
四
九
頁
は
、

法
自
体
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
権
力
関
係
な
い
し
監
督
関
係
の
み
が
他
人
の
行
動
に
対
す
る
責
任
を
根
拠
づ
け
る
」

と
さ
れ
る
。
教
授
が
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
論
理
か
ら
は
本
文
中
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

島
田
・
不
作
為
犯
一
一
四
頁
参
照
。

堀
内
・
総
論
二
八
七
頁
。
町
野
・
総
論
Ⅰ
一
三
四
頁
も
基
本
的
に
同
趣
旨
か
。

こ
の
点
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
保
障
人
的
地
位
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
多
数
説
で
あ
る
。
暖
房
設
備
の
点
検
の
際
に
、
部
下
が
別
の
部

屋
か
ら
高
級
切
手
を
盗
む
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
上
司
に
、
窃
盗
幇
助
を
認
め
ず
無
罪
と
し
た
判
例
と
し
てO

L
G
K
a
rlsru

h
eG
A
1971,

281.

注
（

）
に
あ
げ
た
論
者
の
他
、
山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
四
九
頁
、

S
ta
tt
v
ieler,

S
ch
u
n
em
a
n
n
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.17

,
S
.328.

わ
が
国
で
も
、
神
山
・
類
型
二
八
頁
は
、
こ
う
し
た
場
合
に
は
「
潜
在
的
依
存
関
係
」
が
あ
る
こ
と

を
理
由
に
、
上
司
に
保
障
人
的
地
位
を
認
め
ら
れ
る
。

S
K

（R
u
d
o
lp
h
i

）

13R
n
136 ；

L
K

（Jesch
ek

）

13R
n
45

（
三
五
七
条
の
反
対
解
釈
を
主
要
な
論
拠
と
す
る

。
ま
た
、
下
位
者
が
企
業
活
動
と
関
連
す
る

危
険
源
を
利
用
し
て
犯
罪
を
行
っ
た
場
合
に
限
っ
て
、
危
険
源
管
理
の
任
務
を
負
う
経
営
者
等
に
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
ギ
ン
ベ
ル
ナ
ー
ト
の
見
解
も
、
前
述
し
た

私
見
と
基
本
的
に
同
趣
旨
で
あ
る
。E
n
riq
u
e
G
im
b
ern
a
t
O
rd
eig
,
U
n
ech
te
U
n
terla

ssu
n
g
u
n
d
R
isik
o
erh
o
h
u
n
g
im
U
n
tern
eh
m
en
sstra

frech
t,
F
ests-

ch
rift
fu
r
C
la
u
s
R
o
x
in
,
2001,

S
.661.

前
掲
注
（
26
）
東
京
地
判
昭
三
四
。

宮
澤
・
前
掲
評
釈
注
（
65
）
七
四
頁
。

前
掲
注
（
56
）
最
決
平
一
五
は
、
そ
の
よ
う
な
事
案
で
あ
っ
た
。

宮
澤
・
前
掲
評
釈
注
（
65
）
七
六
頁
。

前
掲
注
（
27
）
名
古
屋
高
判
昭
三
一
。

前
掲
注
（
22
）
東
京
高
判
平
一
一
。

企
業
全
体
が
犯
罪
（
例
え
ば
談
合
）
を
容
認
す
る
よ
う
な
「
風
土
」
を
作
り
出
し
て
い
た
場
合
に
は
、
そ
の
こ
と
を
心
理
的
危
険
創
出
行
為
と
し
て
、
上
位
者
に
不

作
為
犯
を
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
本
文
中
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
話
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
に
よ
れ
ば
独
禁
法
の
い
わ
ゆ
る
三
罰
規
定
は
、
確
認
規
定
と
し
て
機
能
す
る
場
合
と
、
不
作
為
に
よ
る
共
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
処
罰
を
拡
張
す
る
機
能
を

は
た
す
場
合
の
二
つ
の
場
合
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

山
口
他
・
前
掲
書
注
（
37
）
一
〇
七
頁
（
島
田
）
参
照
。
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近
時
、
こ
の
点
に
関
す
る
問
題
意
識
を
喚
起
し
た
の
は
、
松
澤
伸
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
行
為
と
未
遂
に
つ
い
て
」
早
院
七
四
号
二
七
一
頁
以
下
（
一
九
九

五
）
で
あ
る
。

例
え
ば
、
大
塚
・
総
論
一
五
二
頁
、
一
九
二
頁
参
照
。

松
澤
・
前
掲
論
文
注
（

）
二
七
六
頁
、
山
中
敬
一
「
不
作
為
犯
論
の
体
系
的
構
成
」
刑
法
三
六
巻
一
号
九
三
頁
（
一
九
九
六

。

生
田
勝
義
「
わ
が
国
に
お
け
る
不
真
正
不
作
為
犯
論
（
二

」
立
命
館
一
三
一
号
六
六
頁
（
一
九
七
七

、
前
田
・
総
論
一
三
二
頁
。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
七
四
頁
。

山
口
・
探
究
三
三
頁
。

さ
ら
に
、
事
実
的
に
は
可
能
な
行
為
で
あ
っ
て
も
、
規
範
的
に
想
定
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
作
為
も
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
故
意
有
責
な
行
為
を

介
し
た
間
接
的
な
危
険
創
出
行
為
が
保
障
人
的
地
位
の
根
拠
と
さ
れ
る
場
合
に
は
、
正
犯
者
の
行
為
終
了
後
の
救
助
義
務
は

慮
の
対
象
か
ら
除
か
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

構
成
要
件
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
限
定
は
、
他
に
も
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
点
の
検
討
は
本
稿
の
課
題
を
超
え
る
の
で
省
略
す
る
。

林
・
総
論
一
五
六
頁
。
さ
ら
に
、
山
中
・
総
論
Ⅰ
二
三
〇
頁
も
参
照
。

野
村
稔
他
『
現
代
法
講
義
刑
法
総
論
』

一
九
九
三
・
青
林
書
院
）
三
二
七
頁
（
酒
井
安
行

、
松
澤
・
前
掲
論
文
注
（

）
二
八
五
頁
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
体
系
的
位
置
づ
け
に
若
干
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
通
説
で
あ
る
。S

ta
tt
v
ieler,

R
o
x
in
,A
T
,B
d
Ⅱ
,S
.630

（
行
為

概
念
の
レ
ベ
ル
に
位
置
づ
け
る

；
Jesch

ek
/W
eig
en
d
,
A
T
,
S
.616

（
行
為
概
念
と
し
て
は
一
般
人
の
能
力
を
基
準
と
す
る
が
、
構
成
要
件
該
当
性
の
判
断
に
お
い

て
、
不
作
為
者
本
人
を
基
準
と
す
る

.

松
澤
・
前
掲
論
文
注
（

）
二
八
三
頁
は
、
作
為
犯
の
禁
止
規
範
の
名
宛
人
は
一
般
人
で
あ
る
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
作
為
義
務
は
、
個
別
的
な
状
況
下

で
具
体
的
な
作
為
義
務
を
負
う
当
該
行
為
者
に
の
み
課
さ
れ
る
主
観
的
当
為
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
こ
の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
過
失
犯
に
お
け

る
結
果
回
避
可
能
性
な
ど
を
念
頭
に
置
け
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
作
為
犯
で
あ
っ
て
も
こ
の
よ
う
な
個
人
的
能
力
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
場
合
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

山
口
・
探
究
四
四
頁
。

林
・
総
論
一
五
七
頁
。

例
え
ば
、
最
大
判
昭
三
三
・
九
・
九
刑
集
一
二
巻
一
三
号
二
八
八
二
頁
。

平
野
・
総
論
Ⅰ
一
五
四
頁
、
内
藤
・
総
論
上
二
三
四
頁
、
町
野
・
総
論
Ⅰ
一
三
二
頁
。

林
・
総
論
一
五
七
頁
。

町
野
・
総
論
Ⅰ
一
三
二
頁
。

W
elzel,

S
trfR
,
S
.220

（
非
難
可
能
性
の
否
定

；
R
o
x
in
,
A
T
,
B
d
Ⅱ
,
S
.701

（
答
責
性
の
否
定

.

V
g
l.
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
erV
o
r
13R
n
155

（S
tree

.

そ
れ
故
、
単
に
結
果
帰
属
を
否
定
す
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
不
法
で
な
い
と

え
る
べ
き
で
あ
る
。

V
g
l.
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
erV
o
r
13R
n
155

（S
tree

.
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山
口
・
探
究
二
四
〇
頁
も
参
照
。

西
田
・
前
掲
論
文
注
（
32
）
七
五
頁
。

こ
の
点
で
、
前
掲
注
（
38
）
札
幌
高
判
平
一
二
が
、
作
為
可
能
性
と
結
果
回
避
可
能
性
と
を
区
別
せ
ず
、
と
も
に
作
為
義
務
の
要
件
と
し
て
い
る
こ
と
に
は
疑
問
が

残
る
。松

澤
・
前
掲
論
文
注
（

）
二
九
〇
頁
参
照
。

山
口
・
総
論
七
六
頁
。

例
え
ば
、
原
田
國
男
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
元
年
度

』

一
九
九
二
）
三
八
七
頁
。

山
中
・
前
掲
論
文
注
（

）
九
八
頁
の
、
不
救
助
後
に
被
害
者
が
他
人
に
銛
で
刺
さ
れ
て
死
亡
し
た
と
い
う
事
例
は
、
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
、
結
果
回
避
可
能
性

の
問
題
で
は
な
く
、
相
当
因
果
関
係
の
問
題
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
注
（

、

）
に
あ
げ
た
学
説
も
、
結
果
回
避
可
能
性
と
不
作
為
の
実
行
行
為
性
を
同
視
す
る
だ
け

で
、
相
当
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
別
に

え
る
趣
旨
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。

例
え
ば
、
不
作
為
者
が
警
察
官
の
よ
う
な
危
険
に
対
応
す
る
訓
練
を
積
ん
で
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
多
少
の
危
険
を
お
か
す
こ
と
は
期
待
可
能
と
い
い
や
す
く
な
る
。

V
g
l.,
S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
erV
o
r
13R
n
156

（S
tree

.

S
ch
o
n
k
e /S
ch
ro
d
erV
o
r
13R
n
156

（S
tree

.

松
生
光
正
「
判
批
」『
判
例
セ
レ
ク
ト86
｜00

』

二
〇
〇
二
・
有
斐
閣
）
五
二
二
頁
参
照
。

B
G
H
N
S
tZ
,
1984,

164.

O
tto
/B
ra
m
m
sen
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.272

,
S
.541.

刑
訴
一
四
七
条
。

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.697.

も
っ
と
も
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
不
作
為
者
が
被
害
者
と
の
関
係
で
保
障
人
的
地
位
に
た
た
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
親
が
未
成
年
の
子
が
犯
罪
を
行
う
の
阻
止
し
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
通
知
義
務
を
否
定
す
る
（R

o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.697

。
し
か
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
不
作
為
者
が
被
害
者
と
の
関
係
で
保
障
人
的
地
位
に
た
た
な

い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
不
作
為
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
な
か
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
私
も
、
親
が
未
成
年
の
子
が
犯
罪
を
行
う
の
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
一
定
範
囲
で
親
を
不
作
為
に
よ
る
共
犯
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
不
作
為
者
が
危
険
物
監
督
義
務
と
し
て
最
終
的
に
は
被
害
者
と
の
関
係
で
保
障
人
的
地

位
を
負
う
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
ロ
ク
シ
ン
の
あ
げ
る
場
合
と
本
文
中
の
場
合
と
を
区
別
す
る
根
拠
は
乏
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
そ
の
権
利
と
し
て
の
重
要
性
に
鑑
み
、
作
為
容
易
性
を
否
定
す
る
余
地
は
あ
る
。
こ
の
点

の
検
討
は
別
稿
に
譲
る
。

前
掲
注
（
38
）
札
幌
高
判
平
一
二
。

前
掲
注
（
39
）
釧
路
地
判
平
一
一
。

最
決
平
元
・
一
二
・
一
五
刑
集
四
三
巻
一
三
号
八
七
九
頁
。
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原
田
・
前
掲
解
説
注
（

）
三
八
五
頁
。

そ
う
し
た
関
係
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
、
共
犯
が
補
充
的
に
認
め
ら
れ
る
か
は
一
個
の
問
題
で
あ
る
。
間
接
正
犯
的
な
場
合
に
は
、
正
犯
行
為
を
介
し
た
結
果
の

惹
起
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
が
、
作
為
者
の
行
為
終
了
後
の
場
合
に
は
、
正
犯
行
為
を
介
し
た
結
果
の
惹
起
を
欠
く
た
め
、
も
は
や
共
犯
は
成
立
し

な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

前
掲
注
（
26
）
大
判
昭
三
。

松
生
・
前
掲
評
釈
注
（

）
五
二
二
頁
。

林
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
二
五
頁
。

中
森
・
前
掲
評
釈
注
（
43
）
九
七
頁
。
さ
ら
に
、
山
中
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
六
一
頁
は
、
監
視
、
言
葉
に
よ
る
制
止
に
よ
っ
て
「
結
果
な
い
し
危
険
回
避
の
可

能
性
が
」
ほ
ぼ
確
実
に
肯
定
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
実
力
に
よ
る
阻
止
に
関
す
る
高
裁
の
事
実
認
定
に
も
疑
問
を
持
た
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
高
橋
・
前
掲
論
文
注
（
55
）
一
〇
二
頁
。

例
え
ば
、
村
越
・
前
掲
評
釈
注
（
41
）
二
〇
頁
、
神
山
・
前
掲
論
文
注
（
41
）
四
九
頁
。

原
田
・
前
掲
解
説
注
（

）
三
八
五
｜
三
八
六
頁
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
両
者
を
区
別
し
て
検
討
を
加
え
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。S

ta
tt
v
ieler,

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.680.

ド
イ
ツ
の
判
例
は
こ
れ
を
肯
定
し
て
い
た
。
注
（
41
）
参
照
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
松
生
光
正
「
判
批
」『
判
例
セ
レ
ク
ト86

｜00

』

二
〇
〇
二
・
有
斐
閣

』
五
三
三
頁
、
林
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
二
五
頁
の
判
例
理
解
は

正
当
で
あ
る
。

注
（
41
）
参
照
。

R
a
n
ft,
a
.a
.O
.,
A
n
m
.294

,
S
.288 ；

Ja
k
o
b
s,
A
T
,
S
.846.

R
o
x
in
,
A
T
B
d
Ⅱ
,
S
.680.

小
林
憲
太
郎
『
因
果
関
係
と
客
観
的
帰
属
』

二
〇
〇
三
・
弘
文
堂
）
二
八
頁
以
下
参
照
。

例
え
ば
、
山
口
・
総
論
四
七
頁
。

困
難
化
の
「
可
能
性
」
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。

町
野
朔
「
条
件
関
係
論
」
上
法
一
二
巻
二

三
号
四
四
頁
（
一
九
六
九
）
は
、
医
師
が
し
か
る
べ
き
措
置
を
採
れ
ば
患
者
が
二
三
日
生
き
延
び
た
と
し
て
も
、
因
果

関
係
を
認
め
る
の
は
不
当
だ
と
す
る
。

な
お
、
最
決
昭
六
三
・
一
・
一
九
刑
集
四
二
巻
一
号
一
頁
は
、
堕
胎
し
た
未
熟
児
に
対
し
て
医
師
が
医
療
を
受
け
さ
せ
な
か
っ
た
た
め
同
児
が
死
亡
し
た
と
い
う
事

案
で
、
未
熟
児
医
療
の
整
っ
た
医
院
の
医
療
を
受
け
さ
せ
れ
ば
「
同
児
が
短
時
間
内
に
死
亡
す
る
こ
と
は
な
く
」
と
し
て
い
る
。

島
田
・
広
義
の
共
犯
八
五
頁
以
下
。

途
中
で
異
常
な
事
情
が
介
在
し
、
そ
の
た
め
に
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
こ
の
点
が
否
定
さ
れ
る
余
地
は
あ
る
。
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林
・
前
掲
論
文
注
（
9
）
三
二
二
頁
。

松
生
・
前
掲
注
（

）
五
三
三
頁
。

V
g
l.,
S
erin
g
,
a
.a
.O
.

（A
n
m
.
,
S
S
.134-135.

西
田
典
之
「
幇
助
の
因
果
関
係
」
法
セ
三
二
二
号
二
五
頁
（
一
九
八
二
）
参
照
。
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