
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
に
関
す
る
一
考
察

佐

藤

拓

磨

一

我
が
国
の
議
論
状
況

二

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況

1

学

説

2

判

例

3

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
の
ま
と
め

三

検

討

四

結

語

一

我
が
国
の
議
論
状
況

間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
に
つ
い
て
、
我
が
国
で
は
、
学
説
は
以
下
の
三
つ
に
分
か
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
利

用
者
が
被
利
用
者
を
犯
罪
に
誘
致
す
る
行
為
を
開
始
し
た
時
点
に
着
手
を
認
め
る
利
用
者
標
準
説
、
被
利
用
者
が
実
行
行
為
を
開
始

し
た
時
点
に
着
手
を
認
め
る
被
利
用
者
標
準
説
、
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
性
の
観
点
か
ら
、
利
用
者
の
行
為
の
時
点
に
着
手
が
認
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め
ら
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
被
利
用
者
の
行
為
の
開
始
時
に
着
手
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
個
別
化
説
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
利
用
者
標
準
説
は
、
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
は
あ
く
ま
で
利
用
者
の
行
為
に
あ
り
、
被
利
用
者
の
行
為
は
単
な
る
因

果
経
過
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
が
利
用
者
の
行
為
の
終
了
後
に
認
め
ら
れ
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
根

拠
に
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
被
利
用
者
標
準
説
は
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
を
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
と
解
し
た
上
で
、
実
行
の
着

手
は
、
結
果
発
生
が
切
迫
し
た
時
点
で
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
す
る
。
個
別
化
説
は
、
被
利
用
者
標
準
説
が

切
迫

性

を
重
視
す
る
の
に
対
し
、
結
果
発
生
が
確
実
な
い
し
蓋
然
的
と
い
え
れ
ば
、
そ
れ
が
切
迫
し
て
い
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
な
い

と
す
る
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。

最
近
で
は
、
純
粋
な
利
用
者
標
準
説
は
あ
ま
り
支
持
を
得
て
お
ら
ず
、
被
利
用
者
標
準
説
な
い
し
個
別
化
説
が
多
数
説
化
し
つ
つ

あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
論
構
成
を
め
ぐ
っ
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
、
未
遂
犯
を
一
種
の
結
果
犯
と
理
解
し
、
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
と
い
う
未
遂
犯
固
有
の

結
果

が
発
生
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
未
遂
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、

未
遂

結
果

の
内
容
を

結
果
発
生
が
確
実
な
状
態

と
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も

結
果
発
生
が
切
迫
し
た
状
態

と
解
す
る
か
に
よ
っ

て
、
個
別
化
説
か
被
利
用
者
標
準
説
に
分
か
れ
る
。

一
方
、
行
為
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
は
、
未
遂

結
果

と
い
う
も
の
を
観
念
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
利
用
者
の
行
為
に

着
目
し
た
理
論
構
成
が
試
み
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
が
、
い
わ
ゆ
る
不
作
為
犯
的
構
成
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
者
の
行

為
は
、

利
用
行
為
と
い
う
作
為
と
、
先
行
行
為
に
も
と
づ
く
防
止
義
務
違
反
と
い
う
不
作
為
と
か
ら
な
る
複
合
的
な
構
造
の
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
標
準
に
し
た
が
い
実
行
の
着
手
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
時
点
以
降
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
、
間
接

正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
利
用
者
の
行

為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を
合
せ
た
全
体
行
為
を
着
手
判
断
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
利
用
行
為
の
段
階
で
常
に
実
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行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
被
利
用
者
標
準
説
な
い
し
個
別
化
説
を
根
拠
づ
け
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
加
え
、
最
近
で
は
、
行
為
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
も
未
遂
犯
の
結
果
犯
的
構
成
を
採
用
す
る
も
の
も
現
わ
れ
て
い
る

）（
11
）

。

以
上
の
よ
う
に
、
現
在
の
学
説
で
は
、
違
法
論
に
お
け
る
態
度
決
定
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
利
用
者
標
準
説
な
い
し
個
別
化

説
が
多
数
説
化
し
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
議
論
の
焦
点
も
、
被
利
用
者
標
準
説
か
個
別
化
説
か
、
換
言
す
れ
ば
、
未
遂
犯
の
成

立
に
は
結
果
発
生
の
切
迫
性
は
必
要
か
、
確
実
性
で
足
り
る
の
か
と
い
う
点
に
移
り
つ
つ
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う

）
。
こ
の
点

に
関
し
、
最
近
、
未
遂
犯
を
結
果
犯
と
理
解
す
る
立
場
か
ら
、
未
遂
結
果
の
内
容
に
つ
い
て
切
迫
性
を
要
求
す
べ
き
理
由
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
積
極
的
に
論
証
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
現
れ
た

）
。

こ
の
論
者
は
、
不
能
犯
論
に
お
け
る
危
険
判
断
の
基
準
に
関
し
、
い
わ
ゆ
る

修
正
さ
れ
た
客
観
的
危
険
説

を
採
用
す
る
こ
と

を
前
提
と
し
つ
つ

）
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
議
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、

X
が

Y
を
殺
害
す
る
た
め
に

毒
入
り
菓
子
を
郵
送
し
た
が
、
郵
送
途
中
で
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
毒
が
無
害
化
し
た
と
い
う
例
を
考
え
た
場
合
、
菓
子
が
現
実
に

Y
宅
に
到
達
し
た
か
否
か
と
い
う
意
味
で
の
切
迫
性
を
問
う
こ
と
は
未
遂
犯
の
成
否
に
と
っ
て
意
味
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
毒
が
無

害
化
し
て
い
る
以
上
、
菓
子
が

Y
の
下
に
到
達
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
危
険
の
大
小
に
影
響
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
切
迫
性
を
問
題

と
す
る
と
す
れ
ば
、

仮
に
毒
が
無
害
化
し
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
菓
子
が
い
つ

Y
宅
に
到
達
し
た
か

と
い
う
仮
定
的
な
因
果
経

過
上
の
切
迫
性
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
切
迫
性
を
要
求
す
る
根
拠
も
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る

）
。
こ
の
よ
う
な

考
察
に
基
づ
き
、
論
者
は
、
未
遂
結
果
の
発
生
時
点
を
切
迫
性
に
よ
っ
て
判
断
す
る
と
い
う
考
え
方
を
放
棄
し
、

あ
り
得
た
仮
定

的
因
果
経
過
に
お
い
て
既
遂
結
果
が
発
生
し
た
と
言
え
る
と
き
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
既
遂
の
可
能
性
が
あ
っ
た
の
に
現
実
に
は
未

遂
に
と
ど
ま
っ
た
、
と
い
う
点
に
未
遂
結
果
を
求
め
、
そ
の
時
点
を
未
遂
の
成
立
時
点
と
す
る

見
解
を
提
唱
す
る

）
。
こ
の
見
解
は
、

切
迫
性
を
要
求
す
る
見
解
に
対
し
、
そ
の
理
論
的
根
拠
を
鋭
く
問
う
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
未
遂
結
果
の
内
容
と
し
て
切
迫
性
を
要
求
す
る
立
場
か
ら
、

現
実
に
毒
が
入
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
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危
険
の
切
迫
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
毒
が
入
っ
た
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
相
手
方
に
到
達
す
る
ま
で
未
遂
を
認
め
る
べ

き
で
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
の
均
衡
上
、
仮
定
的
危
険
の
場
合
に
も
、
毒
が
入
っ
て
い
る
と
仮
定
さ
れ
た
チ
ョ
コ
レ

ー
ト
が
相
手
方
に
到
達
す
る
ま
で
、
未
遂
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
、
可
能
だ
と
思
わ
れ
る

）

と
い
う
反
論
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
反
論
も
、
先
の
見
解
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
に
十
分
に
答
え
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
反
論
は
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
毒
が
入
っ
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
そ
れ
が
被
害
者
方
に
届
い
た
と
い
う
意
味
で
の
切
迫
性
は

実
行
の
着
手
の
必
須
の
要
件
だ
と
す
る
が
、
毒
の
有
無
に
つ
い
て
は
事
実
の
抽
象
化
を
認
め
て
仮
定
的
事
実
の
存
在
可
能
性
の
判
断

対
象
と
す
る
の
に
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方
に
到
達
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
現
実
の
事
実
が
基
礎
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
理
由
が
明
ら
か
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
中
に
致
死
量
の
毒
物
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
被

害
者
方
に
到
達
し
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
反
論
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
実
行
の
着
手
は
認
め
ら
れ

な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
結
果
発
生
の
危
険
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方
に
届
き
、
被
害
者

が
こ
れ
を
食
し
た
可
能
性

も
仮
定
的
事
実
の
存
在
可
能
性
の
判
断
対
象
と
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
し

か
も
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
中
に
毒
が
入
っ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
に
毒
が
入
っ
て
い
た
（
ま
た
は
、
無
害

化
さ
れ
な
か
っ
た
）
可
能
性

と
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方
に
届
か
な
か
っ
た
場
合
に
お
け
る

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方

に
届
き
、
被
害
者
が
こ
れ
を
食
し
た
可
能
性

と
を
比
較
し
た
場
合
、
常
に
後
者
の
可
能
性
の
方
が
低
い
と
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ

る
（
他
人
か
ら
郵
送
さ
れ
た
食
べ
物
を
食
べ
る
か
ど
う
か
は
不
確
実
だ
と
い
う
指
摘
も
予
想
さ
れ
る
が
、
手
紙
を
装
っ
て
中
に
有
毒
な
菌
を
入

れ
た
封
筒
を
郵
送
し
た
ケ
ー
ス
に
事
例
を
変
形
す
れ
ば
問
題
は
よ
り
鮮
明
に
な
ろ
う
）。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
危
険
が
増
大
し

な
い
場
合
も
含
め
て
切
迫
性
を
必
須
の
要
件
と
し
、
他
方
で
被
利
用
者
に
よ
っ
て
結
果
実
現
行
為
が
実
行
さ
れ
て
い
た
可
能
性
に
つ

い
て
は
危
険
判
断
の
対
象
と
し
な
い
こ
と
は
、
切
迫
性
の
要
件
に
危
険
性
の
要
件
と
は
異
な
っ
た
独
立
の
地
位
を
与
え
る
こ
と
に
ほ
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か
な
ら
な
い
。
果
た
し
て
、
そ
れ
に
は
根
拠
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
毒
の
入
っ
て
い
な
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方
に
到
達
し
た
場
合
と
、
毒
入
り
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
被
害
者
方
に
到
達
し

な
か
っ
た
場
合
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
前
者
の
場
合
も
客
観
的
に
毒
が
入
っ
て
い
な
い
以
上
、
不
能
犯
で
あ
り
、
ど
ち
ら
に
せ
よ

未
遂
犯
は
成
立
し
な
い
と
す
る
考
え
方
も
学
説
上
は
多
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
、
前
者
の
例
を

毒
は
入
っ
て
い

た
が
、
致
死
量
に
満
た
な
か
っ
た

と
設
定
変
更
し
た
と
し
て
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
。
不
能
犯
論
に
お
い
て
修
正
さ
れ
た
客
観
的

危
険
説
以
外
の
説
を
採
用
し
て
も
、

致
死
量
以
下
で
あ
っ
た

ま
た
は

体
調
不
良
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
量
で
は
死
な
な

か
っ
た

と
い
う
部
分
に
つ
い
て
は
抽
象
化
を
認
め
る
一
方
で
、

毒
が
被
害
者
方
に
届
か
な
か
っ
た

と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は

そ
の
ま
ま
考
慮
し
、
一
律
に
実
行
の
着
手
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
問
題
に
直
面
し
得
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
上
記
の
問
題
は
、
行
為
者
が
結
果
実
現
に
必
要
な
こ
と
を
い
ま
だ
な
し
終
え
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
比
較
的

容
易
に
解
答
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
危
険
性
と
い
う
曖
昧
な
基
準
だ
け
で
実
行
の
着
手
の
有

無
を
判
断
す
る
と
、
未
遂
の
成
立
範
囲
が
際
限
な
く
前
倒
し
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
り
国
民
の
行
動
の
自
由
が
不
当
に

制
約
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
切
迫
性
と
い
う
形
式
的
な
基
準
に
よ
り
絞
り
を
か
け
る
必
要
が
生
じ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

し
、
行
為
者
が
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
す
べ
て
な
し
終
え
、
結
果
発
生
を
因
果
の
流
れ
に
委
ね
て
い
る
場
合
に
つ
い
て

も
同
じ
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
考
え
を
進
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
に
も
漂
着
す
る
。
そ
の
疑
問
と
は
、
確
実
性
を
基
準
と
す
る
見
解
（
個
別
化
説
）

も
類
似
の
問
題
に
直
面
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
別
化
説
は
、
利
用
者
の
行
為
の
時
点
で
既
に
結
果
発
生
が
確

実
と
い
え
る
場
合
に
は
利
用
行
為
時
に
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
が
、
そ
う
い
え
な
い
場
合
に
は
結
果
発
生
が
確
実
と
い
え
る
段
階

ま
で
待
っ
て
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
。
た
と
え
ば
、

A
が
甲
を
毒
殺
し
よ
う
と
し
て
甲
が
い
つ
も
通
る
農
道
に
農
薬
入
り
ジ
ュ

ー
ス
を
置
い
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て

A
の
な
す
べ
き
行
為
は
完
全
に
終
了
し
て
い
て
も
そ
の
時
期
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
こ
と
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は
困
難
で
あ
り
、
翌
朝
他
家
の
子
供
が
こ
れ
を
飲
み
死
亡
し
た
場
合
に

右
ジ
ュ
ー
ス
が
拾
得
飲
用
さ
れ
る
直
前
に
普
通
殺
人
に
つ

い
て
の
実
行
の
着
手

（
筆
者
注
‥
こ
こ
で
、
宇
都
宮
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月
九
日
下
刑
集
七
巻
一
二
号
二
一
八
九
頁
が
引
用
さ
れ
て
い

る
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る

）

と
す
る
の
で
あ
る

）
。
し
か
し
、
こ
こ
で
引
用
さ
れ
て
い
る
事
案
で
は
、
農
道
に
ジ
ュ
ー
ス
を
置

く
行
為
は
殺
人
の
手
段
と
し
て
不
能
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
そ
の
行
為
が
不
能
な
手
段

だ
と
し
た
ら
、

右
ジ
ュ
ー
ス
が
拾
得
飲
用
さ
れ
る
直
前
に
普
通
殺
人
に
つ
い
て
の
実
行
の
着
手

が
認
め
ら
れ
る

は
ず
が
な
い

か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
殺
人
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
の
に
、
結
果
発
生
が

確
実

と
い
え
る
段
階
ま
で
待
た
な
く
て

は
な
ら
な
い
理
由
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
現
在
多
数
説
化
し
て
い
る
被
利
用
者
標
準
説
お
よ
び
個
別
化
説
を
批
判
的
に
検
討

し
た
い
。
し
か
し
、
最
近
の
我
が
国
で
は
、
利
用
者
標
準
説
の
立
場
か
ら
被
利
用
者
標
準
説
・
個
別
化
説
を
批
判
的
に
検
討
す
る
も

の
は
あ
ま
り
み
ら
れ
ず

）
、
し
た
が
っ
て
我
が
国
の
議
論
の
み
を
対
象
と
す
る
の
で
は
、
検
討
の
た
め
の
十
分
な
素
材
が
得
ら
れ
な
い

お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
に
関
し
、
利
用
者
の
行
為
の
み
に
着
目
す
べ
き
か
、
被
利
用
者
の
行
為

を
含
む
全
体
事
象
に
着
目
す
べ
き
か
に
つ
い
て
激
し
い
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
を
参
照
し
、
そ
こ
か
ら
得

ら
れ
た
示
唆
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
我
が
国
に
お
け
る
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
問
題
を
検
討
し
た
い
と
思
う

）
。

二

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況

1

学

説

⑴

概

観

ド
イ
ツ
で
は
、
か
つ
て
は
、
非
故
意
行
為
の
利
用
の
場
合
と
故
意
行
為
の
利
用
の
場
合
と
を
分
け
、
前
者
に
つ
い
て
は
利
用
行
為
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の
時
点
に
、
後
者
に
つ
い
て
は
被
利
用
者
の
行
為
の
開
始
時
に
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
二
分
説
が
通
説
で
あ
っ
た

）
。
し
か
し
、
最

近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
二
分
論
に
は
根
拠
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
お
り

）
、
本
見
解
は
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
、
学
説

は
、
利
用
者
の
行
為
の
み
に
着
目
し
て
未
遂
の
開
始
時
期
を
判
断
す
べ
き
だ
と
す
る

個
別
解
決
説

（Ein
zello

¨
s
u
n
g

）
と
、
被
利

用
者
の
行
為
を
含
む
全
体
行
為
を
判
断
対
象
と
す
べ
き
だ
と
す
る

全
体
解
決
説

（G
esa

m
tlo
¨
s
u
n
g

）
に
大
き
く
分
か
れ
る
と
さ

れ
る

）
。
し
か
し
、
こ
の
分
類
は
必
ず
し
も
学
説
の
対
立
状
況
を
正
確
に
反
映
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
最
近
で
は

こ
の
両
説
の
中
間
説
と
も
い
う
べ
き
見
解
も
有
力
化
し
て
い
る
ほ
か
、
両
説
の
中
で
も
理
論
構
成
の
異
な
っ
た
見
解
が
混
在
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
利
用
者
の
行
為
だ
け
で
は
な
く
全
体
行
為
を
判
断
対
象
と
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
の
内
部
で
は
、
間

接
正
犯
の
正
犯
性
を

被
利
用
者
の
行
為
が
あ
た
か
も
自
分
の
行
為
か
の
よ
う
に
利
用
者
に
帰
属
さ
れ
る

と
説
明
す
る
こ
と
の
帰

結
と
し
て
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く
も
の
（
後
述
す
る
キ
ュ
ー
パ
ー
の
見
解
に
代
表
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を

行
為

帰
属
論）

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。）
と
、
未
遂
犯
固
有
の
議
論
か
ら
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
導
く
も
の
に
分
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
理
論
構
成
の
相
違
は
、
具
体
的
な
結
論
の
違
い
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
こ
の
分
類
方
法

の
妥
当
性
に
は
疑
問
も
向
け
ら
れ
て
い
る

）
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
学
説
を
①
個
別
解
決
説
、
②
全
体
解
決
説
そ
の
一
│
行
為
帰
属

論
、
③
全
体
解
決
説
そ
の
二
│
未
遂
犯
固
有
の
議
論
か
ら
基
準
を
導
く
見
解
、
④
中
間
説
の
四
つ
に
分
類
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵

個
別
解
決
説

個
別
解
決
説
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
未
遂
の
開
始
時
期
を
利
用
者
の
行
為
に
求
め
る
見
解
の
こ
と
を
指
す
が
、
我
が
国
で

利

用
者
標
準
説

と
い
っ
た
と
き
に
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
見
解
、
す
な
わ
ち

利
用
者
が
被
利
用
者
を
犯
罪
に
誘
致
す
る
行
為
を

始
め
た
時

）

に
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
見
解
は
、
現
在
、
ド
イ
ツ
で
は
有
力
と
は
い
え
な
い

）
。
個
別
解
決
説
と
い
う
場
合
、
一
般

的
に
は
、
利
用
者
が
事
象
を
そ
の
支
配
領
域
か
ら
手
放
し
た
時
点
で
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
、
い
わ
ゆ
る

手
放
し
説

）

の
こ
と
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を
指
す
（
文
献
に
よ
っ
て
は
、
本
説
を

修
正
さ
れ
た
個
別
解
決
説

と
呼
ぶ
も
の
も
あ
る）
）。
こ
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
間
接
正
犯
の

場
合
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
利
用
者
が
被
利
用
者
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
は
足
り
ず
、
被
利
用
者
を
自
分
の
支
配
領
域

か
ら
解
き
放
ち
、
犯
罪
結
果
の
実
現
を
後
の
事
象
経
過
に
委
ね
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
支
配
領
域
か
ら
の
手
放
し
さ
え

認
め
ら
れ
れ
ば
、
被
利
用
者
が
犯
罪
行
為
を
開
始
し
た
か
否
か
は
未
遂
犯
の
成
否
に
影
響
を
与
え
な
い
。

こ
の
見
解
は
ロ
ク
シ
ン
に
よ
っ
て
一
九
七
二
年
に
は
じ
め
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
通
説
は
、
行
為
者
が
犯
罪
実

現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
お
り
、
さ
ら
な
る
行
為
が
な
く
と
も
結
果
実
現
に
至
る
場
合
、
未
遂
犯
は
当
然
に
認
め
ら

れ
る
と
し
て
い
た

）
。
一
方
、
第
三
者
を
利
用
す
る
間
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
被
利
用
者
に
故
意
が
あ
る
か
否
か
で
未
遂
の
成
立
時
期

を
分
け
る
と
い
う
前
述
の
二
分
説
が
通
説
で
あ
っ
た

）
。
こ
れ
に
対
し
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
犯
罪
実
現

の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
未
遂
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
を
提
起
し
た
。
た
と
え
ば
、

X
が
旅
行
中
の
同
居
人

A
を
殺
害
す
る
た
め
、

A
が
愛
飲
し
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
の
粉
末
に
毒

を
入
れ
て
お
き
、

A
が
帰
宅
後
に
自
分
で
そ
れ
を
飲
ん
で
死
ぬ
よ
う
に
仕
掛
け
て
お
い
た
ケ
ー
ス
で
、
仮
に

X
が
自
宅
で

A
の
帰
宅

を
待
っ
て
い
た
場
合
、

X
が
毒
を
入
れ
た
段
階
で
既
に
殺
人
に
必
要
な
行
為
を
な
し
終
え
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
殺
人
未
遂
を
認

め
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
し
た
の
で
あ
る

）
。
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

）
。

①
右
の
例
の
場
合
、

X
は
事
象
経
過
を
掌
握
し
て
お
り
、
特
段
の
労
力
を
払
う
こ
と
な
く
、
結
果
発
生
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き

る
状
況
に
あ
る
。
ま
た
、

A
が
帰
宅
し
て
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
も
う
と
す
る
ま
で
の
間
は
、
法
益
の
危
殆
化
も
認
め
ら
れ
な
い
。

②
事
象
経
過
を
掌
握
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
右
の
例
は
、
行
為
者
が
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
な

い
場
合
（
た
と
え
ば
、

Xが

Aを
殺
害
す
る
た
め
、

Aが
愛
飲
し
て
い
る
コ
ー
ヒ
ー
の
粉
末
に
毒
を
入
れ
た
が
、

Aは
自
分
で
コ
ー
ヒ

ー
を
作
る
習
慣
が
な
い
た
め
、

Xは
後
で
自
ら
コ
ー
ヒ
ー
を
作
っ
て

Aに
提
供
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
場
合
）
と
同
じ
構
造
を
有
す
る

が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
未
遂
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
結
果
発
生
の
近
接
性
（
法
益
の
危
殆
化

）
）
が
必
要
と
さ
れ
て
い
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る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
事
象
を
い
ま
だ
掌
中
に
収
め
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な

こ
と
を
な
し
終
え
て
い
た
と
し
て
も
、
法
益
の
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
事
象
を
い
ま
だ
手
放
し
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
法
益
の
危
殆
化
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
未
遂
犯
が

認
め
ら
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
事
象
の
手
放
し
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
た
と
え
法
益
の
危
殆
化
が
な
く
て
も
、
未
遂
犯
は
認

め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
し
た

）
。
た
と
え
ば
、

X
が
、

A
の
愛
飲
す
る
コ
ー
ヒ
ー
の
粉
末
に
毒
を
入
れ
て
お
き
、

A
が
帰
宅
後
に
自
分
で

そ
れ
を
飲
ん
で
死
ぬ
こ
と
を
期
待
し
て
、
そ
の
ま
ま
旅
行
に
で
か
け
て
し
ま
う
場
合
に
は
、
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
①
事
象
の
手
放
し
が
あ
る
場
合
に
は
、
既
に

行
為
を
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
最
終
的
な

決
断
が
行
わ
れ
る
瞬
間

、
す
な
わ
ち

臨
界
状
況
の
試
練
（die

F
e
u
erpro

b
e
d
er

k
ritisc

h
e
n
Situ

atio
n

）

を
耐
え
抜
い
て
い

る
こ
と
、
②
手
放
し
後
は
、
犯
罪
の
中
止
は
単
な
る
犯
行
の
中
断
だ
け
で
は
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
、

危
殆
化
の
不
存
在
と
い
う
欠
損
部
分
は
埋
め
合
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
行
為
者
が
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
た
場
合
、

事
象
の
手
放

し

か

法
益
の
危
殆
化

の
ど
ち
ら
か
が
あ
れ
ば
未
遂
犯
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
導
く
。
そ
し
て
、
間
接
正
犯
の

場
合
も
、
利
用
者
は
利
用
行
為
を
終
え
た
時
点
で
結
果
実
現
の
た
め
に
自
ら
な
す
べ
き
こ
と
を
終
え
て
い
る
と
い
う
構
造
を
有
す
る

か
ら
、
同
じ
基
準
に
よ
っ
て
未
遂
の
開
始
が
判
断
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
間
接
正
犯
で
は
、
法
益
の
危
殆
化

が
生
じ
る
前
に
利
用
者
が
被
利
用
者
を
支
配
領
域
か
ら
解
放
す
る
ケ
ー
ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
事
実
上
、
支
配
領
域
か
ら
の

手
放
し
の
有
無
が
未
遂
犯
の
成
否
を
分
け
る
基
準
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
た
と
え
ば
他
人
の
背
中
に
拳
銃
を
突
き
つ
け
た
ま
ま
何
ら

か
の
犯
罪
を
行
わ
せ
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
面
で
は
、
法
益
の
危
殆
化
が
基
準
と
な
る
こ
と
に
な
ろ
う

）
。

本
見
解
は
、
文
献
に
よ
っ
て
は

通
説

と
評
価
さ
れ
る
場
合
も
あ
る

）
。
し
か
し
、
本
見
解
に
対
し
て
は
、
未
遂
の
開
始
時
期
が
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早
す
ぎ
る
と
い
う
批
判

）
も
多
く
、
未
遂
の
開
始
時
期
を

手
放
し

よ
り
も
後
の
時
点
で
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ

る
。
以
下
で
挙
げ
る
全
体
解
決
説
は
、
原
則
と
し
て
被
利
用
者
の
行
為
の
開
始
の
時
点
で
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
点
で
、
本
見
解

の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑶

全
体
解
決
説
そ
の
一
│
│
行
為
帰
属
論

全
体
解
決
説
と
は
、
利
用
者
の
行
為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を
合
わ
せ
た
全
体
行
為
を
未
遂
の
開
始
の
判
断
対
象
と
す
べ
き
だ
と

す
る
見
解
を
指
し
、
原
則
と
し
て
、
被
利
用
者
の
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な

帰
結
を
間
接
正
犯
の
正
犯
性
の
理
解
か
ら
導
く
見
解
を
取
り
上
げ
る
。

こ
の
見
解
の
代
表
的
論
者
で
あ
る
キ
ュ
ー
パ
ー

）
は
、
間
接
正
犯
の
場
合
、
単
な
る
道
具
の
使
用
の
場
合
と
は
異
な
り
、
人
の
行
為

が
介
在
し
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
。
そ
し
て
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
利
用
者
が
正
犯
の
責
任
を
負
う
の
は
、
行
為
支
配
に
基
づ
き
、

被
利
用
者
の
行
為
が
、
利
用
者
に
あ
た
か
も
自
分
が
行
っ
た
か
の
よ
う
に
帰
属
さ
れ
る
か
ら
だ
と
す
る
。
キ
ュ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
理
解
し
な
い
と
、
一
定
の
行
為
態
様
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
間
接
正
犯
は
成
立
し
得
な
い
こ
と
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
利
用
者
自
身
は
当
該
行
為
態
様
を
満
た
す
行
為
を
実
行
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
間
接
正
犯
の
理
解
か
ら
、
キ
ュ
ー
パ
ー
は
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
利
用

者
の
行
為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を
統
一
し
た
全
体
行
為
を
対
象
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
間
接
正
犯
の
未

遂
は
、
原
則
と
し
て
、
被
利
用
者
が
実
行
を
開
始
し
た
場
合
に
認
め
ら
れ
、
た
だ
し
例
外
的
に
、
被
利
用
者
の
行
為
が
利
用
行
為
の

後
に
す
ぐ
に
続
く
場
合

）
に
は
、
利
用
行
為
の
時
点
で
未
遂
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
こ
う
し
て
、

間
接
正
犯
者
の
未
遂

は
、
道
具
の
行
為
が
構
成
要
件
の
実
現
に
（
直
接
に
）
至
る
場
合
か
、
ま
た
は
、
背
後
者
の
行
為
が
既
に
構
成
要
件
の
実
現
に
（
直

接
に
）
至
る
場
合

）

に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
断
公
式
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
カ
ー
デ
ル
も
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は

行
為
者
が
犯
罪
の
実
行
の
た
め
に
他
人
を
利
用
す
る

こ
と
か
ら
、

行
為
者

と
行
為
媒
介
者
は
一
体
の
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る

）

と
す
る
。
そ
れ
故
、
間
接
正
犯
の
未
遂
は

行
為
媒
介
者
が
構
成
要

件
の
充
足
を
開
始
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
始
ま
る

）

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
背
後
に
も
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
被
利

用
者
の
行
為
が
利
用
者
に
│
│
あ
た
か
も
自
分
の
行
為
か
の
よ
う
に
│
│
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る

）
。

以
上
の
よ
う
に
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
被
利
用
者
の
行
為
が
利
用
者
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
行
為
が
統
一

体
を
な
す
と
い
う
考
え
方
を
前
提
に
、
原
則
と
し
て
被
利
用
者
の
行
為
の
時
点
で
未
遂
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
を
主
張
す
る

も
の
と
し
て
は
、
こ
の
ほ
か
に
キ
ュ
ー
ル

）
、
ク
リ
ュ
ー
ガ
ー

）
、
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ベ
ル
ト
=
ク
ー
レ
ン

）
な
ど
が
い
る
。

さ
ら
に
、
こ
の

行
為
の
帰
属

と
い
う
観
点
を
道
具
（
以
下
で
、
単
に

道
具

と
い
う
場
合
に
は
人
以
外
の
こ
と
を
指
す
こ
と
と

す
る
）
の
使
用
の
場
合
に
も
適
用
す
る
こ
と
を
試
み
る
の
が
、
ク
ラ
ッ
ク
で
あ
る
。
ク
ラ
ッ
ク
は
、
全
体
解
決
説
に
対
し
て
し
ば
し

ば
加
え
ら
れ
る
批
判
、
す
な
わ
ち
同
説
は
道
具
の
使
用
の
場
合
と
人
の
行
為
の
利
用
の
場
合
と
を
不
当
に
区
別
し
て
い
る
と
い
う
批

判
に
対
し
、
道
具
の
使
用
と
人
の
行
為
の
利
用
と
を
同
様
に
扱
う
こ
と
は

全
体
解
決
説
の
基
本
思
想
に
完
全
に
合
致
す
る

）

と
答

え
る
。
た
と
え
ば
、
五
時
間
後
に
爆
発
す
る
よ
う
に
爆
弾
の
時
限
着
火
装
置
を
作
動
さ
せ
る
場
合
と
、
五
時
間
後
に
遠
隔
操
作
で
爆

弾
に
着
火
す
る
よ
う
他
人
を
誘
致
す
る
場
合
と
は
、
同
様
に
処
理
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
し
か
し
、
ど
ち
ら
の
事
例
で
も
、
個
別

解
決
説
の
よ
う
に
利
用
行
為
（
時
限
着
火
装
置
を
作
動
さ
せ
る
行
為
／
誘
致
行
為
）
の
時
点
で
未
遂
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
爆
発
が

差
し
迫
っ
た
時
点
で
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る

）
。
そ
の
理
由
は
、
ど
ち
ら
の
事
例
で
も

道
具
の
働
き

（Ta
¨
tig

k
eit

d
es

W
er
k
ze

u
g

）
が
行
為
者
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、
爆
弾
の
着
火
が
差
し
迫
っ
た
時
点
に
達
す
る
前

に
は
、

全
体
行
為
は
爆
弾
を
用
い
た
殺
人
の
未
遂
の
開
始
を
形
成
す
る
段
階
に
は
至
ら
な
い

か
ら
だ
と
す
る

）
。
ク
ラ
ッ
ク
に
よ

れ
ば
、
死
せ
る
道
具
を
使
用
す
る
場
合
も
、
人
を
道
具
と
し
て
利
用
す
る
場
合
も
、
何
の
道
具
も
用
い
な
い
場
合
と
ま
っ
た
く
パ
ラ

レ
ル
に
未
遂
の
開
始
時
期
が
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

）
。
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な
お
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
未
遂
の
開
始
時
期
を
行
為
者
の

表
象

（Vorstellu
n
g

））

を
基
礎
に
判

断
す
べ
き
こ
と
が
条
文
上
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
（
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
条
）、
全
体
解
決
説
の
内
部
で
は
、
利
用
者
の
表
象
を
基

礎
と
す
べ
き
か
、
被
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
べ
き
か
で
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
ク
ラ
ッ
ク
は
前
者
の
見
解
を
採
用
し
、
し
か

も
被
利
用
者
の
行
為
の
時
点
で
利
用
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
故
意
の
成
否
に
は
影
響
が
な
い
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
る
見
解
を
採
用
し
た
場
合
、
ド
イ
ツ
で
は
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
の
は
被
利
用
者
の
行
為
が
実
際

に
な
さ
れ
た
時
点
か
、
利
用
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
被
利
用
者
の
行
為
が
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
時
点
か
が
争
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

ク
ラ
ッ
ク
は
、
被
利
用
者
が
実
際
に
犯
罪
行
為
を
開
始
し
た
こ
と
が
必
要
だ
と
し
て
い
る

）
。
以
上
の
主
張
内
容
を
み
る
と
、
ク
ラ
ッ

ク
の
見
解
は
、
行
為
帰
属
論
の
他
の
論
者
と
同
様
に

全
体
行
為

と
い
う
概
念
を
用
い
て
は
い
る
も
の
の
、
未
遂
犯
の
成
立
に
は

未
遂
結
果
の
発
生
が
必
要
だ
と
す
る
我
が
国
の
有
力
説
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
い
え
よ
う
（
も
っ
と
も
、
不
能
犯
の
問
題
に
つ
い
て
ど

の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
は
不
明
で
あ
る
）。

⑷

行
為
帰
属
論
の
問
題
点

以
上
の
よ
う
に
行
為
帰
属
論
は
少
な
か
ら
ぬ
論
者
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
通
説
的
な
地
位
を
占
め
る
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
次
に
述
べ
る
未
遂
犯
固
有
の
議
論
に
基
づ
く
全
体
解
決
説
と
の
相
違
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、
こ
こ
で
行
為
帰
属
論
に
対
し
て

加
え
ら
れ
て
い
る
批
判
を
ま
と
め
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

㈠

道
具
の
使
用
と
人
の
行
為
の
利
用
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
対
す
る
批
判

前
述
し
た
よ
う
に
、
行
為
帰
属
論
は
、
間
接
正
犯
は
人
の
行
為
を
利
用
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
重
視
し
、
そ
こ
か
ら
原
則
と

し
て
被
利
用
者
の
行
為
を
標
準
と
す
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
反
対
説
か
ら
は
、
道
具
や
動
物
を
使
用
し
た

場
合
と
人
の
行
為
を
利
用
し
た
場
合
と
を
区
別
し
、
人
の
行
為
の
利
用
だ
と
い
う
理
由
だ
け
で
未
遂
の
成
立
時
期
を
遅
ら
す
の
は
不
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当
だ
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る

）
。
こ
れ
に
対
し
て
正
面
か
ら
反
論
す
る
の
が
前
述
の
ク
ラ
ッ
ク
の
見
解
で
あ
る
が
、

道
具
の

働
き

を

人
の
行
為

と
同
視
す
る
こ
と
は
行
為
帰
属
論
の
前
提
に
反
す
る
も
の
と
い
え
る
の
で
、
行
為
帰
属
論
の
枠
組
み
か
ら

は
逸
脱
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
れ
に
関
連
す
る
批
判
と
し
て
、
被
利
用
者
が
未
遂
の
開
始
に
あ
た
る
行
為
を
し
た
こ
と
の
効
果
が
全
体
に
及
ぶ
と
い
う

考
え
方
は
、
共
同
正
犯
の
未
遂
に
関
す
る
全
体
解
決
説
と
共
通
性
を
有
す
る
が
、
共
同
正
犯
と
は
異
な
っ
て
共
同
の
行
為
決
意
も
共

同
の
行
為
も
欠
け
る
間
接
正
犯
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
馴
染
ま
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る

）
。

こ
れ
ら
の
批
判
は
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
が
問
題
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
利
用
者
の
行
為
で
あ
り
、
被
利

用
者
の
行
為
は
利
用
者
に
と
っ
て
単
な
る
因
果
経
過
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
前
提
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
全
体
解
決
説
は

こ
れ
と
は
異
な
っ
た
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
、
あ
ま
り
決
定
的
な
批
判
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
我
が
国
の
議
論
と
の
関

係
で
は
、
行
為
帰
属
論
に
基
づ
く
間
接
正
犯
の
正
犯
性
の
理
解
を
そ
の
ま
ま
持
ち
込
む
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

）
。

㈡

ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
条
の

表
象

の
問
題

ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
条
は
、
未
遂
の

概
念
規
定

と
し
て
、

行
為
に
つ
い
て
の
自
ら
の
表
象
に
よ
り
、
直
接
、
構
成
要
件
の

実
現
に
着
手
し
た
者
は
、
犯
罪
行
為
の
未
遂
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る

）

と
定
め
て
い
る
。
こ
の
規
定
が
あ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
で
は
、

未
遂
の
開
始
の
判
断
は
行
為
者
の
表
象
を
基
礎
に
し
て
行
う
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
行
為
帰
属
論
を
採
用
し
た
場
合
、

利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
る
の
か
、
被
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
行
為

帰
属
論
の
内
部
で
も
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。

キ
ュ
ー
パ
ー
は
、
利
用
者
の
表
象
上
、
利
用
者
の
行
為
が
既
に
構
成
要
件
実
現
に
接
着
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
時
点
で
未
遂
犯
の

成
立
が
認
め
ら
れ
る
た
め
特
に
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
利
用
者
の
表
象
上
、
構
成
要
件
の
実
現
に
至
る
ま
で
に
被
利
用
者
に
よ
る
さ
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ら
な
る
準
備
行
為
が
必
要
な
場
合
に
は
、
被
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
採
る

）
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ

い
て
は
、
被
利
用
者
が
故
意
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
そ
の
表
象
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
生
じ
な
い
が
、
被
利
用
者
に
故
意

が
な
い
場
合
、
被
利
用
者
に
は
構
成
要
件
実
現
を
内
容
と
す
る
表
象
が
存
在
し
な
い
た
め
、
判
断
に
困
難
が
生
じ
る
場
合
が
あ
り
得

る
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
キ
ュ
ー
パ
ー
も
こ
の
こ
と
を
自
認
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
に
す
べ
き
だ

と
主
張
し
て
い
る
が

）
、
こ
れ
は
一
貫
性
に
欠
け
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
も
あ
る

）
。
し
か
し
、
行
為
帰
属
論
は
、
被
利
用
者
が
未
遂
の
開
始
に

あ
た
る
行
為
を
し
た
こ
と
の
効
果
が
利
用
者
に
帰
属
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
被
利
用
者
が
実
際
に
そ
の
よ
う

な
行
為
を
し
た
こ
と
を
要
求
す
る
の
が
筋
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
利
用
者
の
表
象
を
基
礎
と
す
る
こ
と
と
整
合
し
な
い
と
い
う
問

題
が
あ
る

）
。
ま
た
、
利
用
者
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
被
利
用
者
が
い
つ
そ
の
よ
う
な
行
為
を
す
る
か
を
知
り
得
な
い
の
で
、
判
断

の
基
礎
と
は
な
り
得
な
い
と
い
う
批
判
も
加
え
ら
れ
て
い
る

）
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
帰
属
論
は
、
未
遂
の
開
始
の
基
礎
と
な
る
べ
き

表
象
と
の
関
係
で
、
解
決
し
が
た
い
問
題
を
抱
え
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
問
題
は
、
我
が
国
の
議
論
に
お
い
て
も
、
実
行
の
着
手

を
判
断
す
る
際
に
犯
行
計
画
を
考
慮
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
を
採
っ
た
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
同
様
に
あ
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

㈢

故
意
の
問
題

さ
ら
に
、
行
為
帰
属
論
に
対
し
て
は
、
被
利
用
者
が
未
遂
の
開
始
に
あ
た
る
行
為
を
し
た
時
点
で
、
利
用
者
が
睡
眠
し
て
い
た
な

ど
の
事
情
に
よ
り
、
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
多
く
生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
批
判
が
あ
る

）
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
帰
属
論
か
ら

は
、
利
用
行
為
時
に
故
意
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
い
う
応
答
が
な
さ
れ
て
い
る
が

）
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
故
意
を
有
す
る
主
体
と
未

遂
に
該
当
す
る
行
為
を
行
う
主
体
と
が
分
裂
し
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
が
生
じ
る

）
。
こ
の
問
題
も
、
行
為
帰
属
論
が
間
接
正
犯
の
正

犯
性
を
共
同
正
犯
類
似
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
い
え
る
。
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⑸

全
体
解
決
説
そ
の
二
│
│
未
遂
犯
固
有
の
議
論
か
ら
基
準
を
導
く
見
解

そ
こ
で
、
最
近
で
は
、
被
利
用
者
の
行
為
を
含
む
全
体
行
為
を
判
断
対
象
と
す
べ
き
だ
と
す
る
主
張
を
未
遂
犯
固
有
の
議
論
か
ら

導
く
見
解
が
有
力
化
し
て
い
る
。

オ
ッ
ト
ー
は
、
未
遂
の
開
始
は
、
行
為
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
法
益
が
直
接
に
危
殆
化
さ
れ
た
時
点
で
認
め
ら
れ
る
と
い
う
基

準
を
提
示
し
た
上
で
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
も
こ
の
基
準
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
す
る

）
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
郵
便
を
利
用

し
て
被
害
者
に
脅
迫
状
を
送
付
す
る
ケ
ー
ス
で
は
、
行
為
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
、
脅
迫
状
が
被
害
者
の
支
配
領
域
に
到
達
し
た

時
点
で
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る

）
。
ま
た
、
暗
殺
者
が
講
演
者
を
殺
害
す
る
た
め
、
爆
発
を
数
時
間
後
に
設
定
し
た
時
限
爆
弾
を

演
台
の
下
に
仕
掛
け
た
が
、
講
演
者
が
入
場
す
る
直
前
に
爆
弾
が
発
見
・
撤
去
さ
れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
は
、
殺
人
未
遂
を
肯
定
す

る
必
要
は
な
く
、
爆
発
物
に
関
す
る
別
の
刑
罰
法
規
で
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
す
る

）
。

ま
た
、
ヒ
レ
ン
カ
ン
プ
は
、
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
当
該
行
為
と
構
成
要
件
該
当
行
為
と
の
間
に
重
要
な
中
間

行
為
が
存
在
せ
ず
（
行
為
の
直
接
性
）、
か
つ
、
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
状
態
が
構
成
要
件
実
現
の
直
接
の
危
険
を
示

す
こ
と
（
危
殆
化
）
が
必
要
だ
と
し
、
こ
れ
ら
の
有
無
の
判
断
は
行
為
者
の
表
象
を
基
礎
と
し
て
行
う
べ
き
だ
と
主
張
す
る

）
。
そ
の

上
で
、
間
接
正
犯
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
の
基
準
で
処
理
す
べ
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る

）
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
し
た
が
い
、

ヒ
レ
ン
カ
ン
プ
は
、
数
時
間
後
に
爆
発
す
る
よ
う
時
限
爆
弾
を
仕
掛
け
た
ケ
ー
ス
で
は
、
行
為
の
直
接
性
の
要
件
は
満
た
す
が
、
数

時
間
の
間
に
は
い
ま
だ
爆
弾
が
撤
去
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
爆
弾
を
仕
掛
け
た
時
点
で
は
未
遂
の
開
始
は
認
め
ら
れ
ず
、
危

険
を
除
去
す
る
た
め
の
客
観
的

）
な
最
後
の
チ
ャ
ン
ス
が
過
ぎ
た
時
点
で
こ
れ
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る

）
。
ま
た
、
被
害
者
や
第
三
者
の

行
為
の
利
用
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
利
用
行
為
の
時
点
で
は
行
為
の
直
接
性
が
欠
け
る
場
合
が
多
い
と
し
、
被
利
用
者
の
次
の
行
為

が
構
成
要
件
該
当
行
為
を
な
す
段
階
に
ま
で
進
ま
な
い
と
未
遂
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る

）
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
人
の
行
為
を
利
用
す
る
と
い
う
間
接
正
犯
の
構
造
の
特
殊
性
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
未
遂
犯
固
有
の
議
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論
か
ら
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
導
く
た
め
、
人
の
行
為
を
利
用
す
る
場
合
と
、
道
具
や
動
物
の
使
用
の
場
合
と
で
取
り
扱
い
を
区
別
し

な
い
こ
と
が
行
為
帰
属
論
と
は
決
定
的
に
異
な
る
。
し
か
し
、
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
も
ヒ
レ
ン
カ
ン
プ
の
見
解
も
、
他
人
の
行
為
の
時

点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
場
面
で
、
二
二
条
の
文
言
が
未
遂
の
開
始
を
行
為
者
（
利
用
者
）
の
行
為
に
結
び
つ
け
て
い
る
よ
う
に

読
め
る
こ
と
と
の
整
合
性
を
図
る
た
め
、
行
為
帰
属
論
の
考
え
方
を
導
入
し
て
い
る

）
。
し
か
し
、
行
為
帰
属
論
の
考
え
方
を
持
ち
込

む
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
問
題
点
を
部
分
的
に
で
は
あ
れ
引
き
継
ぐ
点
で
不
徹
底
の
印
象
を
免
れ
な
い
。

こ
れ
に
対
し
、
行
為
帰
属
論
に
言
及
せ
ず
、
未
遂
犯
固
有
の
議
論
の
み
か
ら
全
体
解
決
説
的

）
な
結
論
を
導
く
も
の
と
し
て
ラ
ス

）
と

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
特
に
我
が
国
の
学
説
と
の
比
較
で
も
興
味
深
い
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
。

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
一
九
七
三
年
の
論
文
で
は
、
利
用
者
が
被
利
用
者
を
犯
罪
に
誘
致
す
る
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め

る
見
解
を
支
持
し

）
、
一
九
八
五
年
の
論
文
で
は
手
放
し
説
に
改
説
し
た
が

）
、
そ
の
後
さ
ら
に
説
を
改
め
、
現
在
で
は
未
遂
犯
を
結
果

犯
的
に
構
成
す
る
見
解
を
採
用
し
て
い
る

）
。
し
か
し
、
そ
の
問
題
意
識
は
当
初
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
と
り
わ
け
客
観
的
に
未
遂
に

該
当
す
る
事
態
が
生
じ
た
時
点
で
利
用
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
未
遂
犯
は
成
立
し
な
い
か
と
い
う
問
題
が
繰
り
返

し
検
討
さ
れ
て
い
る
。
一
九
七
三
年
の
論
文
で
は
、
客
観
的
に
未
遂
に
該
当
す
る
事
態
が
生
じ
た
時
点
で
利
用
者
が
そ
の
こ
と
を
意

識
し
て
い
な
け
れ
ば
未
遂
犯
は
成
立
し
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
、
利
用
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
見
解
を
支
持
し
、
手

放
し
説
に
対
し
て
、
利
用
者
が
知
ら
な
い
間
に
客
観
的
に
事
象
の
手
放
し
が
生
じ
た
場
合
に
未
遂
犯
が
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
い
不
当
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
た

）
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
利
用
行
為
時
に
未
遂
を
認
め
る
の
で
は
早
す
ぎ
る
と
し
て
見
解
を
改

め
、
手
放
し
説
を
採
用
し
た
。
そ
の
際
、
手
放
し
が
無
意
識
の
間
に
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
手
放
し
以
前
の
利
用
行
為
時
の
意

識
内
容
を
根
拠
に
故
意
を
認
め
る
理
論
構
成
を
提
唱
し
た

）
。
し
か
し
、
現
在
で
は
こ
の
理
論
構
成
を
撤
回
す
る
と
と
も
に
手
放
し
説

か
ら
離
れ

）
、
未
遂
犯
の
成
立
時
期
を
利
用
者
の
行
為
か
ら
切
り
離
す
全
体
解
決
説
的
な
見
解
を
主
張
し
て
い
る
。
未
遂
の
開
始
時
期

と
故
意
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
論
構
成
で
解
決
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
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ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
従
来
の
見
解
に
対
し
、
未
遂
犯
は
行
為
犯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
明
の
前
提
と
し
て
き
た
と
批
判
し
、
未

遂
犯
に
お
い
て
も
未
遂
行
為
と
未
遂
結
果
は
分
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
未
遂
結
果
の
内
容
を

構
成
要
件
の
実

現
の
直
前
性

）

、
ま
た
は

構
成
要
件
実
現
の
直
接
の
危
険

）

と
規
定
し
、
両
者
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
一
致
す
る
が
、
未
遂
結
果

が
未
遂
行
為
よ
り
も
後
の
時
点
で
発
生
す
る
場
合
も
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る

）
。
こ
の
よ
う
に
未
遂
犯
を
既
遂
犯
と
パ
ラ
レ
ル
な
構
造

を
有
す
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

結
果

の
発
生
時
に
行
為
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
故

意
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
導
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
は
我
が
国
で
は
既
に
以
前
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
重
要
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
我
が

国
で
未
遂
犯
を
結
果
犯
的
に
構
成
す
る
見
解
は
、
現
実
に
結
果
発
生
が
切
迫
し
た
こ
と
、
ま
た
は
、
確
実
と
い
え
る
段
階
に
ま
で
至

っ
た
こ
と
を
要
求
す
る
が

）
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
、
未
遂
結
果
の
発
生
の
有
無
も
利
用
者
の
表
象
に
し
た
が
っ
て
定
め
る
べ
き
だ
と
し

て
い
る
点
で
あ
る

）
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば

X
が

A
を
毒
殺
し
よ
う
と
し
て
某
月
一
日
に

A
宛
に
毒
入
り
菓
子
を
郵
送
し
、

X
の

予
定
で
は
そ
れ
が
同
月
三
日
の
午
前
中
に
届
く
は
ず
で
あ
っ
た
場
合
、
た
と
え
何
ら
か
の
事
故
に
よ
っ
て
毒
入
り
菓
子
が

A
の
下
に

届
か
な
く
て
も
、

X
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
そ
れ
が
到
達
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
三
日
の
午
前
中
に
は
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
る
と
い
う
の
が
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
説
の
帰
結
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
二
条
が

行
為
に
つ
い
て
の

自
ら
の
表
象
に
よ
り
…

と
定
め
て
い
る
こ
と
に
基
づ
く

）
。
し
か
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
妥
当
と
す
る
価
値
判

断
の
背
後
に
は
、
不
能
犯
論
と
の
整
合
性
へ
の
配
慮
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
未
遂
犯
の
処

罰
根
拠
を
（
印
象
説
を
含
め
）
主
観
的
に
理
解
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
が
、
未
遂
の
開
始
の
場
面
に
お
い
て
の
み
、
（
表
象
上
だ

け
で
は
な
く
）
現
実
に
結
果
発
生
が
差
し
迫
っ
た
段
階
に
至
っ
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
は
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
で
、
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
考
え
方
に
し
た
が
う
と
、
利
用
行
為
時
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
未
遂
結
果
が
生
じ
る
は
ず
の
時
点
が
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到
来
す
る
前
に
、
利
用
者
が
犯
行
の
失
敗
に
気
づ
い
た
場
合
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル

ク
は
こ
の
よ
う
な
場
合
、
未
遂
結
果
の
発
生
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
が

）
、
結
果
の
発
生
が
未
遂
行
為
後
の
表
象
の
変
遷
に
左
右
さ

れ
る
と
い
う
の
は
理
解
し
難
い
。
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
説
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、

全
体
行
為

を
想
定
す
る
全
体
解
決
説
の
残
滓

が
払
拭
さ
れ
き
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑹

中
間
説

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
個
別
解
決
説
と
全
体
解
決
説
と
い
う
両
極
の
見
解
が
激
し
く
対
立
し
て
き
た
が
、
最
近
、
両
者
を

折
衷
す
る
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ッ
セ
ル
ス
は
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
判
断
に
お
い
て
は
、
利
用
者
自
身
の
行
為
に
優
先
的
に
着
目
す
べ
き
だ
と

し
な
が
ら
も
、
手
放
し
後
に
被
利
用
者
に
よ
る
更
な
る
準
備
行
為
が
想
定
さ
れ
、
法
益
の
危
殆
化
が
い
つ
の
時
点
で
生
じ
る
の
か
が

は
っ
き
り
し
な
い
場
合
に
は
、
被
利
用
者
が
犯
罪
実
行
を
直
接
に
開
始
し
た
時
点
で
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ

の
見
解
は
、
原
則
と
し
て
事
象
の
手
放
し
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
が
、
例
外
的
に
被
利
用
者
の
行
為
に
着
目
す
る
点
で
、

修
正
さ
れ
た
手
放
し
説

と
も
呼
ぶ
べ
き
見
解
と
い
え
る

）
。

ま
た
、
未
遂
の
開
始
の
基
準
を
法
益
侵
害
の
危
殆
化
か
ら
導
く
立
場
か
ら
類
似
の
帰
結
に
至
る
の
は
エ
ー
ザ
ー
で
あ
る
。
エ
ー
ザ

ー
は
、
未
遂
の
開
始
の
判
断
は
、

行
為
者
の
計
画
に
し
た
が
え
ば
、
既
に
当
該
法
益
が
直
接
に
危
殆
化
さ
れ
る
段
階
に
至
っ
て
い

る
か

）

と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
上
で
、
間
接
正
犯
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
と

す
る
。
そ
の
上
で
、
利
用
者
が
、
そ
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
被
利
用
者
が
必
然
的
に
犯
罪
実
行
に
至
る
よ
う
に
前
も
っ
て
周
到
に
制

御
し
て
い
る
場
合
に
は
、
利
用
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
が
、
被
利
用
者
に
よ
る
更
な
る
準
備
行
為
が
想
定
さ
れ

る
場
合
に
は
、
利
用
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
被
利
用
者
に
よ
る
法
益
の
危
殆
化
を
も
は
や
制
御
で
き
な
い
時
点
で
認
め
ら
れ
る
と
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す
る

）
。

ま
た
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
の
判
断
対
象
は
利
用
者
の
行
為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を
合
わ
せ
た
全
体
行
為
だ
と
い
う
前
提

に
立
ち
な
が
ら
も
、
原
則
と
し
て
利
用
者
に
よ
る
手
放
し
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
は
認
め
ら
れ
、
た
だ
そ
の
時
点
で
結
果
発
生
の
切

迫
し
た
危
険
が
な
い
場
合
に
は
、
被
利
用
者
が
そ
の
よ
う
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
見

解
も
あ
る

）
。
こ
れ
は
、
全
体
解
決
説
か
ら
の
折
衷
説
と
評
価
す
る
こ
と
も
可
能
な
見
解
と
い
え
る
。

2

判

例

判
例
に
つ
い
て
は
多
少
の
変
遷
が
み
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
一
貫
し
た
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る

）
。
ま
ず
、
ラ
イ
ヒ
裁

判
所
時
代
に
お
い
て
は
、
判
例
は
、
間
接
正
犯
に
関
し
て
特
殊
な
基
準
を
用
い
ず
、
未
遂
の
開
始
に
関
す
る
一
般
的
基
準
に
基
づ
い

て
予
備
と
未
遂
の
区
別
を
行
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
利
用
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
を
認
め
た
も
の
が
目
に
つ
く

）
。

た
と
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
二
四
年
一
二
月
一
一
日
判
決

）
は
、
被
告
人
が
病
気
の
義
妹
の
健
康
を
害
す
る
目
的
で
、
同
女
の

母
親
が
同
女
の
た
め
に
用
意
し
て
い
た
ペ
パ
ー
ミ
ン
ト
茶
の
中
に
密
か
に
毒
物
を
入
れ
、
情
を
知
ら
な
い
母
親
を
通
じ
て
、
た
だ
ち

に
同
女
に
こ
れ
を
飲
ま
せ
よ
う
と
し
た
が
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、

被
告
人
は
、
自
然
的
観
察
に
し
た
が
え

ば
、
有
毒
で
あ
ろ
う
飲
み
物
を
準
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
毒
物
の
投
与
を
開
始
し
、
事
象
が
妨
害
さ
れ
な
け
れ
ば
被
告
人
に
よ
っ
て

展
開
さ
せ
ら
れ
た
活
動
は
毒
物
の
投
与
の
構
成
要
件
要
素
の
実
現
に
直
接
に
至
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
既
遂
は
た
だ
犯
行
が
発
覚

し
た
た
め
に
回
避
さ
れ
た

と
し
、
本
件
で
は
毒
物
の
入
っ
た
飲
み
物
を
用
意
し
た
行
為
を

実
行
行
為
の
構
成
要
素

と
み
る
こ

と
が
で
き
る
と
し
た

）
。

ま
た
、
他
人
の
住
居
に
放
火
装
置
を
設
置
し
た
被
告
人
が
、
自
己
の
不
在
中
に
何
も
の
か
に
よ
っ
て
電
流
が
流
さ
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
火
災
が
起
こ
る
可
能
性
を
知
り
な
が
ら
病
院
に
収
容
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
関
す
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
一
九
三
二
年
二
月
二
二
日
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判
決

）
も
、
被
告
人
が
仮
に
何
ら
か
の
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
火
災
に
至
る
こ
と
を
未
必
的
に
認
識
し
て
い
た
場
合
、
自
然
的
観
察
か

ら
す
れ
ば
、
放
火
装
置
の
設
置
は
、
事
象
が
通
常
に
経
過
す
れ
ば
建
造
物
の
放
火
の
構
成
要
件
の
実
現
に
直
接
に
至
る
は
ず
の
行
為

で
あ
り
、
か
つ
、
放
火
の
実
行
行
為
と
の
必
然
的
な
共
属
性
ゆ
え
に
そ
の
構
成
要
素
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
上
で
、
仮
に

被
告
人
が
情
を
知
ら
な
い
第
三
者
に
よ
っ
て
電
流
が
流
さ
れ
る
こ
と
を
未
必
的
に
認
識
し
て
い
た
場
合
も
同
様
の
こ
と
が
あ
て
は
ま

る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
判
例
に
代
表
さ
れ
る
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
考
え
方
は
、
連
邦
裁
判
所
時
代
に
入
っ
て
も
当
初
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
た
。

こ
の
時
期
の
判
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
二
年
七
月
八
日
判
決

）
と
連
邦
通
常
裁
判
所

一
九
五
三
年
七
月
三
日
判
決
で
あ
る
が
、
前
者
は
極
め
て
特
異
な
例

）
な
の
で
、
こ
こ
で
は
後
者
の
み
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
三
年
七
月
三
日
判
決

）

［
事

案
］

本
件
は
、
被
告
人
が
和
議
手
続
（Ver

gleic
h
sv

erfa
h
re

n

）
の
開
始
後
に
、
自
己
の
財
産
を
過
大
に
見
積
も
っ
た
虚
偽
の
財
産
目

録
を
作
成
し
て
和
議
管
財
人
（Ver

gleic
h
sv

er
w
alter

）
に
提
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
間
近
に
迫
っ
た
和
議
交
渉
の
際
に
債
権
者
と

の
間
で
和
議
を
締
結
で
き
る
よ
う
に
し
、
自
己
の
財
産
に
対
す
る
さ
ら
な
る
追
及
を
妨
げ
よ
う
と
し
た
事
案
で
あ
る
。
し
か
し
、
和

議
管
財
人
に
す
ぐ
に
虚
偽
を
見
破
ら
れ
た
た
め
、
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
。

［
判

旨
］

原
審
は
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め
た
が
、
本
判
決
は
、
被
告
人
が
情
を
知
ら
な
い
和
議
管
財
人
を
利
用
し
て
債
権
者
を
欺
罔
し

よ
う
と
し
た
詐
欺
と
い
う
構
成
を
示
し
た
上
で
、
被
告
人
が
和
議
管
財
人
に
虚
偽
の
財
産
目
録
を
提
出
し
た
時
点
で
同
罪
の
未
遂
が

認
め
ら
れ
る
か
を
検
討
し
、
原
審
の
認
定
し
た
事
実
か
ら
は
そ
の
成
否
は
明
ら
か
で
は
な
い
と
し
て
、
破
棄
差
戻
し
を
し
た
。
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本
判
決
は
、
前
記
の
二
つ
の
判
決
を
含
む
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
諸
判
例
を
引
用
し
た
上
で
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
問
題
も
予
備
と
未

遂
の
区
別
に
関
す
る
一
般
的
な
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
た
。
本
判
決
に
よ
れ
ば
、
未
遂
の
開
始
に
あ
た
る

行
為
と
は
、

構
成
要
件
実
現
へ
の
必
然
的
な
共
属
性
ゆ
え
に
、
行
為
者
の
犯
行
計
画
に
し
た
が
え
ば
、
既
に
構
成
要
件
の
構
成
要

素
を
な
す
行
為

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
予
備
か
未
遂
か
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

個
々
の
行
為
が
、
全
体
の
中
で
、
既
に

保
護
法
益
を
危
殆
化
し
、
か
つ
、
侵
害
に
直
結
し
得
る
よ
う
な
保
護
法
益
に
対
す
る
攻
撃
を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か

が
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
判
決
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
情
を
知
ら
な
い
第
三
者
の
利
用
の
場
合
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な
る

事
情
が
付
け
加
わ
る
か
、
ま
た
は
、
か
な
り
長
い
時
間
を
経
た
後
に
、
は
じ
め
て
実
行
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
、

情
を
知
ら
な
い
行
為
媒
介
者
へ
の
働
き
か
け
は
、
単
な
る
予
備
行
為
と
な
り
得
る
。
つ
ま
り
、
情
を
知
ら
な
い
行
為
媒
介
者
へ
の
働

き
か
け
は
、
法
益
が
既
に
直
接
に
危
殆
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
実
行
の
開
始
と
な
り
得
る

と
し
た
。

本
件
の
事
案
に
関
し
て
は
、

被
告
人
が
、
た
と
え
ば
間
近
に
迫
っ
た
報
告
の
た
め
に
和
議
管
財
人
が
準
備
し
て
あ
っ
た
資
料
の

中
に
虚
偽
の
財
産
目
録
を
挟
み
こ
ん
だ
場
合
、
被
告
人
に
よ
る
詐
欺
行
為
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る

と
す
る
一
方
、

た
だ
虚
偽
の

資
料
を
和
議
管
財
人
が
入
手
で
き
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
が
い
つ
使
用
さ
れ
る
か
予
測
し
得
な
か
っ
た
場
合

に
は
予
備
に

過
ぎ
な
い
と
し
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
法
益
の
危
殆
化
が
認
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
和
議

管
財
人
が
資
料
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
虚
偽
の
申
告
が
発
覚
す
る
な
ど
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
法
益
の
危
殆
化
が
い
ま
だ
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

本
判
決
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
と
同
様
、
予
備
と
未
遂
の
区
別
に
関
す
る
基
準
を
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
の
問
題
に
そ
の
ま

ま
適
用
し
、
被
告
人
の
表
象
内
容
に
応
じ
て
、
利
用
行
為
の
時
点
で
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ

る
こ
と
を
明
示
し
た
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
手
放
し
説
に
強
く
傾
斜
し
た
と
み
ら
れ
る
判
例
が
現
れ
た
。
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連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
二
年
一
月
二
六
日
判
決

）

［
事

案
］

本
件
は
、
第
三
者
を
利
用
し
て
被
害
者
を
殺
害
し
（
後
記
事
案
①
）、
ま
た
は
、
被
害
者
に
重
度
の
傷
害
を
負
わ
せ
よ
う
と
し
た

（
後
記
事
案
②
）
事
案
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
嫉
妬
心
か
ら
、
恋
敵
の

J
を
殺
害
し
た
い
と
考
え
た
が
、

J
と
は
顔
見
知
り
で
あ
り
、
失
敗
し
た
場
合
に
は
発
覚
す

る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
第
三
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
た
。

ま
ず
、
被
告
人
は
、

G
に
対
し
て
高
価
な
物
が
得
ら
れ
る
と
い
っ
て
強
盗
を
す
る
よ
う
に
誘
い
、
睡
眠
薬
に
み
せ
か
け
て
実
際
は

致
死
量
の
塩
酸
が
入
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
を

G
に
渡
し
た
。

G
は
、

C
と
‥

U
と
と
も
に
、
す
ぐ
に

J
を
襲
い
、
被
告
人
か
ら

渡
さ
れ
た
睡
眠
薬
と
さ
れ
る
薬
物
を

J
に
投
与
し
、
財
物
を
強
取
す
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
途
中
、

G
ら
が
好
奇
心
か
ら
容

器
の
蓋
を
開
け
た
と
こ
ろ
、
き
つ
い
刺
激
臭
が
し
、
内
容
物
が
明
ら
か
に
睡
眠
薬
で
は
な
く
、
危
険
な
酸
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ

た
た
め
、
犯
行
を
断
念
し
た
（
事
案
①
）。

そ
の
後
、
被
告
人
は
、
酢
酸
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
（essig

sa
u
re

T
o
n
erd

e

））

が
入
っ
て
い
る
よ
う
に
み
せ
か
け
て
、
実
際
は
毒
性
の

極
め
て
高
い
液
体
が
入
っ
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
容
器
を

A
に
渡
し
た
。

A
は
、
た
だ
ち
に

J
に
そ
の
液
体
を
か
け
、

J
を
一
時
的
に
病

院
に
行
く
よ
う
に
仕
向
け
、
そ
れ
に
よ
り
、
被
告
人
が

J
宅
を
略
奪
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か

し
、

A
は
被
告
人
の
計
画
に
同
意
す
る
ふ
り
を
し
て
、
容
器
を
警
察
に
渡
し
た
（
事
案
②
）。

本
件
で
は
、
事
案
①
に
つ
き
謀
殺
罪
、
事
案
②
に
つ
き
重
傷
害
罪
の
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
点
と
な
っ
た
。

［
判

旨
］

本
判
決
は
、
ま
ず
予
備
と
未
遂
の
区
別
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
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予
備
行
為
と
未
遂
の
境
界
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
要
素
を
実
現
し
て
は
じ
め
て
踏
み
越
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
行
為
者

の
犯
行
計
画
に
し
た
が
え
ば
、
構
成
要
件
要
素
の
充
足
の
前
に
位
置
し
、
構
成
要
件
的
行
為
に
直
接
に
至
り
、
か
つ
、
保
護
法
益
に

│
│
行
為
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
│
│
具
体
的
な
危
険
を
も
た
ら
す
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
も
こ
の
境
界
は
踏
み
越
え
ら
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
未
遂
は
、
行
為
者
が
次
の
よ
う
な
行
為
を
な
す
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
妨
害
な
く
事
象
が
経
過
す
る
場
合

に
は
構
成
要
件
の
充
足
に
直
接
に
至
る
か
、
ま
た
は
、
構
成
要
件
の
充
足
と
直
接
の
場
所
的
時
間
的
関
係
に
立
つ
行
為
で
あ
る

）

。

そ
の
上
で
、
間
接
正
犯
の
場
合
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
、
本
判
決
は
事
案
①
に
つ
い
て
も
事
案
②
に
つ
い
て
も
未
遂
犯
の

成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
、

行
為
媒
介
者
に
対
す
る
必
要
な
働
き
か
け
が
終
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
行
為
者
の
犯
行
計
画
に
し
た
が
え
ば
行
為
媒
介
者
が

す
ぐ
に
犯
罪
を
実
行
し
、
か
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
既
に
そ
の
時
点
で
保
護
法
益
が
危
殆
化
さ
れ
て
い
る

場
合
で
あ
る
。

と
い
う

の
は
、
他
人
を
通
じ
て
犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
者
が
行
為
媒
介
者
を
犯
罪
実
行
に
誘
致
し
、
か
つ
、
行
為
媒
介
者
が
す

ぐ
に
構
成
要
件
該
当
行
為
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
表
象
の
下
で
行
為
媒
介
者
を
そ
の
者
の
作
用
領
域
か
ら
手
放
す
場
合
に
、
計
画

さ
れ
た
犯
罪
行
為
の
構
成
要
件
の
実
現
を
直
接
に
開
始
す
る
か
ら
で
あ
る

。
本
件
で
は
、
事
案
①
、
②
の
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
、

被
告
人
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
手
放
し
後

す
ぐ
に

（alsb
ald

）
犯
行
が
行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
か
ら
、
未
遂
犯
の
成
立
が
認

め
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

本
判
決
は

行
為
媒
介
者
を
そ
の
者
の
作
用
領
域
か
ら
手
放
す

と
い
う
基
準
に
言
及
し
、
ま
た
、
前
記
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九

五
三
年
判
決
と
は
異
な
り
、
手
放
し
後
の
事
象
経
過
に
関
す
る
被
告
人
の
表
象
を
詳
細
に
認
定
せ
ず
に

手
放
し

の
時
点
で
未
遂

が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
こ
と
か
ら
、
手
放
し
説
を
採
用
し
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る

）
。
し
か
し
、
判
示
内
容
を
注
意
深
く

読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
、
本
判
決
は
手
放
し
説
の
基
準
に
は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
同
時
に
、
法
益
の
危
殆
化
と
い
う
基
準
や
、

犯
行
が
手
放
し
後

す
ぐ
に

行
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
に
も
言
及
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
判
決
が
そ
れ
ま
で
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の
判
例
か
ら
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
だ
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い

）
。
現
に
、
本
判
決
の
後
、
は
っ
き
り
と
手
放
し
説
か
ら
は
距
離
を

置
い
た
判
例
が
現
れ
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
八
月
一
二
日
判
決

）

［
事

案
］

本
件
は
被
害
者
を
利
用
し
た
殺
人
の
未
遂
の
成
否
が
争
点
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
被
告
人
が
、
侵
入
盗
の
被
害
に
遭
っ
た
こ
と

に
憤
激
し
、
犯
人
ら
が
再
び
戻
っ
て
き
た
場
合
に
は
こ
れ
を
毒
殺
し
よ
う
と
考
え
、
酒
瓶
に
密
か
に
毒
を
入
れ
、
犯
人
ら
が
飲
む
よ

う
に
仕
掛
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
何
者
か
に
よ
っ
て
住
宅
に
侵
入
さ
れ
る
と
い
う
被
害
を
受
け
た
。
犯
人
ら
は
、
被
告
人
宅
の
台
所
で
調
理
を
し
、
そ

こ
に
置
い
て
あ
っ
た
様
々
な
飲
み
物
の
ビ
ン
を
飲
み
干
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
ス
テ
レ
オ
セ
ッ
ト
を
屋
根
裏
部
屋
に
移
動
さ
せ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
か
ら
通
報
を
受
け
た
警
察
は
、
犯
人
ら
は
、
搬
出
の
準
備
し
て
お
い
た
盗
品
を
運
び
出
す
た
め
に
、
数
日

中
に
再
び
戻
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
推
測
し
た
。
そ
こ
で
、
四
名
の
警
察
官
が
、
被
告
人
か
ら
通
報
を
受
け
た
日
の
翌
々
日
か
ら
次
の

日
に
か
け
て
の
晩
に
、
被
告
人
宅
で
待
ち
伏
せ
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

一
方
、
被
告
人
は
、
犯
人
に
対
す
る
怒
り
か
ら
、
警
察
官
ら
に
よ
る
待
ち
伏
せ
が
行
わ
れ
る
日
の
午
後
、
酒
瓶
に
致
死
量
の
毒
と

水
を
混
ぜ
て
入
れ
、
一
階
の
床
に
置
い
た
。
そ
の
際
、
被
告
人
は
、
犯
人
ら
が
そ
の
瓶
の
中
身
を
飲
ん
で
中
毒
死
す
る
か
も
し
れ
な

い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
被
告
人
は
、
待
機
し
て
い
る
警
察
官
ら
に
も
危
険
が
及
ぶ
こ
と
に
気
づ
き
、

警
察
官
ら
に
瓶
の
内
容
物
が
有
毒
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
翌
朝
、
被
告
人
は
、
説
得
に
応
じ
て
、
そ
の
毒
入
り
瓶
を
撤
去
し
た
。

［
判

旨
］

本
判
決
は
、
予
備
と
未
遂
の
区
別
に
関
す
る
一
般
的
基
準
と
し
て
前
記
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
二
年
判
決
と
同
趣
旨
の
こ
と
を
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述
べ
た
上
で
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
（
原
文
中
の
文
献
引
用
は
省
略
し
た
）。

判
例
は
、
未
遂
と
予
備
の
区
別
の
た
め
の
こ
の
原
則
を
、
さ
し
あ
た
り
以
下
の
よ
う
な
事
例
を
も
と
に
し
て
展
開
し
て
き
た
。

す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
│
│
未
終
了
未
遂
の
場
合
の
よ
う
に
│
│
そ
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
い
ま
だ
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
必
要

な
こ
と
の
す
べ
て
を
な
し
遂
げ
て
い
な
い
事
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
原
則
は
、
行
為
者
が
│
│
終
了
未
遂
の
場
合
の
よ
う
に

│
│
そ
の
犯
罪
計
画
に
し
た
が
え
ば
構
成
要
件
実
現
の
た
め
に
必
要
な
自
己
の
行
為
を
既
に
完
遂
し
た
場
合
に
も
妥
当
す
る
。
連
邦

通
常
裁
判
所
は
、
行
為
者
が
た
と
え
行
為
を
完
結
さ
せ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
必
ず
犯
罪
構
成
要
件
の
充
足
へ
の
直
接
性
が
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
だ
け
で
は
未
遂
の
開
始
の
有
無
の
問
題
に
答
え
る
の
に
は
十
分
で

は
な
い
と
い
う
考
え
方
を
採
っ
て
い
る

。

こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
は
決
定
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
が
、
行
為
媒
介
者
に
よ
る
不
可
欠
の
寄
与
を
計

画
に
織
り
込
ん
で
い
る
事
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
確
か
に
行
為
者
の
犯
罪
行
為
の
開
始
は
、
行
為
媒
介
者
へ
の
働
き
か
け
を
完
了

し
た
場
合
に
は
既
に
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
行
為
媒
介
者
が
犯
罪
行
為
を
開
始
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。
直
接
の
開
始
は
、

少
な
く
と
も
、
行
為
媒
介
者
が
構
成
要
件
該
当
行
為
を
い
ま
や
利
用
行
為
の
完
了
と
密
接
し
て
行
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
表
象
の
下
に

手
放
し
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
行
為
媒
介
者
へ
の
働
き
か
け
が
、
か
な
り
長
い
時
間
が
経
過
し
た
後

に
は
じ
め
て
効
果
を
発
揮
す
る
か
、
ま
た
は
、
働
き
か
け
が
は
た
し
て
効
果
を
発
揮
す
る
か
、
ま
た
、
い
つ
効
果
を
発
揮
す
る
か
が

は
っ
き
り
し
な
い
場
合
に
は
、
直
接
の
開
始
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
行
為
媒
介
者
が
…
（
中
略
）
…

犯
罪
行
為
を
直
接
に
開
始
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る

（
傍
点
は
筆
者
が
挿
入
し
た
）。

本
判
決
は
以
上
の
よ
う
に
述
べ
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
は
、
事
象
全
体
を
観
察
し
て
、
利
用
者
の
行
為
が
既
に
法

益
に
対
す
る
直
接
の
危
殆
化
を
含
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
と
も
い
ま
だ
行
わ
れ
る
か
ど
う
か
不
明
確
な
行
為
媒
介
者
に
よ
る
後
の
行
為

に
そ
れ
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
か
が
決
定
的
だ
と
し
、
こ
の
こ
と
は
本
件
の
よ
う
な
被
害
者
利
用
の
ケ
ー
ス
に
も
あ
て
は
ま
る
と
し
た
。
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そ
し
て
、
本
件
事
情
の
下
で
は
、
被
告
人
の
表
象
に
し
た
が
え
ば
、
犯
人
ら
が
再
び
被
告
人
宅
に
戻
っ
て
き
た
上
、
さ
ら
に
酒
瓶
の

中
身
を
飲
む
こ
と
は
極
め
て
不
確
実
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
、
酒
瓶
を
床
に
置
い
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
犯
人
ら
が
実
際
に
現
れ

て
そ
れ
を
飲
も
う
と
し
な
い
限
り
殺
人
の
未
遂
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

本
判
決
は
、
事
案
が
極
め
て
興
味
深
い
上
、
上
記
に
引
用
し
た
判
示
部
分
以
外
の
箇
所
で
手
放
し
説
を
批
判
し
、
こ
れ
を
採
用
し

な
い
こ
と
を
明
確
に
述
べ
た

）
た
め
、
大
き
な
議
論
を
呼
ん
だ
。
し
か
し
、
手
放
し
説
の
論
者
か
ら
は
、
本
件
で
は
被
告
人
は
毒
入
り

飲
料
を
簡
単
に
撤
去
で
き
る
状
態
を
保
持
し
て
お
り
、
事
象
を
手
放
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
自
説
か
ら
も
未
遂
の
開
始
は

認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
本
判
決
に
よ
る
批
判
は
不
当
だ
と
い
う
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る

）
。

本
判
決
は
、
判
例
が
前
記
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
二
年
判
決
に
よ
っ
て
手
放
し
説
に
傾
斜
し
た
と
い
う
見
方
を
覆
し
た
。
本
判

決
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、
従
来
主
張
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
独
自
の
見
解
を
示
し
た
も
の
と
み
る
も
の
も
あ
る
が

）
、
ラ
イ
ヒ
裁
判

所
時
代
以
来
の
判
例
を
通
観
す
れ
ば
、
本
判
決
が
ま
っ
た
く
新
し
い
考
え
方
を
採
用
し
た
と
ま
で
は
い
え
ず
、
一
連
の
判
例
の
流
れ

の
上
に
位
置
づ
け
る
の
が
自
然
な
見
方
で
あ
ろ
う

）
。

本
判
決
の
示
し
た
考
え
方
は
、
そ
れ
以
降
に
公
刊
さ
れ
た
判
例
に
お
い
て
も
基
本
的
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
被
害

者
利
用
の
例
と
し
て
、
暗
殺
の
た
め
被
害
者
の
自
動
車
に
手
り
ゅ
う
弾
を
取
り
付
け
、
車
輪
を
動
か
し
た
際
に
爆
発
す
る
よ
う
仕
掛

け
た
が
、
被
害
者
に
発
見
さ
れ
た
た
め
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
事
案
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
一
〇
月
七
日
判
決

）
、

借
家
か
ら
立
ち
退
か
さ
れ
た
腹
い
せ
に
、
退
去
の
際
に
同
家
の
電
気
配
線
に
細
工
を
し
、
後
の
居
住
者
が
コ
ン
セ
ン
ト
を
使
用
し
た

場
合
に
は
感
電
す
る
よ
う
に
仕
掛
け
た
が
、
発
覚
し
て
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
事
案
に
関
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
〇
一
年
五
月

八
日
決
定

）
が
あ
る
。
ど
ち
ら
の
裁
判
で
も
前
記
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
九
七
年
八
月
一
二
日
判
決
と
同
様
の
基
準
が
示
さ
れ
た
上
で
、

同
判
決
の
事
案
と
は
異
な
り
、
こ
れ
ら
の
事
案
で
は
被
告
人
の
表
象
に
よ
れ
ば
被
害
者
に
よ
る
結
果
惹
起
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
は

不
確
実
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
未
遂
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
第
三
者
利
用
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
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上
級
地
方
裁
判
所
二
〇
〇
六
年
八
月
八
日
判
決

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
事
案
は
、
被
告
人
が
、
購
入
し
た
乗
用
車
に
欠
陥
が
あ
っ
た

と
し
て
民
事
訴
訟
を
起
こ
し
、
同
車
の
欠
陥
に
つ
い
て
鑑
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
己
の
主
張
に
有
利
な
鑑
定
が
出
る

よ
う
に
、
自
ら
同
車
に
工
作
を
施
し
て
新
た
な
欠
陥
を
作
り
出
し
た
上
、
同
車
を
鑑
定
人
に
引
き
渡
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
本

判
決
は
、
被
告
人
が
情
を
知
ら
な
い
鑑
定
人
を
利
用
し
て
裁
判
所
を
欺
罔
し
よ
う
と
し
た
間
接
正
犯
の
事
案
と
構
成
し
た
。
そ
の
上

で
、
被
告
人
が
乗
用
車
を
鑑
定
人
に
引
き
渡
し
た
後
、
す
ぐ
に
鑑
定
が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
が
裁
判
所
に
報
告
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
こ
と
を
理
由
に
引
渡
し
の
時
点
で
詐
欺
の
未
遂
の
開
始
を
認
め
た
。

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
判
例
は
、
利
用
者
の
行
為
だ
け
で
は
な
く
被
利
用
者
の
行
為
を
含
む
全
体
事
象
を
未
遂
の
開
始
の

判
断
対
象
と
し
て
い
る
点
で
個
別
解
決
説
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
具
体
的
な
帰
結
に
お
い
て
は
、
利
用
行
為
時
ま
た

は
手
放
し
時
に
未
遂
の
開
始
を
認
め
る
の
が
原
則
化
し
て
お
り
、
全
体
解
決
説
と
は
原
則
と
例
外
が
逆
転
し
て
い
る
。
判
例
の
立
場

を
本
稿
の
学
説
の
分
類
に
あ
え
て
あ
て
は
め
る
と
す
れ
ば
、
中
間
説
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

3

ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
の
ま
と
め

現
在
の
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
の
状
況
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

学
説
は
、
利
用
者
の
行
為
の
み
に
着
目
す
る
見
解
（
個
別
解
決
説
）
と
被
利
用
者
の
行
為
を
含
め
た
全
体
行
為
に
着
目
す
る
見
解

（
全
体
解
決
説
）
に
大
き
く
分
か
れ
る
。
個
別
解
決
説
の
内
部
で
は
利
用
行
為
の
開
始
の
時
点
で
未
遂
を
認
め
る
見
解
は
少
数
で
あ
り
、

手
放
し
説
が
支
持
を
集
め
て
い
る
。
全
体
解
決
説
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
行
為
帰
属
論
か
ら
被
利
用
者
の
行
為
時
に
未
遂
を
認
め
る

見
解
が
主
流
で
あ
っ
た
が
、
未
遂
犯
固
有
の
議
論
か
ら
同
様
の
結
論
を
導
く
見
解
も
有
力
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
で
は
個
別
解

決
説
と
全
体
解
決
説
の
中
間
説
と
も
い
う
べ
き
見
解
も
現
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
学
説
も
拮
抗
し
て
お
り
、
ど
の
説
が
通
説
か
は
必

ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
状
況
に
あ
る
。
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一
方
、
判
例
は
、
多
少
の
変
遷
は
み
ら
れ
る
も
の
の
、
利
用
者
の
行
為
に
の
み
着
目
す
る
の
で
は
な
く
、
事
象
全
体
に
着
目
す
る

点
で
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
時
代
か
ら
基
本
的
に
一
貫
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
具
体
的
な
結
論
と
し
て
は
利
用
行
為
時
ま
た

は
手
放
し
時
に
未
遂
を
認
め
た
も
の
が
多
く
、
原
則
と
し
て
被
利
用
者
の
行
為
時
に
未
遂
を
認
め
る
全
体
解
決
説
か
ら
も
一
線
を
画

し
て
い
る
。

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
、
我
が
国
と
異
な
り
、
重
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
教
唆
の
未
遂
を
処
罰
す
る
規
定
が
存
在
す
る
（
ド
イ
ツ
刑
法

典
三
〇
条
一
項
）。
こ
の
規
定
の
存
在
が
、
従
来
個
別
解
決
説
の
重
要
な
論
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
き
た
。
全
体
解
決
説
か
ら
は
、
立
法

的
解
決
を
求
め
た
り

）
、
間
接
正
犯
で
被
利
用
者
の
行
為
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
も
同
規
定
の
適
用
を
認
め
る
と
い
う
解
決
策
を

提
案
す
る

）
な
ど
の
対
応
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
の
存
在
が
同
説
の
一
つ
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
。
し

か
し
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
被
利
用
者
へ
の
働
き
か
け
の
開
始
の
時
点
よ
り

も
後
に
間
接
正
犯
の
未
遂
を
認
め
よ
う
と
す
る
見
解
は
（
手
放
し
説
も
含
め
て
）
多
数
に
上
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
規
定
の
存
在

が
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
に
関
す
る
議
論
を
決
定
的
に
制
約
す
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。

三

検

討

以
上
の
ド
イ
ツ
の
議
論
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
改
め
て
我
が
国
に
お
け
る
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
問
題
を
検
討
し
て
み

よ
う
。

ま
ず
、
結
論
の
妥
当
性
以
前
に
、
理
論
構
成
の
点
で
そ
の
根
拠
が
問
題
と
な
る
の
が
、
利
用
者
の
行
為
と
被
利
用
者
の
行
為
と
を

合
せ
た
全
体
行
為
を
着
手
判
断
の
対
象
と
す
べ
き
だ
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
被
利
用
者
の
行
為
を
利
用
者
の
行
為
と
一
体
と
し
て
み

る
根
拠
を
、
行
為
帰
属
に
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
記
二
1
⑷
で
挙
げ
た
行
為
帰
属
論
の
問
題
点
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
こ
と
に
な
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ろ
う
。
ま
た
、
不
作
為
犯
的
構
成
を
主
張
す
る
見
解
も
、
従
来
か
ら
批
判
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
見
解
が
実
行
の
着
手
を
認
め
る

べ
き
だ
と
す
る
時
点
で
利
用
者
が
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
場
合
に
、
故
意
が
欠
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
等
の
問
題
が
あ

る
）。し

た
が
っ
て
、
利
用
者
が
利
用
行
為
を
終
え
て
事
象
を
手
放
し
た
後
に
ま
で
利
用
者
の

行
為

を
延
長
さ
せ
よ
う
と
い
う
試
み

は
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
の
妥
当
性
以
前
に
、
そ
の
理
論
構
成
に
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
議
論
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
利
用
者
自
身
の
行
為
よ
り
後
に
未
遂
の
成
立
時
期
を
認
め
る
理
論
構
成
を
採
用
す
る

際
に
必
ず
直
面
す
る
の
が
故
意
の
問
題
で
あ
る
。
未
遂
犯
を
結
果
犯
と
し
て
と
ら
え
る
構
成
は
、
こ
の
問
題
を
明
快
に
解
決
で
き
る

点
で
優
れ
て
い
る

）
。
し
か
し
、
冒
頭
で
取
り
上
げ
た
切
迫
性
を
不
要
と
す
る
最
近
の
見
解
の
問
題
提
起
や
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ヘ
ル

ツ
ベ
ル
ク
の
見
解
に
示
唆
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
見
解
に
も
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
我

が
国
で
は
こ
の
よ
う
な
構
成
を
採
用
す
る
論
者
は
、
当
然
に
、
結
果
発
生
が
現
実
に
切
迫
し
ま
た
は
確
実
な
段
階
に
至
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
根
拠
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。

ま
ず
、
切
迫
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

不
能
犯
論
に
お
け
る
危
険
判
断
に
つ
い
て
事
実
の
抽
象
化
を
一
切
認
め
な
い
客
観
的
危
険
説
を
採
っ
た
場
合
、
現
実
に
生
じ
た
事

実
は
す
べ
て
危
険
判
断
の
対
象
と
さ
れ
る
か
ら
、
切
迫
性
を
要
求
す
る
こ
と
に
理
由
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は

詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
そ
の
よ
う
な
見
解
は
未
遂
犯
の
成
立
範
囲
を
極
端
に
制
約
し
過
ぎ
る
た
め
妥
当
で
は
な

い
）。

ま
た
、
不
能
犯
論
に
お
い
て
一
般
論
と
し
て
は
事
実
の
抽
象
化
を
認
め
な
が
ら
も
、
客
体
に
つ
い
て
は
事
実
の
抽
象
化
を
認
め

な
い
見
解

）
か
ら
も
、
切
迫
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
導
け
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
行
為
の
作
用
と
客
体
と
の
間
の

近

さ

を
未
遂
犯
処
罰
の
根
拠
づ
け
に
お
い
て
重
視
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
客
観
的
危
険
説
に
立
つ
な
ら

ば
と
も
か
く
、
一
般
論
と
し
て
事
実
の
抽
象
化
を
認
め
な
が
ら
、
客
体
の
不
能
だ
け
特
別
扱
い
す
る
こ
と
に
は
理
由
が
な
い
よ
う
に
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思
わ
れ
る

）
。

こ
れ
に
対
し
、
客
体
に
関
し
て
も
事
実
の
抽
象
化
を
認
め
る
修
正
さ
れ
た
客
観
的
危
険
説
や
具
体
的
危
険
説
を
採
っ
た
場
合
、
そ

の
こ
と
と
切
迫
性
を
求
め
る
こ
と
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
、
そ
の
不
整
合
を
正
面
か
ら
認
め
る
の
が
、
切
迫
性
の
要
件
は
不
要
と
し
て

あ
り
得
た
仮
定
的
因
果
経
過
に

お
い
て
既
遂
結
果
が
発
生
し
た
と
言
え
る
と
き

に
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
は
、
切
迫
性
を
不
要
と
す

る
一
方
、
結
果
発
生
の
可
能
性
だ
け
を
基
準
と
し
た
の
で
は
未
遂
の
成
立
時
期
が
早
く
な
り
過
ぎ
、
ま
た
、
客
観
的
に
未
遂
が
未
遂

と
し
て
確
定
す
る
時
点
（
つ
ま
り
、
結
果
発
生
の
可
能
性
が
消
滅
す
る
時
点
）
を
基
準
と
し
た
の
で
は
未
遂
の
成
立
時
期
が
遅
く
な
り

過
ぎ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
前
記
の
よ
う
な
時
点
で
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る

）
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
に
し
た
が
え

ば
、
た
と
え
ば

X
が

A
を
殺
害
す
る
た
め
、
深
夜
、

A
が
毎
朝
通
勤
に
使
用
し
て
い
る
自
家
用
車
に
爆
弾
を
仕
掛
け
た
が
、
た
ま
た

ま
そ
の
様
子
を
目
撃
し
て
い
た
通
行
人
が
警
察
に
通
報
し
た
た
め
爆
弾
は
す
ぐ
に
発
見
・
撤
去
さ
れ
た
と
い
う
場
合
、
爆
弾
が
発

見
・
撤
去
さ
れ
た
時
点
で
は
殺
人
の
着
手
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
翌
朝
の

A
の
出
勤
時
に
着
手
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
あ
ま
り
に
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
の
示
す
結
論
は
、
理
論
上
は
成
り
立
ち
得
る
と
し
て
も
、
そ
の

価
値
判
断
の
妥
当
性
に
疑
問
が
あ
り
、
切
迫
性
を
求
め
る
見
解
と
比
べ
て
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
る
。
む
し
ろ
、

一
見
不
整
合
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
切
迫
性
を
要
求
す
る
見
解
の
背
後
に
あ
る
価
値
判
断
の
根
拠
を
探
り
、
そ
の
妥
当
性
お
よ

び
妥
当
性
の
射
程
範
囲
を
見
極
め
る
こ
と
が
重
要
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

不
能
犯
論
に
お
い
て
事
実
の
抽
象
化
を
認
め
な
が
ら
、
切
迫
性
を
要
求
す
る
不
整
合
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
要

件
を
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
の
危
険
性
と
は
切
り
離
さ
れ
た
外
在
的
制
約

）
と
解
す
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
か
ら
導
か
れ
る
危
険
性
と
い
う
実
質
的
基
準
で
は
未
遂
犯
の
成
立
範
囲
が
拡
張
し
過
ぎ
、
行
動
の
自

由
の
制
約
の
観
点
か
ら
問
題
を
孕
む
た
め
、
切
迫
性
と
い
っ
た
形
式
的
基
準
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
範
囲
を
制
限
す
る
と
い
う
発
想
で

法学研究 83 巻 1 号（2010 : 1）

164



あ
る

）
。
確
か
に
、
行
為
者
が
結
果
実
現
に
必
要
な
行
為
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
合
、
結
果
発
生
の
危
険
性
だ
け
を
基
準
に
実
行
の

着
手
を
判
断
す
る
こ
と
は
大
き
な
問
題
を
孕
む
。
な
ぜ
な
ら
、
最
終
的
な
結
果
実
現
行
為
に
至
る
可
能
性
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て

犯
行
が
成
功
す
る
可
能
性
は
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る
具
体
的
事
情
に
大
き
く
依
存
す
る
か
ら
、
危
険
性
の
み
を
基
準
と
し
た
の
で

は
、
事
案
ご
と
に
着
手
時
期
の
判
断
に
大
き
な
ブ
レ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
法
的
安
定
性
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

）
。

罪
刑
法
定
主
義
的
な
見
地
か
ら
も
、

ど
こ
ま
で
や
れ
ば
未
遂
に
な
る
の
か
、
ど
こ
ま
で
な
ら
予
備
に
留
ま
る
の
か

が
（
完
全
に

と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
し
ろ
）
あ
る
程
度
明
確
に
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
面

で
は
切
迫
性
と
い
う
形
式
的
基
準
に
よ
る
制
約
に
は
十
分
根
拠
が
あ
る

）
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
場
面
で
は
妥
当
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
間
接
正
犯
の
場
合
、

利
用
者
が
被
利
用
者
に
結
果
実
現
を
委
ね
た
時
点
で
、
行
為
者
と
し
て
な
す
べ
き
こ
と
は
終
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
い
ま
だ
切
迫
性
が

認
め
ら
れ
な
い
時
点
で
実
行
の
着
手
を
認
め
て
も
、
未
遂
犯
の
成
立
範
囲
が
際
限
な
く
前
倒
し
さ
れ
る
お
そ
れ
は
な
く
、
行
動
の
自

由
の
制
約
の
点
で
も
何
ら
問
題
は
生
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

逆
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
切
迫
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
未
遂
犯
に
お
い
て
も
処
罰
を
偶
然
性
に
委
ね
る
と
い
う
問
題
が

あ
る
。
確
か
に
、
既
遂
犯
に
お
け
る
結
果
に
つ
い
て
は
、
そ
の
発
生
・
不
発
生
が
多
か
れ
少
な
か
れ
偶
然
に
依
存
す
る
と
し
て
も
、

そ
れ
が
発
生
し
た
場
合
に
は
応
報
的
処
罰
の
要
求
が
生
じ
る
か
ら
、
そ
れ
を
犯
罪
の
構
成
要
素
と
す
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
認
め
ら

れ
る

）
。
し
か
し
、
未
遂
犯
に
つ
い
て
は
、
そ
の
処
罰
根
拠
は
結
果
発
生
の
危
険
性
に
あ
る
の
で
あ
り
、

結
果
へ
の
近
さ

そ
れ
自

体
は
前
述
し
た
よ
う
な
外
在
的
な
根
拠
し
か
有
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
行
為
者
が
既
に
な
す
べ
き
こ
と
を
な
し
終
え
、
犯
行
の
成

否
を
後
の
因
果
経
過
に
委
ね
た
状
態
に
至
っ
て
い
れ
ば
、
当
該
行
為
が
結
果
発
生
の
危
険
性
を
内
包
す
る
限
り
で
、
切
迫
性
の
有
無

と
い
っ
た
偶
然
的
な
事
情
に
か
か
わ
ら
ず
未
遂
犯
処
罰
を
認
め
た
方
が
、
一
般
予
防
の
見
地
か
ら
は
合
理
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
は
利
用
者
に
よ
る
事
象
の
手
放
し
が
あ
っ
た
と
き
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
手
放
し
説
が
妥
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当
だ
と
考
え
る

）
。

な
お
、
手
放
し
説
は
、
事
象
の
手
放
し
が
な
け
れ
ば
実
行
の
着
手
を
認
め
な
い
と
い
う
見
解
で
は
な
い
。
た
と
え
事
象
が
行
為
者

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
前
述
の
外
在
的
制
約
か
ら
導
か
れ
る
要
件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
、
実
行
の
着
手
を
認

め
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
自
動
車
の
助
手
席
に
乗
り
込
み
、
運
転
者
の
頭
に
ピ
ス
ト
ル
を
突
き
つ
け
た
ま
ま
、
自
動
車
を
発
進
さ
せ

て
前
方
の
人
を
引
き
殺
す
よ
う
に
命
じ
た
場
合

）
に
は
、
そ
の
時
点
で
結
果
へ
の
近
接
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
仮
に
手
放
し
が
な
い

と
考
え
た
と
し
て
も
、
命
じ
た
時
点
で
殺
人
の
実
行
の
着
手
を
認
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
手
放
し
の
時
点
で
結
果
発
生
が
不
確
実
な
場
合
に
は
、
そ
れ
が
確
実
な
状
態
に
至
る
ま
で

着
手
は
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
。
我
が
国
の
個
別
化
説
や
ド
イ
ツ
の
中
間
説
お
よ
び
判
例
は
、
ま
さ
に

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
が
不
能
犯
と
評
価
さ
れ
る
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
場

合
は
、
当
該
行
為
に
は
結
果
発
生
の
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
発
生
が
確
実
に
な
る
段
階
ま
で
未
遂
犯
処

罰
を
待
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
は
な
い
。
結
果
が
発
生
す
る
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
承
知
で
、
運
を
天
に
任
せ
て
事
象
を
後
の

因
果
経
過
に
委
ね
る
行
為
に
対
し
、
未
遂
犯
の
違
法
性
を
認
め
る
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

確
実
性
も
、
切
迫
性
と
同
様
に
、
前
述
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
外
在
的
制
約
の
一
つ
と
し
て
機
能
し
得
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。

な
お
、
本
稿
の
よ
う
な
見
解
に
立
つ
場
合
、
手
放
し
の
意
義
が
問
題
と
な
る
。
第
三
者
利
用
の
間
接
正
犯
の
場
合
、
通
常
、
被
利

用
者
に
犯
行
を
委
ね
た
時
点
で
手
放
し
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
殺
人
の
た
め
に
コ
ー
ヒ
ー
粉
末
に
毒
物
を
混
ぜ
る
ケ
ー
ス
の

よ
う
な
被
害
者
利
用
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
外
出
し
た
と
し
て
も
、
厳
密
に
み
れ
ば
、
一
定
の
時
点
に
至
る
ま
で
は
自
ら

引
き
返
し
て
そ
れ
を
撤
去
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
が
手
放
し
意
思
に
よ
っ
て
外
出
し
た
時
点
で

既
に
着
手
を
認
め
る
べ
き
か
、
客
観
的
に
も
は
や
他
人
の
助
力
を
得
な
い
で
は
撤
去
不
可
能
な
時
点
に
至
っ
て
は
じ
め
て
着
手
を
認
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め
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
う
ち
後
者
を
支
持
す
る
見
解
も
あ
る

）
。
確
か
に
、
純
粋
に
行
為
者
の
意
思
に
よ
っ
て
手
放
し
の

有
無
を
判
断
す
る
の
は
、
着
手
時
期
を
専
ら
行
為
者
の
主
観
に
委
ね
る
こ
と
に
な
り
、
不
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
手
放
し
説
の
発
想

の
要
点
は
、
行
為
者
が
事
象
を
自
己
の
支
配
下
に
保
持
し
、
い
つ
で
も
容
易
に
犯
行
を
撤
回
で
き
る
場
合
に
は
、
行
為
者
が
結
果
実

現
に
必
要
な
行
為
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
合
と
構
造
上
の
同
質
性
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
客

観
的
に
も
は
や
独
力
で
は
毒
物
を
撤
去
不
可
能
な
時
点
ま
で
手
放
し
を
認
め
な
い
の
は
過
当
な
要
求
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

）
。
行
為

者
が
毒
物
を
自
己
の
監
視
の
外
に
置
き
、
仮
に
被
害
者
が
毒
物
に
近
づ
こ
う
と
し
て
も
そ
の
こ
と
に
気
づ
か
な
い
よ
う
な
状
況
を
作

出
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
が
作
出
さ
れ
た
か
否
か
は
、
行
為
者
の
主
観
的
判
断
に
よ
る

の
で
は
な
く
、
行
為
者
の
認
識
事
情
を
基
礎
に
し
て
、
一
般
人
の
視
点
か
ら
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
記
の
例
で
は
、
外
出
時
に

着
手
を
認
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
行
為
者
が
翻
意
し
て
も
、
中
止
犯
が
問
題
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
。

四

結

語

間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
の
問
題
は
、
従
来
、
違
法
論
に
お
け
る
行
為
無
価
値
論
と
結
果
無
価
値
論
の
対
立
が
鮮
明
に
反
映

さ
れ
る
場
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
そ
の
対
立
図
式
も
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
本
稿
も
可
能
な
限
り
違
法
論
か
ら
の

演
繹
と
い
う
手
法
を
用
い
ず
に
議
論
を
組
み
立
て
る
よ
う
に
努
め
た
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
は
、
利
用
者
に
よ
る
事
象
の
手
放
し

の
時
点
で
着
手
を
認
め
る
と
い
う
、
極
め
て

行
為
無
価
値
論
的

な
見
解
に
至
る
こ
と
に
な
っ
た
。
本
稿
の
示
す
結
論
や
、
そ
の

前
提
と
な
る
未
遂
犯
理
解
が
妥
当
な
も
の
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
ご
批
判
を
仰
ぐ
ほ
か
な
い
。

な
お
、
本
問
題
は
、
本
来
、
ど
の
範
囲
で
間
接
正
犯
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
と
、
行
為
が
ど
の
段
階
に
ま
で
至
れ
ば
未
遂

犯
と
し
て
処
罰
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
の
双
方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
間
接
正
犯
の
成
立
範
囲
に
関
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す
る
議
論
は
一
応
留
保
し
た
ま
ま
、
未
遂
犯
論
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
終
始
し
た
。
こ
れ
は
筆
者
が
正
犯
論
に
関
し
て
い
ま
だ
明
確

な
態
度
決
定
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
本
稿
の
示
し
た
結
論
か
ら
は
、

正
犯
と
し
て
の
側
面
と
共
犯
と
し
て
の
側
面
を
併
せ
持
つ
共
同
正
犯
の
着
手
時
期
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
が
重
大
な
関
心
事
と
な
る
。

こ
れ
も
正
犯
論
と
深
く
か
か
わ
る
問
題
で
あ
り
、
併
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）

こ
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
も
の
と
し
て
、
大
谷
實

刑
法
講
義
総
論
［
新
版
第
三
版
］
（
二
〇
〇
九
）
三
七
二
頁
、
川
端
博

刑
法

総
論
講
義

第
二
版

（
二
〇
〇
六
）
四
六
五
頁
、
内
藤
謙

刑
法
講
義

総
論
（
下
）
Ⅱ

（
二
〇
〇
二
）
一
二
三
〇
頁
、
堀
内
捷
三

刑

法
総
論
（
第
二
版
）
（
二
〇
〇
四
）
二
三
一
頁
。

（
2
）

大
塚
仁

刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕
（
二
〇
〇
八
）
一
七
四
頁
（
た
だ
し
、
同
一
七
五
頁
は
、

誘
致
行
為
と
被
利
用
者
の
行

う
犯
罪
的
行
為
と
の
間
に
時
間
的
・
場
所
的
離
隔
が
著
し
い
た
め
、
誘
致
行
為
自
体
に
は
、
犯
罪
実
現
へ
の
現
実
的
危
険
性
が
認
め
ら
れ

な
い
場
合
に
は
、
利
用
者
の
不
作
為
犯
と
し
て
、
被
利
用
者
の
犯
罪
的
行
為
開
始
時
に
着
手
が
あ
る
と
解
し
う
る
余
地
が
あ
ろ
う

と
す

る
）、
団
藤
重
光

刑
法
綱
要
総
論

第
三
版

（
一
九
九
〇
）
三
五
五
│
三
五
六
頁
、
野
村
稔

刑
法
総
論

補
訂
版

（
一
九
九
八
）
三

三
八
頁
、
福
田
平

全
訂
刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕
（
二
〇
〇
四
）
二
二
七
頁
。
さ
ら
に
、
間
接
正
犯
の
成
立
範
囲
を
極
め
て
制
限
し
た
上

で
は
あ
る
が
、
利
用
者
に
よ
る

客
観
的
手
放
し

の
時
点
で
着
手
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、
中
義
勝

実
行
行
為
を
め
ぐ
る
若
干
の
問

題

関
西
大
学
法
学
論
集
三
五
巻
二
号
（
一
九
八
五
）
一
頁
以
下
（
=
同

刑
法
上
の
諸
問
題

（
一
九
九
一
）
一
七
八
頁
以
下
）。

（
3
）

大
越
義
久

実
行
の
着
手

芝
原
邦
爾
ほ
か
編

刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開

総
論
Ⅱ

（
一
九
九
〇
）
一
五
一
頁
（
=
同

刑
法
解

釈
論
の
展
開

（
一
九
九
二
）
一
三
一
頁
）、
佐
伯
仁
志

未
遂
犯
論

法
学
教
室
三
〇
四
号
（
二
〇
〇
六
）
一
二
三
頁
、
内
藤
・
前
掲
注

（
1
）一
二
三
三
頁
以
下
。
理
論
構
成
は
異
な
る
も
の
の
、
未
遂
犯
成
立
の
た
め
に
は
切
迫
性
が
必
要
だ
と
し
て
被
利
用
者
標
準
説
に
至
る

も
の
と
し
て
、
内
山
良
雄

未
遂
犯
総
説

曽
根
威
彦
=
松
原
芳
博
編

重
要
課
題

刑
法
総
論

（
二
〇
〇
八
）
一
九
二
頁
以
下
、
曽
根

威
彦

刑
法
に
お
け
る
実
行
・
危
険
・
錯
誤

（
一
九
九
一
）
一
三
五
頁
以
下
、
松
原
芳
博

間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行
の
着
手
時
期

西
田
典
之
ほ
か
編

刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
［
第
六
版
］
（
二
〇
〇
八
）
一
三
三
頁
。
ま
た
、
徹
底
し
た
間
接
正
犯
否
認
論
の
立
場
か
ら

で
は
あ
る
が
、
中
山
研
一

刑
法
総
論

（
一
九
八
二
）
四
一
五
頁
以
下
、
同

間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
（
一
）（
二
・
完
）
│
中
教
授
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の
批
判
に
関
連
し
て
│

警
察
研
究
五
七
巻
七
号
一
五
頁
以
下
、
八
号
一
五
頁
以
下
（
い
ず
れ
も
一
九
八
六
）（
=
同

刑
法
の
論
争
問

題

（
一
九
九
一
）
八
一
頁
以
下
）。
同
様
に
、
浅
田
和
茂

刑
法
総
論
［
補
正
版
］
（
二
〇
〇
七
）
三
六
八
頁
以
下
、
四
二
九
頁
以
下
。

利
用
者
の
行
為
だ
け
で
は
各
刑
罰
法
規
に
含
ま
れ
る
動
詞
に
該
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
理
由
に
挙
げ
る
も
の
と
し
て
、
竹
田
直
平

間
接
正
犯
（
三
）

立
命
館
学
叢
五
巻
二
号
（
一
九
三
四
）
一
〇
八
頁
。

（
4
）

こ
こ
で
い
う
個
別
化
説
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
は
、
大
谷
・
前
掲
注（
1
）三
七
二
頁
、
奥
村
正
雄

未
遂
犯
に
お
け
る
危
険
概
念

刑
法
雑
誌
三
三
巻
二
号
（
一
九
九
三
）
二
二
三
頁
、
川
端
・
前
掲
注（
1
）四
六
五
│
四
六
六
頁
、
西
原
春
夫

刑
法
総
論

（
一
九
七
七
）

三
一
七
頁
、
平
野
龍
一

刑
法

総
論
Ⅱ

（
一
九
七
五
）
三
二
〇
頁
、
前
田
雅
英

刑
法
総
論
講
義

第
四
版

（
二
〇
〇
六
）
一
四
四
頁

以
下
。

（
5
）

原
則
と
し
て
利
用
者
標
準
説
が
妥
当
だ
と
す
る
井
田
良

刑
法
総
論
の
理
論
構
造

（
二
〇
〇
五
）
二
五
七
頁
以
下
、
同

講
義
刑

法
学
・
総
論

（
二
〇
〇
八
）
四
〇
二
頁
以
下
も
、
他
人
の
故
意
行
為
を
利
用
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
利
用
行
為
の
時
点
で
は

結
果

発
生
の
自
動
性

が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
被
利
用
者
の
行
為
の
時
点
で
着
手
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る
。
こ
れ
も
一
種
の
個
別
化
説

と
い
え
よ
う
。

（
6
）

山
口
厚

危
険
犯
の
研
究

（
一
九
八
二
）
五
八
頁
以
下
、
同

刑
法
総
論

第
二
版

（
二
〇
〇
七
）
二
七
〇
頁
。
同
様
に
未
遂
犯

を
結
果
犯
と
理
解
す
る
も
の
と
し
て
、
内
山
・
前
掲
注（
3
）一
九
二
頁
、
大
越
・
前
掲
注（
3
）一
四
二
頁
、
佐
伯
・
前
掲
注（
3
）一
二
二

頁
、
曽
根
威
彦

刑
法
総
論
〔
第
四
版
〕
（
二
〇
〇
八
）
二
一
七
頁
、
内
藤
・
前
掲
注（
1
）一
二
四
二
頁
、
名
和
鐵
郎

未
遂
犯
の
論
理

構
造
│
実
害
犯
の
未
遂
を
中
心
と
し
て
│

福
田
雅
章
ほ
か
編

刑
事
法
学
の
総
合
的
検
討
（
下
）
（
一
九
九
三
）
四
〇
七
頁
以
下
、
西

田
典
之

刑
法
総
論

（
二
〇
〇
六
）
二
七
九
頁
、
林
幹
人

刑
法
総
論

第
二
版

（
二
〇
〇
八
）
三
五
四
頁
、
前
田
・
前
掲
注（
4
）一

四
〇
頁
。

着
手
時
期
を
正
犯
行
為
か
ら
切
り
離
す
理
論
構
成
の
先
駆
と
し
て
、
平
野
龍
一

正
犯
と
実
行

団
藤
重
光
ほ
か
編

犯
罪
と
刑
罰

（
上
）
（
一
九
六
八
）
四
五
三
頁
以
下
（
=
同

犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
（
一
九
八
一
）
一
二
七
頁
以
下
）。
さ
ら
に
、
西
田
典
之

間

接
正
犯
論
の
周
辺

L
a
w
S
c
h
o
ol

四
八
号
（
一
九
八
二
）
三
二
頁
以
下
。

（
7
）

西
原
・
前
掲
注（
4
）三
一
七
頁
、
同

犯
罪
実
行
行
為
論

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
〇
号
（
一
九
八
四
）
三
五
頁
（
=
同

犯
罪
実
行

行
為
論

（
一
九
九
八
）
一
九
頁
）。
さ
ら
に
、
大
塚
・
前
掲
注（
2
）一
七
五
頁
、
佐
久
間
修

刑
法
総
論

（
二
〇
〇
九
）
八
四
頁
、
野
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村
稔

未
遂
犯
の
研
究

（
一
九
八
四
）
三
一
八
頁
。
た
だ
し
、
野
村
は
後
に
利
用
者
標
準
説
に
改
説
し
た
。

（
8
）

西
原
・
前
掲
注（
4
）三
一
七
頁
。

（
9
）

藤
木
英
雄

刑
法
講
義

総
論

（
一
九
七
五
）
二
七
九
│
二
八
〇
頁
。
同
様
に
、
中
野
次
雄

刑
法
総
論
概
要

第
三
版
補
正
版

（
一
九
九
七
）
八
〇
│
八
一
頁
、
西
原
春
夫

間
接
正
犯
に
お
け
る
実
行
行
為

刑
法
雑
誌
一
二
巻
一
号
（
一
九
六
一
）
一
二
七
頁
（
=

同

犯
罪
実
行
行
為
論

（
前
掲
注（
7
））
二
六
〇
頁
）、
原
田
保

実
行
の
着
手

法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
六
〇
号
（
一
九
八
四
）
四
三
頁
。

た
だ
し
、
西
原
は
、
後
に
不
作
為
犯
的
構
成
に
改
説
し
た
。

ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
照
し
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
詳
細
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
原
口
伸
夫

間
接
正
犯
者
の
実
行
の
着

手
時
期

法
学
新
報
一
〇
五
巻
一
号
（
一
九
九
八
）
六
一
頁
以
下
。

（
10
）

照
沼
亮
介

体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論

（
二
〇
〇
五
）
六
三
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
高
橋
則
夫

犯
罪
論
に
お
け
る
同
時
存
在

の
原
則
と
そ
の
例
外

西
原
春
夫
ほ
か
編

刑
事
法
の
理
論
と
実
践

（
二
〇
〇
二
）
四
七
頁
以
下
（
=
同

規
範
論
と
刑
法
解
釈
論

（
二
〇
〇
七
）
三
〇
頁
以
下
）。

（
11
）

以
上
に
挙
げ
た
理
論
構
成
の
ほ
か
、
客
観
的
帰
属
論
の
立
場
か
ら
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
の
行
為
に
よ
っ
て
結

果
発
生
に
つ
な
が
る
危
険
が
創
出
さ
れ
る
こ
と
と
、
そ
の
危
険
が
具
体
的
危
険
に
現
実
化
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
し
、
後
者
が
あ
っ
て
は

じ
め
て
前
者
が
実
行
行
為
と
し
て
の
実
体
を
獲
得
す
る
と
い
う
構
成
を
提
唱
す
る
も
の
と
し
て
、
山
中
敬
一

刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕

（
二
〇
〇
八
）
七
一
三
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
富
田
敬
一

間
接
正
犯
と
実
行
行
為

中
山
研
一
ほ
か
編

現
代
刑
法
講
座

第
三
巻

過
失

か
ら
罪
数
ま
で

（
一
九
七
九
）
一
九
二
頁
以
下
。

ま
た
、
認
識
論
的
に
犯
罪
論
を
構
想
す
る
立
場
を
前
提
に
、

四
三
条
の
未
遂
犯
は
、

之
を
遂
げ
ざ
る

場
合
、
即
ち
法
益
侵
害
に
対

す
る
具
体
的
危
険
の
発
生
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
そ
の
危
険
発
生
に
因
果
連
関
を
も
つ
行
為
を

実
行
の
着
手

と
評
価
す
る

も

の
だ
と
し
、
具
体
的
危
険
の
発
生
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
行
為
が
実
行
の
着
手
と
評
価
さ
れ
な
い
と
構
成
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
り
、

行
為
者
の
行
為
と
は
切
り
離
さ
れ
た

着
手
時
期

を
観
念
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の
と
し
て
、
齋
野
彦
弥

危
険
概
念
の
認
識

論
的
構
造
│
実
行
の
着
手
時
期
の
問
題
を
契
機
と
し
て
│

松
尾
浩
也
=
芝
原
邦
爾
編

刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況

（
一
九
九
四
）
八

二
頁
│
八
三
頁
。

（
12
）

鈴
木
左
斗
志

実
行
の
着
手

西
田
典
之
ほ
か
編

新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
2

刑
法
の
争
点

（
二
〇
〇
七
）
八
八
頁
│
八
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九
頁
参
照
。

（
13
）

和
田
俊
憲

未
遂
犯

山
口
厚
編
著

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
刑
法
総
論

（
二
〇
〇
三
）
一
八
八
頁
以
下
、
特
に
二
一
六
頁
以
下
。

（
14
）

和
田
・
前
掲
注（
13
）一
八
九
頁
以
下
。

（
15
）

和
田
・
前
掲
注（
13
）二
一
六
頁
以
下
参
照
。

（
16
）

和
田
・
前
掲
注（
13
）二
一
九
頁
。

（
17
）

佐
伯
・
前
掲
注（
3
）一
二
三
頁
。

（
18
）

大
谷
・
前
掲
注（
1
）三
七
三
頁
。

（
19
）

被
害
者
利
用
の
類
型
を
間
接
正
犯
に
分
類
す
べ
き
か
直
接
正
犯
に
分
類
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
る
が
、
行
為
と
結
果
と
の

間
に
時
間
的
・
場
所
的
離
隔
が
生
じ
や
す
い
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
間
接
正
犯
と
同
列
に
扱
う
こ

と
と
し
た
い
。

（
20
）

た
だ
し
、
井
田

講
義
刑
法
学
・
総
論

（
前
掲
注（
5
））
四
〇
二
頁
以
下
、
中
・
前
掲
注（
2
）一
頁
以
下
。

（
21
）

本
問
題
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
・
検
討
し
た
先
行
業
績
と
し
て
、
中
・
前
掲
注（
2
）一
頁
以
下
、
原
口
・
前
掲
注（
9
）七

四
頁
以
下
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
後
述
す
る
ロ
ク
シ
ン
説
が
現
れ
る
前
の
状
況
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
西
原
・
前
掲（
9
）九
三
頁
以
下
。

（
22
）R

ic
h
ard

B
u
sc
h,

in:
L
eip

zig
er

K
o
m
m
e
ntar,

9.
A
ufl.

1
97
4,

§
22

R
d
n.
3
3;

A
d
olf

S
c
h
o
¨

n
k
e/

H
orst

S
c
h
ro
¨

d
er,

Strafg
esetz

b
u
c
h

K
o
m
m
e
ntar,

1
7.

A
ufl.

1
9
74,

§
4
3

R
d
n.
1
6;

H
a
n
s

W
elzel,

D
as

D
e
utsc

h
e
Strafrec

ht,
1
1.

A
ufl.

19
69,

S.
1
91.

さ
ら
に
そ
れ
以
前
は
、
我
が
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
被
利
用
者
標
準
説
が
主
流
で
あ
っ
た
（R

ein
h
ard

F
ra

n
k,

D
as

Strafg
esetz

b
u
c
h
fu
¨

r
d
as

D
e
utsc

h
e
R
eic

h,
1
8.

A
ufl.

19
3
1,

S.
87

）。
こ
の
間
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
西
原
・
前
掲
注（
9
）九

八
頁
以
下
参
照
。

（
23
）

た
と
え
ば
、Cla

u
s
R
o
xin,

Strafrec
ht

A
llg

e
m
ein

er
T
eil,

B
a
n
d
Ⅱ
,
20
0
3,

S.
4
1
8

は
、
非
故
意
行
為
の
利
用
の
方
が
故

意
行
為
の
利
用
よ
り
も
結
果
に
至
る
確
実
性
が
高
い
と
い
う
の
は
誤
っ
た
前
提
だ
と
す
る
。
被
利
用
者
が
事
情
を
知
っ
て
い
る
場
合
、
被

利
用
者
は
結
果
に
至
る
ま
で
の
間
に
介
在
す
る
障
害
を
除
去
し
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
被
利
用
者
が
事
情
を
知
ら
な
い
場
合
や
、

強
制
に
よ
っ
て
利
用
さ
れ
て
い
る
場
合
と
比
べ
て
、
結
果
に
至
る
確
実
性
が
低
い
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、T

h
o
m
as

H
il‑

le
n
k
a
m
p,

in:
L
eip

zig
er

K
o
m
m
e
ntar,

1
2.

A
ufl.2

0
06,

§
2
2

R
d
n.
1
5
5.
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（
24
）

こ
の
分
類
は
、G

e
or
g
S
c
hillin

g,
D
er

V
erbrec

h
e
n
sv

ers
u
c
h
d
es

M
itta
¨
ters

u
n
d
d
es

m
ittelb

are
n
T
a
¨
ters,

19
75

が
、

共
同
正
犯
お
よ
び
間
接
正
犯
の
未
遂
の
開
始
時
期
に
関
す
る
学
説
を
こ
の
二
つ
に
整
理
し
て
論
じ
た
こ
と
に
始
ま
る
。
比
較
的
最
近
の
研

究
書
で
あ
るM

ic
h
a
el

P
r
uß̈

n
er,

D
ie

v
o
n
m
e
h
rere

n
v
ers

u
c
hte

T
at,
2
0
0
4,

S.
1
0
1

ff.

も
、
こ
の
よ
う
な
分
類
に
し
た
が
っ
て

学
説
を
分
析
・
検
討
し
て
い
る
。

（
25
）

こ
の
名
称
に
つ
い
て
は
、
原
口
・
前
掲
注（
9
）七
一
頁
に
な
ら
っ
た
。

（
26
）A

lbin
E
ser,

in:
A
d
olf

S
c
h
o
¨

n
k
e/

H
orst

S
c
h
ro
¨

d
er,

Strafg
esetz

b
u
c
h

K
o
m
m
e
ntar,

2
7.

A
ufl.

2
006,

§
22

R
d
n.

54;
J
u
¨

r
g
e
n
R
ath,

G
r
u
n
dfa
¨
lle

z
u
m

U
n
rec

ht
d
es

V
ers

u
c
h
s,

J
u
s1
9
9
9,

S.
1
4
3

参
照
。

（
27
）

大
塚
・
前
掲
注（
2
）一
七
三
頁
。

（
28
）

こ
の
よ
う
な
見
解
の
主
張
者
と
し
て
、Ju

¨
r
g
e
n
B
a
u
m
a
n
n/
U
lric

h
W
e
b
er/

W
olfg

a
n
g

M
itsc

h,
Strafrec

ht
A
llg

e
m
ein

er

T
eil,

1
1.

A
ufl.

2
00
3,

S.
7
0
9;

P
a
ul

B
oc

k
el
m
a
n
n,

Z
u
r
A
b
g
re

n
z
u
n
g
d
er

V
orb

ereitu
n
g
v
o
m

V
ers

u
c
h,

J
Z19

54,
S.

46
8

ff.
(
=

d
ers,

Strafrec
htlic

h
e
U
nters

u
c
h
u
n
g
e
n,
19
57,

S.
1
3
5

ff.),
In

g
e
b
or
g
P
u
p
p
e,

D
er

V
ers

u
c
h
d
es

m
ittel‑

b
are

n
T
a
¨
ters,

in:
F
estsc

h
rift

fu
¨

r
H
a
n
s
D
a
h
s,
2
0
0
5,

S.
17
3

ff.;
S
c
hillin

g,
a.

a.
O.
(
F
n.
24)

,
S.
1
0
4

ff.

後
に
改
説
し
た

が
、R

olf
D
ietric

h
H
erz

b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h
b
ei
m
u
n
ec

hte
n
U
nterlass

u
n
g
sd

elikt,
M
D
R1
9
7
3,

S.
8
9

ff.

（
29
）Cla

u
s
R
o
xin,

D
er

A
nfa

n
g
d
es

b
ee

n
d
ete

n
V
ers

u
c
h
s,
in:

F
estsc

h
rift

fu
¨

r
R
ein

h
art

M
a
u
rac

h
z
u
m7
0.

G
e
b
u
rts‑

ta
g,
1
97
2,

S.
21
3

ff.;
d
ers,

T
ate

ntsc
hluß

u
n
d
A
nfa

n
g
d
er

A
u
sfu
¨

h
r
u
n
g
b
ei
m

V
ers

u
c
h,

J
u
s19

79,
S.
9

ff.;
d
ers,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
40
6

ff.

本
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、R

olf
D
ietric

h
H
erz

b
er
g,

D
er

A
nfa

n
g
d
es

V
ers

u
c
h
s
b
ei

m
ittelb

arer
T
a
¨
tersc

h
aft,

J
u
s19

8
5,

S.
6

ff.

（
後
に
改
説
）

;
U
w
e
M
u
r
m
a
n
n,

V
ers

u
c
h
s
u
n
rec

ht
u
n
d
R
u
¨

c
ktritt,

1
999,

S.
16

ff.;
Stylia

n
os

P
a
p
a
g
e
or
gio

u‐
G
o
n
atas,

W
o
lie

gt
die

G
re

n
ze

z
w
isc

h
e
n
V
orb

ereitu
n
g
s
h
a
n
dlu

n
g
e
n
u
n
d
V
er‑

s
u
c
h?,

1
98
8,

S.
3
2
6;

H
a
n
s‐
Jo
ac

hi
m

R
u
d
olp

hi,
in:

S
y
ste

m
atisc

h
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m

Strafg
esetz

b
u
c
h,
6.

A
ufl.

19
93,

§
2
2

R
d
n.
2
0
a.

類
似
す
る
見
解
と
し
て
、G

u
¨

nth
er

Ja
k
o
bs,

Strafrec
ht

A
llg

e
m
ein

er
T
eil,

2.
A
ufl.

1
99
3,

S.
650,

73
4

f.

（
30
）E

ser,
a.

a.
O.
(
F
n.
26),

§
2
2

R
d
n.
5
4.

（
31
）B

u
sc
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
2),

§
4
3

R
d
n.
33

a

参
照
。
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（
32
）

前
掲
注（
22
）参
照
。

（
33
）R

o
xin,

D
er

A
nfa

n
g
d
es

b
e
e
n
d
ete

n
V
ers

u
c
h
s,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
2
1
4

ff.

（
原
文
で
は

A
が
行
為
者
、

X
が
被
害
者

と
し
て
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
の
中
で
は
、
判
例
や
文
献
か
ら
の
直
接
引
用
部
分
を
除
き
、
行
為
者
側
を

X、
被
害
者
側
を

Aと
表

記
し
て
い
る
た
め
、
表
記
が
逆
に
な
っ
て
い
る
）。
な
お
、
ロ
ク
シ
ン
は
被
害
者
利
用
の
類
型
を
直
接
正
犯
と
し
て
い
る
。

（
34
）R

o
xin,

D
er

A
nfa

n
g

d
es

b
e
e
n
d
ete

n
V
ers

u
c
h
s,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
21
4

ff.

を

参

照
。
さ

ら

に
、ders,

T
ate

ntsc
hluß

u
n
d
A
nfa

n
g
d
er

A
u
sfu
¨

h
r
u
n
g
b
ei
m

V
ers

u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
9

f.;
d
ers,

a.
a.

O.
(
F
n.
23),

S.
3
97

ff.

（
35
）

一
九
七
二
年
当
時
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
行
為
者
が
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
合
の
未
遂
の
開
始
時
期

に
つ
い
て
、
独
自
の
見
解
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
年
の
論
文
で
は

法
益
の
危
殆
化

と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
行
為
者
が
結
果
実
現
の
た
め
に
必
要
な
こ
と
を
な
し
終
え
て
い
な
い
場
合
の
未
遂
の
開
始
時
期
と
同
じ
基
準
で
判

断
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
現
在
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
未
遂
の
開
始
の
判
断
基
準
と
し
て
、

被
害
者
領
域
へ
の
侵
入

と

時
間
的
密
接
性

の
二
つ
を
挙
げ
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
両
方
が
満
た
さ
れ
る
こ
と

が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。R

o
xin,

T
ate

ntsc
hluß

u
n
d
A
nfa

n
g
d
er

A
u
sfu
¨

h
r
u
n
g
b
ei
m

V
ers

u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
4

ff.;
d
ers,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
3
7
4

ff.

を
参
照
。

（
36
）R

o
xin,

D
er

A
nfa

n
g
d
es

b
e
e
n
d
ete

n
V
ers

u
c
h
s,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
2
2
3

ff.;
d
ers,

T
ate

ntsc
hluß

u
n
d
A
nfa

n
g

d
er

A
u
sfu
¨

h
r
u
n
g
b
ei
m

V
ers

u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
9

f.;
d
ers,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
39
7

ff.

（
37
）

前
注
で
指
示
し
た
箇
所
を
参
照
。
な
お
、
本
文
中
で
根
拠
の
①
と
し
て
挙
げ
た
、

行
為
を
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
最
終
的
な

決
断
が
行
わ
れ
る
瞬
間

や

臨
界
状
況
の
試
練

と
い
う
表
現
は
、Boc

k
el
m
a
n
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
8),

S.
1
46

が
提
示
す
る
未
遂

の
開
始
の
基
準
の
借
用
で
あ
る
。R

o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
23),

S.
4
00

で
は
、
こ
れ
に
代
え
て

行
為
の
完
遂

（H
a
n
dlu

n
g
s‑

d
u
rc
hfu
¨

h
r
u
n
g

）
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
38
）

ロ
ク
シ
ン
は
被
害
者
利
用
の
類
型
を
直
接
正
犯
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
を
間
接
正
犯
と
構
成
す
れ
ば
、
前
述
の
毒
入
り
コ
ー
ヒ
ー
事

例
で
行
為
者
が
被
害
者
の
帰
宅
を
待
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
ま
さ
に
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
あ
た
る
と
い
え
よ
う
。

（
39
）E

ser,
a.

a.
O.
(
F
n.
26),

§
2
2

R
d
n.
5
4

参
照
。

間接正犯の実行の着手に関する一考察

173



（
40
）

た
と
え
ば
、W

ilfrie
d
K
u
¨

p
er,

D
er

V
ers

u
c
h
sb

e
gin

n
b
ei

m
ittelb

arer
T
a
¨
tersc

h
aft,

J
Z1
9
83,

S.
3
67

は
、
手
放
し
説

は
未
遂
犯
に
特
有
の
危
殆
化
の
側
面
を
無
視
し
て
い
る
と
す
る
。

（
41
）

以
下
の
記
述
に
つ
き
、K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
0),

S.
3
6
9.

（
42
）

そ
の
例
と
し
て
、
猟
師

X
が
、
客
体
が
人
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
い
な
い
猟
師

Y
に
対
し
、

獲
物

（W
ild

）
を
撃
て

と
促
す
場
合
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(
K
u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
0),

S.
3
69

(
A
n
m.
7
2))

。

（
43
）K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
0),

S.
37
0.

さ
ら
に
、K

arl
H
ein

z
G
o
¨
ssel,

Z
u
r
A
b
g
re

n
z
u
n
g
d
er

V
orb

ereitu
n
g
v
o
m

V
er‑

s
u
c
h(

A
n
m.

z
u
B
G
H,

U
rt.

v.
1
6.

9.
1
9
7
5),

S.
25
0.

（
44
）K

a
d
el,

V
ers

u
c
h
sb

e
gin

n
b
ei

m
ittelb

arer
T
a
¨
tersc

h
aft‐

v
ers

u
c
hte

m
ittelb

are
T
a
¨
tersc

h
aft,

G
A19

83,
S.
30
8.

（
45
）K

a
d
el,

a.
a.

O.
(
F
n.
44),

S.
3
07.

（
46
）K

a
d
el,

a.
a.

O.
(
F
n.
44),

S.
3
08.

（
47
）K

ristia
n

K
u
¨

hl,
V
ers

u
c
h
sstrafb

ar
k
eit

u
n
d

V
ers

u
c
h
sb

e
gin

n,
in:

F
estsc

h
rift

fu
¨

r
W
ilfrie

d
K
u
¨

p
er

z
u
m
7
0.

G
e
b
u
rtsta

g,
2
0
0
7,

S.
30
3

f.;
d
ers,

Strafrec
ht

A
llg

e
m
ein

er
T
eil,6.

A
ufl.2

00
8,

S.
6
79

ff.

（
48
）S

v
e
n
K
r
u
¨

g
er,

D
er

V
ers

u
c
h
sb

e
gin

n
b
ei

m
ittelb

arer
T
a
¨
tersc

h
aft,

1
99
4,

S,
4
0

ff.,
1
0
3,

1
8
4

ff.

（
49
）G

u
¨

nter
Strate

n
w
erth/

L
oth

ar
K
u
hle

n,
Strafrec

ht
A
llg

e
m
ein

er
T
eil,5.

A
ufl.2

00
4,

S.
2
94.

（
50
）R

alf
K
rac

k,
D
er

V
ers

u
c
h
sb

e
gin

n
b
ei

M
itta
¨
tersc

h
aft

u
n
d
m
ittelb

arer
T
a
¨
tersc

h
aft,

Z
St

W1
9
9
8,

S.
6
32.

（
51
）K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
50),

S.
6
3
2.

（
52
）K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
50),

S.
6
3
2.

（
53
）K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
0),

S.
63
3.

た
だ
し
、
キ
ュ
ー
パ
ー
と
同
様
、
前
掲
注（
42
）の
例
で
は
、

獲
物
を
撃
て

と
促
し
た
時

点
で
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。
そ
の
時
点
で
、
既
に
殺
人
の
構
成
要
件
の
実
現
が
時
間
的
に
切
迫
し
て
い
る
か
ら
だ
と
す
る
（S.

63
4

f.

）。

（
54
）

こ
れ
は

犯
行
計
画

と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ
る
。Tatpla

n
で
は
な
くV

orstellu
n
g

と
い
う
単
語
が
用
い
ら
れ
た
理
由
に
つ
い

て
は
、B

T‐
D
r
u
c
k
sac

h
e
V/4
0
95

S.
11

参
照
。

（
55
）

以
上
に
つ
き
、K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
50),

S.
6
3
6

ff.

法学研究 83 巻 1 号（2010 : 1）

174



（
56
）R

olf
D
ietric

h
H
erz

b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

in:
F
estsc

h
rift

fu
¨

r

Cla
u
s
R
o
xin

z
u
m70.

G
e
b
u
rtsta

g,
S.
7
5
1

f.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m

Strafg
esetz

b
u
c
h,
20
03,

§
2
2

R
d
n.
13
9;

R
o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
4
14.

（
57
）T

h
o
m
as

Fisc
h
er,

Strafg
esetz

b
u
c
h

u
n
d

N
e
b
e
n
g
esetze,

5
6.

A
ufl.

20
0
9,

§
22

R
d
n.

2
5;

Jo
h
a
n
n
es

W
essels/

W
er
n
er

B
e
ulk

e,
Strafrec

ht
A
llg

e
m
ein

er
T
eil,38.

A
ufl.2

00
8,

S.
2
22.

（
58
）

ド
イ
ツ
刑
法
典
二
五
条
一
項
は
、

自
ら
ま
た
は
他
の
者
を
通
じ
て
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
も
の
は
、
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る

と

規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
関
し
、
こ
れ
が
単
独
正
犯
の
正
犯
性
の
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ

て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
効
果
を
認
め
な
い
場
合
、
間
接
正
犯
を
説
明
す
る
に
は
、
間
接
正
犯
者
の
行
為
が
各
則
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る

行
為
だ
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
同
規
定
に
よ
っ
て
正
犯
性
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
見
解
か
ら
は
、
間
接
正

犯
者
の
行
為
そ
れ
自
体
は
各
則
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
く
と
も
、
他
人
の
行
為
が
帰
属
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
正
犯
性
が
獲
得
さ
れ
る

と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

被
利
用
者
の
行
為
が
利
用
者
に
帰
属
さ
れ
る

と
い
う
全
体
解
決
説
の
背
後
に
は
後
者
の
考
え
方
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

（K
u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
0),

S.
3
7
0

参
照
。
ま
た
、K

r
u
¨

g
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
48),

S.
4
6

は
、

常
に
自
ら
の
手
に
よ
る
行
為
が
構

成
要
件
該
当
性
を
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
統
一
的
な
正
犯
理
論
を
法
規
は
求
め
て
い
な
い

と
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
）。

し
か
し
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
二
五
条
一
項
の
よ
う
な
規
定
の
存
在
し
な
い
我
が
国
に
こ
の
よ
う
な
見
解
を
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
島
田
聡
一
郎

正
犯
・
共
犯
論
の
基
礎
理
論

（
二
〇
〇
二
）
一
二
八
頁
、
照
沼
・
前
掲
注（
10
）九
一
頁
。

（
59
）

法
務
大
臣
官
房
司
法
法
制
部

ド
イ
ツ
刑
法
典

（
法
務
資
料
四
六
一
号
、
二
〇
〇
七
）
二
五
頁
の
訳
に
し
た
が
っ
た
。
原
文
は
次

の
通
り
。

Ein
e
Straftat

v
ers

u
c
ht,

w
er

n
ac

h
sein

er
V
orstellu

n
g
v
o
n
d
er

T
at

z
u
r
V
er

w
ir
klic

h
u
n
g
d
es

T
atb

esta
n
d
es

u
n‑

m
ittelb

ar
a
n
setzt.

（
60
）K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
40),

S.
37
0.

（
61
）K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
40),

S.
37
0.

（
62
）K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
50),

S.
6
3
7;

K
r
u
¨

g
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
48),

S.
96

f.
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（
63
）K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
40),

S.
37
0.

（
64
）K

u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
40),

S.
37
0;

R
o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
23),

S.
41
5.
（
65
）R

o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
4
1
4,

3
9
8.

（
66
）K

rac
k,

a.
a.

O.
(
F
n.
50),

S.
6
3
6;

K
u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
0),

S.
37
0.

（
67
）P

u
p
p
e,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
8),

S.
1
7
8

f.

参
照
。

（
68
）H

arro
O
tto,

V
ers

u
c
h
u
n
d
R
u
¨

c
ktritt

b
ei

m
e
h
rere

n
T
atb

eteiligte
n(1.

T
eil),

J
A19

8
0,

S.
6
42

ff.;
d
ers,

G
r
u
n
d‑

k
u
rs

Strafrec
ht,
7.

A
ufl.2

0
04,

S.
31
5.

（
69
）O

tto,
V
ers

u
c
h
u
n
d

R
u
¨

c
ktritt

b
ei

m
e
h
rere

n
T
atb

eteiligte
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
6
8),

S.
6
4
6.

た
だ
し
、

遅
く
と
も

（sp
a
¨
teste

n
s

）

と
も
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
以
前
に
未
遂
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
趣
旨
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
70
）O

tto,
V
ers

u
c
h
u
n
d
R
u
¨

c
ktritt

b
ei

m
e
h
rere

n
T
atb

eteiligte
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
68),

S.
6
4
6

参
照
。

（
71
）H

ille
n
k
a
m
p,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

§
2
2

R
d
n.
85.

（
72
）H

ille
n
k
a
m
p,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

§
2
2

R
d
n.
15
5

ff.

（
73
）

前
述
し
た
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
と
は
異
な
り
、
ヒ
レ
ン
カ
ン
プ
は
、
行
為
者
の
表
象
上
で
は
な
く
、
実
際
に
結
果
発
生
が
切
迫
す
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
。

（
74
）H

ille
n
k
a
m
p,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

§
2
2

R
d
n.
13
6

ff.

（
75
）H

ille
n
k
a
m
p,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

§
2
2

R
d
n.
13
9

ff.,
1
5
5

ff.

（
76
）H

ille
n
k
a
m
p,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

§
2
2

R
d
n.
1
4
0;

O
tto,

V
ers

u
c
h
u
n
d
R
u
¨

c
ktritt

b
ei

m
e
h
rere

n
T
atb

eteiligte
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
6
8),

S.
6
46.

（
77
）

こ
こ
で
全
体
解
決
説

的

と
し
た
の
は
、
以
下
で
取
り
上
げ
る
見
解
（
特
に
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
の
見
解
）
は
、
厳
密
に
み
れ
ば
、
も

は
や
全
体
解
決
説
の
範
疇
に
は
収
ま
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
78
）

ラ
ス
は
、
行
為
者
が
実
現
し
よ
う
と
し
た
構
成
要
件
に
関
し
、
被
害
者
に
当
該
構
成
要
件
に
対
応
し
た
防
御
行
為
の
必
要
性
が
生
じ

た
時
点
で
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
基
準
を
提
示
す
る
（Ju

¨
r
g
e
n
R
ath,

G
r
u
n
dfa
¨
lle

z
u
m

U
n
rec

ht
d
es

V
ers

u
c
h
s,

J
u
s1
9
9
8,

S.
1
10
9

）。
そ
し
て
、
こ
の
基
準
は
間
接
正
犯
の
場
合
に
も
同
様
に
あ
て
は
ま
る
と
し
、
間
接
正
犯
の
未
遂
は
、
原
則
と
し
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て
、
被
利
用
者
が
前
記
の
基
準
に
該
当
す
る
よ
う
な
行
為
を
し
た
時
点
で
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
導
い
て
い
る(

R
ath,

a.
a.

O.

(
F
n.
26),

S.
14
3)

。

（
79
）H

erz
b
er
g,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
8),

S.
9
2

f.

（
80
）H

erz
b
er
g,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
1

ff.

（
81
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6),

S.
7
49

ff.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
56)

,
§
2
2

R
d
n.
1
28

ff.

こ
の
立
場
は
、ders,

B
e
g
e
h
u
n
g

u
n
d

E
rfolg

b
ei
m

V
ers

u
c
h(§§

8,
2
2

St
G
B),

in:
F
estsc

h
rift

fu
¨

r
H
a
n
s‐
Jo
ac

hi
m

R
u
d
olp

hi
z
u
m
7
0.

G
e
b
u
rtsta

g,

20
04,

S.
75

ff.

で
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

（
82
）H

erz
b
er
g,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
8),

S.
9
3

f.

（
83
）H

erz
b
er
g,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
9),

S.
8

f.

（
84
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6),

S.
75
8

f.

参
照
（
特

に
、A

n
m.
2
7

）。

（
85
）H

erz
b
er
g,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6)
,
§
22

R
d
n.
1
45.

（
86
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6),

S.
7
6
2.

（
87
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6),

S.
7
61

ff.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6)
,
§
22

R
d
n.
1
43.

（
88
）

た
だ
し
、
和
田
・
前
掲
注（
13
）二
一
六
頁
以
下
。

（
89
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
56),

S.
76
3

f.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6)
,
§
22

R
d
n.
1
46.

（
90
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
56),

S.
76
3

f.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6)
,
§
22

R
d
n.
1
46.

（
91
）H

erz
b
er
g,

D
er

V
ers

u
c
h,

die
Straftat

d
u
rc
h
ein

e
n
a
n
d
ere

n
z
u
b
e
g
e
h
e
n,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6),

S.
7
66

ff.;
d
ers,

in:
M
u
¨

n
c
h
e
n
er

K
o
m
m
e
ntar

z
u
m
Strafg

esetz
b
u
c
h,

a.
a.

O.
(
F
n.
5
6)
,
§
22

R
d
n.
1
46.
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（
92
）

同
様
の
見
解
と
し
て
、H

a
n
s‐

H
ein

ric
h
Jesc

h
ec

k/
T
h
o
m
as

W
eig

e
n
d,

L
e
h
rb

u
c
h
d
es

Strafrec
ht

A
llg

e
m
ein

er
T
eil,

5.
A
ufl.1

9
9
6,

S.
52
1.

ま
た
、
原
則
と
し
て
は
手
放
し
時
に
未
遂
の
開
始
を
認
め
な
が
ら
も
、

正
犯
の
背
後
の
正
犯

の
ケ
ー
ス
で

は
行
為
帰
属
論
的
な
見
地
か
ら
被
利
用
者
の
行
為
時
に
、
被
害
者
利
用
の
ケ
ー
ス
で
は
不
作
為
犯
的
構
成
に
よ
り
法
益
の
直
接
の
危
殆
化

が
生
じ
た
時
点
に
こ
れ
を
認
め
る
も
の
と
し
て
、Fra

n
z
Stre

n
g,

W
ie

o
bje

ktiv
ist

d
er

o
bje

ktiv
e
V
ers

u
c
h
statb

esta
n
d,

in:
G
e
d
a
¨
c
htnissc

h
rift

fu
¨

r
H
ein

z
Zipf,

1
9
99,

S.
3
2
5

ff.

（
93
）E

ser,
a.

a.
O.
(
F
n.
26),

§
2
2

R
d
n.
4
2.

（
94
）E

ser,
a.

a.
O.
(
F
n.
2
6),

§
2
2

R
d
n.
5
4
a.

同
様
の
結
論
を
採
用
す
る
も
の
と
し
て
、Fisc

h
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
57),

§
2
2

R
d
n.

26
ff.

さ
ら
に
、Ju

¨
r
g
e
n

M
e
y
er,

K
ritik

a
n
d
er

N
e
u
re

g
elu

n
g
d
er

V
ers

u
c
h
sstrafb

ar
k
eit,

Z
St

W19
75,

S.
6
0
2

ff.

（
95
）P

r
uß̈

n
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
4),

S.
1
1
9

ff.

（
96
）

判
例
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
は
、K

r
u
¨

g
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
4
8),

S.
29

ff.;
P
r
uß̈

n
er,

a.
a.
O.
(
F
n.
24),

S.
10
8

ff.;
R
o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
23),

S.
4
0
2

ff.,
4
0
9

ff.;
S
c
hillin

g,
a.

a.
O.
(
F
n.
24),

S.
1
1

ff.

（
97
）S

c
hillin

g,
a.

a.
O.
(
F
n.
24),

S.
11

ff.

た
だ
し
、R

G
St4

5,
28
2.

（
98
）R

G
St5

9,
1.

（
99
）

自
然
的
観
察

や

構
成
要
件
実
現
へ
の
必
然
的
な
共
属
性

と
い
う
観
点
か
ら
、
問
題
の
行
為
が

実
行
行
為
の
構
成
要
素

と
い
え
る
か
否
か
を
未
遂
の
開
始
の
基
準
と
す
る
の
が
、
当
時
の
確
立
し
た
判
例
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
挙
げ
た
も
の
の
ほ
か
、R

G
St

51,
3
41;

54,
3
5;

71,
4;

7
3,

1
42;

7
7,

1
72

な
ど
。
な
お
、
未
遂
の
概
念
を
定
め
た
当
時
の
規
定
（
旧
四
三
条
）
は
以
下
の
通
り
（
二

項
は
省
略
）。

W
er

d
e
n
E
ntsc

hluß,
ein

V
erbrec

h
e
n
o
d
er

V
er
g
e
h
e
n
z
u
v
er
u
¨

b
e
n,

d
u
rc
h

H
a
n
dlu

n
g
e
n,

w
elc

h
e
ein

e
n

A
nfa

n
g

d
er

A
u
sfu
¨

h
r
u
n
g
dieses

V
erbrec

h
e
n
s
o
d
er

V
er
g
e
h
e
n
s
e
nth

alte
n,

b
eta
¨
tigt

h
at,

ist,
w
e
n
n
d
as

b
e
a
bsic

htigte

V
erbrec

h
e
n
o
d
er

V
er
g
e
h
e
n
nic

ht
z
u
r
V
olle

n
d
u
n
g
g
e
k
o
m
m
e
n
ist,

w
e
g
e
n
V
ers

u
c
h
es

z
u
b
estrafe

n.

（
100

）R
G
St6

6,
1
41.

（
101

）B
G
H
St3,

1
10.

（
102

）

第
二
次
世
界
大
戦
末
期
、
兵
役
に
就
い
て
い
る
夫
か
ら
ヒ
ト
ラ
ー
や
ナ
チ
党
を
嘲
罵
す
る
内
容
の
手
紙
を
受
け
取
っ
た
被
告
人
が
、
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こ
の
機
会
に
夫
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
考
え
、
当
局
に
こ
の
件
を
通
報
し
、
軍
事
裁
判
に
よ
る
死
刑
を
利
用
し
て
夫
を
殺
害
し
よ
う
と
し

た
が
、
死
刑
判
決
は
下
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
が
執
行
さ
れ
る
前
に
部
隊
が
解
散
さ
れ
た
た
め
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ

る
。
本
判
決
は
、
殺
人
の
未
遂
の
成
否
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
被
告
人
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
死
刑
判
決
の
時
点
で
未
遂
が
認
め
ら

れ
る
と
し
た
（
背
景
に
は
、
当
時
の
混
乱
し
た
状
況
下
で
は
、
死
刑
判
決
の
宣
告
後
、
す
ぐ
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た

と
い
う
事
情
が
あ
る
）。
被
告
人
の
行
為
か
ら
離
れ
た
時
点
で
未
遂
を
認
め
た
と
い
う
点
で
、
興
味
深
い
判
例
で
は
あ
る
。

（
103

）B
G
H
St4,

2
71.

（
104

）B
G
H
St3

0,
36
3.

本
判
決
は
、
原
口
・
前
掲
注（
9
）九
一
頁
以
下
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
105

）

こ
の
物
質
の
性
質
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
不
明
で
あ
る
が
、
実
際
に
入
っ
て
い
た
液
体
と
は
異
な
り
、
被
害
者
に
重
い
傷
害
を
負

わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
実
際
は
重
傷
害
罪
を
実
現
さ
せ
る
意
図
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を

Aに

隠
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
重
傷
害
罪
の
間
接
正
犯
が
問
題
と
な
っ
た
。

（
106

）

こ
の
予
備
と
未
遂
の
区
別
基
準
に
関
す
る
判
示
部
分
の
内
容
が
、
前
記
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
五
三
年
判
決
以
前
の
も
の
と
異
な
る

の
は
、
こ
の
間
に
刑
法
典
の
総
則
に
関
す
る
全
面
改
正
が
行
わ
れ
、
未
遂
に
関
す
る
規
定
の
文
言
も
大
幅
に
変
更
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

現
在
の
規
定
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
59
）を
、
旧
規
定
に
つ
い
て
は
前
掲
注（
99
）を
参
照
。
現
規
定
の
下
で
は
、
未
遂
の
開
始
が
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
、
行
為
が
構
成
要
件
の
一
部
実
現
の
段
階
ま
で
至
っ
て
い
る
必
要
は
な
く
、
そ
の
直
前
に
位
置
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
の
が

判
例
を
含
め
て
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
現
規
定
下
に
お
け
る
未
遂
の
開
始
に
関
す
る
判
例
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

実
行
の
着
手
と
実
行

行
為

法
学
研
究
八
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
）
三
三
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
107

）Cla
u
s
R
o
xin,

in:
L
eip

zig
er

K
o
m
m
e
ntar,

1
1.

A
ufl.20

0
3,

§
2
5

R
d
n.
15
2.

（
108

）

も
っ
と
も
、
同
判
決
か
ら
四
年
後
の
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
六
年
八
月
五
日
判
決
（N

StZ1
98
6,

5
47

）
は
、
よ
り
手
放
し
説

的
な
判
示
を
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
に
判
例
が
手
放
し
説
に
傾
斜
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

（
109

）B
G
H
St4

3,
1
77.

本
件
の
紹
介
と
し
て
、
関
根
徹

被
害
者
の
関
与
が
必
要
な
場
合
の
未
遂
の
開
始
│
毒
の
わ
な

比
較
法
雑
誌

三
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
〇
）
二
〇
九
頁
以
下
、
山
中
・
前
掲
注（
11
）七
二
四
頁
。

（
110

）B
G
H
St4

3,
18
1

f.

（
111

）Cla
u
s
R
o
xin,

A
n
m.

z
u
B
G
H,

U
rt.

v.
1
2.8.1

9
9
7,

J
u
s1
9
9
8,

S.
21
1.

さ
ら
に
、
本
件
の
原
審
で
あ
るO

L
G

M
u
¨

n
c
h
e
n
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N
StZ‐

R
R1
9
9
6,

7
1

も
参
照
。

（
112

）R
o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
1
1
1),

S.
2
1
1

f.
（
113

）K
arl

H
ein

z
G
o
¨
ssel,

A
n
m.

z
u
B
G
H,

U
rt.

v.
1
2.8.19

9
7,

J
R19

9
8,

S.
29
3

ff.

参
照
。

（
114

）N
StZ1

9
9
8,

S.
2
9
4.

（
115

）N
StZ2

0
0
1,

S.
4
7
5.

（
116

）N
J
W
2
00
6,

S.
3
3
6
4
(

m
it

A
n
m
er
k
u
n
g
v
o
n
K
arl‐

R
u
d
olf

W
in

kler).

こ
の
ほ
か
、
第
三
者
利
用
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、

B
a
y
O
b
L
G

N
StZ2

00
4,

S.
40
1

な
ど
が
あ
る
。

（
117

）K
r
u
¨

g
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
48),

S.
9
4

f.

（
118

）K
u
¨

p
er,

a.
a.

O.
(
F
n.
40),

S.
37
2.

（
119

）

山
口
厚

問
題
探
究

刑
法
総
論

（
一
九
九
八
）
二
一
〇
頁
は
、
そ
の
時
点
で
作
為
可
能
性
が
失
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
不
作
為

犯
の
罪
責
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
批
判
す
る
。
ま
た
、
齋
野
・
前
掲
注（
11
）六
三
│
六
四
頁
は
、

離
隔
犯
・
間
接
正
犯
の
実
行
の

着
手
に
限
っ
て
不
作
為
犯
を
持
ち
出
す
こ
と
は
余
り
に
技
巧
的
に
過
ぎ
る

と
す
る
。

（
120

）

前
掲
注（
11
）で
挙
げ
た
諸
見
解
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

（
121

）

客
観
的
危
険
説
に
関
す
る
筆
者
の
考
え
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

不
能
犯
に
関
す
る
一
考
察
│
客
観
的
危
険
説
の
検
討
│

法
学
政
治

学
論
究
五
八
号
（
二
〇
〇
三
）
三
三
五
頁
以
下
を
参
照
。

（
122

）

こ
の
よ
う
な
見
解
と
し
て
、
山
口

危
険
犯
の
研
究

（
前
掲
注（
6
））
一
六
七
頁
以
下
。
さ
ら
に
、
和
田
俊
憲

不
能
犯
（
二
）

西
田
典
之
ほ
か
編

刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
［
第
六
版
］
（
二
〇
〇
八
）
一
三
七
頁
。

（
123

）

佐
伯
・
前
掲
注（
3
）一
二
七
頁
。

（
124

）

和
田
・
前
掲
注（
13
）二
一
八
│
二
一
九
頁
。

（
125

）

島
田
聡
一
郎
=
小
林
憲
太
郎

事
例
か
ら
刑
法
を
考
え
る

（
二
〇
〇
九
）
二
九
三
頁
〔
小
林
憲
太
郎
執
筆
〕
参
照
。

（
126

）

平
野
・
前
掲
注（
4
）三
一
四
頁
、
山
口

刑
法
総
論

第
二
版

（
前
掲
注（
6
））
二
六
九
頁
。

（
127

）

塩
見
淳

実
行
の
着
手
に
つ
い
て
（
一
）
～
（
三
）・
完

法
学
論
叢
一
二
一
巻
二
号
一
頁
以
下
、
四
号
一
頁
以
下
、
六
号
一
頁
以

下
（
い
ず
れ
も
、
一
九
八
七
）
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
貫
か
れ
た
研
究
で
あ
る
。
た
だ
し
、
時
間
的
な
切
迫
性
か
結
果
発
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生
の
自
動
性
の
ど
ち
ら
か
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
と
す
る
。
同
様
に
、
井
田

講
義
刑
法
学
・
総
論

（
前
掲
注（
5
））
三
九
七
頁
以
下
。

（
128

）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
で
は
あ
る
が
、
ロ
ク
シ
ン
が
、
こ
の
よ
う
な
場
面
で
の
未
遂
の
開
始
の
基
準
は
未
遂
犯
の
処
罰
根
拠
か
ら
は

導
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
法
治
国
家
的
見
地
か
ら
構
成
要
件
へ
の
近
接
性
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る(

R
o
xin,

a.
a.

O.
(
F
n.
2
3),

S.
3
61

f.)

。

（
129

）

井
田

講
義
刑
法
学
・
総
論

（
前
掲
注（
5
））
八
二
頁
。

（
130

）

本
稿
以
前
に
手
放
し
説
を
詳
細
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、
中
・
前
掲
注（
2
）一
頁
以
下
、
同

間
接
正
犯
と
不
作
為
犯
の
実
行
着

手
│
中
山
説
に
関
連
し
て
│

関
西
大
学
法
学
論
集
三
六
巻
六
号
（
一
九
八
七
）
九
九
頁
以
下
（
=
同

刑
法
上
の
諸
問
題

（
一
九
九

一
）
二
二
二
頁
以
下
）。

（
131

）

ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
一
九
八
六
年
八
月
五
日
判
決
（
前
掲
注（
108

））
の
事
案
か
ら
示
唆
を
得
た
。
た
だ
し
、
同
判
決
は
ピ
ス
ト

ル
を
突
き
つ
け
て
発
進
を
命
じ
た
時
点
で
手
放
し
が
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
132

）

中
・
前
掲
注（
2
）一
六
│
一
七
頁
以
下
。

（
133

）

な
お
、

客
観
的
に
事
象
支
配
が
行
為
者
か
ら
手
放
さ
れ
た
状
態

を
未
遂
結
果
と
構
成
し
、
そ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
た
時
点
で

着
手
を
認
め
る
見
解
も
理
論
的
に
は
成
り
立
ち
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
文
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
時
点
ま
で
着
手
を
認
め
な

い
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
見
解
は
採
用
し
な
い
。

間接正犯の実行の着手に関する一考察
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