
共
同
正
犯
に
お
け
る

特
殊
な
危
険

と
過
失
共
同
正
犯
論

内

海

朋

子

序第
一
章

共
同
正
犯
概
念
の
起
源
│
│
共
同
正
犯
概
念
の
二
つ
の
ル
ー
ツ

第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
共
謀
を
中
核
と
し
た
共
同
正
犯
論
の
興
隆

第
三
章

共
同
正
犯
に
法
益
侵
害
に
対
す
る
特
殊
な
危
険
を
見
出
す
諸
見
解

結

語

序

団
藤
重
光
は
か
つ
て
、

過
失
犯
の
本
質
は
無
意
識
的
な
部
分
に
あ
る
の
で
過
失
犯
に
は
共
同
正
犯
は
あ
り
え
な
い

と
過
失
共

同
正
犯
肯
定
説
を
批
判
し
た
。
ま
た
前
田
雅
英
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
意
思
連
絡
に
よ
っ
て
個
別
に
行
為
し
た
場
合
以
上
に
法

益
侵
害
結
果
発
生
の
危
険
性
を
高
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
過
失
犯
の
場
合
に
は
何
ら
か
の
心
理
的
因
果
性
が
及
ぼ
さ
れ
る

場
合
で
あ
っ
て
も
過
失
単
独
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
に
対
す
る

批
判
の
背
景
に
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
一
部
実
行
全
部
責
任
を
問
い
う
る
根
拠
は
、
複
数
人
が

意
識
的
・
意
欲
的
共
同

を
通

共同正犯における 特殊な危険 と過失共同正犯論

31



じ
て
互
い
に
相
手
側
の
行
為
を
利
用
し
あ
っ
て
犯
罪
を
遂
行
し
、
法
益
侵
害
結
果
発
生
の
可
能
性
を
高
め
る
点
に
あ
る
か
ら
、
意
思

連
絡
を
通
じ
て
の
危
険
性
の
増
大
が
想
定
で
き
な
い
過
失
犯
に
つ
い
て
は
、
共
同
正
犯
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

判
断
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
意
思
を
通
じ
て
行
為
す
る
者
に
対
し
、
法
益
侵
害
結
果
発
生
の
可

能
性
を
共
同
し
て
減
少
さ
せ
る
べ
き
注
意
義
務
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
共
同
注
意
義
務
違
反
説
に
お
い
て
は
、
危
険
性

を
共
同
し
て
減
少
さ
せ
る
べ
き
共
同
注
意
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
。
意
思
連
絡
を
通
じ
て
互
い
に
相
手
側
の
行
為
を
利
用
し
あ
う
こ

と
に
よ
り
、
一
人
で
結
果
回
避
に
あ
た
る
よ
り
も
い
っ
そ
う
確
実
な
結
果
回
避
が
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
共
同
し
て
懈
怠
す
る
、

と
い
う
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、
│
│
本
稿
は
そ
の
よ
う
な
立
場
を
採
ら
な
い
も
の
の
│
│
意

思
連
絡
を
通
じ
て
互
い
に
相
手
側
の
行
為
を
利
用
し
あ
っ
て
犯
罪
を
遂
行
し
、
結
果
発
生
の
確
率
を
高
め
る
と
い
う
共
同
正
犯
の
理

解
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
を
採
用
す
る
に
し
て
も
、
果
た
し
て
ど
の
よ
う
な
内
容
の
見
解
を
支
持
す
べ
き
か
に
つ
い

て
は
、
共
同
正
犯
概
念
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
影
響
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
共
同
正
犯
の
本
質
を
ド
イ
ツ
に
お
け
る

特

殊
な
危
険

概
念
に
関
す
る
議
論
を
検
討
し
、
そ
の
理
解
か
ら
過
失
共
同
正
犯
論
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
導
か
れ
る
か
を
考

察
す
る
。

第
一
章

共
同
正
犯
概
念
の
起
源
│
│
共
同
正
犯
概
念
の
二
つ
の
ル
ー
ツ

第
一
節

ク
ラ
ー
ツ
の
分
析

現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
共
同
実
行
意
思
を
要
求
す
る
見
解
が
通
説
的
で
あ
る
。
過
失
共
同
正
犯
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
も
、

故
意
共
同
正
犯
の
理
論
構
造
を
解
明
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
過
失
犯
に
も
応
用
し
よ
う
と
す
る
見
解
が
、
現
在
で
は
少
な
か
ら
ず
存

法学研究 83 巻 9 号（2010 : 9）

32



在
す
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
史
を
振
り
返
る
と
、
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
、
ド
イ
ツ
で
は
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
を

め
ぐ
り
、
実
に
多
様
な
見
解
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
ツ
ィ
ン
マ
ー
ル
は
、
因
果
的
共
働
こ
そ
が
共
同
正
犯
の
本
質
で

あ
り
、
共
同
正
犯
独
自
の
主
観
的
要
件
を
一
切
不
要
と
し
、
共
同
目
的
の
下
、
他
者
と
共
に
結
果
発
生
を
目
指
し
て
行
為
す
る
と
き

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
過
失
犯
同
士
、
あ
る
い
は
故
意
犯
と
過
失
犯
の
間
で
も
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
。

他
方
、
オ
ル
ト
マ
ン
は
、
共
同
正
犯
成
立
に
は
他
の
関
与
者
の
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ

の
行
為
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
、
故
意
犯
に
お
い
て
は
他
者
の
法
益
侵
害
の
意
図
を
、
過

失
犯
に
お
い
て
は
他
者
が
過
失
行
為
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
内
部
に
お
い
て
も
、
そ
の
成
立
に
必
要
な
主
観
的
要
件
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
錯
綜
し
て
い
た

背
景
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
共
同
正
犯
概
念
の
本
質
的
要
素
と
し
て
、
意
思
連
絡
を
必
要
と
す
る
説
と
、
不
要
と
す
る
説
の
、
二
つ

の
ル
ー
ツ
が
存
在
し
て
い
た
点
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
近
時
の
研
究
で
あ
る
、
ク
ラ
ー
ツ
の
分
析
は
、
過
失
共
同
正
犯

を
考
え
る
う
え
で
も
非
常
に
示
唆
に
富
む
の
で
、
以
下
で
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
た
い
。

ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
、
殺
人
罪
を
中
心
と
し
た
、
共
謀
要
件
を
必
要
と
す
る
規
定
と
、
複
数
人
の
殴
打
行
為
が
同
時
的
に
行
わ
れ
た
場
合

に
お
け
る
規
定
と
が
、
共
同
正
犯
概
念
の
二
つ
の
ル
ー
ツ
を
形
成
し
て
い
る
。
後
者
の
、
同
時
的
な
共
働
に
お
い
て
客
観
的
な
結
果
の
共
同

惹
起
が
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
、
共
同
実
行
意
思
を
必
要
と
し
な
い
規
定
は
、
複
数
人
の
同
時
的
な
物
理
的
活
動
を
示
す
、
共
同
惹
起
（M

i‑
tu
r
h
e
b
ersc

h
aft

）
と
し
て
引
き
継
が
れ
た
。
一
方
、
前
者
の
よ
う
に
共
謀
概
念
を
中
核
に
共
犯
（
広
義
）
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
行
為

以
前
に
行
わ
れ
た
共
同
行
為
計
画
へ
の
関
与
が
処
罰
の
重
要
な
要
素
と
な
り
、
犯
行
へ
の
客
観
的
寄
与
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
実
行
現
場
で
の

立
ち
会
い
や
、
行
為
終
了
後
の
助
力
な
ど
、
今
日
で
は
共
同
実
行
と
は
評
価
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
足
り
る
、
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
主
観
面
を
重
視
す
る
共
謀
概
念
に
お
い
て
は
、
犯
罪
に
先
立
つ
行
為
計
画
を
想
定
し
に
く
い
過
失
犯
で
は
共
同
正
犯
は
あ
り
え
な
い
こ

と
と
な
る
。
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こ
の
共
謀
中
心
の
共
犯
理
解
に
お
い
て
は
共
謀
後
の
犯
罪
実
行
に
対
す
る
各
人
の
関
与
の
在
り
方
は
様
々
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
実
行
へ
の
関
与
の
度
合
い
に
よ
る
処
罰
の
区
分
が
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
正
犯
と
幇
助
犯
の
区
別
が
困
難

に
な
る
。
そ
こ
で
、
共
犯
に
お
け
る
客
観
的
要
素
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
動
き
は
立
法
に
も
反
映
さ
れ
て
、
共
謀
概
念

に
代
わ
り
、
合
意
が
な
さ
れ
た
う
え
で
、
そ
の
合
意
で
取
り
決
め
ら
れ
た
行
為
が
実
際
に
実
行
さ
れ
た
場
合
を
意
味
す
る
共
同
正
犯

概
念
が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
。
ク
ラ
ー
ツ
の
分
析
に
よ
る
と
、
こ
の
傾
向
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
の
が
一
八
七
〇
年
の
北
ド
イ

ツ
連
邦
刑
法
典
で
あ
る
。
北
ド
イ
ツ
連
邦
刑
法
典
の
一
八
二
七
年
草
案
、
一
八
三
三
年
草
案
、
一
八
三
六
年
草
案
、
一
八
四
三
年
草

案
に
お
い
て
は
い
ず
れ
も
共
謀
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
一
八
四
七
年
以
降
の
草
案
に
お
い
て
は
削
除
さ
れ
、
四
七
条
に
お
い
て

数

人
が
、
罪
と
な
る
べ
き
行
為
を
共
同
し
て
実
行
し
た
な
ら
ば
、
各
人
は
正
犯
（T

a
¨
ter

）
と
し
て
処
罰
さ
れ
る

と
規
定
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
共
謀
は
最
終
的
に
反
逆
罪
で
の
み
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
、
ク
ラ
ー
ツ
の
歴
史
的
経
緯
の
分
析
は
、
共
同
実
行
を
要
求
す
る
共
同
正
犯
概
念
を
中
心
と
し
た
立
法
形
式
に
よ

っ
て
、
過
失
共
同
正
犯
・
過
失
犯
と
故
意
犯
に
お
け
る
共
同
正
犯
成
立
の
立
法
上
の
素
地
が
成
立
し
た
、
と
指
摘
す
る
点
が
非
常
に

興
味
深
い
。
ク
ラ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
背
景
の
下
、
合
意
と
い
う
主
観
的
要
件
を
必
要
と
し
な
い
ブ
ー
リ
、
ウ
ッ
チ
ヒ
ら

の
共
同
正
犯
論
が
形
成
さ
れ
た
、
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
共
謀
の
系
譜
に
関
す
る
共
犯
理
解
が
支
配
的

に
な
っ
た
た
め
、
少
な
く
と
も
ロ
ク
シ
ン
が
、
そ
の
著
書T

ätersc
h
aft

u
n
d
T
ath

errsc
h
aft

第
二
版
に
お
い
て
、
意
思
の
通
謀

を
必
要
と
し
な
い
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
を
主
張
す
る
以
前
は
、
共
同
正
犯
に
は
意
思
連
絡
が
必
要
と
の
大
前
提
の
下
、
過
失
共
同

正
犯
も
論
じ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
日
本
で
は
同
時
的
共
働
を
基
礎
と
す
る
行
為
共
同
説
の
立
場
が
存
続
し
た
た
め
、
過

失
共
同
正
犯
の
成
立
は
ド
イ
ツ
に
比
べ
、
認
め
ら
れ
や
す
か
っ
た
と
い
え
る
。

第
二
節

移
行
期
に
お
け
る
共
謀
概
念
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1

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
相
互
的
教
唆
説

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
、
発
起
者
概
念
を
中
核
と
し
た
同
時
的
共
働
を
共
犯
現
象
の
本
質
と
考
え
る
共
犯
理
論
と
、
共

謀
を
中
心
と
す
る
共
犯
理
論
と
が
併
存
す
る
状
況
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
八
七
一
年
刑
法
典
に
お
い
て
は
、
発
起
者
概
念

は
放
棄
さ
れ
、
新
た
に
共
同
正
犯
概
念
が
導
入
さ
れ
た
。
一
方
、
共
謀
の
規
定
も
後
述
す
る
通
り
次
第
に
消
滅
し
て
い
く
が
、
共
同

正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
共
同
実
行
意
思
を
要
求
す
る
と
い
う
形
で
、
共
謀
を
中
核
と
し
た
共
犯
理
解
は
ド
イ
ツ
の
実
務
・
学
説
に

お
い
て
今
な
お
強
い
影
響
力
を
有
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る

）
。

ク
ラ
ー
ツ
は
、
共
同
正
犯
概
念
の
登
場
は
、
過
失
共
同
正
犯
論
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
共
謀
概
念
中

心
の
共
犯
理
論
で
は
過
失
共
同
正
犯
を
観
念
し
づ
ら
い
が
、
共
謀
概
念
に
み
ら
れ
る
合
意
の
要
素
を
そ
の
本
質
と
み
る
流
れ
と
共
同

惹
起
を
本
質
と
み
る
流
れ
が
統
合
さ
れ
れ
ば
、
過
失
共
同
正
犯
を
観
念
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主

観
面
・
客
観
面
統
合
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
ク
ラ
ー
ツ
に
よ
れ
ば
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
共
犯
論
だ
と
さ
れ
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
発
起
者
の
う
ち
、
犯
罪
結
果
の
原
因
を
直
接
的
に
設
定
し
た
者
が
物
理
的
発
起
者
（
直
接
的
発
起
者
）
で

あ
り
、
他
人
の
犯
罪
を
意
図
的
に
作
出
し
よ
う
と
し
て
当
該
犯
罪
の
原
因
性
を
獲
得
し
た
者
は
、
間
接
的
発
起
者
で
あ
る
と
し
た

）
。

後
者
に
は
、
他
人
を
犯
行
へ
と
教
唆
し
た
精
神
的
発
起
者
と
、
す
で
に
犯
行
の
決
意
を
固
め
て
い
る
他
人
に
つ
い
て
、
犯
行
遂
行
へ

の
障
害
を
除
去
し
な
い
精
神
的
発
起
者
と
が
あ
る
。

さ
ら
に
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
複
数
人
の
犯
罪
実
行
共
働
の
一
形
態
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
意
思
連
絡
を
必
要
と
し
な
い
共
同
惹

起
の
う
ち
、
精
神
的
発
起
者
が
関
与
す
る
共
働
の
形
態
と
し
て
、
犯
行
へ
と
教
唆
さ
れ
た
物
理
的
発
起
者
と
こ
の
者
を
教
唆
し
た
精

神
的
発
起
者
と
が
共
働
す
る
場
合
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
与
者
が
お
互
い
に
教
唆
者
か
つ
被
教
唆
者
と
な
る
、
つ
ま
り
互
い
に
教
唆
し

あ
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
、
共
同
体
と
し
て
の
社
会
的
実
体
を
形
成
す
る
場
合
と
が
あ
る
、
と
い
う
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
後
者
を

共
謀
と
名
づ
け
て
お
り
、
数
人
が
相
互
に
助
け
あ
っ
て
一
緒
に
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
（
す
な
わ
ち
物
理
的
惹
起
）
を
約
す
る
、
相
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互
的
教
唆
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
各
関
与
者
は
他
者
に
対
し
て
教
唆
す
る
と
同
時
に
他
者
か
ら
教
唆
さ
れ
れ
ば
そ
れ
に
基

づ
い
て
犯
罪
実
行
を
行
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
知
的
発
起
者
を
、
他
の
発
起
者
と
同
列
に
扱
い
、
共
謀
を
共
同
惹
起
の
一
形
態
と
位
置

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
同
惹
起
概
念
の
中
に
共
謀
概
念
を
組
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

2

相
互
的
教
唆
説
に
対
す
る
批
判
と
全
体
意
思
論

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
、
相
互
的
教
唆
と
い
う
形
で
共
謀
を
共
同
惹
起
（M

itu
r
h
e
b
ersc

h
aft

）
の
一
形
態
に
組
み
込
む
試
み
は
、

ク
ラ
ー
ツ
が
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
共
謀
概
念
に
関
す
る
学
説
史
の
中
で
、
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
共
謀
概
念
の
根
拠
づ
け

と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
学
説
史
を
読
み
解
く
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
も
、
一
九
三
三
年
に
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
ゲ
ン
大
学
に
提
出
し
た
博
士
論

文
）で

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
一
九
世
紀
初
頭
に
共
謀
を
発
起
者
概
念
の
中
に
組
み
込
む
試
み
を
行
っ
て
い
た
点
を
以
下
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

一
八
〇
一
年
の
教
科
書
第
一
版）
や
、
一
八
〇
四
年
の
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
批
判）
に
お
い
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
共
謀
と
い
う

概
念
を
発
起
者
概
念
の
中
に
登
場
さ
せ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
発
起
者
理
論
と
は
全
く
異
な
る
構
想
で
あ
っ
た
。
特
に
ク
ラ
イ
ン

シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
批
判）
で
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
共
謀
の
本
質
は
、
複
数
人
が
自
ら
犯
罪
を
行
お
う
と
決
意
し
、
相
互
に
幇
助
し
合
い
、

同
一
の
犯
罪
を
共
同
し
て
行
う
こ
と
に
つ
い
て
合
意
す
る
点
に
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
教
科
書
で
は
、
版
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
共
犯
関
係
の

記
述
が
発
起
者
概
念
と
共
謀
概
念
の
間
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
共
謀
と
、
共
謀
以
外
の
共
同
惹
起
と
の
関
係
を
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が

ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
各
人
が
、
他
の
関
与
者
が
合
意
に
基
づ
い
て
自
分
の
行

為
を
幇
助
す
る
と
い
う
期
待
に
基
づ
い
て
犯
罪
を
決
意
す
る
、
と
い
う
実
体
の
中
に
、
相
互
的
教
唆
の
本
質
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
、
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
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3

近
時
の
学
説
に
お
け
る
相
互
的
教
唆
説
の
影
響

共
謀
を
相
互
的
教
唆
と
し
て
捉
え
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
発
想
は
、
共
同
正
犯
を
相
互
的
教
唆
と
し
て
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、

今
日
の
日
独
に
お
い
て
も
見
出
し
う
る
。
と
く
に
日
本
で
は
、
共
同
正
犯
を
そ
の
一
部
に
お
い
て
相
互
的
教
唆
と
捉
え
る
嶋
矢
の
見

解
が
、
特
筆
に
価
い
す
る
で
あ
ろ
う

）
。
ロ
ー
マ
法
に
お
け
る
同
時
的
共
働
の
系
譜
を
引
き
継
い
で
い
る
共
同
惹
起
概
念
を
中
心
と
し

て
共
犯
現
象
を
考
え
、
し
た
が
っ
て
共
同
正
犯
成
立
に
は
意
思
連
絡
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
い
が
、
し
か
し
意
思
連
絡
が
あ
る

場
合
も
そ
の
中
に
包
含
さ
れ
る
と
い
う
構
図
、
共
謀
の
本
質
を
相
互
的
教
唆
と
捉
え
る
点
、
発
起
者
の
行
為
の
可
罰
性
を
原
因
性
の

多
寡
に
よ
っ
て
段
階
的
に
考
え
る
点
に

）
、
両
者
の
共
通
点
が
見
出
さ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
相
互
的
教
唆
説
は
、
犯
罪
実
行
の
合
意
に
よ
り
、
他
者
に
対
し
て
半
ば
強
制
的
な
力
が
働
く

と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
に
嶋
矢
説
と
の
顕
著
な
相
違
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
む
し
ろ
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相
互
的
教

唆
説
、
例
え
ば
プ
ッ
ペ
が
、
不
法
な
行
為
の
遂
行
に
つ
い
て
の
了
解
が
、
そ
の
行
為
の
遂
行
を
（
共
同
正
犯
の
と
き
は
相
互
的
に
、
教

唆
犯
の
場
合
は
教
唆
者
が
被
教
唆
者
に
対
し
て
）
義
務
づ
け
る
と
し
て

）
、
共
同
正
犯
の
相
互
的
行
為
帰
属
の
実
質
は
、
実
行
行
為
へ
の

相
互
的
な
教
唆
に
求
め
ら
れ
る
、
と
す
る
点
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

第
二
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
、
共
謀
を
中
核
と
し
た
共
同
正
犯
論
の
興
隆

第
一
節

全
体
意
思
論

1

ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
相
互
的
教
唆
説
批
判

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
相
互
的
教
唆
説
を
紹
介
し
た
う
え
で
、
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
さ
ら
に
、
お
互
い
に
助
勢
し
あ
う
こ
と
に
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よ
っ
て
相
互
的
に
教
唆
を
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
共
謀
理
解
に
対
す
る
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
反
論
を
紹
介
し
て
い
る

）
。
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル

は
、
お
互
い
が
助
勢
し
あ
う
こ
と
に
よ
り
、
相
手
側
が
犯
罪
へ
と
教
唆
さ
れ
る
、
と
い
う
理
解
に
対
し
て
、
相
互
的
な
幇
助
を
必
要

と
し
な
い
ま
ま
、
共
同
実
行
を
決
定
す
る
こ
と
も
あ
り
、
関
与
者
が
他
の
者
の
幇
助
を
期
待
し
て
い
な
い
と
き
も
あ
り
、
期
待
し
て

い
る
と
し
て
も
、
犯
罪
実
行
の
意
思
を
す
で
に
固
め
て
い
て
、
心
理
的
幇
助
に
該
当
す
る
程
度
の
寄
与
し
か
行
っ
て
い
な
い
と
き
も

あ
る
、
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
共
謀
理
解
は
正
し
く
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
相
互
的
教
唆
説
批
判
は
、
そ
の
後
多
く
の
論
者
の
支
持
を
得
、
新
た
な
共
謀
理
論
の
基
礎
づ
け
が
模
索
さ
れ
た
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
注
目
を
浴
び
た
の
が
、
全
体
意
思
を
想
定
す
る
立
場
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
は
、
相
互
的
教
唆

説
に
相
対
す
る
立
場
と
し
て
、
全
体
意
思
（G

esa
m
t
w
ille

）
を
要
求
す
る
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
の
見
解
を
挙
げ
て
い
る

）
。
ツ
ィ
ー
グ
ラ

ー
は
、
各
関
与
者
は
全
体
意
思
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
各
人
は
他
の
関
与
者
の
行
為
を
自
己
の
も
の
と
し
て

み
な
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
た
。
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
共
謀
に
よ
っ
て
犯
罪
を
遂
行
す
る
場
合
、
全
体
意
思
と
、
相
互
的

な
関
与
が
あ
れ
ば
、
各
人
の
寄
与
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
は
も
は
や
問
題
と
な
ら
な
い
。
共
謀
に
お
け
る
犯
罪
結
果
を

志
向
す
る
各
人
の
意
思
を
、
全
体
意
思
と
し
て
構
成
し
直
す
こ
と
に
よ
り
、
各
人
は
、
自
己
の
行
為
を
自
分
の
た
め
に
行
う
と
同
時

に
他
人
の
た
め
に
行
う
の
で
あ
り
、
共
謀
者
は
他
の
関
与
者
の
関
与
を
期
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
共
同
決
意
を
確
固
た
る
も

の
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
同
正
犯
に
特
有
の
特
殊
な
危
険
を
、
意
思
連
絡
に
よ
る
各
人
の
犯
意
の
強
化
に
求
め
る
見

解
と
い
え
る
。
以
下
に
全
体
意
思
論
に
関
す
る
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
の
分
析
の
要
約
を
掲
げ
る
。

相
互
的
教
唆
説
に
対
し
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
批
判
を
受
け
入
れ
る
者
は
多
く
、
そ
の
例
と
し
て
、
ケ
ス
ト
リ

ン
と
ベ
ル
ナ
ー
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る）
。
ケ
ス
ト
リ
ン
は
、
共
謀
を
、
教
唆
で
は
あ
る
が
、
各
関
与
者
は
犯
罪
を
行
う
決
意
を
し
て
お
り
、

不
完
全
な
教
唆
で
あ
る
、
と
説
明
し）
、
ベ
ル
ナ
ー
も
、
共
謀
の
成
立
を
三
段
階
に
分
け
つ
つ
、
第
一
段
階
は
個
々
人
の
行
為
か
ら
共
同
が
生

ま
れ
る
段
階
で
あ
り
、
第
二
段
階
は
相
互
的
教
唆
に
よ
っ
て
、
統
一
的
な
全
体
意
思
が
生
じ
る
段
階
、
第
三
段
階
は
さ
ら
に
行
為
の
全
体
主
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体
が
想
定
さ
れ
る
段
階）
で
あ
る
、
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ベ
ル
ナ
ー
の
理
論
構
成
は
、
共
謀
に
お
け
る
刑
事
責
任
を
、
相
互
的
教
唆
か
ら
直

接
的
に
導
き
出
す
の
で
は
な
く
、
相
互
的
教
唆
を
通
じ
て
全
体
意
思
を
形
成
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
間
接
的
に
導
き
出
す
構
造
を
採
っ
て
い
る
。

実
行
を
各
人
が
共
同
決
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
共
謀
意
思
が
生
じ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
直
接
的
な
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
共
謀
者
に
も
、
全
体

結
果
に
対
す
る
刑
事
責
任
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
に
ケ
ス
ト
リ
ン
も
ベ
ル
ナ
ー
の
影
響
を
受
け
、
全
体
意
思
の
発
想
を
取
り
入

れ
、
全
体
意
思
へ
と
統
合
さ
れ
た
個
人
の
意
思
が
、
全
体
意
思
の
意
図
を
形
成
し
、
こ
れ
に
対
し
全
体
結
果
が
帰
責
さ
れ
る
、
と
考
え
た）
。

も
っ
と
も
、
ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
自
身
は
、
相
互
的
教
唆
説
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
全
体
意
思
論
を
即
座
に
支
持
す
べ
き
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
も
し
全
体
意
思
論
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
法
人
も
、
そ
の
代
表
者
の
可
罰
行
為
に
対
し
て
刑

事
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
全
体
意
思
と
全
体
結
果
は
い
ず
れ
も
危
険
な
擬
制
で
あ
る
か
ら
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
で
あ
る

）
。

2

全
体
意
思
論
に
お
け
る
共
謀

相
互
的
教
唆
説
の
欠
点
を
克
服
す
べ
く
登
場
し
た
全
体
意
思
論
に
は
、
個
人
の
意
思
を
超
え
た
実
体
が
全
体
意
思
に
備
わ
っ
て
い

る
こ
と
の
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
要
求
を
み
た
す
べ
く
、
共
謀
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
に
は
、
単
独
正
犯
に
は
み
ら
れ
な

い
特
殊
な
危
険
が
存
す
る
、
と
い
う
説
明
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
例
と
し
て
、
シ
ラ
ッ
ハ
が
一
八
一
七
年
に
公

表
し
た
論
文
を
挙
げ
う
る

）
。
シ
ラ
ッ
ハ
は
、
全
体
意
思
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
共
働
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
各
人
は
違
法
な
行
為
を

行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
動
機
を
強
め
ら
れ
大
胆
に
な
り
、
自
分
の
犯
行
へ
の
決
意
を
翻
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
者
も
他
の
者
が
支

援
し
て
く
れ
る
と
期
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
意
を
強
め
る
、
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
団
結
し
て
犯
罪
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
激
し
さ
や
暴
力
、
残
虐
さ
な
ど
が
よ
り
い
っ
そ
う
加
わ
り
、
一
人
で
は
な
し
え
な
い
よ
う
な
こ
と
も
共
同
す
れ
ば
な
し
う
る
、

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
危
険
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
謀
は
単
に
関
与
者
が
そ
れ
ぞ
れ
他
の
関
与
者
の
寄
与

共同正犯における 特殊な危険 と過失共同正犯論

39



を
期
待
す
る
こ
と
に
よ
る
相
互
的
な
心
理
的
幇
助
や
相
互
的
教
唆
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
説
明
が
可
能
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

二
人
以
上
の
者
が
団
結
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
特
殊
な
危
険
を
類
型
化
し
た
も
の
が
共
謀
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

共
謀
が
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
危
険
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
犯
罪
実
行
の
現
場
に
居
合
わ
せ
て
さ
え
す
れ
ば
、

殺
人
犯
を
勇
気
づ
け
、
被
害
者
を
畏
怖
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
知
的
共
同
惹
起
者
と
し
て
の
責
任
を
負
う
に
十
分
で
あ

る
、
と
の
主
張
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
そ
し
て
、
共
謀
を
、
特
殊
な
危
険
を
有
す
る
特
殊
な
犯
罪
形
態
で
あ
る
と

し
て
、
そ
の
実
体
か
ら
、
共
謀
に
お
い
て
い
か
な
る
刑
事
的
帰
責
を
行
う
べ
き
か
に
つ
い
て
の
結
論
を
導
き
出
そ
う
と
す
る
傾
向
は
、

一
九
世
紀
の
共
謀
理
解
に
広
く
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
、
と
さ
れ
て
い
る

）
。

も
っ
と
も
、
共
謀
は
、
一
九
世
紀
の
地
方
特
別
法
に
お
い
て
、
個
別
の
犯
罪
類
型
と
し
て
は
規
定
さ
れ
た
も
の
の

）
、
総
則
規
定
か

ら
は
消
滅
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
共
謀
規
定
に
代
わ
っ
て
、
正
犯
と
同
じ
法
定
刑
を
定
め
た
共
同
正
犯
規
定
が
新
た
に
導
入
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
に
基
づ
く
行
為
が
行
わ
れ
て
も
、
刑
罰
が
加
重
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た

）
。
そ
こ
で
、
共
同
し
て

行
わ
れ
る
行
為
に
内
在
す
る
、
特
殊
な
危
険
は
、
個
別
の
犯
罪
類
型
に
よ
っ
て
捕
捉
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
相
互

的
帰
責
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
解
釈
が
生
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

）
。

し
か
し
な
が
ら
、
刑
罰
加
重
事
由
と
し
て
の
共
謀
の
規
定
そ
の
も
の
は
縮
減
さ
れ
て
い
き
、
新
た
に
単
独
正
犯
と
同
じ
法
定
刑
で

処
罰
さ
れ
る
共
同
正
犯
の
規
定
が
導
入
さ
れ
る
と
い
う
立
法
状
況
の
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
謀
の
中
に
、
単
独
正
犯
に
は
存
在

し
な
い
特
殊
な
法
益
侵
害
の
危
険
を
見
出
す
と
い
う
発
想
は
、
今
日
の
ド
イ
ツ
学
界
に
お
け
る
共
同
正
犯
論
に
生
き
続
け
て
い
る
、

と
考
え
ら
れ
る
。
相
互
的
教
唆
説
に
対
峙
す
る
形
で
登
場
し
た
全
体
意
思
論
は
、
現
在
の
ド
イ
ツ
の
共
同
正
犯
論
に
強
い
影
響
を
及

ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
共
謀
に
よ
る
特
殊
な
危
険
の
発
生
と
い
う
思
考
は
、
機
能
的
行
為
支
配
説
と
全
体
行
為
計
画
論
を
関
連

づ
け
て
共
同
正
犯
を
理
解
す
る
立
場
に
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る

）
。

共
謀
に
特
殊
な
危
険
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
し
て
そ
の
危
険
が
共
同
正
犯
論
に
ど
う
反
映
さ
れ
て
い
る
か
（
あ
る
い
は
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反
映
さ
れ
て
い
な
い
か
）
を
知
る
こ
と
は
、
過
失
共
同
正
犯
論
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
本
稿
の
冒
頭
で
述
べ
た
通
り
、
共
同
正

犯
に
は
単
独
正
犯
に
は
み
ら
れ
な
い
、
特
殊
な
危
険
の
増
加
が
あ
る
と
い
う
理
解
を
前
提
と
し
つ
つ
、
特
殊
な
危
険
が
過
失
犯
に
は

存
在
し
な
い
と
し
て
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
見
解
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
共
同
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
に
あ
た
り
特
殊
な
危

険
を
考
慮
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
過
失
犯
の
分
野
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
危
険
を
観
念
し
つ
つ
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
、

と
す
る
か
、
二
通
り
の
反
論
が
存
在
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
共
謀
に
内
在
す
る

特
殊
な
危
険

が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
点
は
、
非
常
に

興
味
深
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
相
互
的
教
唆
説
に
対
峙
す
る
形
で
登
場
し
た
全
体
意
思
論
が
今
日
の
ド
イ
ツ
学
説
に
ど
の
よ
う
に

受
け
継
が
れ
た
か
を
考
察
し
、
共
同
正
犯
独
自
の
特
殊
な
危
険
を
ど
の
よ
う
な
形
で
観
念
で
き
る
か
を
検
討
す
る
。

第
三
章

共
同
正
犯
に
法
益
侵
害
に
対
す
る
特
殊
な
危
険
を
見
出
す
諸
見
解

第
一
節

ド
イ
ツ
判
例
の
立
場

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
意
思
連
絡
が
な
け
れ
ば
共
同
正
犯
に
特
有
の
特
殊
な
危
険
が
認
め
ら
れ
な
い
、
と
し
て
お
り
、
ド
イ
ツ
判
例

は
現
在
も
こ
の
立
場
を
引
き
継
い
で
い
る
、
と
さ
れ
る

）
。
こ
の
特
殊
な
危
険
は
、
一
八
八
三
年
一
月
一
一
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決

）
に

よ
れ
ば
、
客
観
的
な
行
為
の
共
働
の
側
面
に
お
い
て
で
は
な
く
、
他
方
が
手
助
け
を
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
お
互
い
に
助

け
あ
う
意
思
で
行
為
し
て
い
た
、
と
い
う
主
観
的
な
側
面
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
主
観
的
な
側
面
に
お
け
る
特
殊
な
危
険

は
、
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
の
全
体
意
思
論
の
分
析
に
み
ら
れ
た
、
共
謀
者
は
他
の
関
与
者
の
関
与
を
期
待
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
共

同
決
意
を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
、
と
い
う
内
容
と
同
質
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
観
説
を
採
る
と
さ
れ
る
ド
イ

ツ
判
例
の
立
場

）
に
お
い
て
は
、
共
同
正
犯
の
特
殊
な
危
険
は
、
意
思
連
絡
を
通
じ
て
の
相
互
的
な
決
意
の
強
化
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
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に
な
る
。

第
二
節

機
能
的
行
為
支
配
説

近
時
の
通
説
で
あ
る
機
能
的
行
為
支
配
説
に
お
い
て
も
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
特
殊
な
危
険
は
し
ば
し
ば
重
視
さ
れ
る
。
ま
ず
、

機
能
的
行
為
支
配
説
に
お
い
て
意
思
連
絡
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
か
に
つ
い
て
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ガ
ー
・
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
に

お
け
る
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
の
説
明
を
参
照
し
よ
う
。

シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
は
、
意
思
連
絡
は
機
能
的
行
為
支
配
説
に
お
い
て
も
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る

）
、
と
考
え
る
。
機
能
的
行
為
支

配
説
は
共
同
正
犯
を
認
め
る
要
件
と
し
て
関
与
者
の
重
要
な
寄
与
を
要
求
す
る
が
、
こ
れ
は
各
関
与
者
間
に
お
い
て
意
思
連
絡
を
通

じ
て
の
全
体
行
為
計
画
の
中
で
の
当
該
関
与
者
の
役
割
の
重
要
性
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
シ
ュ
ー
ネ

マ
ン
は
、
一
八
八
三
年
一
月
一
一
日
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
意
思
連
絡
な
く
二
人
の
営
林
署
員
が
一
人
の
密
猟
者
に

対
し
て
発
砲
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
、
特
殊
な
危
険
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。
行
為
者
が
、
同
種
の

犯
罪
行
為
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
有
利
な
状
況
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
こ

と
は
で
き
ず
、
共
同
正
犯
を
構
成
す
る
犯
罪
計
画
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
為
寄
与
の
間
に
連
関
性
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の

で
あ
る

）
。

こ
の
よ
う
に
、
シ
ュ
ー
ネ
マ
ン
は
、
意
思
連
絡
に
よ
っ
て
全
体
行
為
計
画
が
形
成
さ
れ
特
殊
な
危
険
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
と
考

え
る
。
ロ
ク
シ
ン
も
、
機
能
的
行
為
支
配
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
性
の
判
断
に
お
い
て
、
分
業
に
よ
り
客
観
的
・
物
理
的
に

各
人
が
な
し
う
る
以
上
の
危
険
性
の
増
加
が
肯
定
さ
れ
結
果
発
生
の
可
能
性
が
高
ま
っ
て
い
る
か
に
着
眼
し
、
さ
ら
に
ク
ナ
ウ
ワ
ー

は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
増
加
が
あ
っ
た
ど
う
か
に
加
え
、
行
為
者
間
の
心
理
的
な
連
帯
感
に
よ
り
、
犯
罪
遂
行
の
決
意
が
促
進
さ
れ

た
か
ど
う
か
に
注
目
し
て
い
る

）
。
こ
の
よ
う
に
、
機
能
的
行
為
支
配
性
の
判
断
に
あ
た
っ
て
、
意
思
連
絡
を
通
じ
て
の
犯
罪
遂
行
の
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物
理
的
可
能
性
増
大
と
相
互
的
な
犯
意
の
強
化
と
い
う
二
種
類
の
特
殊
な
危
険
の
存
在
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

第
三
節

機
能
的
行
為
支
配
説
・
全
体
行
為
計
画
論
を
基
礎
と
す
る
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説

1

デ
ン
カ
ー
の
見
解

機
能
的
行
為
支
配
説
、
そ
し
て
そ
の
帰
責
原
理
と
し
て
全
体
行
為
計
画
論
を
採
用
し

）
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
に
よ
っ
て
創
設

さ
れ
る
、
全
体
行
為
を
基
軸
と
し
た
帰
責
原
理
を
過
失
犯
に
も
適
用
し
う
る
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
は
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
多
く
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
全
体
行
為
計
画
論
の
代
表
的
な
主
張
者
、
デ
ン
カ
ー
は
、
通
説
は
共
同
実
行
意
思
と
故
意
と
を

同
一
視
し
、
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
が
、
故
意
犯
に
お
け
る

知
っ
て
い
る

と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
、

知
る
べ
き
で
あ

る

と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
置
き
換
え
、
構
成
要
件
的
事
象
に
つ
い
て
の
共
同
実
行
意
思
で
は
な
く
、
非
構
成
要
件
的
事
象
に
つ

い
て
の
共
同
実
行
意
思
を
要
求
し
て
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
、
と
考
え
る

）
。

デ
ン
カ
ー
は
、
皮
革
用
ス
プ
レ
ー
事
件
の
よ
う
に
、
身
体
に
危
険
を
及
ぼ
す
欠
陥
商
品
の
販
売
を
行
う
決
定
が
企
業
内
で
会
議
が

行
わ
れ
、
例
え
ば
全
員
一
致
の
計
八
票
の
賛
成
票
で
決
定
さ
れ
た
場
合
、
賛
成
票
を
一
票
投
じ
る
こ
と
は
、
結
果
に
対
し
て
原
因
的

で
は
な
い
、
と
す
る

）
。
会
議
体
に
お
い
て
多
数
決
が
採
用
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
仮
に
反
対
票
を
投
じ
た
と
し
て
も
、
賛
成
七
票
反

対
一
票
で
い
ず
れ
に
せ
よ
販
売
決
定
が
下
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
個
人
責
任
を
徹
底
し
て

全
員
を
不
可
罰
と
す
る
結
論
が
妥
当
で
な
い
と
す
れ
ば
、
複
数
の
人
間
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
危
険
な
行
為
を
（
過
失
傷
害
罪
の
）
全

体
行
為
と
し
て
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
の
よ
う
な
必
要
性
は
、
共
同
で
業
務
に
あ
た
る
場
合
の
ほ
か
、
手
術
等
の
場
合
に
も
生
じ
る
と
デ
ン
カ
ー
は
述
べ
る
。
一
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
外
科
医
・
麻
酔
医
・
内
科
医
が
相
談
し
て
、
客
観
的
に
は
過
誤
の
あ
る
治
療
計
画
を
立
て
、
実
行
に

移
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
各
人
は
自
己
の
担
当
す
る
医
療
行
為
の
処
置
に
つ
い
て
は
落
ち
度
な
く
実
行
し
、
手
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術
の
実
行
計
画
に
お
け
る
瑕
疵
は
、
内
科
医
と
麻
酔
医
の
み
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
①

誤
っ
た
治
療
方
針
を
立
て
た
こ
と
が
全
体
行
為
計
画
で
あ
り
、
そ
の
実
行
に
よ
り
（
過
失
に
よ
る
）
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
全
体
構

成
要
件
該
当
事
情
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
②
三
人
の
医
師
の
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
全
体
構
成
要
件
該
当
事
情
の
実
現
に
対
し
て
必
要

な
部
分
的
行
為
を
構
成
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
③
過
失
認
定
は
個
人
の
能
力
を
考
慮
し
つ
つ
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
、
内
科
医
と
麻
酔
医
に
の
み
注
意
義
務
違
反
を
認
め
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
外
科
医
と
麻
酔
医
に
過
失
共
同

正
犯
を
認
め
う
る
、
と
い
う
結
論
に
な
ろ
う
。

2

カ
ム
の
見
解

共
同
正
犯
の
本
質
と
そ
の
帰
属
原
理
に
つ
い
て
、
機
能
的
行
為
支
配
説
と
全
体
行
為
計
画
論
に
依
拠
し
つ
つ
、
過
失
共
同
正
犯
肯

定
説
を
支
持
す
る
見
解
と
し
て
は
、
カ
ム
の
名
が
挙
げ
ら
れ
る

）
。

カ
ム
は
、
共
同
正
犯
者
と
は
、
同
等
の
立
場
で
共
同
実
行
意
思
と
共
同
実
行
を
共
に
担
う
者
で
あ
り
、
こ
の
両
方
の
要
素
が
存
在

し
た
と
き
、
全
体
結
果
が
各
共
働
者
に
完
全
に
帰
責
さ
れ
う
る
、
と
理
解
す
る
。
た
し
か
に
、
共
同
行
為
計
画
の
下
で
、
各
人
が
、

完
全
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
場
合
で
も
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
実
質
的
意
義
は
む
し
ろ
個
々
人

が
構
成
要
件
実
現
の
一
部
に
し
か
寄
与
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
共
同
実
行
ゆ
え
に
他
人
の
行
為
寄
与
が
帰
責
さ
れ
る
場
合
に
認
め
ら

れ
、
機
能
的
役
割
分
担
と
行
為
実
行
に
お
け
る
相
互
的
依
存
が
共
同
正
犯
の
特
色
と
さ
れ
る

）
。
し
か
も
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
、
各

人
の
行
為
寄
与
に
よ
り
生
じ
た
結
果
は
直
接
的
相
互
的
に
帰
責
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
共
同
行
為
全
体
を
あ
た
か
も
一
人
で
完
全
に

行
っ
た
か
の
よ
う
に
各
行
為
者
に
帰
責
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ム
に
よ
れ
ば
、
共
同
実
行
意
思
は
個
々
人
の
行
為
を
全
体
行
為
計
画
と
し
て
結
合
さ
せ
る
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
共
同
し

て
帰
責
さ
れ
る
結
果
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
共
に
、
同
時
に
相
互
的
帰
責
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
で
あ
る

）
。
共
同
実
行
に
は
、
単
独
実
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行
の
場
合
に
比
し
て
、
行
為
の
実
行
が
共
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
容
易
に
な
っ
た
、
少
な
く
と
も
失
敗

の
危
険
が
減
少
し
た
、
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
メ
リ
ッ
ト
は
各
共
同
者
間
で
の
事
前
の
同
意
に
よ
る
分
業
が
存

し
て
は
じ
め
て
享
受
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る

）
。
そ
の
際
、
他
人
の
行
為
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
事
情
を
認
識
し
て
お
り
、
こ

の
他
人
の
行
為
を
自
己
の
行
為
の
目
的
遂
行
に
利
用
し
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
共
同
正
犯
を
認
め
る
に
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
す

べ
て
の
共
働
者
が
犯
罪
行
為
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
か
を
知
っ
て
お
り
、
自
己
の
行
為
と
他
者
の
行
為
が
結
合
す

る
こ
と
に
つ
い
て
明
確
な
意
識
を
有
し
て
い
る
と
き
の
み
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
共
同
実
行
意
思
は
、
個
々
独
立
し
て

存
在
し
て
い
る
個
々
の
行
為
に

全
体
行
為

と
し
て
の
統
一
的
意
味
を
も
た
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
共
同
実
行
意
思
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
共
同
行
為
計
画
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
の
み
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
で
あ
り
、
共
同
行
為
計
画
に
よ
っ
て
画
定

さ
れ
る
範
囲
を
超
え
た
行
為
は
、
他
の
共
同
正
犯
者
へ
帰
責
さ
れ
る
こ
と
は
な
い

）
。
ま
た
、
共
同
実
行
意
思
に
は
、
共
同
正
犯
を
基

礎
づ
け
、
か
つ
限
界
づ
け
る
と
い
う
機
能
の
ほ
か
、
構
成
要
件
実
現
に
部
分
的
に
関
与
し
た
に
と
ど
ま
る
者
を
正
犯
者
と
し
て
扱
う

と
い
う
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
ま
た
、
共
同
実
行
に
つ
い
て
は
、
行
為
寄
与
の
本
質
は
、
分
業
的
行
為
実
行
の
場
面
で
重
要
な
役
割

を
果
た
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
か
ど
う
か
は
事
後
的
に
で
は
な
く
事
前
的
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
、
機
能
的
行
為
支
配
説
の
立
場
に
立
つ
。
カ
ム
は
、
行
為
支
配
を
有
す
る
者
は
事
象
経
過
を
操
縦
す
る
中
心
的
人
物
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
ら
、
予
備
段
階
で
の
寄
与
は
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
に
は
い
た
ら
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
実
行
行
為
段
階
で
の
共
働

者
の
寄
与
す
べ
て
が
共
同
正
犯
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
事
前
的
に
考
察
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
者
の
み
を
共
同
正
犯

と
し
て
評
価
す
れ
ば
足
り
る
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
各
人
の
行
為
寄
与
と
結
果
と
の
因
果
性
が
否
定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他

人
の
行
為
を
自
己
の
行
為
と
し
て
帰
責
し
、
他
人
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
結
果
も
自
己
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
結
果
帰
責
を
肯
定
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
の
意
義
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
各

人
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
し
、
因
果
性
を
不
要
と
す
る
見
解
に
立
つ

）（
47
）

。
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さ
て
、
カ
ム
の
よ
う
に
法
益
侵
害
結
果
発
生
の
確
立
増
大
あ
る
い
は
失
敗
の
危
険
の
減
少
と
い
う
分
業
の
メ
リ
ッ
ト
に
共
同
正
犯

に
お
け
る
相
互
的
行
為
帰
責
の
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
、
過
失
犯
の
よ
う
に
法
益
侵
害
結
果
に
向
け
て
で
は
な
く
、
非
構
成
要
件
的

結
果
を
達
成
し
よ
う
と
い
う
合
意
し
か
存
し
え
な
い
場
合
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
日
本
に
お
け
る
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
批
判
に

み
ら
れ
た
の
と
全
く
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る

）
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ム
が
提
示
し
た
の
は
日
本
の
犯
罪
共
同
説
か
ら
の
肯
定
説
と

は
や
や
異
な
っ
た
解
決
策
で
あ
っ
た
。
過
失
的
に
行
為
す
る
複
数
の
人
間
の
共
同
決
定
が
、
故
意
の
共
同
正
犯
に
対
応
す
る
よ
う
な

場
合
は
あ
り
う
る
か
、
と
い
う
問
題
提
起
に
対
し
て
、
カ
ム
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
は
共
同
実
行
意
思
に
よ
っ
て
法
益
侵
害
の
危
険

が
増
大
す
る
と
い
う
事
態
は
生
じ
な
い
、
と
し
、
さ
ら
に
過
失
犯
に
は
通
説
に
よ
れ
ば
統
一
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
、
狭

義
の
共
犯
と
い
う
、
正
犯
と
し
て
の
処
罰
領
域
と
不
可
罰
的
な
領
域
と
の
間
の
中
間
的
な
処
罰
領
域
が
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
故

意
犯
と
は
異
な
る
考
慮
が
必
要
で
あ
る
、
と
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
犯
に
お
け
る
の
と
全
く
同
様
に
過
失
共
同
正
犯
を
規

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
故
意
共
同
正
犯
と
類
似
の
状
況
が
あ
る
場
合
に
の
み
過
失
共
同
正
犯
を
想
定
し
う
る
と
考
え
る
。
そ

れ
は
、
共
働
に
よ
る
（
客
観
面
に
お
い
て
の
）
特
別
な
危
険
が
間
違
い
な
く
存
在
す
る
場
合
、
す
な
わ
ち
構
成
要
件
的
結
果
が
あ
り
、

構
成
要
件
的
結
果
が
各
関
与
者
全
員
の
行
為
の
共
働
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
場
合
（
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
関

与
者
が
義
務
を
遵
守
し
て
は
じ
め
て
、
結
果
を
回
避
し
え
た
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
場
合
）、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
結
果
実
現
な
い
し
結
果
回

避
が
複
数
人
の
行
為
態
様
に
依
存
し
て
い
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る

）
。
カ
ム
は
こ
の
要
件
を

必
要
的
共
働

と
名
付
け

る
）。こ

の
よ
う
に
カ
ム
に
お
い
て
は
、
共
同
実
行
意
思
は
過
失
共
同
正
犯
の
要
件
と
し
て
は
要
求
さ
れ
な
い
が
、
主
観
的
要
件
が
全
く

不
要
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

共
同
し
て
行
為
す
る
（
あ
る
い
は
、
し
な
い
）

と
い
う
認
識
、
具
体
的
に
は
（
ア
）
行
為
の
共
働

性
の
認
識
、
（
イ
）
法
益
侵
害
結
果
が
当
該
行
為
共
働
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
う
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
各
行
為
寄
与
の
相
互

依
存
性
を
基
礎
づ
け
る
状
況
の
認
識
、
が
必
要
、
と
さ
れ
る

）
。

法学研究 83 巻 9 号（2010 : 9）

46



3

検

討

デ
ン
カ
ー
は
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
共
同
実
行
意
思
を
想
定
し
う
る
と
し
て
、
故
意
を
念
頭
に
し
て
い
る
共
同
正
犯
の
帰
責
原
理

を
過
失
犯
に
も
適
用
で
き
る
と
す
る
。
も
っ
と
も
、
具
体
的
な
事
案
解
決
に
お
い
て
、
デ
ン
カ
ー
は
全
体
行
為
計
画
に
関
与
・
実
行

し
た
者
を
そ
の
ま
ま
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
、
と
い
う
方
法
を
採
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
全
体
行
為
計
画
に
お
け
る
部
分

行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
過
失
の
存
否
を
検
討
す
る
と
い
う
形
で
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
て
お
り
、
全
体

行
為
計
画
に
対
す
る
関
与
が
そ
の
ま
ま
過
失
共
同
正
犯
を
構
成
す
る
と
い
う
構
造
を
有
し
て
い
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
全
体
行

為
計
画
に
よ
っ
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
基
礎
づ
け
、
ま
た
限
定
す
る
と
い
う
故
意
犯
に
お
け
る
基
本
的
視
座
は
失
わ
れ
る
こ
と
に
な

り
、
故
意
共
同
正
犯
の
理
論
を
そ
の
ま
ま
過
失
犯
に
転
用
す
る
と
い
う
態
度
は
必
ず
し
も
貫
か
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
、
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
カ
ム
は
、
故
意
の
共
同
正
犯
理
論
の
過
失
犯
へ
の
転
用
を
許
さ
ず
、

必
要
的
共
働

と
い
う
過
失
犯
独
自
の
基
準
を
提
示

す
る
。
こ
の
必
要
的
共
働
の
基
準
は
、
故
意
犯
に
お
け
る
意
思
連
絡
に
代
わ
る
過
失
共
同
正
犯
限
定
の
た
め
の
要
件
で
あ
る
。
例
え

ば
、
二
人
が
自
動
車
で
タ
イ
ム
を
競
う
な
ど
し
て
、
う
ち
一
人
が
そ
の
無
謀
な
運
転
に
よ
り
通
行
人
を
怪
我
さ
せ
た
場
合
に
は
、
競

争
行
為
は
一
人
で
は
行
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
な
く
他
の
一
人
と
の
間
に
必
要
的
共
働
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
参
加
者
が
二
人
以
上
の
場
合
は
、
一
人
が
参
加
し
な
く
て
も
競
争
は
行
わ
れ
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
各
人
の
寄
与
は
そ
れ

ぞ
れ
結
果
発
生
に
対
し
て
必
要
的
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
、
カ
ム
は
、
必
要
的
共
働
の
有
無
は
、
各
人
の
行
為
が
結
果
に

対
し
て
コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式
の
意
味
に
お
け
る
ほ
ど
強
い
必
要
性
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
な
く
、
統
一
体
と
し
て
み
な
さ
れ
る
か

ど
う
か
も
考
慮
し
て
決
定
す
べ
き
、
と
し
、

必
要
的
共
働

の
範
囲
を
拡
大
す
る

）
の
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら

必
要
的
共

働

要
件
に
よ
る
相
互
的
行
為
帰
責
の
限
界
づ
け
が
ど
こ
ま
で
有
効
か
は
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
局
カ
ム
自
身
も
、
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結
果
発
生
あ
る
い
は
結
果
回
避
に
必
要
最
低
限
の
数
の
人
間
が
い
る
場
合
に
の
み
共
同
正
犯
を
認
め
る
の
は
不
当
で
あ
る
と
し
て
、

必
要
的
共
働

の
範
囲
を
広
く
捉
え
る
の
で
あ
る

）
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
こ
の
点
、
デ
ン
カ
ー
同
様
全
体
行
為
計
画
を
想
定
し
つ
つ
、
各
関
与
者
の
う
ち
重
大
な
決
定
権
限
を
有
し
て

い
る
者
の
み
に
共
同
正
犯
性
を
認
め
る
と
い
う
形
で
限
定
を
す
る
の
が
妥
当
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
数
人
が
意
思
を
通
じ
て
共
同

し
て
一
つ
の
作
業
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
法
益
結
果
発
生
の
危
険
性
が
増
大
し
え
た
と
い
う
事
態
が
あ
れ
ば
、
そ
の
中
で
事
象

の
経
過
に
重
大
な
決
定
権
限
を
有
し
た
者
に
共
同
注
意
義
務
違
反
を
認
め
る
と
い
う
形
で
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
の
が
適
切
で
あ

る
と
考
え
る

）
。

結

語

ド
イ
ツ
に
お
け
る
機
能
的
行
為
支
配
説
や
全
体
行
為
計
画
論
で
は
、
そ
の
基
本
構
造
に
お
い
て
共
謀
の
有
す
る
特
殊
な
危
険
を
考

慮
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
機
能
的
行
為
支
配
説
と
全
体
行
為
計
画
論
の
枠
組
み
を
支
持
し
つ
つ
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
見
解

は
少
な
く
な
い
。
共
同
正
犯
に
お
け
る
特
殊
な
危
険
を
過
失
共
同
正
犯
に
お
い
て
考
慮
す
る
と
い
う
思
考
は
今
の
と
こ
ろ
ド
イ
ツ
で

は
明
白
な
支
持
を
得
ら
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
特
殊
な
危
険
を
考
慮
す
る
こ
と
は

可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
本
の
学
説
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、
共
同
正
犯
概
念
の
本
質
を
、
意
思
連
絡
と
共
働
の
い
ず
れ
に
求
め
る
か
の
対
立
は
、
日
本

の
犯
罪
共
同
説
・
行
為
共
同
説
の
対
立
図
式
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
思
連
絡
を
共
同
正
犯
の

成
立
要
件
と
し
な
い
行
為
共
同
説
は
、
ロ
ー
マ
法
の

同
時
的
共
働

の
系
統
を
受
け
継
い
で
い
る
と
考
え
ら
れ
、
共
同
意
思
主
体

説
や
犯
罪
共
同
説
は
、
共
謀
を
本
質
的
要
素
と
す
る
ル
ー
ツ
と
す
る
系
譜
に
属
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
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場
合
、
共
同
意
思
主
体
説
や
犯
罪
共
同
説
、
あ
る
い
は
ド
イ
ツ
の
影
響
を
受
け
て
共
同
意
思
主
体
説
に
よ
り
つ
つ
全
体
行
為
計
画
論

を
支
持
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
意
思
連
絡
を
基
礎
と
し
た
特
殊
な
危
険
を
想
定
す
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
犯
罪
共
同

説
の
立
場
か
ら
意
思
連
絡
の
有
す
る
特
殊
な
危
険
に
関
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
意
思

主
体
説
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
共
犯
規
定
の
存
在
を
必
要
と
す
る
理
由
と
し
て
、
二
人
以
上
の
者
が
共
同
目
的
に
向
っ
て
合
一
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
心
理
を
離
れ
た
特
殊
の
団
体
心
理
が
生
じ
、
個
人
意
思
で
は
企
図
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
を
も

敢
え
て
行
え
る
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

）
。
こ
れ
は
、
全
体
意
思
論
に
依
拠
し
て
共
同
正
犯
に
特
有
の
危
険
を
全
体
意
思
の
強
化
に
求

め
た
シ
ラ
ッ
ハ
と
同
様
の
発
想
に
立
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
、
共
同
意
思
主
体
説
に
よ
っ
た
と
し
て

も
、
共
謀
に
内
在
す
る
特
殊
な
危
険
を
想
定
す
る
こ
と
は
可
能
な
は
ず
な
の
で
あ
る
。

現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
全
体
行
為
計
画
論
に
お
い
て
も
、
シ
ラ
ッ
ハ
の
全
体
意
思
論
に
お
け
る
程
明
確
で
は
な
い
が
、
物
理

的
・
心
理
的
な
法
益
侵
害
へ
の
危
険
性
の
増
大
を
考
慮
し
て
い
る
。
日
本
に
お
い
て
高
橋
則
夫
が
、
共
同
意
思
主
体
説
を
出
発
点
と

し
つ
つ
も
全
体
行
為
計
画
論
を
採
用
し
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
学
説
史
か
ら
み
て
も
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
全
体
行
為
計
画
論
の
支
持
者
と
は
異
な
り
、
高
橋
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
共
謀
に
基
づ
く

犯
罪
実
現

に
お
け
る
各
人
の
行
為
の
地
位
・
役
割
の
重
要
性
に
よ
っ
て
相
互
的
行
為
帰
属
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
て
、
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す

る
点
が
対
照
的
で
あ
る

）
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
は
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
を
共
謀
に
お
い
て
生
じ
る
特
殊
な
危
険
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
は
可
能

で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
共
同
注
意
義
務
違
反
説
に
よ
る
肯
定
説
の
枠
組
み
を
採
用
し
つ
つ
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
け
る
特
殊
な
危

険
の
意
義
を
議
論
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。

＊

本
研
究
に
つ
い
て
は
、
亜
細
亜
大
学
平
成
二
十
一
年
度
特
別
研
究
奨
励
制
度
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
。
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（
1
）

団
藤
重
光

過
失
犯
と
人
格
責
任
論

日
沖
憲
郎
還
暦
祝
賀
・
過
失
犯
①

（
一
九
六
六
年
）
七
七
頁
。

（
2
）

前
田
雅
英

過
失
犯
の
共
同
正
犯

判
例
時
報
一
四
四
五
号
（
一
九
九
三
年
）
二
二
五
頁
。

（
3
）d

er
g
e
m
ein

sa
m
e
T
ate

ntsc
h
uluß

を
こ
の
よ
う
に
訳
し
た
が
、

共
同
行
為
決
定

共
同
犯
行
決
意

と
訳
さ
れ
る
こ
と
も

多
い
。

（
4
）L

e
o
p
old

Zi
m
m
erl,

Z
u
r
L
e
h
re

v
o
m

T
atb

esta
n
d,
1
9
28,

S.
1
0
7.

過
失
共
同
正
犯
の
肯
定
説
の
支
持
者
と
し
て
は
、
ほ
か

に
、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.,

1
93
1,

S.
1
10.

（
た
だ
し
過
失
教
唆
と

過
失
幇
助
は
あ
り
え
な
い
と
す
る
）

;
R
ic
h
ard

L
a
n
g
e,

K
o
hlra

u
sc
h‐

L
a
n
g
e
Strafg

esetz
b
u
c
h,
4
3

A
ufl.1

9
61,

S.
1
74.

な
ど
。

（
5
）R

u
d
olf

O
rt

m
a
n
n,

U
e
b
er

die
Fictio

n
d
er

U
rsa
¨
c
hlic

h
k
eit

in
d
er

L
e
h
re

v
o
n
d
er

T
eiln

a
h
m
e,

G
S28,

1
8
7
6,

S.

11
1

f.

オ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
建
築
現
場
か
ら

Aと

Bが
共
同
し
て
木
材
を
投
げ
落
と
す
と
い
う
教
壇
事
例
に
つ
い
て
、

A・

Bに
は

そ
れ
ぞ
れ
、
相
手
側
も
木
を
投
げ
落
と
す
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
認
識
が
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
み
で
は
共
同
正
犯
成
立

に
は
不
十
分
と
す
る
。

（
6
）E

rik
K
ra
atz,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft,

2
0
05,

S.
32

ff.

（
7
）K

ra
atz,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
6
））

,
S.
4
0.

（
8
）K

ra
atz,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
6
））

,
S.
4
1.

（
9
）

M
ic
h
a
el

B
olo

w
ic
h,

U
r
h
e
b
ersc

h
aft

u
n
d

refle
xiv

es
V
ersta

¨
n
d
nis:

U
nters

u
c
h
u
n
g
e
n

z
u
r

G
r
u
n
dla

g
e

ein
er

strafrec
htlic

h
e
n
B
eteilig

u
n
g
sle

h
re,

1
99
5,

S.
7
0.

（
10
）H

a
n
n
e
C
h
ristia

n
e
v
o
n
D
a
n
w
itz,

Ist
die

M
itta
¨
tersc

h
aft

a
b
h
a
¨

n
gig

v
o
n
ein

e
m
g
e
m
ein

sa
m
e
n
T
ate

ntsc
hluß

d
er

B
eteiligte

n?,
1
99
4,

S.
28.

は
、
一
八
七
一
年
刑
法
に
お
い
て
共
謀
規
定
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
の
、
共
謀
は
実
務
上
に
お
い
て
は
大
き

な
意
義
を
有
し
て
い
た
と
す
る
。

（
11
）A

n
sel

m
v
o
n
F
e
u
erb

ac
h,

L
e
h
rb

u
c
h
d
es

g
e
m
ein

e
n
in

D
e
utsc

hla
n
d
g
u
¨
ltig

e
n
p
einlic

h
e
n
R
ec

hts,
18
36,

§
44.

（
12
）F
rie

dric
h‐

W
ilh

el
m

W
e
h
rste

dt,
D
as

K
o
m
plott,

1
93
3,

S.
1
8

f.

（
13
）A

n
sel

m
v
o
n

F
e
u
erb

ac
h,

L
e
h
rb

u
c
h
d
es

g
e
m
ein

e
n
in

D
e
utsc

hla
n
d
g
elte

n
d
e
n
p
einlic

h
e
n

R
ec

hts,
1.

A
ufl.

18
01,

§
5
1
‐5
3.

と
く
に§5

3

参
照
。
た
だ
し
、K

o
m
plott

（
共
謀
）
で
は
な
くV

ersc
h
w
o
¨
r
u
n
g

（
陰
謀
）
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
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る
。

（
14
）

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
ク
ラ
イ
ン
シ
ュ
ロ
ー
ト
草
案
批
判
に
つ
い
て
は
、
野
村
和
彦

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
つ
い
て
（
一
）

平

成
法
政
研
究
一
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
年
）
九
六
頁
以
下
に
詳
し
い
。
と
く
に
反
逆
罪
に
関
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
見
解
に
つ
い
て

は
、
一
〇
一
頁
を
参
照
。
ま
た
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
が
起
草
に
深
く
関
わ
っ
た
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
の
反
逆
罪
規
定
に
つ
い
て
は
、
野

村
和
彦

バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
に
つ
い
て
（
二
）

平
成
法
政
研
究
一
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
二
一
一
頁
以
下
。

（
15
）A

n
sel

m
v
o
n
F
e
u
erb

ac
h,

K
ritik

d
es

K
lein

sc
h
ro

disc
h
e
n
E
nt

w
u
rfs

z
u
ein

e
m

p
einlic

h
e
n
G
esetz

b
u
c
h
e
fu
¨

r
die

C
h
u
r‐

P
falz‐

B
a
y
risc

h
e
n
Staate

n,
18
0
4,

S.
1
32

ff.

こ
こ
で
もK

o
m
plott

（
共
謀
）
で
は
な
くV

ersc
h
w
o
¨
r
u
n
g

（
陰
謀
）
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
16
）

嶋
矢
貴
之

過
失
犯
の
共
同
正
犯
（
二
）

法
学
協
会
雑
誌
一
二
一
巻
一
〇
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
七
〇
三
頁
以
下
、
同
・

過
失
犯

の
共
同
正
犯
論

刑
法
雑
誌
四
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
六
頁
以
下
参
照
。
平
野
龍
一

刑
法
総
論
Ⅱ

（
一
九
七
五
年
）
三
八

一
頁
も
、
共
同
正
犯
は
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
と
同
時
に
他
の
共
同
正
犯
者
の
実
行
を
教
唆
ま
た
は
精
神
的
に
幇
助
す
る
者
、
と
し
て
い

る
。
佐
伯
仁
志

共
犯
論
（
2
）

法
教
三
〇
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
三
頁
も
参
照
。

（
17
）

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
行
為
を
他
者
と
一
緒
に
実
行
に
移
し
た
者
、
共
謀
内
容
を
最
初
に
提
案
し
た
者
や
共
同
決
定
し
た

犯
罪
の
遂
行
に
あ
た
っ
て
主
導
的
立
場
に
あ
っ
た
者
、
精
神
的
発
起
者
の
う
ち
物
理
的
発
起
者
の
行
為
遂
行
の
意
思
決
定
に
対
し
、
他
の

者
よ
り
も
強
く
働
き
か
け
た
者
は
、
よ
り
重
く
処
罰
さ
れ
る
。
脅
迫
・
強
制
に
よ
る
発
起
者
は
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
発
起
者
の
共
働
形
態
の

う
ち
、
最
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
。Fe

u
erb

ac
h,

L
e
h
rb

u
c
h
d
es

g
e
m
ein

e
n
in

D
e
utsc

hla
n
d
g
u
¨
ltig

e
n
p
einlic

h
e
n
R
ec

hts

（
前

掲
注（
11
））

,§
1
1
3.

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
共
犯
論
に
つ
い
て
は
、
森
川
恭
剛

因
果
的
共
犯
論
の
課
題
│
│
教
唆
の
未
遂
の
否
定
と
正

犯
と
共
犯
の
区
別
│
│

九
大
法
学
六
八
号
（
一
九
九
四
年
）
一
五
頁
以
下
。

（
18
）In
g
e
b
or
g
P
u
p
p
e,

D
er

o
bje

ktiv
e
T
atb

esta
n
d
d
er

A
n
stiftu

n
g,

G
A19

84,
S.
11
2

f.

な
お
プ
ッ
ペ
は
、
被
教
唆
者
が
自

由
意
思
に
基
づ
い
て
、
教
唆
者
の
意
思
に
服
従
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
構
造
は
間
接
正
犯
の
そ
れ
に
近
く
な
る
、
と
し
て
い
る
。

（
19
）C

histo
p
h
C
arl

Stu
¨

b
el,

U
e
b
er

die
T
eiln

a
h
m
e
m
e
h
rer

P
erso

n
e
n
a
n
ein

e
m

V
erbrec

h
e
n,
1
8
28,

S.
3
3

ff.

ス
チ
ュ

ー
ベ
ル
の
相
互
的
教
唆
説
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
共
謀
概
念
か
ら
共
同
正
犯
概
念
が
ど
の
よ
う
に
生
成
・
発
展
し
た
か
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
た
ハ
ー
ス
も
紹
介
し
て
お
り
、
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
批
判
、
そ
れ
に
対
す
る
学
界
の
反
応
、
後
の
学
説
へ
の
影
響
に
つ
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い
て
、Volk

er
H
a
as,

D
ie

T
h
e
orie

d
er

T
ath

errsc
h
aft

u
n
d
ih
re

G
r
u
n
dla

g
e
n,
2
0
0
8,

S.
1
20

ff.

で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
中
で
ハ
ー
ス
は
ス
チ
ュ
ー
ベ
ル
の
批
判
が
、
ア
ベ
ッ
ク
ら
の
支
持
を
得
、
全
体
意
思
論
の
登
場
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。

（
20
）

考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、Fra

n
z
V
ictor

Zie
gler,

D
ie

T
eiln

a
h
m
e
a
m

V
erbrec

h
e
n
n
ac

h
P
G
D.,

A
rt.
1
4
8,

18
45.

で
あ
る
。
ツ
ィ
ー
グ
ラ
ー
は
、
同
書
九
頁
に
お
い
て
、
共
謀
に
お
い
て
は
、
関
与
者
達
の
事
前
に
十
分
練
ら
れ
た
計
画
に
よ
り
、

共
働
を
通
じ
て
あ
る
犯
罪
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
、
と
し
て
お
り
、
そ
の
際
各
人
が
ど
の
程
度
の
寄
与
を
な
し
た
の
か
は
重

要
性
を
も
た
ず
、
全
体
意
思
が
関
与
者
同
士
を
結
び
つ
け
、
各
人
が
他
の
者
の
行
為
を
自
己
の
行
為
そ
の
も
の
と
み
な
し
て
い
た
な
ら
ば
、

全
員
が
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
、
と
し
て
い
る
。
七
頁
に
お
い
て
も
、
共
同
目
的
と
な
っ
て
い
る
、
あ
る
犯
罪
を
共
同
し
て
行
お
う
と
い
う

複
数
人
の
団
結
こ
そ
が
共
謀
で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る
。

（
21
）

W
e
h
rste

dt,
D
as

K
o
m
plott

（
前
掲
注（
12
））

,
S.
2
3

ff.

（
22
）

ヴ
ェ
ア
シ
ュ
テ
ッ
ト
に
よ
り
引
用
さ
れ
て
い
るC

h
ristia

n
R
eih

old
K
o
¨
stlin,

N
e
u
e
R
e
visio

n
d
er

G
r
u
n
d
b
e
g
riffe

d
es

C
ri
m
in
alrec

hts,
S.
5
77

ff.
は
、
教
唆
と
共
謀
の
違
い
を
詳
述
す
る
。

（
23
）A

lb
ert

F
rie

dric
h
B
er
n
er,

D
ie

L
e
h
re

v
o
n
d
er

T
h
eiln

a
h
m
e
a
m

V
erbrec

h
e
n
u
n
d
die

n
e
u
ere

n
C
o
ntro

v
erse

n

u
¨

b
er

D
olu

s
u
n
d
C
ulp

a,
1
8
4
7,

S.
3
9
3

ff.

も
っ
と
も
、
今
日
で
は
、
少
な
く
と
も
全
体
主
体
の
想
定
に
対
し
て
は
否
定
的
な
態
度
が

示
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
デ
ン
カ
ー
は
、
共
同
正
犯
の
よ
う
に
複
数
人
に
よ
っ
て
行
為
が
行
わ
れ
る
と
き
、
共
同

正
犯
原
理
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
対
象
は
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
①
数
人
の
主
体
か
ら
形
成
さ
れ
る
一
個
の
観
念
的
な

人
格
、
つ
ま
り
全
体
主
体
と
す
る
、
②
各
人
の
身
体
動
作
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
る
様
々
な
外
界
の
変
更
を
一
つ
の
事
実
と
し
て
結

合
さ
せ
、
こ
れ
を
一
つ
の
全
体
行
為
と
し
て
捉
え
て
帰
責
の
対
象
と
す
る
と
い
う
、
二
通
り
の
考
え
方
が
あ
り
う
る
、
と
指
摘
す
る
。
そ

し
て
全
体
主
体
を
想
定
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
帰
責
の
対
象
は
あ
く
ま
で
も
個
々
人
で
あ
る
と
こ
ろ
、
全
体
主
体
を
想
定
し
て
し
ま
う

と
関
与
者
毎
に
異
な
り
う
る
主
観
的
答
責
性
を
個
別
的
に
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
等
の
理
由
か
ら
、
全
体
行
為
に

よ
る
解
決
を
支
持
す
る
。Frie

dric
h
D
e
n
c
k
er,

K
a
u
salita

¨
t
u
n
d
G
esa

m
ttat,

1
99
6,

S.
1
20

ff.

（
24
）C

h
ristia

n
R
eih

old
K
o
¨
stlin,

S
y
ste

m
d
es

d
e
utsc

h
e
n
Strafrec

ht,
1
85
5,

S.
3
42

ff.

（
25
）

W
e
h
rste

dt,
D
as

K
o
m
plott

（
前
掲
注（
12
））

,
S.
2
6

f.
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（
26
）

W
ilh

el
m
v
o
n
S
c
hirac

h,
L
e
h
re

v
o
m

K
o
m
plott,

n
e
u
es

A
rc
hiv

d
es

C
ri
m
in
alrec

hts(1
8
1
7),

S.
5
2
1.

（
27
）H

a
as,

D
ie

T
h
e
orie

d
er

T
ath

errsc
h
aft

u
n
d
ih
re

G
r
u
n
dla

g
e
n

（
前
掲
注（
19
））

,
S.
1
1
7

ff.
（
28
）H

a
as,

D
ie

T
h
e
orie

d
er

T
ath

errsc
h
aft

u
n
d
ih
re

G
r
u
n
dla

g
e
n

（
前
掲
注（
19
））

,
S.
1
2
4.

（
29
）K

arste
n
A
lte

n
h
ei
m,

D
ie

M
it
w
ir
k
u
n
g
ein

es
a
n
d
ere

n
B
a
n
d
e
n
m
itglie

ds,
Z
St

W1
1
3(2

0
0
1),

S.
12
8

f.

（
30
）H

a
as,

D
ie

T
h
e
orie

d
er

T
ath

errsc
h
aft

u
n
d
ih
re

G
r
u
n
dla

g
e
n

（
前
掲
注（
19
））

,
S.
1
2
3

f.

（
31
）H

a
as,

D
ie

T
h
e
orie

d
er

T
ath

errsc
h
aft

u
n
d
ih
re

G
r
u
n
dla

g
e
n

（
前
掲
注（
19
））

,
S.
1
2
6

f.

（
32
）

B
G
Hも
意
思
連
絡
の
重
要
性
に
つ
い
て
十
分
認
識
し
て
お
り
、
共
同
正
犯
は
片
面
的
な
了
解
だ
け
で
は
成
立
せ
ず
、
す
べ
て
の
関

与
者
が
、
共
働
に
つ
い
て
了
承
し
て
お
り
、
ま
た
意
欲
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
理
解
し
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。Ber

n
d
S
c
h
u
¨

n
e
m
a
n
n,

in:
Strafg

esetz
b
u
c
h.

L
eip

zig
er

K
o
m
m
e
ntar,

B
a
n
d
I,
1
2.

A
ufl.2

00
7,

§
2
5,

R
n.
1
73

f.

（
33
）R

G
St8,

4
2.

（
34
）P

eter
C
ra

m
er/

G
u
¨

nter
H
ein

e,
in:

S
c
h
o
¨

n
k
e/

S
c
h
ro
¨

d
er

Strafg
esetz

b
u
c
h,
2
7.

A
ufl.2

00
6,

V
or.

§
2
5,

R
n.
58.

（
35
）S

c
h
u
¨

n
e
m
a
n
n

（
前
掲
注（
32
））

,
§
2
5,

R
n.
1
7
3.

（
36
）S

c
h
u
¨

n
e
m
a
n
n

（
前
掲
注（
32
））

,
§
2
5,

R
n.
1
7
4.

（
37
）

詳
し
く
は
、
内
海
朋
子

共
同
正
犯
に
お
け
る

意
思
連
絡

の
意
義
に
つ
い
て
（
二
・
完
）

亜
細
亜
法
学
四
〇
巻
二
号
（
二
〇

〇
六
年
）
八
四
頁
以
下
。

（
38
）

機
能
的
行
為
支
配
説
と
全
体
行
為
計
画
論
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
内
海

共
同
正
犯
に
お
け
る

意
思
連
絡

の
意
義
に
つ
い
て

（
二
・
完
）
（
前
掲
注（
37
））
八
二
頁
以
下
で
検
討
し
た
。

（
39
）D

e
n
c
k
er,

K
a
u
salita

¨
t
u
n
d
G
esa

m
ttat

（
前
掲
注（
23
））

,
S.
1
39.

（
40
）D
e
n
c
k
er,

K
a
u
salita

¨
t
u
n
d
G
esa

m
ttat

（
前
掲
注（
23
））

,
S.
1
74

ff.

（
41
）

カ
ム
説
に
つ
い
て
は
、
金
子
博

過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
つ
い
て

立
命
館
法
学
三
二
六
号
（
二
〇
一
〇
年
）
九
六
頁
以
下
に
詳
し

い
。
も
っ
と
も
、
金
子
は
私
見
と
は
反
対
に
、
カ
ム
が
条
件
関
係
公
式
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
ま
で
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
て
い
る
点

は
処
罰
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
で
不
当
で
あ
る
、
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
二
人
で
な
け
れ
ば
動
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
石
を
四
人
で
動
か

し
た
場
合
に
は
、
カ
ム
は
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
る
も
の
の
、
金
子
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
過
失
共
同
正
犯
を
処
罰
す
る
の
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は
危
険
犯
化
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
る
。

（
42
）Si

m
o
n
e
K
a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft,

19
9
9.

S.
27.

（
43
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
3
3

ff.

そ
の
際
カ
ム
は
、
共
同
行
為
決
定
の
内
容
と
し
て
、

他
者
の
行
為
に
よ
り
創
出
さ
れ
た
状
況
を
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
自
己
の
行
為
の
目
的
実
現
に
利
用
し
た
、
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で

あ
っ
て
、
例
え
ば
、
ヤ
コ
ブ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
な
、
片
面
的
な
行
為
寄
与
の
意
思
│
│
自
己
の
行
為
を
他
者
の
行
為
へ
一
方
的
に
統
合

し
よ
う
と
す
る
意
思
│
│
を
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
と
す
る
見
解
は
、
相
互
的
な
協
調
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
実
現
さ
れ
る
役
割
分
担
の

発
想
と
調
和
し
な
い
、
と
考
え
る
。

（
44
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
3
7.

（
45
）

合
意
は
明
示
で
も
黙
示
で
も
よ
く
、
未
遂
成
立
以
前
に
撤
回
す
れ
ば
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い
が
、
一
人
の
行
為
者
に
よ
り
計
画
さ

れ
た
行
為
計
画
が
の
ち
に
他
の
者
に
引
き
受
け
ら
れ
た
場
合
で
も
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
承
継
的
共
同
正
犯
の
成
立

も
認
め
る
。K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
3
2

f.

ま
た
、
他
の
行
為
者
の
行
為
に
つ
い
て
詳
細
に

認
識
し
て
い
な
く
て
も
、
ま
た
、
想
定
し
て
い
た
行
為
と
実
際
に
行
わ
れ
た
他
者
の
行
為
と
の
間
に
軽
微
な
相
違
が
存
在
し
て
も
共
同
正

犯
の
根
拠
づ
け
に
あ
た
っ
て
問
題
と
な
ら
な
い
。
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
共
同
正
犯
者
の
一
人
の
行
為
が
、
共
同
行
為
計
画
の
範
囲
を
超

え
て
い
た
場
合
で
あ
る
。

（
46
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
6
4

f,
6
8

f.

そ
の
ほ
か
、
キ
ュ
ッ
パ
ー
も
同
様
の
立
場
か
ら
過

失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
。G

e
or
g
K
u
¨

p
p
er,

Z
u
r
A
b
g
rez

u
n
g
d
er

T
a
¨
tersc

h
aftsfor

m
e
n,

G
A1
99
8,

S.
5
2
7.

（
47
）

ヴ
ァ
イ
サ
ー
も
ま
た
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
が
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
可
能
性
に
つ
き
、
注
意
義
務
違
反
と
し
て
評
価
さ

れ
る
寄
与
を
な
し
、
そ
し
て
こ
の
寄
与
と
当
該
法
益
侵
害
と
の
間
に
合
法
則
的
条
件
関
係
が
存
在
す
る
こ
と
を
必
要
、
と
し
た
（
危
険
増

加
原
理
で
は
不
十
分
で
あ
る
）。
そ
の
上
で
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
に
お
い
て
は
、
各
人
の
行
為
と
結
果
と
の
因
果
関
係
を
認

め
え
な
い
の
で
過
失
犯
処
罰
は
で
き
な
い
、
と
す
る
。Bettin

a
W
eiß

er,
K
a
u
salita

¨
ts‐

u
n
d
T
a
¨
tersc

h
aftspro

ble
m
e
b
ei

d
er

Strafrec
htlic

h
e
n

W
u
¨

rdig
u
n
g
pflic

ht
w
idrig

er
K
olle

giale
ntsc

h
eid

u
n
g
e
n,
1
9
9
6,

S.
1
55

f.

参
照
。
し
か
し
の
ち
に
、

（
ア
）
各
人
が
同
一
の
客
観
的
注
意
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
、（
イ
）
不
注
意
的
行
為
（
不
作
為
を
含
む
）
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
各

人
に
共
同
の
意
識
が
あ
る
こ
と
、（
ウ
）
個
々
人
の
共
同
正
犯
者
は
、
潜
在
的
な
共
同
正
犯
者
が
自
己
と
同
じ
注
意
義
務
を
課
さ
れ
て
い
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る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
挙
げ
、
個
々
の
行
為
と
結
果
と
に
お
け
る
合
法
則
的
因
果
関
係
の
要
件
を
外
し
た
。Betti‑

n
a
W
eiß

er,
G
ibt

es
fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft?,

J
Z1
99
8,

S.
2
39.
（
48
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
1
5
6.

（
49
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
1
8
8

ff.

（
50
）

必
要
的
共
働
の
要
件
が
満
た
さ
れ
る
場
合
と
し
て
は
、
オ
ッ
ト
ー
が
過
失
共
同
正
犯
肯
定
事
例
と
し
て
主
張
し
て
い
る
、
劇
場
支
配

人

Aが
義
務
に
反
し
て
消
火
槽
に
水
を
満
た
さ
な
か
っ
た
が
、
火
災
の
際
、
消
防
士

Bも
ま
た
義
務
に
違
反
し
て
消
火
活
動
に
あ
た
ら
な

か
っ
た
た
め
、
消
火
槽
内
の
水
を
使
っ
て
の
消
火
活
動
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
51
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
1
9
9

f.

（
52
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
2
0
2

ff.

（
53
）K

a
m
m,

D
ie

fa
h
rla
¨
ssig

e
M
itta
¨
tersc

h
aft

（
前
掲
注（
42
））

,
S.
2
0
2

ff.

（
54
）

カ
ム
の
見
解
に
対
し
て
は
、
必
要
的
共
働
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
単
独
犯
と
し
て
処
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
例
え

ば
、
一
人
が
不
注
意
で
木
材
を
落
と
す
の
と
、
二
人
以
上
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
不
注
意
に
木
材
を
落
と
す
の
と
で
は
、
後
者
の
ケ
ー
ス
の

方
が
危
険
性
が
高
い
の
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
注
意
義
務
違
反
行
為
で
も
数
人
で
行
わ
れ
れ
ば
単
独
で
行
う
よ
り
も
危
険
性
は
高
ま
る
の

で
は
な
い
か
、
と
の
批
判
が
存
在
す
る
。Ki

m,
D
ie

A
n
aly

se
d
es

g
e
m
ein

sc
h
aftlic

h
e
n
B
e
g
e
h
e
n
s

i
m

Sin
n
e
d
es§

2
5

A
bs.

2
St

G
B
u
n
d
die

M
itta
¨
tersc

h
aft

b
ei
m

F
a
h
rla
¨
ssig

k
eitsd

elikt,
S.
1
73

ff.

（
55
）

齊
藤
金
作

刑
法
講
義

（
一
九
六
七
年
）
九
二
頁
以
下
。

（
56
）

高
橋
則
夫

刑
法
総
論

（
二
〇
一
〇
年
）
四
三
八
頁
。
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