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榎
本
桃
也
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

１

榎
本
桃
也
君
が
博
士
学
位
請
求
論
文
と
し
て
提
出
し
た
の
は
︑

同
君
が
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
修
士
課
程
に
進
学
し
て

以
来
︑
今
日
ま
で
継
続
し
て
き
た
結
果
的
加
重
犯
に
関
す
る
研
究
を

集
大
成
し
た
︵
二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
換
算
し
て
約
二
〇
〇
〇

枚
に
及
ぶ
︶
論
文
﹁
結
果
的
加
重
犯
論
の
再
検
討
﹂
で
あ
る
︒
同
君

が
︑
こ
れ
ま
で
﹃
法
学
政
治
学
論
究
﹄
に
お
い
て
発
表
し
た
二
本
の

論
文
が
︑
本
論
文
の
骨
格
を
な
し
て
い
る
︒

榎
本
君
は
︑
﹁
序
章
﹂
に
お
い
て
﹁
本
論
文
の
目
的
﹂
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
が
︑
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
日
本
で
は
結
果
的
加
重
犯
が

︵
社
会
の
処
罰
要
求
に
か
な
う
面
も
あ
っ
て
︶
実
務
上
ま
す
ま
す
大

き
な
意
味
を
も
つ
状
況
が
あ
り
な
が
ら
︑
学
説
に
お
い
て
は
そ
の
重

要
性
に
見
合
う
ほ
ど
の
突
き
詰
め
た
理
論
的
検
討
︵
特
に
︑
そ
の
犯

罪
類
型
と
し
て
の
本
質
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
も
の
︶
が
見
ら
れ
な
い
︒

ド
イ
ツ
を
中
心
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
法
学
で
は
︑
結
果
的
加
重

犯
に
関
す
る
一
定
の
本
質
理
解
に
基
づ
き
︑
立
法
論
と
し
て
結
果
的

加
重
犯
に
対
す
る
批
判
が
有
力
に
展
開
さ
れ
︑
実
際
に
そ
の
成
立
要

件
を
厳
し
く
す
る
法
改
正
も
な
さ
れ
て
き
て
い
る
が
︵
た
と
え
ば
︑

ド
イ
ツ
の
刑
法
各
則
に
お
け
る
﹁
軽
率
性
﹂
の
要
求
︶︑
日
本
で
は

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
も
稀
薄
で
あ
り
︑
成
立
要
件
を
再
吟
味
し
よ

う
と
す
る
学
説
も
︑
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
え
て
い
な
い
︒
そ
こ
で
︑

榎
本
君
は
︑
現
在
の
議
論
に
欠
け
て
い
る
︑
解
釈
論
・
立
法
論
の
た

め
の
基
本
的
視
座
︵
牧
野
英
一
博
士
が
か
つ
て
述
べ
た
﹁
構
成
的
立

場
﹂︶
を
得
る
た
め
︑
結
果
的
加
重
犯
の
犯
罪
類
型
と
し
て
の
本
質

的
な
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
︑
こ
れ
を

﹁
第
一
章
・
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
﹂
の
テ
ー
マ
と
し
︑
そ
こ
に
お

い
て
︑
通
説
と
異
な
り
︑
結
果
的
加
重
犯
は
基
本
犯
た
る
故
意
犯
と

重
い
結
果
に
つ
い
て
の
過
失
犯
の
複
合
形
態
に
と
ど
ま
ら
な
い
︑
一

罪
と
し
て
の
﹁
固
有
の
不
法
内
容
﹂
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
基

本
的
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
︒
著
者
は
︑
こ
れ
に
立
脚
し
て
︑﹁
第

二
章
・
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
﹂︑
そ
し
て
﹁
第
三

章
・
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
に
お
い
て
︑﹁
直
接
性
﹂

の
要
件
を
中
核
と
す
る
︑
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
に
関
す
る
自

説
を
詳
細
に
提
示
し
︑﹁
第
四
章
・
結
果
的
加
重
犯
の
共
犯
﹂
で
は
︑

実
務
上
・
理
論
上
の
重
要
テ
ー
マ
に
つ
い
て
︑
著
者
の
基
本
的
立
場

か
ら
導
か
れ
る
帰
結
を
示
し
て
い
る
︒﹁
第
五
章
・
結
果
的
加
重
犯
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の
未
遂
罪
に
つ
い
て
﹂
は
︑
著
者
の
見
解
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

た
ド
イ
ツ
の
最
新
の
問
題
状
況
の
紹
介
と
分
析
で
あ
り
︑
日
本
に
は

直
接
に
対
応
す
る
議
論
の
な
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
︑
そ
こ
に
お
い
て

は
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
結
果
的
加
重
犯
に
関
す
る
基
本
的
な
理
解
が

顕
著
な
形
で
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
論
及
さ
れ
て
い
る
︒

本
論
文
は
︑
日
本
の
判
例
・
裁
判
例
と
文
献
を
網
羅
的
に
参
照
・

検
討
し
て
︑
結
果
的
加
重
犯
の
根
本
問
題
を
詳
細
に
論
究
し
た
︵
そ

の
タ
イ
ト
ル
に
ふ
さ
わ
し
い
︶
労
作
で
あ
る
が
︑
同
時
に
︑
日
本
の

議
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
ド
イ
ツ
の
判
例
と
学
説
に
つ
い

て
も
︑
つ
い
最
近
の
も
の
に
至
る
ま
で
︑
ほ
ぼ
網
羅
的
に
こ
れ
を
参

照
・
検
討
し
て
い
る
︒
た
だ
︑
榎
本
君
は
︑
日
本
の
従
来
の
議
論
を

理
解
し
︑
ま
た
日
本
の
議
論
に
欠
け
て
い
る
も
の
を
補
う
た
め
︑
ド

イ
ツ
の
判
例
と
学
説
を
参
照
す
る
こ
と
は
不
可
欠
と
し
つ
つ
も
︑
日

本
と
ド
イ
ツ
で
は
︑
実
定
法
の
規
定
が
異
な
り
︑
ま
た
犯
罪
論
の
基

本
的
考
え
方
に
も
相
違
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
︑
距
離
を
保
ち
つ

つ
検
討
す
る
よ
う
留
意
す
る
も
の
と
し
て
い
る
︒

以
上
が
本
論
文
の
概
要
で
あ
る
が
︑
そ
の
構
成
の
詳
細
は
︑
次
の

通
り
で
あ
る
︒

序
章

本
論
文
の
目
的

第
一
章

結
果
的
加
重
犯
の
本
質

第
一
節

は
じ
め
に

第
二
節

結
果
的
加
重
犯
と
責
任
主
義

第
三
節

結
果
的
加
重
犯
の
不
法
内
容
と
そ
の
構
造
に
関
す
る
基
礎

的
検
討

第
二
章

結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て

第
一
節

は
じ
め
に

第
二
節

判
例
・
裁
判
例
の
概
況

第
三
節

直
接
性
法
理
の
客
観
的
側
面

第
四
節

直
接
性
の
要
件
の
具
体
的
検
討

第
五
節

主
観
的
側
面
と
し
て
の
限
定
法
理

第
六
節

ま
と
め

第
三
章

傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
の
一
考
察
│
│
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学

説
の
検
討
を
中
心
に
│
│

第
一
節

は
じ
め
に

第
二
節

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て

第
三
節

傷
害
致
死
罪
の
限
定
法
理
│
│
致
命
性
説
を
中
心
に
│
│

第
四
節

ま
と
め
│
│
わ
が
国
の
解
釈
論
と
し
て
│
│

第
四
章

結
果
的
加
重
犯
の
共
犯

第
一
節

は
じ
め
に

第
二
節

判
例

第
三
節

学
説
と
そ
の
検
討

第
四
節

ま
と
め

第
五
章

結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
罪
に
つ
い
て
│
│
ド
イ
ツ
の
議
論
を
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中
心
に
│
│

第
一
節

は
じ
め
に

第
二
節

結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
の
ケ
ー
ス

第
三
節

結
果
的
加
重
犯
に
未
遂
罪
は
存
在
す
る
の
か

第
四
節

若
干
の
検
討

第
五
節

ま
と
め

第
六
章

終
章

２

第
一
章
﹁
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
﹂
は
︑
か
つ
て
の
日
本
の
学

説
に
お
い
て
は
結
果
的
加
重
犯
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
心
論
点
で
あ
っ

た
︵
そ
し
て
現
在
で
も
︑
議
論
す
る
意
味
を
ま
っ
た
く
失
っ
て
い
な

い
︶
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
過
失
の
要
否
の
問
題
を
取
り
上
げ
︑
著

者
の
見
解
を
示
す
と
と
も
に
︑
結
果
的
加
重
犯
の
基
本
構
造
に
つ
い

て
の
基
本
的
考
え
方
を
明
ら
か
に
し
た
重
要
部
分
で
あ
る
︒
榎
本
君

は
︑
ま
ず
︑
過
失
の
要
否
を
め
ぐ
る
判
例
・
裁
判
例
の
態
度
と
学
説

に
お
け
る
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
詳
細
に
論
評
し
た
上
で
︑
責
任
主

義
を
根
拠
と
す
る
原
則
上
の
理
由
と
︑
通
常
の
過
失
犯
の
場
合
と
の

均
衡
論
︑
実
際
上
の
帰
結
の
妥
当
性
を
理
由
と
し
て
︑
学
説
に
お
い

て
支
配
的
な
過
失
必
要
説
の
立
場
を
支
持
す
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
︒
特
徴
的
な
と
こ
ろ
は
︑
判
例
が
一
貫
し
て
採
用
し
て
お

り
︑
ま
た
重
罰
化
に
傾
く
社
会
的
風
潮
に
は
適
合
的
な
過
失
不
要
説

の
側
か
ら
主
張
さ
れ
う
る
論
拠
を
推
測
し
て
示
し
た
上
で
︑
こ
れ
に

対
し
︑
一
般
化
し
た
と
き
の
帰
結
の
不
当
性
や
︑
刑
罰
論
に
遡
っ
た

理
由
に
基
づ
き
批
判
を
加
え
︑
過
失
必
要
説
を
堅
持
す
べ
き
だ
と
し

て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
過
失
の
要
否
を
め
ぐ
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
を

過
不
足
な
く
要
約
し
︑
検
討
す
べ
き
ポ
イ
ン
ト
を
網
羅
す
る
形
で
︑

明
確
な
態
度
決
定
を
行
っ
て
い
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

榎
本
君
は
︑
こ
れ
に
引
き
続
き
︑
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
的
構
造

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
︒
検
討
の
出
発
点
は
︑
結
果
的
加
重
犯
の

処
罰
規
定
に
お
い
て
は
︑
故
意
の
基
本
犯
と
重
い
結
果
に
つ
い
て
の

過
失
結
果
犯
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
た
法
定
刑
を
合
算
し

た
も
の
を
も
超
え
る
法
定
刑
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
︑
構
造
論
は
こ

の
こ
と
を
適
切
に
説
明
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒
榎
本
君
は
︑
こ
の
点
に
つ
き
︑
こ
れ
ま
で
の
通
説

的
見
解
で
あ
る
﹁
複
合
形
態
論
﹂
に
よ
る
と
き
に
は
説
明
が
困
難
で

あ
る
︵
む
し
ろ
︑
結
果
的
加
重
犯
廃
止
論
に
至
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︶
と
し
︑
結
果
的
加
重
犯
に
︑
故
意
犯
と
過
失
犯
を
加
算
し
た
も

の
以
上
の
︑
独
自
の
不
法
内
容
を
認
め
る
︑
い
わ
ゆ
る
危
険
性
説
に

注
目
す
る
︒
そ
し
て
︑
危
険
性
説
に
属
す
る
日
本
と
ド
イ
ツ
の
諸
説

の
検
討
を
通
じ
て
︑
著
者
の
理
解
を
︵
逐
一
根
拠
を
示
し
な
が
ら
︶

明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
現
行
刑
法
典
の
規
定
を
見

た
と
き
︑
立
法
者
が
結
果
的
加
重
犯
の
基
本
行
為
と
し
て
選
択
し
た

特 別 記 事

163



行
為
は
︑
重
い
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
高
度
の
危
険
性
を
類
型
的
に
も

つ
行
為
で
あ
る
︒
結
果
的
加
重
犯
の
処
罰
規
定
は
︑
こ
の
種
の
行
為

を
一
般
予
防
の
見
地
か
ら
よ
り
強
く
禁
止
し
︑
重
い
結
果
の
発
生
を

抑
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
で
き
る
︒
傷
害
致

死
罪
の
場
合
に
つ
い
て
い
え
ば
︑
予
定
さ
れ
て
い
る
基
本
行
為
た
る

傷
害
行
為
は
︑
死
亡
結
果
と
の
関
係
で
は
︑
通
常
の
傷
害
罪
の
構
成

要
件
該
当
行
為
よ
り
も
よ
り
高
い
危
険
性
を
も
つ
行
為
と
し
て
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
︒
他
方
︑
傷
害
致
死
罪
の
構
成
要
件
は
︑
単
な

る
過
失
致
死
罪
の
構
成
要
件
︵
﹁
開
か
れ
た
構
成
要
件
﹂︶
と
比
べ
る

と
︑
類
型
化
さ
れ
た
故
意
の
傷
害
行
為
が
禁
止
の
対
象
と
な
る
た
め

に
︑
行
動
基
準
が
明
確
化
さ
れ
︑
よ
り
大
き
な
一
般
予
防
効
果
を
期

待
で
き
る
︵
し
た
が
っ
て
︑
そ
の
限
り
で
︑
よ
り
重
く
処
罰
す
る
こ

と
が
正
当
化
さ
れ
る
︶
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
︑

結
果
的
加
重
犯
に
お
い
て
は
︑
基
本
犯
と
過
失
結
果
犯
の
そ
れ
ぞ
れ

の
法
定
刑
を
合
算
し
た
も
の
を
超
え
る
刑
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

も
︑
現
行
刑
法
の
解
釈
と
し
て
無
理
の
な
い
形
で
︑
か
つ
合
理
的
な

刑
罰
理
論
︵
一
般
予
防
論
︶
と
整
合
的
な
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
以
上
が
︑
従
来
の
危
険
性
説
の
批
判
的
検
討
を
通
じ
︑
そ
の

理
論
枠
組
み
を
踏
襲
し
つ
つ
も
︑
榎
本
君
が
巧
み
に
再
構
成
し
た
︑

結
果
的
加
重
犯
の
基
本
構
造
で
あ
り
︑
以
下
に
続
く
章
に
お
け
る
検

討
に
あ
た
っ
て
は
︑
こ
こ
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
結
果
的
加
重
犯
の
本

質
理
解
が
基
礎
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

第
二
章
﹁
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
﹂
は
︑
本
論
文

中
︑
最
も
詳
細
な
章
で
あ
り
︑
結
果
的
加
重
犯
を
め
ぐ
る
問
題
の
う

ち
実
務
上
中
心
と
な
る
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
重
い
結
果
を
基
本
行
為
に

帰
属
す
る
た
め
の
要
件
﹂
を
取
り
上
げ
︑
判
例
・
裁
判
例
の
態
度
お

よ
び
学
説
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
て
︑
前
章
で
示
さ
れ
た
見
解
を

基
礎
と
す
る
著
者
の
自
説
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
榎
本
君
は
︑

ま
ず
︑
判
例
・
裁
判
例
を
︑﹁
行
為
時
に
す
で
に
特
殊
事
情
が
存
在

し
て
い
た
ケ
ー
ス
﹂
に
関
す
る
も
の
と
︑﹁
実
行
行
為
後
に
特
殊
事

情
が
介
在
し
た
ケ
ー
ス
﹂
に
関
す
る
も
の
と
に
分
け
︑
後
者
を
さ
ら

に
︑
介
在
事
情
が
①
第
三
者
の
行
動
︵
医
師
の
治
療
行
為
︑
第
三
者

の
犯
罪
行
為
︶
で
あ
る
場
合
と
︑
②
被
害
者
の
行
動
︵
患
者
と
し
て

の
不
適
切
な
行
動
︑
現
場
に
お
け
る
逃
避
行
為
︶
で
あ
る
場
合
と
に

類
型
化
し
て
︑
そ
の
基
本
的
態
度
を
明
ら
か
に
し
︑
こ
れ
に
対
す
る

学
説
の
対
応
を
要
約
し
て
い
る
︒
判
例
実
務
は
︑
結
果
的
加
重
犯
に

お
け
る
基
本
行
為
と
重
い
結
果
と
の
関
係
を
﹁
因
果
関
係
﹂
の
問
題

と
し
て
把
握
し
︑
一
般
化
さ
れ
た
判
断
基
準
を
明
言
す
る
こ
と
は
な

い
が
︑
そ
の
内
容
を
条
件
関
係
な
い
し
こ
れ
に
近
い
も
の
と
し
て
理

解
し
︑
事
実
的
つ
な
が
り
が
明
ら
か
に
な
る
限
り
は
結
果
帰
属
を
肯

定
し
て
お
り
︑
少
な
く
と
も
相
当
因
果
関
係
の
よ
う
に
規
範
的
見
地

か
ら
こ
れ
を
制
限
す
る
態
度
は
と
っ
て
い
な
い
︵
た
だ
︑
学
説
の
相

法学研究 84 巻 5 号（2011：5）

164



当
因
果
関
係
説
の
立
場
か
ら
一
致
し
て
結
論
の
不
当
性
が
批
判
さ
れ

た
判
例
は
そ
れ
ほ
ど
存
在
し
な
い
︶
と
す
る
︒

榎
本
君
は
︑
こ
れ
に
対
し
︑
結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
基
本
行
為

と
重
い
結
果
の
間
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
は
︑
結
果
的
加
重
犯

の
本
質
理
解
か
ら
導
か
れ
る
べ
き
で
あ
り
︑
因
果
関
係
と
は
別
個
の

視
点
か
ら
︑
か
つ
一
般
的
な
客
観
的
帰
属
論
と
も
異
な
る
視
点
か
ら
︑

結
果
的
加
重
犯
が
も
つ
固
有
の
不
法
内
容
に
即
し
て
結
果
帰
属
の
範

囲
が
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
︒
著
者
は
︑
そ
の
た
め
の
帰

属
限
定
基
準
を
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
に
し
た
が
っ
て
﹁
直
接
性
﹂

と
呼
び
︑
因
果
関
係
お
よ
び
客
観
的
帰
属
関
係
と
の
異
同
と
︑
そ
れ

が
要
求
さ
れ
る
根
拠
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
直
接
性
は
︑
一
般
的
な
因

果
関
係
や
客
観
的
帰
属
関
係
を
前
提
と
し
︑
結
果
的
加
重
犯
と
い
う

特
別
の
犯
罪
類
型
の
構
造
に
基
づ
い
て
結
果
帰
属
を
限
定
す
る
た
め

の
固
有
の
要
件
で
あ
り
︑
そ
の
根
拠
は
︑
結
果
的
加
重
犯
が
故
意
犯

と
過
失
犯
の
単
な
る
複
合
形
態
で
は
な
く
︑
基
本
犯
の
行
為
の
も
つ

高
度
の
類
型
的
危
険
性
を
理
由
と
し
て
重
刑
を
も
っ
て
禁
止
さ
れ
る

と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
総
論
的
な
性
格
づ
け
に
引
き

続
き
︑
具
体
例
を
豊
富
に
引
用
し
な
が
ら
︑
そ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
た

め
の
客
観
的
・
主
観
的
要
件
︵
い
い
か
え
れ
ば
︑
そ
の
結
果
の
防
止

が
当
該
の
結
果
的
加
重
犯
の
処
罰
規
定
に
よ
り
意
図
さ
れ
て
い
た
と

い
い
う
る
た
め
の
客
観
的
・
主
観
的
要
件
︶
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ

て
い
る
︒
直
接
性
説
は
︑
日
本
で
も
少
な
か
ら
ず
支
持
者
が
存
在
す

る
学
説
で
は
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
︑
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
詳
細
に
︑

根
拠
・
位
置
づ
け
・
具
体
的
要
件
に
関
し
︑
各
則
の
さ
ま
ざ
ま
な
結

果
的
加
重
犯
規
定
に
触
れ
つ
つ
論
じ
て
い
る
︒
榎
本
君
が
︑
直
接
性

の
要
件
の
下
で
論
じ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
例
の
中
で
は
︑
基
本
行

為
に
内
在
す
る
高
度
の
類
型
的
危
険
が
問
題
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
基

本
行
為
に
含
ま
れ
な
い
︑
実
行
行
為
終
了
後
の
﹁
随
伴
行
為
﹂
か
ら

結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
結
果
的
加
重
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
︑

強
姦
・
強
制
わ
い
せ
つ
致
死
傷
罪
に
関
す
る
判
例
︵
最
近
で
は
最
決

平
成
二
〇
・
一
・
二
二
刑
集
六
二
巻
一
号
一
頁
︶
の
立
場
に
反
対
し

て
い
る
と
こ
ろ
や
︑
ま
た
︑
刑
法
二
四
〇
条
に
関
す
る
機
会
説
を
斥

け
て
﹁
拡
張
さ
れ
た
手
段
説
﹂
を
支
持
し
て
い
る
と
こ
ろ
︑︵
実
務

上
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
︶
被
害
者
の
逃
走
行
為
が
介
在
し
て
結
果

に
至
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
︑
基
本
行
為
に
内
在
す
る
危
険
の
実

現
か
ど
う
か
は
犯
罪
類
型
ご
と
の
検
討
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
と
こ

ろ
︑
主
観
的
要
件
に
関
し
高
度
の
危
険
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識

し
て
い
な
い
と
き
は
結
果
帰
属
を
否
定
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
︵
し

た
が
っ
て
︑
方
法
の
錯
誤
の
事
案
に
つ
い
て
は
意
図
し
な
い
結
果
の

帰
属
は
否
定
さ
れ
る
︶
と
こ
ろ
な
ど
が
︑
現
在
の
学
説
の
議
論
状
況

に
照
ら
し
て
注
目
を
ひ
く
箇
所
で
あ
る
︒
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
論

点
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
余
り
い
ろ
い
ろ
な
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
て
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些
か
ま
と
ま
り
を
欠
く
印
象
を
与
え
る
第
二
章
で
は
あ
る
が
︑
根
本

に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
も
結
果
的
加
重
犯
に
固
有
の
不
法
内
容
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
本
章
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
︒

第
三
章
﹁
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂
で
は
︑
最
も
代
表

的
な
結
果
的
加
重
犯
の
類
型
で
あ
る
傷
害
致
死
罪
に
焦
点
を
当
て
︑

ド
イ
ツ
に
お
け
る
直
接
性
要
件
を
め
ぐ
る
判
例
と
学
説
を
紹
介
・
検

討
し
︑
こ
れ
に
批
判
的
論
評
を
加
え
つ
つ
︑
著
者
の
見
解
の
正
当
性

を
確
認
し
て
い
る
︒
日
本
の
研
究
者
か
ら
見
て
最
も
特
徴
的
な
こ
と

は
︑
ド
イ
ツ
で
は
直
接
性
要
件
の
内
容
に
関
し
て
︑﹁
致
命
性
説
﹂

と
い
う
限
定
的
な
学
説
が
支
配
的
で
あ
る
こ
と
︵
た
だ
し
︑
判
例
は

こ
れ
を
と
ら
ず
︑
最
近
で
は
結
果
帰
属
の
要
件
を
ま
す
ま
す
緩
や
か

に
考
え
る
傾
向
に
あ
る
︶
で
あ
る
︒
致
命
性
説
は
︑
行
為
者
が
被
害

者
に
故
意
的
に
生
じ
さ
せ
た
傷
害
が
死
因
と
な
っ
て
︵
＝
致
命
傷
と

な
っ
て
︶
被
害
者
が
死
亡
し
な
け
れ
ば
傷
害
致
死
罪
は
成
立
し
な
い

と
す
る
見
解
で
あ
り
︑
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
を
狭
く
限
定
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
言
い
方
を
換
え
れ
ば
︑
故
意
の
基
本
行

為
の
既
遂
を
通
っ
て
︵
d
u
r
c
h
︶
そ
こ
に
重
い
結
果
が
発
生
す
る
こ

と
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
︵
ち
な
み
に
︑
こ
の
こ
と
は
同
時
に
︑

基
本
行
為
が
未
遂
に
終
わ
っ
た
と
き
に
︑
そ
れ
で
も
重
い
結
果
が
発

生
し
た
と
き
に
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
犯
が
成
立
し
う
る
か
と
い
う

問
題
を
意
識
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
問
題
は
ド
イ
ツ
で
も
大
い
に

争
わ
れ
︑
本
論
文
の
第
五
章
が
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
︶︒

本
章
は
︑
こ
の
致
命
性
説
の
当
否
を
め
ぐ
る
︑
判
例
を
含
め
た
ド
イ

ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
中
で
︑
日
本
の
議
論
に
と
り
参
考
に
な
る
ポ

イ
ン
ト
を
選
び
出
し
︑
こ
れ
を
検
討
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

榎
本
君
に
よ
れ
ば
︑
致
命
性
説
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
︑

﹁
傷
害
を
通
し
て
死
亡
を
引
き
起
こ
し
た
者
﹂
と
い
う
規
定
の
文
言

と
︑
も
う
一
つ
は
︑
こ
の
よ
う
に
限
定
し
な
い
限
り
は
︑
基
本
行
為

と
重
い
結
果
と
の
間
の
関
係
は
緩
め
ら
れ
︑
直
接
性
要
件
は
骨
抜
き

の
も
の
と
な
る
と
い
う
考
慮
で
あ
る
︒
前
者
の
理
由
は
︑
ド
イ
ツ
の

連
邦
通
常
裁
判
所
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
決
定
的
な
も
の
で
な
く

︵
そ
し
て
︑
日
本
の
規
定
に
は
ま
す
ま
す
あ
て
は
ま
ら
な
い
︶︑
後
者

の
理
由
も
︑
基
本
行
為
の
高
度
の
類
型
的
危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事

情
を
行
為
者
が
認
識
し
︑
こ
の
危
険
性
の
実
現
と
し
て
重
い
結
果
が

発
生
す
る
と
い
う
要
件
に
留
意
す
る
限
り
は
︑
決
定
的
で
は
な
い
︒

榎
本
君
は
︑
致
命
性
説
は
不
当
に
厳
格
な
要
件
を
設
け
る
こ
と
に
よ

り
︑
理
解
困
難
な
取
扱
い
の
区
別
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
評
価

に
至
っ
て
い
る
︒

第
四
章
の
テ
ー
マ
で
あ
る
﹁
結
果
的
加
重
犯
の
共
犯
﹂
を
め
ぐ
っ

て
は
︑
通
説
た
る
複
合
形
態
論
に
よ
れ
ば
︑
重
い
結
果
の
惹
起
が
過

失
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
過
失
犯
の
共
犯
を
め
ぐ
る

議
論
と
の
関
係
が
根
本
的
な
問
題
と
な
る
︒
学
説
に
お
い
て
は
︑
過
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失
結
果
犯
に
対
す
る
教
唆
犯
・
幇
助
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
の

が
支
配
的
見
解
で
あ
り
︑
ま
た
過
失
結
果
犯
の
共
同
正
犯
に
つ
い
て

は
学
界
を
二
分
す
る
見
解
の
対
立
が
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
結
果

的
加
重
犯
に
つ
い
て
は
共
同
正
犯
に
つ
い
て
も
狭
義
の
共
犯
に
つ
い

て
も
こ
れ
を
肯
定
す
る
見
解
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
一

見
す
る
と
奇
妙
な
齟
齬
が
あ
る
の
で
あ
る
が
︑
と
り
わ
け
複
合
形
態

論
の
立
場
か
ら
そ
の
間
の
整
合
性
を
ど
の
よ
う
に
つ
け
る
か
は
未
だ

明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
︵
む
し
ろ
︑
率
直
に
結
果
的
加
重
犯
の

共
犯
の
可
能
性
を
否
定
す
る
少
数
説
の
方
に
首
尾
一
貫
性
が
認
め
ら

れ
る
︶︒
榎
本
君
は
︑
複
合
形
態
論
か
ら
は
こ
の
矛
盾
を
解
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
る
と
し
つ
つ
︑
自
説
︵
危
険
性
説
︶
の
立
場
か
ら
︑

次
の
よ
う
な
新
し
い
見
解
を
提
示
し
て
い
る
︒
結
果
的
加
重
犯
は
︑

重
い
結
果
発
生
の
高
度
の
危
険
性
を
も
つ
基
本
行
為
を
故
意
に
行
う

こ
と
に
よ
り
︑
そ
の
危
険
の
直
接
的
な
実
現
と
し
て
重
い
結
果
を
発

生
さ
せ
る
一
つ
の
犯
罪
で
あ
る
と
把
握
す
る
と
き
︑
そ
の
よ
う
な
危

険
な
基
本
行
為
に
故
意
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
り
︑
基
本
犯
に
つ
い

て
の
正
犯
ま
た
は
共
犯
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
︑

こ
れ
を
超
え
て
︑
類
型
的
に
よ
り
危
険
な
基
本
行
為
に
︵
共
同
︶
正

犯
的
ま
た
は
共
犯
的
に
関
与
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
か

ら
直
接
的
に
生
じ
た
重
い
結
果
が
そ
の
基
本
行
為
に
帰
属
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
︑
結
果
的
加
重
犯
の
︵
共
同
︶
正
犯
な
い
し
共
犯
と
し
て

処
罰
さ
れ
て
よ
い
実
体
が
備
わ
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で
も
︑

主
観
的
要
件
と
し
て
︑
行
為
者
が
重
い
結
果
発
生
の
危
険
を
基
礎
づ

け
る
事
情
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
と
す
る
︒

第
五
章
﹁
結
果
的
加
重
犯
の
未
遂
罪
に
つ
い
て
﹂
は
︑
結
果
的
加

重
犯
を
め
ぐ
る
日
本
の
議
論
に
も
︑
そ
し
て
︑
著
者
の
見
解
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
ド
イ
ツ
学
説
に
お
け
る
最
新
の
論
争
点
を
紹
介

し
︑
こ
れ
に
検
討
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
︒
日
本
の
判
例
・
学
説
に

お
い
て
は
︑
基
本
犯
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
も
こ
こ
か
ら
重
い
結
果
が

発
生
す
る
限
り
は
結
果
的
加
重
犯
と
し
て
は
既
遂
で
あ
る
と
す
る
考

え
方
が
支
配
的
で
あ
り
︑
反
対
説
は
ご
く
少
数
で
し
か
な
い
︒
す
な

わ
ち
︑
結
果
的
加
重
犯
規
定
の
狙
い
が
重
い
結
果
の
発
生
を
抑
止
し

よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
︑
重
い
結
果
が
発
生
し
た
以

上
︑
こ
れ
を
未
遂
減
軽
の
対
象
と
す
る
理
由
は
な
い
︵
ま
し
て
や
中

止
犯
を
認
め
る
理
由
は
な
い
︶
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
榎
本
君
も
︑

こ
の
よ
う
な
日
本
の
一
般
的
理
解
に
異
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
く
︑

た
だ
︑
ド
イ
ツ
で
は
︑
逆
に
重
い
結
果
が
発
生
し
て
も
基
本
犯
が
未

遂
に
終
わ
っ
て
い
る
以
上
︑
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
の
が
む
し
ろ

判
例
・
通
説
で
あ
る
︵
た
と
え
ば
︑
被
害
者
が
死
亡
し
て
も
︑
基
本

行
為
た
る
傷
害
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
い
る
以
上
は
傷
害
致
死
の
未
遂

と
な
る
︶
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
榎
本
君
は
︑
そ
こ
に
い
ろ
い
ろ

な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
︑
基
本
犯
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の
結
果
を
通
じ
て
重
い
結
果
が
発
生
す
る
と
い
う
の
が
結
果
的
加
重

犯
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
で
あ
る
な
ら
︑
基
本
犯
が
未
遂
に
終
わ
っ
て
い

る
場
合
に
は
ま
さ
に
未
完
成
犯
罪
が
存
在
す
る
の
で
あ
り
︑
結
果
が

発
生
し
た
と
い
う
事
態
を
絶
対
視
し
な
い
限
り
は
未
遂
犯
成
立
の
余

地
は
残
る
と
い
う
考
え
が
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
︒
榎
本
君
の
指

摘
す
る
よ
う
に
︑
そ
れ
は
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
把
握
に
直
結
す
る

理
解
の
相
違
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒

３

本
論
文
は
︑﹁
終
章
﹂
に
お
い
て
榎
本
君
自
身
が
要
約
し
て
い

る
よ
う
に
︑
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
的
な
構
造
に
関
す
る
一
つ
の
理

解
に
基
づ
き
︑
結
果
的
加
重
犯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
対
し
て
︑
首
尾

一
貫
し
た
解
決
︵
な
い
し
解
決
の
方
向
性
︶
を
示
そ
う
と
し
た
も
の

で
あ
る
︒
結
果
的
加
重
犯
は
︑
大
き
な
実
務
的
重
要
性
を
も
ち
︑
危

険
運
転
致
死
傷
罪
を
め
ぐ
る
議
論
の
よ
う
に
︑
部
分
的
に
は
そ
れ
は

広
く
社
会
的
関
心
さ
え
呼
ん
で
い
る
︒
他
方
︑
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問

題
は
広
範
囲
に
及
び
︑
犯
罪
論
の
全
体
に
関
係
し
︑
刑
罰
理
論
や
刑

法
の
基
本
原
則
︑
犯
罪
論
体
系
と
の
整
合
性
を
と
る
こ
と
を
求
め
ら

れ
︑
し
か
も
刑
法
各
則
︵
そ
し
て
特
別
法
︶
に
散
在
す
る
結
果
的
加

重
犯
規
定
の
す
べ
て
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意

味
で
き
わ
め
て
困
難
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
榎
本
君
は
︑
こ
の

困
難
な
テ
ー
マ
に
正
面
か
ら
取
組
み
︑
広
い
視
野
か
ら
お
そ
ら
く
考

え
ら
れ
う
る
論
点
を
一
つ
も
落
と
す
こ
と
な
く
取
り
上
げ
て
検
討
し
︑

統
一
的
視
座
か
ら
の
解
決
︵
な
い
し
解
決
の
方
向
性
︶
を
示
す
べ
く

努
め
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
︑
首
尾
一
貫
し
た
解
釈
論
︵
し
か
も
︑
そ

の
結
論
に
お
い
て
従
来
の
判
例
・
学
説
と
は
相
当
に
異
な
る
も
の
︶

が
提
示
さ
れ
て
お
り
︑
学
説
と
実
務
に
対
し
︑
そ
の
基
本
的
立
場
と

拠
っ
て
立
つ
根
拠
に
関
し
て
反
省
を
迫
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
︒

﹁
結
果
的
加
重
犯
論
の
再
検
討
﹂
を
意
図
し
た
著
者
の
狙
い
は
︑
か

な
り
の
程
度
に
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑
結
果
的
加

重
犯
を
め
ぐ
る
判
例
と
文
献
を
︵
ド
イ
ツ
の
も
の
も
含
め
て
︶
網
羅

的
に
参
照
し
︑
そ
の
検
討
の
結
果
を
本
文
と
七
〇
〇
を
超
え
る
数
の

注
の
中
に
記
録
し
て
お
り
︑
従
来
注
意
を
ひ
か
な
か
っ
た
こ
と
や
見

落
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
至
る
と
こ
ろ
で
言
及
し
て
お
り
︑

全
体
と
し
て
そ
の
資
料
的
価
値
も
高
い
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒

当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
本
論
文
に
対
す
る
評
価
は
︑
榎
本
君
が
提

示
し
た
結
果
的
加
重
犯
の
基
本
構
造
の
理
解
の
妥
当
性
の
い
か
ん
に

依
存
し
て
い
る
︵
も
し
そ
れ
が
十
分
な
根
拠
を
も
た
な
い
も
の
で
あ

れ
ば
︑
そ
れ
を
も
と
に
展
開
さ
れ
た
本
論
文
の
主
張
全
体
が
説
得
力

を
欠
く
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
︶︒
こ
の
点
に
つ
い
て
い

え
ば
︑
榎
本
君
の
支
持
す
る
危
険
性
説
に
基
づ
く
構
造
理
解
は
︑
現

行
法
が
結
果
的
加
重
犯
に
対
し
て
基
本
犯
た
る
故
意
犯
と
重
い
結
果
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に
つ
い
て
の
過
失
結
果
犯
の
法
定
刑
の
加
算
以
上
の
刑
を
予
定
し
て

い
る
こ
と
を
︑
結
果
責
任
の
見
地
︵
い
わ
ゆ
る
ヴ
ェ
ル
サ
リ
法
理
︶

か
ら
説
明
す
る
の
で
は
な
く
︑
責
任
主
義
と
矛
盾
し
な
い
よ
う
に
説

明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ま
た
︑
応
報
刑
論
に
立
脚
す
る
の

で
は
な
く
一
般
予
防
論
を
基
礎
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑

唯
一
可
能
な
説
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
危
険
性

説
は
︑
ド
イ
ツ
で
は
通
説
的
な
見
解
で
あ
り
︑
日
本
で
も
有
力
な
支

持
者
が
存
在
す
る
見
解
で
あ
る
が
︑
本
論
文
の
著
者
の
功
績
は
︑
危

険
性
説
に
対
し
︑
現
行
刑
法
に
お
け
る
解
釈
論
上
の
根
拠
を
与
え
︑

ま
た
刑
罰
理
論
︵
お
よ
び
規
範
理
論
︶
の
見
地
か
ら
も
説
得
力
あ
る

理
論
的
根
拠
を
与
え
た
こ
と
︵
そ
し
て
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
そ
の

帰
結
を
詳
細
に
示
し
た
こ
と
︶
に
あ
り
︑
こ
の
点
は
学
界
に
寄
与
す

る
成
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
の
よ
う
な
理
論
的
な
基
礎
の
上
に
︑
本
論
文
が
成
し
遂
げ
た
も

の
は
︑
次
の
三
つ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
第
一
に
︑
危
険
性
説
の
帰

結
と
し
て
の
直
接
性
の
要
件
に
つ
い
て
︑
そ
れ
が
因
果
関
係
論
・
客

観
的
帰
属
論
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
独
立
の
要
件
で
あ
る
こ
と

を
︵
歴
史
的
淵
源
・
理
論
的
根
拠
・
実
際
的
な
帰
結
の
相
違
を
指
摘

し
つ
つ
︶
明
ら
か
に
し
︑
ま
た
︑
豊
富
な
具
体
例
を
用
い
て
そ
の
客

観
面
と
主
観
面
の
内
実
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
具
体
化
し
た
こ
と
で
あ

る
︒
第
二
に
︑
錯
綜
す
る
論
点
を
整
理
し
て
︑
種
々
の
見
解
を
フ
ェ

ア
な
形
で
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
上
で
︑
自
説
を
説
得
力
あ
る
形
で

提
示
し
た
こ
と
︑
と
り
わ
け
︑
中
心
と
な
る
直
接
性
要
件
に
関
し
︑

ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
致
命
性
説
を
斥
け
︑
よ
り
緩
や
か
な
結
果
帰

属
基
準
を
提
示
す
る
な
ど
︑
結
論
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
︵
換

言
す
れ
ば
︑
一
歩
先
の
日
本
の
実
務
を
見
据
え
た
︶
現
実
的
な
も
の

を
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
第
三
に
︑
古
く
か
ら
の
論
点
に
対

し
こ
れ
ま
で
に
な
い
︑
一
歩
踏
み
込
ん
だ
分
析
を
示
し
た
箇
所
︵
た

と
え
ば
︑
第
一
章
第
二
節
に
お
け
る
過
失
不
要
説
の
検
討
︑
第
二
章

第
三
節
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
論
と
直
接
性
法
理
と
の
関
係
の
分
析
︑

第
二
章
第
五
節
に
お
け
る
直
接
性
を
肯
定
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件

の
検
討
︑
第
三
章
第
三
節
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
致
命
性
説
の
紹
介
と

検
討
な
ど
︶
や
︑
従
来
に
な
い
新
た
な
知
見
・
認
識
を
も
た
ら
し
た

箇
所
︵
た
と
え
ば
︑
直
接
性
の
有
無
を
検
討
す
る
際
の
﹁
危
険
性
﹂

の
判
断
に
お
け
る
類
型
的
考
慮
の
必
要
性
︹
第
二
章
第
四
節
︺︑
結

果
的
加
重
犯
の
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
明
ら
か
と
な
る

ド
イ
ツ
に
お
け
る
結
果
的
加
重
犯
の
基
本
的
理
解
︹
第
五
章
︺
な

ど
︶
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
本
論
文
は
︑

学
界
の
議
論
に
大
き
く
裨
益
す
る
内
容
を
も
つ
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
︒本

論
文
の
問
題
点
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
形
式
面
に
つ

い
て
は
︑
多
く
の
判
例
や
文
献
に
言
及
し
︑
ま
た
論
点
を
網
羅
し
よ
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う
と
す
る
あ
ま
り
︑
整
理
が
十
分
で
な
い
部
分
や
︑
雑
多
な
事
例
に

対
す
る
所
見
が
体
系
的
に
整
序
さ
れ
て
い
な
い
形
で
書
き
連
ね
ら
れ

て
い
る
部
分
も
あ
る
︒
内
容
面
に
つ
い
て
も
︑
検
討
の
足
り
な
い
と

思
わ
れ
る
部
分
が
存
在
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
判
例
実
務
で
は
︑
基
本

行
為
後
に
た
と
え
ば
被
害
者
自
身
の
行
動
が
介
在
し
て
重
い
結
果
が

発
生
し
た
ケ
ー
ス
に
お
け
る
結
果
帰
属
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
が
︑

榎
本
君
は
犯
罪
類
型
ご
と
に
基
本
犯
に
内
在
す
る
特
殊
な
危
険
性
の

実
現
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
一
般
的
な
基
準
を
示
す
だ
け

で
︑
犯
罪
類
型
ご
と
の
違
い
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
根
拠
の
あ
る
基

準
を
示
さ
ず
︑
た
だ
単
純
な
教
室
設
例
を
挙
げ
つ
つ
︑
ご
く
簡
単
な

検
討
を
行
う
に
と
ど
め
て
い
る
の
で
あ
る
︵
第
二
章
第
四
節
第
三

款
︶︒
実
務
上
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
事
案
で
あ
り
︑
榎
本
君
自
身

も
詳
細
に
判
例
・
裁
判
例
を
引
用
し
て
い
る
だ
け
に
︑
よ
り
詳
細
な

検
討
と
︑
判
断
基
準
の
実
務
へ
の
提
言
が
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
︒
ま
た
︑
危
険
運
転
致
死
傷
罪
に
お
け
る
基
本
行
為
と
結
果
発
生

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
榎
本
君
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
が
︑

最
近
︑
裁
判
実
務
上
の
取
扱
い
に
お
い
て
盛
ん
な
議
論
の
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
り
︑
著
者
の
立
場
か
ら
の
検
討
が
望
ま
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
は
榎
本
君
に
と
っ
て
の
今
後
の
課
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

う
︒

４

結
論
を
述
べ
れ
ば
︑
本
論
文
は
︑
広
い
視
野
か
ら
結
果
的
加
重

犯
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
包
括
的
に
検
討
し
た
詳
細
な
研
究
で
あ
り
︑

著
者
の
修
士
課
程
・
博
士
課
程
在
学
中
の
地
道
な
努
力
な
し
に
は
書

き
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
労
作
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
結
果
的

加
重
犯
を
め
ぐ
る
議
論
を
深
め
︑
そ
こ
に
種
々
の
新
た
な
知
見
を
付

け
加
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
刑
法
学
の
研
究
と
実
務
の
進
展
に
寄
与
す

る
研
究
で
あ
り
︑
高
い
学
術
的
価
値
を
も
つ
と
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
︒
こ
こ
か
ら
︑
審
査
員
一
同
は
︑
榎
本
桃
也
君
に
博
士
︵
法

学
︶︵
慶
應
義
塾
大
学
︶
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
考
え
る
も
の
で
あ
る
︒
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︵
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︶
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