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本
稿
は
、
前
稿
（
本
誌
三
三
巻
二
号
掲
載
）
に
引
き
続
き
、
Ｓ
・
ケ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ュ
「
共
犯
性
、
因
果
性
と
非
難

原
理
解
釈

の
研
究
（C

o
m

p
licity

,
C

au
se

an
d

B
lam

e
;

A
S

tu
d

y
in

th
e

In
te

rp
re

tatio
n

o
f

D
o

ctrin
e)

」(
7

3
C

A
L

IF
.

L
.

R
E

V
3

2
3
(

1
9

8
5)

）

の
紹
介
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
ケ
ー
デ
ィ
ッ
シ
ュ
論
文
を
紹
介
す
る
。

Ⅲ

行
為
の
惹
起
（C

au
sin

g
A

ctio
n

s

）

こ
こ
ま
で
、
他
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
（v

o
litio

n
al

actio
n

）
に
つ
き
関
与
者
に
責
任
を
問
う
こ
と
を
カ
バ
ー
す
る
理
論

と
し
て
共
犯
理
論
を
展
開
し
た
。
因
果
関
係
は
、
他
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
が
物
理
的
因
果
性
（p

h
y

sical
cau

satio
n

）
に
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お
い
て
惹
起
さ
れ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
か
ら
、
責
任
を
課
す
の
に
役
立
ち
え
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
非
難
を
支
持
す
る
根
拠

は
強
力
で
あ
る
が
、
共
犯
理
論
が
う
ま
く
働
か
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
機
能
が
鈍
る
よ
う
な
状
況
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
状
況
は
、
第
一
次
的
当
事
者
が
非
難
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
共
犯
が
共
有
し
う
る
罪
責
が
生
じ
な
い
こ
と
に
よ
り
無
罪
と
な
る
場
合

や
、
正
犯
は
有
罪
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第
二
次
的
関
与
者
が
負
う
に
値
す
る
罪
よ
り
も
軽
減
さ
れ
て
い
る
場
合
、
あ
る
い
は
第
二
次

的
関
与
者
が
第
一
次
的
関
与
者
の
違
法
な
行
為
に
賭
け
る
が
こ
れ
を
意
図
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
各
々
の
状
況
に
お
い
て
因
果
性
理

論
は
共
犯
理
論
の
隙
間
を
埋
め
る
の
に
有
用
と
な
る
。
そ
の
正
当
性
は
、
そ
の
状
況
の
特
殊
要
因
が
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
が
第

二
次
的
関
与
者
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
を
許
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

Ａ．

非
難
し
え
な
い
行
為
（N

o
n

cu
lp

ab
le

A
ctio

n
s

）

共
犯
責
任
は
正
犯
責
任
か
ら
派
生
（d

e
riv

ativ
e

）
す
る
こ
と
か
ら
、
正
犯
が
法
違
反
行
為
を
し
な
い
限
り
共
犯
に
は
責
任
が
あ

る
と
さ
れ
得
な
い
。
通
常
、
こ
の
結
論
は
我
々
の
非
難
の
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
と
一
致
す
る
。
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
が
非
難
に
値

し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
に
影
響
や
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
つ
き
第
二
次
的
関
与
者
を
非
難
す
る
根
拠
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

正
犯
は
非
難
さ
れ
な
く
と
も
正
犯
の
行
為
が
害
悪
（crim

in
al

h
arm

）
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
教
唆
者
は
、
無
辜
の
行

為
者
の
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
と
い
う
観
点
で
、
そ
の
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
無
辜
の
行
為
者
は
、
幇

助
ま
た
は
影
響
を
与
え
て
非
難
さ
れ
う
る
関
与
者
の
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
（in

n
o

ce
n

t-ag
e

n
t

）
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

１．

無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
（T

h
e

o
ry

o
f

th
e

In
n

o
ce

n
t-A

g
e

n
cy

D
o

ctrin
e

）

無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
は
、
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
に
つ
き
第
二
次
的
関
与
者
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
因
果
性
理
論

に
依
拠
す
る
こ
と
が
妥
当
な
場
合
が
あ
る
と
の
前
提
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
第
一
次
的
関
与
者
が
害
悪
を
惹
起
し
て
も
非
難
に
値
し
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な
い
場
合
、
そ
の
根
拠
は
そ
の
行
為
が
任
意
と
は
見
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
二
つ
の
場
合
が
あ
る
。
第
一
次
的
関

与
者
が
メ
ン
ズ
・
レ
ア
な
し
に
行
為
す
る
、
法
的
に
無
答
責
で
あ
る
、
そ
の
他
の
理
由
で
免
責
さ
れ
る
場
合
、
あ
る
い
は
警
察
官
が

そ
の
職
務
を
執
行
し
た
り
、
被
害
者
が
正
当
防
衛
を
行
う
な
ど
正
当
化
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
因
果
性
理
論
の
目
的
に
照
ら
し
て
、

免
責
あ
る
い
は
正
当
化
さ
れ
る
行
為
は
、
完
全
に
自
由
に
選
択
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
な
い
。

無
辜
の
者
が
免
責
さ
れ
な
け
れ
ば
犯
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
実
行
す
る
よ
う
に
被
告
人
が
意
図
的
に
無
辜
の
者
を
操
る
場
合
、

被
告
人
は
物
理
的
事
象
（p

h
y

sical
e

v
e

n
t

）
を
惹
起
す
る
の
と
同
じ
く
他
者
の
行
為
を
惹
起
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。
第
一
次
的
関

与
者
は
第
二
次
的
関
与
者
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
が
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
ま
た
は
法
で
禁
止
さ
れ

た
結
果
を
惹
起
す
る
場
合
、
第
二
次
的
関
与
者
は
派
生
的
に
で
は
な
く
、
正
犯
と
し
て
直
接
に
責
任
を
問
わ
れ
る
。
法
の
観
点
で
は
、

無
辜
の
代
理
行
為
者
の
行
為
は
、
ま
る
で
扇
動
者
が
そ
こ
に
い
て
彼
自
身
が
行
為
し
た
か
の
ご
と
く
扇
動
者
の
行
為
と
同
じ
く
扱
わ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
父
親
の
引
き
出
し
か
ら
お
金
を
取
っ
て
く
る
よ
う
刑
事
未
成
年
者
を
誘
引
す
る
者
は
窃
盗
罪
で
有

罪
で
あ
り
、
他
者
に
薬
で
あ
る
と
信
じ
さ
せ
て
第
三
者
に
致
死
的
毒
物
を
与
え
る
よ
う
意
図
的
に
誘
引
す
る
者
は
謀
殺
罪
で
有
罪
で

あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
、
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
を
惹
起
し
た
と
し
て
第
二
次
的
関
与
者
を
捉
え
、
そ
れ
故
に
、
第
一
次
的
関
与
者

の
行
為
の
結
果
を
惹
起
し
た
と
す
る
こ
と
は
自
然
で
あ
る
。
ま
る
で
第
一
次
的
関
与
者
が
文
字
通
り
機
械
的
ま
た
は
物
理
的
な
道
具

で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
第
二
次
的
関
与
者
自
身
の
行
為
と
し
て
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
を
認
識
す
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
自
然
な
こ

と
で
は
な
い
。
例
え
ば
精
神
病
が
ひ
ど
く
ロ
ボ
ッ
ト
に
似
て
い
る
人
な
ど
の
行
為
が
そ
の
人
自
身
の
行
為
と
し
て
よ
り
も
行
為
を
扇

動
し
た
人
の
行
為
と
し
て
考
え
る
の
は
も
っ
と
も
ら
し
い
。
対
照
的
に
、
責
任
年
齢
に
わ
ず
か
に
足
り
な
い
人
や
合
理
的
な
錯
誤
の

も
と
に
あ
る
人
の
場
合
、
そ
の
行
為
は
第
二
次
的
関
与
者
の
操
作
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
第
二
次
的
関
与
者
の
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行
為
で
あ
っ
て
彼
ら
自
身
の
行
為
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。

無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
特
徴
に
つ
き
こ
こ
で
言
及
す
る
。
誘
引
さ
れ
た
行
為
者
が
犯
罪
に
つ
き
無
罪
で
あ
る
と
の
事
実
は
、

彼
を
そ
の
誘
引
者
の
無
辜
の
代
理
行
為
者
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
Ａ
が
Ｂ
に
、
Ｂ
が
実
行
す
る
意
図
の
な
い
犯
罪
を
実
行
す
る
よ

う
援
助
ま
た
は
助
長
す
る
場
合
、
Ａ
は
共
犯
と
は
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
共
犯
責
任
の
派
生
性
か
ら
導
か
れ
る
。
Ａ
に
責
任
が
あ
る
と

さ
れ
う
る
正
犯
の
行
為
は
責
任
が
な
く
有
罪
で
は
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
は
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
に
お
い
て
も
正
犯
と
考
え
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
現
実
的
な
根
拠
は
、
Ｂ
が
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
い
て
そ
の
行
為
に
よ
り
Ａ
に
完
成
犯
罪
を
作
り
出
す
の
を
許

容
す
る
の
は
不
公
平
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
理
論
上
の
説
明
も
同
じ
く
明
確
で
あ
る
。
Ｂ
は
い
や
し
く
も
Ａ
の
道
具
と
し
て
行
為
し

て
い
な
い
。
Ｂ
は
責
任
が
あ
り
十
分
に
意
識
の
あ
る
行
為
者
で
、
全
く
自
由
意
志
に
よ
る
選
択
を
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｂ
の

行
為
は
Ａ
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。

無
辜
の
代
理
行
為
者
に
よ
る
因
果
関
係
理
論
は
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
広
く
適
用
さ
れ
て
い
る
。
因
果
関
係
理
論
は
、
有
罪
の
正
犯

が
い
な
い
故
に
共
犯
責
任
が
う
ま
く
働
か
な
い
場
合
に
、
非
難
し
う
る
第
二
次
的
関
与
者
に
責
任
を
問
う
た
め
の
有
力
な
理
論
と
な

っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
適
切
に
解
決
さ
れ
な
い
、
有
罪
の
正
犯
が
い
な
い
事
例
が
あ
り
、
理
論
上
の
隙
間
を
生

み
出
す
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
。

２．

無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
限
界
（T

h
e

L
im

its
o

f
th

e
In

n
o

ce
n

t-A
g
e

n
cy

D
o

ctrin
e

）

特
定
の
行
為
ま
た
は
身
分
者
に
よ
り
結
果
が
達
成
さ
れ
る
と
の
要
件
が
な
く
結
果
惹
起
を
禁
止
す
る
犯
罪
は
因
果
関
係
理
論
に
よ

り
常
に
処
理
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
者
の
行
為
が
他
者
の
死
を
惹
起
す
る
場
合
、
そ
の
人
は
他
者
を
殺
す
の
で
あ
る
。
自
分
の
手

で
、
道
具
で
、
ま
た
は
完
全
に
は
自
由
意
志
で
は
な
い
の
で
惹
起
し
た
と
は
い
え
な
い
他
者
の
行
為
に
よ
り
、
殺
害
す
る
か
ど
う
か

は
重
要
で
は
な
い
。
他
方
、
挙
動
犯
（actio

n
crim

e

）
で
は
、
時
折
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
を
用
い
た
因
果
性
理
論
に
か
な
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り
の
困
難
が
あ
る
。
挙
動
犯
は
、
定
義
上
特
定
の
行
為
を
行
う
こ
と
を
要
す
る
犯
罪
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
身
分
者
に
よ
っ
て
の
み

な
さ
れ
う
る
と
い
う
場
合
も
あ
る
。

身
分
者
に
よ
っ
て
の
み
実
行
が
可
能
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
た
犯
罪
に
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
見

い
だ
す
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
制
定
法
が
銀
行
の
頭
取
ま
た
は
職
員
に
対
し
て
取
引
の
不
正
記
録
の
記
載
を
禁
止
す
る
場
合
、
頭
取

で
も
職
員
で
も
な
い
者
は
当
該
犯
罪
を
実
行
し
得
な
い
。
頭
取
で
も
職
員
で
も
な
い
者
が
頭
取
ま
た
は
職
員
を
援
助
ま
た
は
助
長
す

れ
ば
、
共
犯
と
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
人
の
責
任
は
頭
取
ま
た
は
職
員
の
正
犯
責
任
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
人
が
頭
取
ま
た
は
職
員
を
だ
ま
し
て
当
該
行
為
を
行
わ
せ
る
場
合
、
有
罪
の
正
犯
が
い
な
い
た
め
に
共
犯
責
任
は
認
め
ら
れ
な

い
。
そ
れ
故
に
、
通
常
は
、
教
唆
者
が
道
具
と
し
て
頭
取
や
職
員
を
用
い
て
禁
止
行
為
を
行
っ
た
と
の
論
理
に
基
づ
き
、
無
辜
の
代

理
行
為
者
理
論
を
適
用
す
る
こ
と
が
頼
み
の
綱
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
唆
者
は
、
頭
取
で
も
職
員
で
も
な
い
こ
と
か
ら
、
法
を
犯
し

得
な
い
。
こ
の
場
合
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
は
教
唆
者
に
責
任
を
問
う
の
に
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
さ
ら
に
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
困
難
さ
は
、
身
分
者
に
禁
止
行
為
を
限
定
す
る
立
法
上
の
判
断
か
ら
で
は
な
く
、
禁
止
行

為
の
性
質
か
ら
生
じ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
行
為
は
、
他
者
の
助
け
に
よ
り
容
易
に
実
行
さ
れ
得
る
。
し
か
し
、
自
分
自
身
の
行
為

に
よ
り
な
し
え
る
の
み
で
他
者
の
行
為
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
犯
罪
行
為
（｢

代
わ
り
の
立
て
ら
れ
な
い
行
為
（n

o
n

p
ro

x
y

ab
le

actio
n

s)

」
と
呼
ぶ
）
が
あ
る
。
例
え
ば
、
素
面
の
者
が
泥
酔
者
を
道
具
に
し
て
彼
を
公
共
の
場
に
置
い
て
も
、
素
面
の
者
が
公
衆

酩
酊
罪
を
実
行
し
た
と
は
言
い
得
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
が
前
の
婚
姻
が
法
的
に
無
効
で
あ
る
こ
と
を
既
婚
者
に
不
正
に
信
じ
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
、
既
婚
者
を
他
者
と
結
婚
さ
せ
た
と
し
て
も
、
被
告
人
は
、
自
ら
結
婚
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
重
婚
罪
と
は
な

ら
な
い
。

あ
る
行
為
が
他
人
と
い
う
代
理
行
為
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
何
ら
の
道
徳
的
考
慮
も
反
映
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
行
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為
に
つ
い
て
の
我
々
の
理
解
が
反
映
さ
れ
る
。
泥
酔
す
る
こ
と
や
結
婚
す
る
こ
と
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
そ
の
者
自
身
に
よ
り
こ
れ

ら
の
行
為
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。
本
人
の
行
為
は
、
そ
れ
が
通
常
の
語
法
や
理
解
に
お
い
て
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
必
要
条

件
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
射
程
の
限
界
は
、
代
わ
り
の
立
て
ら
れ
な
い
行
為
と
身
分
者
に
限
定
さ
れ
た
行
為
い

ず
れ
に
お
い
て
も
、
ま
っ
た
く
技
巧
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
限
界
は
、
道
徳
的
ま
た
は
政
策
的
な
考
慮
よ
り
も
、
む
し
ろ
定
義
上

の
考
慮
か
ら
生
じ
る
。
被
告
人
が
罪
責
を
負
う
正
犯
に
犯
罪
を
実
行
す
る
よ
う
援
助
ま
た
は
助
長
す
る
場
合
に
（
被
告
人
が
身
分
者

で
な
い
場
合
ま
た
は
犯
罪
行
為
が
代
わ
り
を
立
て
ら
れ
な
い
場
合
で
さ
え
も
）
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
被
告
人
が
無
意
識

（u
n

w
ittin

g

）
の
第
一
次
的
関
与
者
に
よ
る
禁
止
行
為
を
惹
起
す
る
場
合
に
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
道
徳
的

ま
た
は
政
策
的
な
理
由
は
何
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
技
巧
的
な
困
難
さ
は
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
困
難
さ
は
理
論
の
進
展
に
つ
い
て
の
自
然
史
の
一
部
だ
か

ら
で
あ
る
。
刑
法
理
論
は
、
責
任
が
刑
罰
政
策
に
合
致
し
て
問
わ
れ
る
が
、
道
徳
的
な
非
難
の
判
断
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
状
況
を
一

般
化
す
る
た
め
に
機
能
す
る
。
と
こ
ろ
が
時
折
、
当
該
理
論
の
論
理
的
意
味
が
変
則
的
な
結
論
を
生
み
出
す
状
況
が
生
じ
る
。
理
論

は
我
々
を
裏
切
る
こ
と
が
あ
る
。

代
わ
り
を
立
て
ら
れ
な
い
行
為
の
問
題
は
主
に
性
犯
罪
事
例
で
生
じ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
裁
判
所
が
性
行
為
が
代
わ
り
を
立
て

ら
れ
な
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
責
任
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。D

u
se

n
b
e

ry
v
.

C
o

m
-

m
o

n
w

e
alth

事
件
判
決
で
は
、
裁
判
所
は
、
性
交
が
被
告
人
自
身
に
よ
り
達
せ
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
無
辜
の
代
理
行

為
者
理
論
を
強
姦
罪
に
は
適
用
し
え
な
い
と
し
、
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
に
、
裁
判
所
は
理
論
の
精
密
さ
に
つ
き
あ
ま
り
考
慮
し
て
い
な
い
。
夫
が
致
死
的
暴
力
を
用
い
て
脅
し
自
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分
の
妻
と
他
の
男
性
と
を
強
要
し
て
性
交
さ
せ
る
場
合
に
、
強
姦
に
対
す
る
夫
の
責
任
に
つ
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
裁
判
所
は
夫
の
有
罪
を
支
持
し
て
き
た
。
あ
る
事
件
で
は
、
他
の
男
性
の
行
為
が
免
責
さ
れ
な
い
と
し
、
そ

れ
に
よ
り
夫
を
共
犯
と
す
る
こ
と
を
許
容
し
た
。
他
の
事
件
で
は
、
他
の
男
性
が
罪
責
を
問
わ
れ
な
い
場
合
、
裁
判
所
は
、
法
が
道

具
の
行
為
と
教
唆
者
の
重
罪
の
意
図
と
を
結
び
つ
け
る
と
し
、(

被
教
唆
者
は
性
交
に
至
ら
な
か
っ
た
の
で
）
強
姦
の
意
図
を
も
つ

暴
行
罪
で
の
夫
の
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
ま
た
別
の
事
件
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
何
ら
の
理
由
を
示
す
こ
と
な
し
に
有
罪
判
決

を
支
持
し
た
。

同
様
の
事
例
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
審
理
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
同
意
の
な
い
女
性
と
性
交
す
る
よ
う
自
分
の
夫
を
強
制
す
る
た

め
に
武
器
を
用
い
て
脅
迫
を
し
た
妻
に
つ
い
て
の
事
例
で
あ
る
。
控
訴
裁
判
所
は
無
辜
の
導
管
（in

n
o

ce
n

t
co

n
d

u
it

）
理
論
に
よ

り
妻
に
強
姦
罪
で
の
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
。
裁
判
所
は
、
女
性
が
男
性
に
よ
る
強
姦
の
教
唆
ま
た
は
幇
助
者
と
さ
れ
る
こ
と
は
十

分
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
男
性
が
強
制
を
理
由
に
免
責
さ
れ
る
場
合
に
同
じ
こ
と
が
妥
当
し
な
い
と
す
る
何
ら
の
理
由
も
な
い
と
し

た
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
法
は
誰
も
処
罰
さ
れ
な
い
犯
罪
を
作
り
出
す
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。

被
告
人
が
夫
で
被
害
者
が
妻
で
あ
る
事
件
は
、
被
告
人
が
犯
罪
を
実
行
で
き
る
身
分
者
で
な
い
と
い
う
点
で
よ
り
複
雑
に
な
っ
た
。

強
姦
罪
の
定
義
で
は
、
夫
は
自
分
の
妻
を
強
姦
し
得
な
い
。
行
為
の
代
わ
り
を
立
て
ら
れ
な
い
性
質
の
問
題
は
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ

て
い
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
ま
と
も
に
表
面
化
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
困
難
さ
は
、
夫
の
除
外
に
つ
き

他
の
男
性
に
自
分
の
妻
と
性
交
す
る
よ
う
強
制
す
る
夫
に
は
適
用
さ
れ
な
い
一
身
専
属
的
特
権
と
し
て
、
も
っ
と
も
ら
し
く
再
定
義

す
る
こ
と
で
克
服
さ
れ
た
。
こ
の
解
決
は
、
妻
が
自
分
の
夫
を
道
具
と
し
て
他
の
女
性
を
強
姦
す
る
こ
と
に
つ
き
有
罪
と
す
る
事
例

に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
結
局
、
制
定
法
が
強
姦
罪
を
男
性
に
限
定
す
る
こ
と
で
何
が
希
望
さ
れ
る
の
か
。

人
が
共
犯
と
さ
れ
得
る
な
ら
ば
正
犯
と
も
な
り
う
る
と
の
裁
判
所
の
不
当
な
推
論
が
こ
こ
で
も
ま
さ
に
役
立
っ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
で
は
、
以
下
二
つ
の
判
決
が
注
目
を
浴
び
た
。
一
つ
は
、R

e
g

in
a

v
.

B
o

u
rn

e

事
件
判
決
で
あ
る
。
そ
れ
は
妻
の
獣
姦

行
為
の
共
犯
と
し
て
有
罪
判
決
を
支
持
し
た
事
例
で
あ
る
。
被
告
人
が
妻
に
服
従
す
る
よ
う
威
嚇
し
、
そ
れ
故
に
妻
が
強
制
の
抗
弁

を
有
す
る
と
い
う
場
合
に
お
い
て
で
さ
え
で
あ
る
。
有
罪
の
正
犯
が
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
判
決
で
は
、
共
犯
と
し
て
被
告
人
に
責

任
を
問
う
こ
と
を
排
除
し
な
か
っ
た
。
妻
の
強
制
の
抗
弁
は
、
妻
が
犯
罪
を
実
行
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
だ
妻
が

強
制
を
理
由
に
犯
罪
結
果
に
対
す
る
処
罰
か
ら
免
責
さ
れ
る
よ
う
願
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
裁
判
所
は
無
辜
の
代
理

行
為
者
理
論
に
全
く
言
及
し
な
か
っ
た
が
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
で
は
、
夫
が
自
分
の
妻
に
犬
と
性
交
す
る
よ
う
強
い
る
こ
と

で
そ
の
夫
が
犬
と
性
交
し
た
と
の
論
理
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、R

e
g

in
a

v
.

C
o

g
an

&
L

e
ak

事
件
判
決
で
あ
る
。L

e
ak

は
、
酔
っ
払
っ
て
、(

真
実
は
逆
で
あ
る
が
）
妻
が
望
ん

で
い
る
とC

o
g

an

を
説
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
妻
と
性
交
す
る
よ
う
唆
し
た
。
実
際
は
、L

e
ak

は
自
分
の
妻
に
服
従
す
る

よ
う
強
制
し
て
い
た
。
強
姦
罪
に
対
す
るC

o
g

an

の
有
罪
判
決
は
、
女
性
が
同
意
し
て
い
た
と
信
じ
る
男
性
が
、
た
と
え
そ
の
確

信
が
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
強
姦
罪
に
つ
き
無
罪
で
あ
る
と
の
上
院
の
判
決
に
従
い
、
破
棄
さ
れ
た
。
し
か
し
、
強
姦
罪
に

つ
い
て
のL

e
ak

の
有
罪
判
決
は
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
所
は
二
つ
の
根
拠
に
こ
の
判
決
を
依
拠
さ
せ
て
い
る
。
一
つ
は
、
実
際
に
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
が
故
に
、
共
犯
責
任
が
あ
る

で
あ
ろ
う
と
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。C

o
g

an

がL
e

ak
の
妻
が
同
意
し
て
い
る
と
信
じ
た
が
故
に
強
姦
に
つ
き
無
罪
で
あ
っ

た
と
い
う
事
実
は
、
妻
が
強
姦
さ
れ
た
と
い
う
状
況
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、L

e
ak

が
、C

o
g

an

に
被

害
者
で
あ
るL

e
ak

の
妻
と
性
交
さ
せ
、
必
要
な
身
体
的
行
為
の
道
具
と
し
てC

o
g

an

の
身
体
を
用
い
る
こ
と
に
よ
り
自
分
自
身
が

妻
を
強
姦
し
た
正
犯
と
見
な
さ
れ
う
る
と
理
由
づ
け
た
。
ア
メ
リ
カ
の
事
例
の
よ
う
に
、
裁
判
所
は
、
自
分
自
身
で
性
的
関
係
を
達

成
す
る
夫
に
ル
ー
ル
を
限
定
す
る
こ
と
で
、
夫
が
自
分
の
妻
を
強
姦
で
き
な
い
こ
と
を
回
避
し
た
。
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裁
判
所
が
先
例
で
至
っ
た
解
決
も
結
局
は
十
分
な
も
の
で
は
な
い
。
他
の
男
性
を
自
分
の
妻
に
押
し
つ
け
る
夫
に
及
ば
な
い
も
の

と
し
て
夫
の
除
外
を
解
釈
す
る
こ
と
で
、
強
姦
の
実
行
可
能
者
か
ら
の
夫
の
除
外
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
理
論
上
普

通
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
限
定
は
、
特
定
の
身
分
者
に
制
約
す
る
犯
罪
の
制
定
法
上
の
定
義
に
関
す
る
一
般
的
な
問
題
を
解
決
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
代
わ
り
を
立
て
ら
れ
な
い
行
為
の
観
点
で
定
義
さ
れ
る
犯
罪
の
問
題
に
対
す
る
解
決
法
は
、
一
般
的
な

問
題
を
解
決
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
疑
わ
し
い
理
由
付
け
を
根
拠
と
す
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
は
、
代
わ
り
を
立
て
ら
れ
な
い
行
為
の
概
念
が
単
純
に
否
定
さ
れ
、
そ
れ
故
に
い
か
な
る
犯

罪
行
為
も
他
者
を
道
具
と
し
て
実
行
さ
れ
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
機
能
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
代
償
は
、
こ
の
よ

う
な
行
為
の
常
識
的
理
解
か
ら
の
逸
脱
で
あ
る
。
こ
れ
は
男
性
の
教
唆
者
に
よ
る
強
姦
事
例
で
は
さ
ほ
ど
奇
妙
で
は
な
い
が
、
女
性

が
教
唆
者
で
あ
る
強
姦
事
例
で
は
不
快
な
ま
で
の
異
常
さ
を
示
す
で
あ
ろ
う
。

共
犯
責
任
を
支
持
す
る
議
論
も
ま
た
問
題
が
あ
る
。
妻
の
強
制
の
抗
弁
が
免
責
さ
れ
る
た
め
の
訴
え
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
共
犯
と

し
て
の
夫
の
責
任
が
妻
の
責
任
に
依
拠
し
う
る
と
のB

o
u

rn
e

事
件
に
お
け
る
主
張
は
明
ら
か
に
不
正
確
で
あ
る
。
妻
は
処
罰
さ
れ

得
な
い
。
と
い
う
の
は
、
妻
は
当
該
犯
罪
に
つ
き
無
罪
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
特
別
な
状
況
が
処
罰
を
猶
予
す
る
の
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
一
般
人
が
そ
う
考
え
る
か
ら
妻
が
強
姦
さ
れ
た
と
のC

o
g

an

事
件
で
の
奇
妙
な
主
張
は
も
は
や
説
得
力
が
な
い
。

こ
の
理
論
に
よ
り
例
外
事
例
に
お
い
て
非
難
に
値
す
る
被
告
人
を
有
罪
と
で
き
な
い
場
合
に
、
裁
判
官
が
お
か
れ
る
苦
境
に
注
目

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
如
何
に
答
え
る
べ
き
か
。
裁
判
所
は
、
説
得
力
の
あ
る
正
当
化
根
拠
な
く
、
非
難
し
う
る
行
為

者
に
対
す
る
有
罪
判
決
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
れ
が
答
責
性
の
あ
る
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
よ
り
も
有
害
で
な
い
の

か
ど
う
か
は
、
全
て
の
者
が
被
告
人
の
非
難
可
能
性
に
賛
成
す
る
こ
れ
ら
の
事
件
で
は
容
易
に
答
え
う
る
と
思
え
る
。
実
際
、
反
対

論
の
主
張
も
苦
心
し
た
跡
が
歴
然
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
法
理
論
の
一
貫
し
た
適
用
よ
り
も
、
む
し
ろ
誰
が
非
難
さ
れ
る
の
か
に
つ
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い
て
の
裁
判
官
の
考
え
に
よ
り
有
罪
か
否
か
が
判
断
さ
れ
る
の
を
許
す
こ
と
に
同
意
し
な
い
他
の
場
合
に
は
よ
り
や
っ
か
い
な
も
の

と
な
る
。

一
つ
の
解
決
法
は
、
共
犯
と
し
て
の
第
二
次
的
関
与
者
の
責
任
を
、
無
辜
の
正
犯
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
犯
罪
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ

ス
（
客
観
的
要
件
）
を
教
唆
ま
た
は
幇
助
し
た
こ
と
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
に
共
犯
と
し
て
強
姦
罪
の
責

任
が
あ
る
と
し
たC

o
g

an
&

L
e

ak

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
根
拠
の
可
能
な
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
判
決
の
評
釈
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
原
則
は
、
犯
罪
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
も
っ
て
そ
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
惹
起
す
る
場
合
に
、
そ
の
事
実

に
よ
り
正
犯
と
し
て
ま
た
は
教
唆
者
や
幇
助
者
、
命
令
者
、
あ
る
い
は
斡
旋
者
と
し
て
当
該
犯
罪
に
つ
き
有
罪
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
事
実
が
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
射
程
内
に
あ
る
場
合
に
、
困
難
な
く
、
被
告
人
は
正
犯
で
あ
る
。
こ
の
理
論
の
射
程

を
超
え
る
場
合
に
も
実
質
上
違
い
は
な
い
。
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
た
害
悪
は
、
有
罪
の
条
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た
落
ち
度
（fau

lt

）

を
も
っ
て
生
ぜ
し
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
。

こ
れ
ま
で
の
事
例
で
、
正
犯
の
行
為
を
第
二
次
的
関
与
者
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
を
用
い
る
こ
と
を
正
当
化
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
前
述
の
理
由
か
ら
、
無
辜
の
代
理

行
為
者
理
論
は
こ
れ
ら
の
事
例
で
責
任
を
問
え
な
い
。
他
方
、
非
難
し
う
る
教
唆
者
が
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
を
惹
起
す
る
が
故

に
共
犯
と
さ
れ
る
と
結
論
付
け
る
に
は
本
質
的
な
困
難
さ
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
因
果
性
の
分
析
を
用
い
る
こ
と
と
な
り
、

そ
し
て
正
犯
と
扱
う
こ
と
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
困
難
さ
を
回
避
す
る
た
め
に
誘
引
者
を
共
犯
と
し
て
レ
ッ
テ
ル
を
貼
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

た
と
え
行
為
者
が
禁
止
が
向
け
ら
れ
た
身
分
者
で
な
く
と
も
、
他
者
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
犯
罪
の
共
犯
と
な
り
う
る
。
そ
し
て
も

ち
ろ
ん
、
犯
罪
が
行
為
者
の
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
の
み
遂
行
さ
れ
る
こ
と
は
共
犯
責
任
に
対
す
る
批
判
と
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
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な
ぜ
こ
れ
ら
の
結
論
と
な
る
の
か
を
振
り
返
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
犯
責
任
は
正
犯
の
有
罪
か
ら
派
生
す
る
と
の
前
提
の

ゆ
え
で
あ
る
。
共
犯
責
任
の
根
拠
は
、
共
犯
者
自
身
が
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
正
犯
が
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
共
犯
の
犯
罪
は
共
犯
が
正
犯
に
そ
う
す
る
よ
う
援
助
ま
た
は
説
得
し
た
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
正
犯
の
単
な
る
行
為
に
つ
き
共
犯
と
な
り
う
る
と
の
理
論
に
基
づ
く
と
、
こ
れ
ら
の
結
論
を
導
く
根
拠
が
ま
っ
た
く
な

い
。
と
い
う
の
は
、(

第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
を
通
じ
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
）
共
犯
者
自
身
が
犯
罪
を
実
行
し
て
お
り
、
第
一
次

的
関
与
者
は
犯
罪
を
実
行
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
理
論
は
そ
の
実
体
な
く
共
犯
の
レ
ッ
テ
ル
を
用
い
、
理
論
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク

で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
特
に
難
し
い
事
例
で
妥
当
な
結
論
を
生
む
が
、
論
理
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
命
令
で
あ
る
。
真
剣
に
考
え

れ
ば
、
そ
の
理
論
は
、
伝
統
的
理
論
が
他
の
事
件
で
至
っ
た
適
切
な
結
論
を
壊
す
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
偽
り
の
正
犯(

fe
ig

n
in

g
p

rin
-

cip
al

）
事
例
を
例
に
す
れ
ば
、
偽
り
の
正
犯
は
、
被
告
人
に
、（
被
告
人
が
そ
う
で
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
が
）
実
行
す
る
意
図
の

な
い
犯
罪
（
例
え
ば
、
住
居
侵
入
窃
盗
）
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
実
行
す
る
の
を
援
助
さ
せ
る
。
非
難
し
う
る
行
為
者
が
犯
罪
の

ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
幇
助
・
教
唆
す
る
と
い
う
こ
と
で
共
犯
責
任
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
被
告
人
は
第
一
次
的
関
与
者
が
偽
っ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
犯
罪
の
共
犯
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
教
授
は
新
た
な
選
択
肢
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
理
論
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
と
責
任
阻
却
と

の
区
別
に
由
来
す
る
。
そ
の
行
為
が
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
（
ま
た
は
行
っ
た
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）
が
故
に
罪
と
は

な
ら
な
い
場
合
、
い
か
な
る
悪
行
（w

ro
n

g

）
も
実
行
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
、
被
告
人
に
の
み
適

用
さ
れ
る
理
由
で
無
罪
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
悪
行
は
な
さ
れ
た
。
第
二
次
的
関
与
者
が
共
犯
と
さ
れ
る
の
は
こ
の
悪
行
の
遂
行
に
対

し
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
二
次
的
関
与
者
の
責
任
は
、
第
一
次
的
関
与
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
悪
行
か
ら
派
生
す
る
（
無
辜
の
悪
行

理
論
と
呼
ぶ)

。
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共
犯
の
責
任
が
派
生
す
る
正
犯
の
行
為
の
特
性
を
特
定
す
る
さ
い
の
困
難
さ
は
す
で
に
見
た
。
正
犯
責
任
は
、
正
犯
が
す
で
に
無

罪
と
さ
れ
て
い
た
場
合
に
は
何
の
根
拠
も
与
え
な
い
。
ま
た
正
犯
が
、
個
人
的
な
免
責
事
由
、
す
な
わ
ち
外
交
特
権
や
罠
の
抗
弁
を

有
す
る
場
合
に
も
、
正
犯
責
任
は
何
の
根
拠
も
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
と
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ

ス
を
意
味
し
、
正
犯
の
有
罪
を
妨
げ
る
手
続
上
も
し
く
は
政
策
上
の
抗
弁
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
、
正
犯
行
為
の
決
定
的
な
特
徴

を
正
犯
の
有
罪
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
無
辜
の
悪
行
理
論
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
問
題
は
、
共
犯
責
任
を
根
拠
付
け
る
正

犯
の
行
為
性
の
さ
ら
な
る
修
正
に
つ
い
て
の
容
認
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
正
犯
の
有
罪
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
行
為
の
不
法

さ
と
し
て
記
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

無
辜
の
悪
行
理
論
は
、
犯
罪
が
代
わ
り
の
立
て
ら
れ
な
い
行
為
を
包
含
す
る
、
ま
た
は
被
告
人
の
属
す
る
身
分
者
を
そ
の
射
程
か

ら
排
除
す
る
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
場
合
に
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
不
十
分
さ
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
問
題
を
解
決
す
る
で
あ
ろ

う
。
同
時
に
、
そ
れ
は
共
犯
理
論
を
構
成
す
る
ル
ー
ル
の
ネ
ッ
ト
・
ワ
ー
ク
を
壊
さ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
共
犯
責
任
の
派
生
性
の

理
論
を
包
含
す
る
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
無
辜
の
悪
行
理
論
は
正
犯
が
免
責
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
例
で
無
辜
の
行
為
者
理
論
を

冗
長
な
も
の
に
す
る
。

無
辜
の
悪
行
理
論
に
伴
う
主
要
な
困
難
さ
は
そ
の
概
念
的
な
受
け
入
れ
が
た
さ
で
あ
る
。
共
犯
が
正
犯
の
責
任
を
共
有
す
る
と
述

べ
る
こ
と
は
全
く
率
直
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
罪
に
関
連
し
な
い
抗
弁
の
故
に
正
犯
責
任
が
立
証
さ
れ
得
な
い
場
合
、
共
犯
は
正
犯

の
有
罪
を
共
有
す
る
と
述
べ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
う
る
。
た
と
え
正
犯
が
外
交
特
権
や
罠
の
抗
弁
を
有
す
る
場
合
で
さ
え
、
正
犯
が

実
行
し
た
犯
罪
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
と
容
易
に
見
な
し
う
る
。
し
か
し
、
第
一
次
的
関
与
者
に
免
責
に
役
立
つ
抗
弁
が
あ
る
場
合
、

第
一
次
的
関
与
者
が
悪
行
を
行
っ
た
と
い
う
の
は
あ
ま
り
得
心
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
第
一
次
的
関
与
者
は
害
悪
を
行
っ
た
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
害
悪
は
悲
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
一
方
で
、
必
ず
し
も
悪
行
の
結
果
で
は
な
い
。
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こ
の
批
判
は
、
第
一
次
的
関
与
者
が
強
制
を
根
拠
に
免
責
さ
れ
る
場
合
に
は
幾
分
弱
ま
る
。
強
制
の
抗
弁
は
、
第
一
次
的
関
与
者

が
必
要
な
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
も
っ
て
禁
止
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
免
責
さ
せ
る
の
は
そ
の
状
況
に
お
け
る
第

一
次
的
関
与
者
の
自
由
意
志
の
欠
如
で
あ
る
。
た
ぶ
ん
同
じ
主
張
は
、
心
神
喪
失
に
よ
り
有
罪
と
さ
れ
な
い
第
一
次
的
行
為
者
に
、

少
な
く
と
も
メ
ン
ズ
・
レ
ア
が
否
定
さ
れ
な
い
場
合
に
は
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
事
例
で
は
、
無
辜
の
悪
行
の
概
念
は

も
っ
と
も
ら
し
い
。

他
方
、
被
告
人
の
免
責
事
由
が
犯
罪
に
必
要
な
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
欠
落
に
か
か
わ
る
場
合
、
無
辜
の
悪
行
の
概
念
は
や
っ
か
い
な

こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
第
一
次
的
関
与
者
は
何
も
悪
い
こ
と
を
行
わ
な
か
っ
た
と
の
単
純
な
理
由
で
無
罪
と
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
安
全
で
は
な
い
の
に
バ
ス
の
車
掌
が
運
転
手
に
安
全
で
あ
る
と
合
図
し
、
結
果
と
し
て
誰
か
が
死
亡
す
る
場
合
が
あ
る
。

車
掌
は
危
険
を
見
過
ご
し
た
こ
と
に
過
失
が
あ
る
が
、
運
転
手
は
車
掌
を
合
理
的
に
信
頼
し
て
行
為
し
た
場
合
、
そ
の
車
掌
は
運
転

手
の
過
失
運
転
に
よ
り
死
を
惹
起
し
た
こ
と
に
つ
き
共
犯
と
し
て
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
う
る
の
か
。
車
掌
は
運
転
手
の
違
法
で
あ
る

が
免
責
さ
れ
た
行
為
を
助
長
し
た
が
故
に
責
任
を
見
い
だ
し
得
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
運
転
が
慎
重
で
適
切
に
な
さ
れ
車
掌
に
対

す
る
正
当
な
信
頼
に
よ
り
バ
ッ
ク
す
る
場
合
、
ど
の
よ
う
に
運
転
手
は
悪
行
を
行
っ
た
と
言
わ
れ
得
る
の
か
は
困
難
で
あ
る
。
悪
行

を
行
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
運
転
手
は
望
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
十
分
に
運
転
手
の
行
為
は
降
車
す
る
乗
客
の

集
団
の
中
に
バ
ス
を
後
退
さ
せ
る
と
評
価
さ
れ
う
る
と
述
べ
る
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
れ
は
違

法
な
行
為
で
は
な
く
、
害
悪
を
惹
起
し
た
行
為
と
表
現
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
害
悪
と
は
違
っ
て
、
不
法
は
責
任
（re

sp
o

n
sib

ili-

ty

）
を
含
意
す
る
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
分
析
はC

o
g

an
&

L
e

ak

事
件
に
用
い
ら
れ
る
。
第
一
次
的
関
与
者
が
夫
人
と
性
交
し
た
際
、
実
際
に
夫
人
は
同
意
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
に
、
彼
は
害
悪
を
与
え
た
。
し
か
し
、
彼
は
不
法
な
行
為
を
行
っ
た
の
か
。
第
一
次
的
関
与
者
は
夫
人
が
同
意
し
た
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と
誠
実
に
し
か
し
不
合
理
に
確
信
し
て
夫
人
と
性
交
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
行
為
は
軽
率
で
不
道
徳
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な

い
が
、
イ
ギ
リ
ス
法
に
お
い
て
は
そ
の
行
為
は
刑
法
上
の
違
法
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
場
合
、
彼
は
法
が
そ
の
遂
行
に
つ
き
是

認
す
る
以
上
の
こ
と
を
し
た
と
は
言
い
得
な
い
。
な
お
、
彼
が
行
っ
た
こ
と
は
イ
ギ
リ
ス
刑
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
故
に
、
無
辜
の
悪
行
理
論
に
よ
り
要
求
さ
れ
た
意
味
で
不
法
な
行
為
と
し
て
、
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
を
評
価
す
る
の
を
正

当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

無
辜
の
悪
行
概
念
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
親
し
む
人
に
は
な
じ
み
が
な
く
信
じ
が
た
い
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
ド

イ
ツ
で
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
お
り
、
免
責
さ
れ
た
正
犯
の
行
為
を
根
拠
に
共
犯
責
任
を
課
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
英
米

の
判
決
の
理
由
付
け
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
理
論
を
述
べ
る
契
機
と
解
釈
さ
れ
う
る
。
最
終
的
に
、
こ
の
理
論
は
、
欠
点
を
伴
う
と

し
て
も
、
裁
判
所
が
制
定
法
の
変
更
な
し
に
な
し
う
る
、
責
任
を
正
当
化
す
る
た
め
の
最
良
な
理
論
上
の
動
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

被
告
人
に
責
任
を
課
す
こ
と
を
支
持
す
る
最
後
の
理
論
的
根
拠
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
の
全
て
は
、
免
責
事
由
を
欠
い
て
い
た

な
ら
ば
犯
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
免
責
さ
れ
た
者
に
実
行
さ
せ
る
状
況
を
示
唆
す
る
。
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
は
、
教
唆
者

が
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
を
肯
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
特
別
な
犯
罪
が
規
定
さ
れ
る
方
法
の
ゆ
え

に
、
教
唆
者
は
正
犯
と
は
さ
れ
得
な
い
。
単
純
な
解
決
法
は
、
免
責
さ
れ
た
者
に
犯
罪
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
実
行
さ
せ
る
こ
と

を
犯
罪
と
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
（
行
為
惹
起
の
責
任
論)
。
無
辜
の
者
に
禁
止
さ
れ
た
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
実
行
さ
せ
る
こ
と

は
、
被
告
人
が
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
の
正
確
な
叙
述
で
あ
る
。
そ
し
て
、
責
任
を
こ
の
根
拠
に
依
拠
さ
せ
る
こ
と

は
、
既
存
の
理
論
が
直
面
す
る
困
難
を
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
責
任
は
、
被
告
人
自
身
が
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
遂
行

し
た
こ
と
ま
た
は
正
犯
の
有
罪
の
ど
ち
ら
に
も
依
拠
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
技
術
的
に
は
新
た
な
犯
罪
を
作

り
出
す
こ
と
に
な
る
た
め
に
、
裁
判
所
が
責
任
を
こ
の
根
拠
に
適
切
に
依
拠
さ
せ
う
る
か
は
な
お
疑
わ
し
い
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
そ
う
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な
る
か
に
つ
き
明
ら
か
に
す
る
の
も
有
益
で
あ
ろ
う
。

行
為
惹
起
の
分
析
は
単
純
に
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
の
拡
張
で
は
な
い
。
行
為
惹
起
は
責
任
の
区
別
可
能
な
根
拠
に
依
拠
す
る
。

挙
動
犯
は
あ
る
一
定
の
行
為
を
禁
止
す
る
。
結
果
犯
の
よ
う
に
、
挙
動
犯
は
何
ら
か
の
行
為
に
よ
り
、
規
定
さ
れ
た
結
果
を
単
に
惹

起
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
挙
動
犯
は
一
定
の
制
定
法
上
の
犯
罪
を
除
き
、
他
者
に
禁
止
さ
れ
た
行
為
を

行
わ
せ
し
め
る
こ
と
を
禁
止
し
な
い
。
そ
の
場
合
、
無
辜
の
者
に
そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
行
す
る
よ
う
影
響
ま
た
は
援
助
を
与
え
非

難
し
う
る
者
の
訴
追
が
い
か
に
首
尾
よ
く
い
く
の
か
。
共
犯
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
第
一
次
的
関
与
者
が
無
辜
で
あ

る
な
ら
ば
、
非
難
し
う
る
第
二
次
的
関
与
者
が
共
有
す
る
有
罪
性
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
第
二
次
的
関
与
者
は
自
分
自

身
で
そ
の
行
為
を
実
行
し
た
と
判
断
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
無
辜
の
代
理
行
為
者
の
分
析
が
意
図
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二

次
的
関
与
者
は
、
非
難
し
う
る
目
的
で
禁
止
さ
れ
た
行
為
を
実
行
す
る
た
め
に
無
辜
の
者
を
意
図
的
に
利
用
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

あ
た
か
も
道
具
の
使
用
に
よ
り
行
為
を
遂
行
し
た
か
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
の
行
為
と
し
て
そ
れ
ら
の
行
為
を
描
写
す
る
こ
と
は
是

認
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
規
定
さ
れ
た
犯
罪
の
条
件
は
充
足
さ
れ
る
。

行
為
惹
起
の
分
析
は
顕
著
に
異
な
る
。
行
為
惹
起
は
、
他
者
の
無
辜
の
行
為
を
通
じ
た
被
告
人
自
身
の
行
為
遂
行
に
被
告
人
の
責

任
を
根
拠
づ
け
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
判
例
で
は
、
行
為
は
代
わ
り
の
立
て
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
被

告
人
は
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
身
分
者
で
は
な
い
と
い
う
理
由
は
働
か
な
い
。
被
告
人
の
責
任
は
、
単
純
に
被
告
人

が
無
辜
の
者
の
行
為
を
惹
起
し
た
と
い
う
事
実
を
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
明
細
に
記
さ
れ
た
行
為
と
い
う
観
点
で
規
定
さ

れ
た
犯
罪
に
つ
き
被
告
人
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
者
に
そ
れ
ら
の
行
為
を
実
行
さ
せ
る
こ
と
を

包
含
す
る
よ
う
に
そ
れ
ら
の
犯
罪
を
再
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
伝
統
的
な
無
辜
の
代
理
行
為
者
の

分
析
を
余
計
な
も
の
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
被
告
人
に
責
任
を
問
う
た
め
に
無
辜
の
者
の
行
為
を
被
告
人
に
帰
す
る
必
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要
は
も
は
や
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
、
こ
の
問
題
は
こ
の
よ
う
な
条
文
規
定
を
設
け
て
解
決
し
て
い
る
。
合
衆

国
法
典
第
一
八
章
第
二
条
�
項
や
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
二
項
�
号
が
そ
の
例
で
あ
る
。

Ｂ．

部
分
的
に
非
難
可
能
な
行
為
（P

artly
C

u
lp

ab
le

A
ctio

n
s

）

部
分
的
に
非
難
可
能
な
正
犯
は
、
全
く
の
無
辜
の
正
犯
と
共
犯
性
原
理
に
つ
き
同
じ
問
題
を
提
起
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
の
非

難
可
能
性
は
正
犯
か
ら
派
生
す
る
が
故
に
、
共
犯
の
非
難
可
能
性
の
限
界
は
正
犯
の
非
難
可
能
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
有
罪
で
な
け
れ
ば
、
第
二
次
的
関
与
者
は
共
犯
と
し
て
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
得
な
い
し
、
正
犯
が
あ
る
犯
罪

に
つ
き
非
難
で
き
る
と
し
て
も
、
共
犯
は
そ
れ
よ
り
重
い
犯
罪
に
つ
き
非
難
さ
れ
え
な
い
。

一
つ
の
事
例
と
し
てO

th
e

llo

事
例
が
あ
る
。Iag

o

は
、D

e
sd

e
m

o
n

a

が
不
誠
実
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
をO

th
e

llo

に
誤
信
さ

せ
、
ま
た
さ
も
な
け
れ
ば
嫉
妬
や
復
讐
を
炊
き
つ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
てD

e
sd

e
m

o
n

a

を
殺
害
す
る
よ
う
意
図
的
にO

th
e

llo

に

影
響
を
与
え
た
。O

th
e

llo

は
殺
人
罪
（h

o
m

icid
e)

、
そ
の
状
況
か
ら
す
る
と
お
そ
ら
く
故
殺
罪
（m

an
slau

g
h

te
r

）
で
有
罪
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、Iag

o

は
よ
り
重
大
な
非
難
可
能
性
を
も
っ
て
行
為
し
た
。
と
い
う
の
は
、Iag

o

は
冷
血
に
そ
の
殺
害

を
企
図
し
た
か
ら
で
あ
る
。Iag

o

は
謀
殺
罪
（m

u
rd

e
r

）
と
な
り
う
る
の
か
。
そ
の
答
え
は
、
標
準
的
な
共
犯
理
論
で
は
そ
う
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ホ
ー
キ
ン
ス
教
授
は
、
共
犯
の
犯
罪
が
正
犯
よ
り
も
重
く
は
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
た
。「
他
者
の
有
罪
の

相
伴
者
と
し
て
の
み
処
罰
さ
れ
る
者
が
、
そ
の
他
者
よ
り
重
い
犯
罪
で
有
罪
と
さ
れ
る
こ
と
は
不
適
切
で
不
合
理
で
あ
る
」
と
。

不
合
理
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、O

th
e

llo

が
嫉
妬
の
嵐
に
よ
り
我
を
忘
れ
た
か
ら
、
せ
い
ぜ
い
故
殺
罪
でIag

o

を
有
罪
と
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ル
ー
ル
に
よ
り
、
第
二
次
的
関
与
者
が
正
犯
の
犯
行
時
に
援
助
ま
た
は
助
長
を

与
え
る
よ
う
に
現
場
に
い
た
状
況
で
は
回
避
さ
れ
得
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
第
二
次
的
関
与
者
は
共
犯
と
い
う
よ
り
第
二
級
正
犯
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と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
第
二
次
的
関
与
者
の
責
任
は
派
生
的
で
は
な
く
直
接
的
な
も
の
に
な
る
。
そ
の
区
別
は
、
近
時
の
イ
ギ
リ
ス

の
判
例
で
再
び
肯
定
さ
れ
つ
つ
、
例
外
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
状
況
に
お
け
る
共
犯
性
原
理
の
困
難
さ
が

ど
う
で
あ
れ
、
ど
こ
で
幇
助
が
与
え
ら
れ
た
か
に
よ
る
区
別
に
よ
っ
て
重
く
処
罰
す
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
理
論
上
の
拘
束
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
の
判
例
は
時
折
、
正
犯
よ
り
も
共
犯
に
重
い
責
任
を
課
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の

判
例
は
、
共
犯
が
正
犯
よ
り
も
重
い
殺
人
の
罪
で
あ
る
点
で
、O

th
e

llo

事
件
と
類
似
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
主
張
は
共
犯
性
原

理
に
照
ら
し
て
そ
の
結
論
を
ほ
と
ん
ど
正
当
化
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
し
、
さ
ら
に
は
、
共
犯
性
原
理
が
守
ら
れ
う
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
の
課
題
を
我
々
に
残
す
こ
と
に
な
る
。

関
与
者
の
責
任
は
各
人
の
非
難
可
能
性
に
よ
り
判
断
さ
れ
、
正
犯
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
が
第
二
次
的
関
与
者
に
帰
属
さ
れ
そ
の

責
任
を
確
定
す
る
た
め
に
第
二
次
的
関
与
者
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
と
と
も
に
考
慮
さ
れ
る
と
理
由
付
け
た
い
気
に
な
る
が
、
こ
の
論
理

の
欠
陥
は
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
共
犯
性
原
理
が
正
犯
行
為
を
第
二
次
的
関
与
者
に
帰
す
る
こ
と
に
つ
き
何
の
正
当
性
も
付

与
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
す
る
と
当
然
に
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
へ
と
向
か
う
。

と
こ
ろ
が
、
問
題
は
、O
th

e
llo

事
例
に
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
を
適
用
し
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。O

th
e

llo

は

無
辜
の
行
為
者
で
は
な
く
非
難
し
う
る
行
為
者
で
あ
る
。
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
を
適
用
し
う
る
と
の
主
張
は
、
結
局O

th
e

llo

はIag
o

の
道
具
で
あ
り
、O

th
e

llo

は
犯
罪
を
実
行
す
る
よ
う
に
策
を
弄
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
演
劇
に
お
け

る
事
実
に
基
づ
く
と
、
虚
偽
や
偽
り
の
陳
述
に
よ
り
、Iag

o

はO
th

e
llo

に
事
実
と
全
く
異
な
る
状
況
を
信
じ
さ
せ
る
よ
う
に
導
い

た
こ
と
は
容
易
に
明
ら
か
と
な
る
。
偽
り
の
陳
述
が
彼
女
の
処
刑
を
命
ず
る
よ
う
にO

th
e

llo

を
導
く
「D

e
sd

e
m

o
n

a

は
反
逆
罪
を

実
行
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
場
合
、O

th
e

llo

は
た
ぶ
ん
無
辜
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
に
、Iag

o

は
無
辜
の
代
理
行
為
者
理

論
に
よ
り
明
ら
か
に
謀
殺
罪
と
さ
れ
う
る
。O

th
e

llo

は
虚
偽
に
基
づ
き
行
為
し
て
い
た
が
故
にO

th
e

llo

の
行
為
は
全
く
自
発
的
な
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も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
意
図
的
に
誘
引
す
る
う
え
で
、Iag

o

は
殺
害
を
惹
起
し
た
と
さ
れ
う
る
。Iag

o

の
虚
偽
はO

th
e

llo

を
無

罪
に
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
有
罪
を
酌
量
す
る
た
め
だ
け
に
有
用
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
結
論
の
常
識
さ
は
十
分
に
明
確
で
あ
る
。
し
か
し
、O

th
e

llo

が
自
分
の
妻
を
意
図
的
に
殺
害
す
る
際
、
非
難
可
能
で
答
責

的
に
行
為
し
て
い
た
と
い
う
概
念
的
な
困
難
さ
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
確
か
に
、Iag

o

がO
th

e
llo

に
行
わ
せ
た
か
っ
た
こ
と
を
行

わ
せ
る
よ
う
に
し
向
け
、O

th
e

llo

をIag
o

の
道
具
と
し
て
言
及
す
る
こ
と
に
は
何
ら
か
の
修
辞
的
な
効
果
は
あ
る
。
し
か
し
、O

-

th
e

llo

は
答
責
性
の
あ
る
行
為
を
遂
行
し
た
か
ら
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
に
基
づ
きO

th
e

llo

の
行
為
は
（
も
ま
た
）Iag

o

の

行
為
で
あ
る
と
同
時
に
述
べ
る
の
は
合
わ
な
い
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
教
授
は
そ
の
状
況
を
表
現
す
る
た
め
に
準
無
辜
の
代
理
行
為
者
と

い
う
語
句
を
作
り
出
し
、
第
一
次
的
関
与
者
は
第
二
次
的
関
与
者
の
責
任
の
一
部
に
つ
き
無
辜
の
代
理
行
為
者
と
し
て
見
な
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
準
無
辜
の
代
理
行
為
者
や
部
分
的
な
組
み
合
わ
せ
と
し
て
の
責
任
と
い
う
考
え
は
概
念
的

な
謎
を
加
え
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
思
え
る
。

た
ぶ
ん
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
明
ら
か
に
健
全
な
結
論
に
至
る
た
め
の
よ
り
よ
い
理
論
的
な
説
明
は
、
第
二
次
的
関
与
者
が
被

害
者
の
死
を
惹
起
す
る
と
単
純
に
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
と
オ
ノ
レ
が
示
し
た
よ
う
に
、
介
在
す
る
行
為
者
の
行
為
が
完

全
に
自
発
的
で
は
な
い
場
合
に
、
最
終
的
な
結
果
に
介
在
す
る
行
為
者
を
通
じ
て
因
果
性
を
遡
っ
て
問
う
こ
と
は
因
果
性
原
理
と
合

致
す
る
。
第
一
次
的
関
与
者
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
結
果
に
つ
き
第
二
次
的
関
与
者
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
こ
の
概
念
を
適
用

す
る
判
例
は
、
通
常
、
第
二
次
的
関
与
者
が
正
犯
の
行
為
を
意
図
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
そ
の
分
析
は
、
正
犯
の
行
為
が
完
全

に
自
発
的
で
は
な
い
限
り
、
第
二
次
的
関
与
者
が
正
犯
の
行
為
を
意
図
し
て
い
た
場
合
に
ま
さ
に
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
で
あ

ろ
う
。O

th
e

llo

の
例
が
ま
さ
に
こ
れ
で
あ
る
。O

th
e

llo

の
行
為
が
免
責
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
分
析
に
対
す
る
障
害
で

は
な
い
。
介
入
行
為
は
、
介
入
す
る
行
為
者
を
通
じ
て
因
果
性
を
辿
っ
て
問
う
こ
と
を
許
容
す
る
た
め
に
、
完
全
な
自
発
性
に
至
ら
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な
い
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
が
、
完
全
に
免
責
さ
れ
る
ほ
ど
自
発
性
が
な
い
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
い
っ
た
ん

Iag
o

がD
e

sd
e

m
o

n
a

の
死
を
惹
起
し
た
と
立
証
さ
れ
れ
ば
、Iag

o

の
犯
罪
性
はIag

o

の
行
為
に
伴
な
う
非
難
可
能
性
に
よ
り
判
断

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
二
次
的
関
与
者
の
よ
り
重
い
責
任
は
、
第
二
次
的
関
与
者
が
自
分
の
道
具
と
し
て
第
一
次
的
関
与
者
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り

第
二
次
的
関
与
者
が
惹
起
し
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、
第
一
次
的
関
与
者
の
行
為
性
は
完
全
な
意
味
で
自
発
的
で
は
な
い
場
合
に
の
み

是
認
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
限
界
はR
e

g
in

a
v
.

R
ich

ard
s

事
件
判
決
で
示
さ
れ
る
。R

ich
ard

s

夫
人
は
自
分
の
夫

を
ひ
ど
く
殴
る
た
め
に
二
人
の
男
性
を
雇
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
男
性
ら
は
軽
微
な
暴
行
を
加
え
る
こ
と
を
選
ん
だ
。
陪
審
員
は
そ

の
男
性
ら
を
単
純
傷
害
罪
（u

n
law

fu
l

w
o

u
n

d
in

g

）
で
有
罪
と
し
た
。
し
か
し
彼
女
は
、
重
大
な
身
体
上
の
侵
害
を
惹
起
す
る
意
図

を
も
っ
た
傷
害
罪
（w

o
u

n
d

in
g

w
ith

in
te

n
t

to
cau

se
g

rie
v

o
u

s
b

o
d

ily
h

arm

）
で
有
罪
と
さ
れ
た
。
控
訴
裁
判
所
は
、
教
唆
者

と
し
て
の
彼
女
の
罪
責
は
正
犯
よ
り
も
重
い
と
さ
れ
得
な
い
と
の
立
場
か
ら
、
彼
女
を
単
純
傷
害
罪
と
し
た
。
こ
の
判
決
は
批
判
さ

れ
て
き
た
し
、
第
二
次
的
行
為
者
が
存
在
し
た
か
否
か
の
区
別
に
依
拠
し
た
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
批
判
は
十
分
に
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
本
判
決
は
、
彼
女
が
そ
の
男
性
ら
の
行
為
を
惹
起
し
な
か
っ
た
と
の
根
拠
か
ら
支
持
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

R
ich

ard
s

事
件
判
決
の
批
判
者
ら
は
別
の
見
解
を
と
っ
た
。
ス
ミ
ス
教
授
と
ホ
ー
ガ
ン
教
授
は
、
Ｅ
に
単
に
不
安
を
取
り
除
く
吐

剤
で
あ
る
と
告
げ
、
被
害
者
に
施
す
よ
う
Ｅ
に
毒
を
与
え
る
Ｄ
の
場
合
と
の
類
似
性
を
あ
げ
る
。「
Ｄ
が
Ｅ
に
対
し
そ
の
毒
は
被
害

者
が
必
要
と
す
る
薬
で
あ
る
と
述
べ
た
場
合
、
Ｄ
は
疑
い
な
く
謀
殺
罪
で
有
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
Ｄ
が
Ｅ
に
そ
の
毒
は
吐

剤
で
あ
る
と
告
げ
、
そ
し
て
Ｅ
の
行
為
は
意
図
的
な
暴
行
で
あ
っ
た
が
故
に
、
Ｅ
を
故
殺
罪
で
有
罪
と
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と

は
重
要
で
は
な
い
。
真
の
原
則
は
、
正
犯
が
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
惹
起
し
た
場
合
に
第
二
次
的
関
与
者
の
各
々
の
責
任
は
そ
れ
ぞ

れ
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
で
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る｣

。
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Ｄ
は
謀
殺
罪
で
有
罪
で
あ
る
と
す
る
彼
ら
の
結
論
は
正
し
い
。
し
か
し
、
彼
ら
が
そ
の
結
論
を
肯
定
す
る
た
め
に
示
す
一
般
理
論

は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
第
一
次
的
関
与
者
が
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
惹
起
し
た
場
合
、
第
二
次
的
関
与
者
の
責
任
は
、
自
分
自

身
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
で
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
真
の
原
理
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
第
二
次
的
関
与
者
が
第
一
次
的
関
与
者
の
行

為
を
惹
き
起
し
た
と
言
わ
れ
、
そ
れ
故
に
派
生
的
責
任
理
論
に
依
拠
し
な
い
（
共
犯
性
原
理
と
は
異
な
る
）
因
果
性
原
理
を
適
用
す

る
場
合
に
妥
当
す
る
。
ス
ミ
ス
教
授
と
ホ
ー
ガ
ン
教
授
の
仮
設
事
例
で
は
、
Ｄ
は
Ｅ
を
自
分
の
無
知
の
道
具
と
し
て
利
用
し
た
が
故

に
、
こ
れ
が
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
、R

ich
ard

s

事
件
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
。
彼
女
は
彼
女
が
雇
っ
た
男
性
ら
に
事
実
を
曲
げ
て

指
示
を
し
な
か
っ
た
。
彼
ら
は
彼
女
の
道
具
で
は
な
く
、
自
由
に
行
為
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為

は
彼
女
に
帰
さ
れ
得
な
い
。
彼
女
は
彼
ら
の
行
為
を
惹
起
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
無
辜
の
代
理
行
為
者
理
論
は
不
適
切
で
あ
る
。

R
ich

ard
s

夫
人
は
、
重
大
な
傷
害
を
行
う
意
図
の
あ
る
暴
行
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
、
さ
ら
な
る
問
題
で

あ
る
。
確
か
に
、
男
性
ら
の
非
難
可
能
性
は
彼
女
の
非
難
可
能
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
主
張
が
き
わ
め
て
有
力
で
あ
る
。
し
か

し
こ
れ
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
男
性
ら
が
何
ら
暴
行
を
実
行
せ
ず
代
わ
り
に
警
察
に
行
っ
た
場
合
、
彼
女
が
、
加
重
暴
行
罪
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
い
か
な
る
暴
行
罪
に
つ
い
て
の
責
任
も
問
わ
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
男
性
ら
が
命
じ
ら

れ
た
よ
う
に
実
行
す
る
か
あ
る
い
は
警
察
に
行
く
か
ど
う
か
も
ま
た
、
彼
女
の
非
難
可
能
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、

彼
女
の
意
図
が
ど
ん
な
に
非
難
可
能
で
あ
っ
て
も
、
彼
女
は
生
じ
な
か
っ
た
暴
行
に
つ
い
て
非
難
さ
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

同
じ
反
論
は
、
実
際
に
暴
行
が
生
じ
た
（
そ
し
てR

ich
ard

s

夫
人
は
そ
の
暴
行
に
つ
き
責
任
が
あ
っ
た
）
が
、
加
重
暴
行
は
生
じ

な
か
っ
た
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
。
加
重
暴
行
罪
を
遂
行
す
る
こ
と
は
重
大
な
身
体
上
の
害
悪
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

な
か
っ
た
が
故
に
生
じ
な
か
っ
た
。
彼
女
は
、
加
重
暴
行
罪
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
加
重
暴
行
罪
の
教
唆
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
る

の
が
適
切
で
あ
る
。
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こ
の
判
決
の
批
判
者
も
、
偽
り
の
正
犯
が
単
に
ふ
り
を
し
て
い
た
事
例
に
お
い
て
こ
の
理
由
付
け
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
で
あ
ろ

う
。
第
二
次
的
関
与
者
は
、
例
え
ば
正
犯
を
押
し
て
欄
間
窓
を
通
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
住
居
侵
入
窃
盗
罪
を
実
行
す
る
正
犯
を
援
助

し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
つ
き
非
難
さ
れ
う
る
。
し
か
し
、
正
犯
が
重
罪
遂
行
の
意
図
な
く
、
た
だ
第
二
次
的
関
与
者
を
わ
な
に
か
け

る
よ
う
な
行
為
を
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
第
二
次
的
関
与
者
は
重
罪
の
共
犯
と
さ
れ
得
な
い
。
こ
れ
は
、
偽
り
の
正
犯
は
住
居
侵
入

窃
盗
罪
を
実
行
し
な
か
っ
た
し
、
そ
の
全
く
任
意
の
行
為
が
勘
違
い
し
て
い
る
幇
助
者
に
帰
属
さ
れ
得
な
い
た
め
で
あ
る
。
同
じ
理

由
で
、R

ich
ard

s

夫
人
に
加
重
暴
行
罪
の
責
任
を
問
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
雇
わ
れ
た
男
性
ら
は
加
重
暴
行
を
実
行
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
唯
一
の
違
い
は
、
雇
わ
れ
た
男
性
ら
が
彼
女
を
罠
に
か
け
る
た
め
に
な
さ
れ
た
と
の
証
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
が
あ
る
な
ら
ば
事
案
が
別
の
も
の
と
な
る
と
説
得
的
に
主
張
し
う
る
の
か
。
な
ぜ
第
一
次
的
関
与
者
の

最
終
的
な
動
機
が
異
な
る
結
果
を
要
求
す
る
べ
き
な
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
決
定
的
な
の
は
行
為
に
関
す
る
行
為

者
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
で
あ
る
。

最
後
の
課
題
は
、
同
じ
目
的
に
至
る
別
の
理
論
構
成
が
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
す
ぐ
に
思
い
つ
く
の
は
、
何
ら
の
犯
罪
で
も
有
罪

と
さ
れ
な
い
「
免
責
さ
れ
た
」
第
一
次
的
関
与
者
に
よ
り
実
行
さ
れ
た
「
不
法
」
に
共
犯
責
任
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
が
も
っ
と
も
ら

し
い
の
で
あ
れ
ば
、
部
分
的
に
非
難
可
能
性
の
あ
る
第
一
次
的
関
与
者
の
不
法
を
共
犯
責
任
の
根
拠
と
す
る
こ
と
も
同
じ
く
も
っ
と

も
ら
し
い
と
い
う
論
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、O

th
e

llo
の
仮
定
事
例
で
、
謀
殺
罪
に
つ
い
て
のIag

o

の
責
任
は
、
共
犯
に
課
さ

れ
た
も
の
はO

th
e

llo

が
遂
行
し
た
法
的
な
不
法
で
あ
る
と
の
見
解
に
基
づ
き
正
当
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。O

th
e

llo

は
謀
殺
罪
で
な

く
故
殺
罪
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
共
犯
責
任
の
根
拠
は
、
正
犯
が
有
罪
と
さ
れ
る
罪
で
は
な
く
、
違
法
なD

e
sd

e
m

o
n

a

殺
害
と

い
う
正
犯
が
実
行
し
た
法
的
な
不
法
で
あ
る
。Iag

o

の
責
任
の
派
生
性
が
こ
の
よ
う
に
尊
重
さ
れ
る
と
し
て
も
、
彼
の
メ
ン
ズ
・

レ
ア
に
照
ら
し
て
、
そ
の
不
法
を
共
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
実
際
の
法
的
な
責
任
を
評
価
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
分
析
に
よ
れ
ばR

ich
ard

s

事
件
は
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。R

ich
ard

s

夫
人
に
加
重
暴
行
罪
の
共
犯
と
し

て
責
任
が
あ
る
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
雇
わ
れ
た
男
性
ら
は
彼
女
の
夫
に
対
し
通
常
の
暴
行
と
い
う
法
的
な
不
法
を
実
行

し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
夫
が
過
剰
に
殴
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
彼
女
の
意
図
に
よ
り
そ
の
有
罪
が
判
断
さ
れ
る
の

を
許
容
す
る
の
に
十
分
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
彼
ら
が
加
重
暴
行
罪
の
不
法
を
行
っ
た
が
免
責
事
由
に
よ
り
無
罪
で
あ
る
と
言
う
こ
と

を
正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
ら
は
規
定
さ
れ
た
と
お
り
に
犯
罪
を
遂
行
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
特
に
彼
ら
は
重
大
な
傷
害
を
負
わ

せ
る
意
図
を
も
っ
て
暴
行
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
加
重
暴
行
罪
に
つ
き
無
罪
で
あ
る
と
言
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ

ば
、「
無
辜
の
悪
行
理
論
」
は
加
重
暴
行
罪
に
つ
きR

ich
ard

s

夫
人
の
責
任
を
支
持
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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