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一

は

じ

め

に

本
稿
の
目
的
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
犯
理
論
に

(

１)

関
す
る
議
論
の
整
理
に
あ
る
。

(

２)

わ
が
国
で
は
従
来
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
は
も

と
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
刑
法
理
論
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
が
国
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で
は
刑
事
手
続
上
の
制
度
な
ど
を
中
心
に
、
基
本
的
な
問
題
や
刑
事
規
制
の
あ
り
方
な
ど
を
ア
メ
リ
カ
か
ら
導
入
す
る
こ
と
で
、
多

大
な
影
響
を
受
け
て
き
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
体
系
論
に
お
い
て
は
ア
メ
リ
カ
刑
法
の
影
響
は
受
け
て
こ
な
か
っ
た
の
も

ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
の
刑
法
学
が
ド
イ
ツ
の
影
響
を
受
け
、
今
日
ま
で
至
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
洗
練
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
を
吸
収
し
て
き
た
わ
が
国
に
と
っ
て
、
な
お
発
展
途
上
段
階
に

あ
る
ア
メ
リ
カ
刑
法
理
論
か
ら
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

(

３)

た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
の
法
典
化
作
業
が
開
始
さ
れ
た
の
は
一
九
五
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。

(

４)

こ
の
点
か
ら
見
て
も
、

確
か
に
ア
メ
リ
カ
刑
法
は
わ
が
国
よ
り
も
数
段
の
遅
れ
を
と
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
は
な
い

こ
と
は
容
易
に
理
解
し
う
る
。
わ
が
国
で
は
近
代
化
の
要
請
の
一
環
と
し
て
、
十
分
な
事
実
研
究
が
な
さ
れ
な
い
ま
ま
大
陸
法
を
モ

デ
ル
に
法
典
化
さ
れ
、
そ
の
理
論
が
吸
収
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ば
、
い
い
と
こ
取
り
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な

が
ら
、
ア
メ
リ
カ
は
、
大
陸
法
と
同
様
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
時
代
か
ら
の
膨
大
な
事
実
研
究
を
基
礎
に
そ
の
法
典
化
作
業
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
点
が
、
わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
大
き
な
違
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
よ
り
も
数
段
先
を
行
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
法
典
化
作
業
は
、
わ
が
国
と
同
様
に
、
大
陸
法
の
影
響
を
多
大
に
受
け
進
め
ら
れ
た
。

(

５)

つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
よ
り
蓄
積
さ
れ
て
き
た
事
実
研
究
が
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
亡
命
者
ら
の
手
に
よ
っ
て
、
よ
り
高
度
に
進
展
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
模
範
刑
法
典
の
編
纂
作
業
は
（
部
分
的
に
せ
よ
）
ド
イ
ツ
刑
法
の
「
実
験
場
」
で
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
観
は
別
に
し
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
も
ま
た
、
わ
が
国
と
同
様
に
大
陸
刑
法
学
の
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
伝
統
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
大
陸
法
と
が
融
合
し
、
現
在
に
至
る
ア
メ
リ
カ
刑
法
理
論
を
対
象
と
す
る
こ
と

神戸学院法学 第34巻第３号

34



(711)

は
、
わ
が
国
の
刑
法
学
の
今
後
を
占
う
意
味
で
も
重
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
分
析
的
な
観
点
か
ら
も
、
事
実
研
究
が
十
分
に

な
さ
れ
て
い
な
い
わ
が
国
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
刑
法
は
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
そ
の
足
が
か
り
と
し
て
、「
体
系
論
の
縮
図
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
共
犯
理
論
に
焦
点
を
当
て

る
こ
と
に
し
た
。

(

６)

わ
が
国
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
関
す
る
記
述
は
「
そ
の
中
に
は
、
行
為
の
態
様
に
限
定
は
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
同
じ
く
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
模
範
刑
法
典
も
、
ほ
ぼ
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
」

(

７)

と
か
「
教
唆

犯
と
幇
助
犯
と
あ
わ
せ
て
規
定
す
る
立
法
例
、
さ
ら
に
、
す
べ
て
の
共
犯
形
式
の
間
に
区
別
を
認
め
ず
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
規
定
す
る

立
法
例
も
あ
る
。
ち
な
み
に
、
英
米
法
で
は
ま
っ
た
く
別
の
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る｣

(

８)

、
あ
る
い
は
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共

犯
論
も
、
も
と
も
と
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
う
え
に
築
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
い
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
犯
論
と
そ
れ
程

の
本
質
的
差
異
の
あ
る
わ
け
は
な
い
」

(
９)

に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
研
究
さ
れ
て
き
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
を
詳
細
に
分
析
す
る
前
に
、
そ
の
体
系
上
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
構
築
こ
そ
が
本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
わ
が

国
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
こ
と
も
そ
の
射
程
に
あ
る
。

本
稿
で
は
、
ま
ず
次
章
お
よ
び
第
三
章
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
犯
法
の
歴
史
と
模
範
刑
法
典
に
お
け
る
共
犯
法
を
扱

い
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
歴
史
的
に
あ
る
い
は
条
文
上
、
共
犯
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
定
義
さ
れ
て
き
た
か
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
模
範
刑
法
典
に
お
け
る
共
犯
法
の
違
い
を
示
す
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
法
（
模
範
刑
法
典
）
に
お
け
る
共
犯
の

定
義
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
第
四
章
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
共
犯
法
を
受
け
て
、
実
際
に
共
犯
理
論
は
ど
の
よ
う
な
変
化
を
辿
っ
て

き
た
か
を
示
す
た
め
に
、
模
範
刑
法
典
成
立
以
前
の
共
犯
理
論
の
歴
史
を
概
観
し
た
後
に
、
模
範
刑
法
典
成
立
以
後
の
代
表
的
な
共

犯
理
論
を
年
代
順
に
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
、
第
五
章
で
は
、
前
章
で
紹
介
し
た
共
犯
理
論
を
「
派
生
的
責
任
」
を
用
い

アメリカ共犯理論の諸相

35



(712)

て
整
理
す
る
こ
と
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
犯
理
論
の
全
容
を
把
握
す
る
こ
と
に
す
る
。

(
１
）
本
稿
で
用
い
る
「
共
犯
」
と
は
、
わ
が
国
で
言
う
「
狭
義
の
共
犯
」
の
こ
と
で
あ
る
。

(

２
）
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
に
お
け
る
刑
法
理
論
を
分
析
・
検
討
す
る
論
文
は
枚
挙
の
暇
が
な
い
が
、
共
犯
理
論
に
関
す
る
代
表

的
な
文
献
と
し
て
、
草
野
豹
一
郎
「
刑
事
法
学
の
諸
問
題
（
１)

」(

一
九
五
一
）
二
一
四
頁
以
下
、
中
義
勝
「
英
米
共
犯
論
」
関
西
大
学

法
学
論
集
五
巻
四
号
（
一
九
五
六
）
二
四
頁
以
下
、
長
島
敦
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
犯
論

模
範
刑
法
典
を
中
心
に
し
て

(

斉

藤
還
暦
「
現
代
の
共
犯
理
論｣)

」(

一
九
六
四
）
四
六
九
頁
、
西
村
克
彦
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
犯
論
」(

同
上
）
四
四
一
頁
、
吉
田
常

次
郎
「
英
米
法
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
」
比
較
法
五
号
（
一
九
六
七
）
一
頁
以
下
、
武
田
紀
夫
「
英
国
判
例
よ
り
観
た
る
共
犯
者
の
類
型
」

東
北
学
院
大
学
法
学
政
治
学
研
究
所
紀
要
創
刊
号
（
一
九
九
三
）
三
頁
以
下
、
木
村
光
江
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
犯
の
従
属
性
に
関
す

る
一
考
察
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
五
巻
二
号
（
一
九
九
四
）
六
七
頁
以
下
、
十
河
太
郎
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
『
共
犯
と
身
分
』

に
関
す
る
一
考
察
」
同
志
社
法
学
二
四
六
号
（
一
九
九
六
）
二
二
八
頁
以
下
、
設
楽
裕
文
「
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
と
し
て
観
た
共
同
正
犯
と

正
犯

組
織
犯
罪
対
策
の
観
点
か
ら

(
一)

、(

二)

、(

三)

」
日
本
法
学
六
八
巻
二
号
、
三
号
・
六
九
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
、
二
〇

〇
四
）
一
三
九
頁
以
下
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

３
）
西
村
・
前
掲
注

(

２
）
四
四
三
頁：

冒
頭
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
犯
論
を
考
察
す
る
の
に
何
ら
か
の
理
論
体
系
を
手
が
か
り

と
す
る
の
は
、
は
じ
め
か
ら
無
理
な
よ
う
で
あ
る
。
元
来
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
そ
の
も
の
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

も
と
で
の
犯
罪
関
与
形
式
が
、
た
え
ず
実
際
上
の
必
要
性
か
ら
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
共
犯
学
説
も
な
け
れ
ば
、
特
筆
す
べ
き
論

争
も
見
あ
た
ら
ず
、
た
だ
、
お
び
た
だ
し
い
判
例
の
う
え
に
、
包
括
的
で
な
い
制
定
法
が
堆
積
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
に
お
け
る
共
犯
法
に
対
す
る
関
心
の
低
さ
を
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。

(

４
）

A
m

e
rican

L
aw

In
stitu

te
,

C
o

m
m

e
n

t
to

M
P

C
,

F
O

R
E

W
O

R
D

(

５
）

G
.

O
.

W

ミ
ュ
ラ
ー
（
村
井
敏
邦
・
斉
藤
豊
治
訳
）｢

ア
メ
リ
カ
刑
法
学
史

犯
罪
、
法
お
よ
び
学
者
た
ち
」(

一
九
九
一
）
一
七
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一

一
七
六
頁

(
６
）

も
っ
と
も
、
本
来
的
な
問
題
関
心
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、「
過
失
に
よ
る
狭
義
の
共
犯
」
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の

「
過
失
に
よ
る
共
犯
」
に
つ
き
、
わ
が
国
で
は
一
般
的
に
、
行
為
共
同
説
と
犯
罪
共
同
説
と
の
対
立
軸
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
行
為
共
同
説
の
側
か
ら
も
過
失
に
よ
る
共
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
立
場
が
出
て
き
た
こ
と
か
ら
、
現
在
に
お
い
て
そ
の
対

立
軸
は
、
共
犯
の
故
意
の
内
容
へ
と
移
行
し
て
き
た
と
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
「
過
失
に
よ

る
共
犯
」
を
扱
う
こ
と
の
第
一
義
的
な
意
味
は
、
共
犯
の
主
観
的
要
件
を
分
析
的
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ

で
は
、
従
来
、
わ
が
国
で
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
共
犯
の
二
段
階
的
故
意
」
が
問
題
と
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
分
析
的
な

観
点
か
ら
す
れ
ば
、
共
犯
は
基
本
犯
罪
に
対
す
る
故
意
を
も
つ
の
と
同
時
に
、
自
己
の
共
犯
行
為
に
対
す
る
故
意
も
も
つ
は
ず
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
幇
助
ま
た
は
教
唆
す
る
の
か
と
い
う
問
題
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
犯
罪
を
幇
助
ま
た
は
教
唆
す
る
の
か
と
い
う

問
題
は
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
共
犯
も
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
原
則
と
し
て
「
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
で
有
責
で
あ
る
」
と
の
定
義
に

合
致
す
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
判
断
に
お
い
て
基
本
犯
罪
に
対
す
る
故
意
と
同
時
に
、
共
犯
者
自
身
の
行
為

(

幇
助
・
教
唆
行
為
）
に
対
す
る
故
意
に
つ
い
て
も
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
過
失
に
よ
る
共
犯
」
を
扱
う
こ
と
は
派
生
的
に
体
系
論
に
も
影
響
す
る
こ
と
に
な
る
。
わ
が
国
の
刑

法
三
八
条
一
項
で
は
「
故
意
」
を
原
則
と
す
る
が
故
に
、「
過
失
」
は
そ
の
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
犯
概
念
に
お
い

て
直
接
実
行
を
原
則
と
す
る
限
縮
的
正
犯
概
念
を
基
底
と
す
る
な
ら
ば
、「
正
犯
」
が
原
則
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、「
共
犯
」
は
そ
の
例

外
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
系
論
的
に
見
れ
ば
、「
過
失
に
よ
る
共
犯
」
は
「
例
外
の
例
外
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。
た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
「
例
外
の
例
外
」
を
扱
う
こ
と
の
意
義
は
そ
れ
ほ
ど
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
「
例
外
の
例

外
」
と
し
て
の
存
在
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
統
一
的
な
理
論
体
系
を
目
指
す
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な

「
例
外
の
例
外
」
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
体
系
的
説
明
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
通
常
、
過
失
に
惹
起
し
た
結
果
に
対
し
責
任
が
問

わ
れ
る
こ
と
は
正
し
い
と
す
る
の
に
、
過
失
に
幇
助
・
教
唆
す
る
こ
と
で
正
犯
を
通
じ
て
同
じ
結
果
を
惹
起
し
た
場
合
、
そ
の
責
任
を
問
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わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
７
）
平
野
龍
一
「
刑
法
（
総
論
）
Ⅱ
」(

一
九
七
五
）
三
四
一
頁

(
８
）
団
藤
重
光
「
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版)

」(

一
九
九
〇
）
三
七
二
頁

(

９
）
長
島
・
前
掲
注
（
２
）
四
七
一
頁：

確
か
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
い
う
共
通
基
盤
か
ら
す
れ
ば
そ
の
根
本
原
理
は
同
じ
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
ア
メ
リ
カ
は
制
定
法
の
国
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
に
お
い
て
両
国
を
対
等
に
扱
う
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
と
考
え

る
。
も
っ
と
も
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
各
州
に
よ
り
そ
の
規
定
が
異
な
る
た
め
、
そ
の
す
べ
て
を
見
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
今
日
に
お
い
て
も
さ
ほ
ど
変
わ
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
各
州
制
定
法
解
釈
な
ら
び
に
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
生

じ
る
膨
大
な
数
の
判
例
を
精
査
す
る
こ
と
を
放
棄
す
る
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
わ
が
国
の
刑
法
理
論
の
進
展
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二

共
犯
法
の
歴
史
的
変
遷

模
範
刑
法
典
を
含
め
た
現
在
の
共
犯
法
の
歴
史
的
背
景
と
し
て
、
は
じ
め
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
共
犯
者
が
ど
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
た
の
か
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
来
的
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
重
罪
犯
に
つ
き
正
犯
（p

rin
cip

als

）
と
共
犯

（acce
sso

rie
s

）
に
類
型
化
す
る
こ
と
で
あ
ら
ゆ
る
そ
の
関
与
者
ら
を
区
別
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
実
際
の
実
行
行
為
者
が
正
犯

で
あ
り
、
他
の
有
責
な
関
与
者
を
共
犯
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
初
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
こ
の
共
犯
に
つ
き
（
１
）

事
前
共
犯
（acce

sso
ry

b
e

fo
re

th
e

fact

）(

２
）
現
場
共
犯
（acce

sso
rie

s
at

th
e

fact

）(

３
）
事
後
共
犯
（acce

sso
ry

afte
r

th
e

fact

）
の
三
類
型
に
区
分
し
て
い
た
が
、
近
代
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
（
２
）
現
場
共
犯
を
正
犯
に
組
み
入
れ
、
実
際
の
実
行
行
為

者
と
区
別
す
る
た
め
に
第
二
級
正
犯
（p

rin
cip

al
in

th
e

se
co

n
d

d
e

g
re

e

）
と
し
て
位
置
づ
け
た
。

(

１)

し
た
が
っ
て
、
近
代
コ
モ
ン
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・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
重
罪
事
例
で
二
種
類
の
正
犯
と
二
種
類
の
共
犯
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
（
１
）
第
一
級

正
犯
（p

rin
cip

al
in

th
e

first
d
e

g
re

e

）(

２
）
第
二
級
正
犯
（
３
）
事
前
共
犯
（
４
）
事
後
共
犯
が
そ
れ
で
あ
る
。

(

２)
１

第
一
級
正
犯

ま
ず
、
第
一
級
正
犯
と
は
、
単
純
に
、
犯
罪
行
為
者
（p

e
rp

e
trato

r)

、
す
な
わ
ち
、
要
求
さ
れ
た
内
心
状
態
を
も
っ
て
、
犯
罪

結
果
を
惹
起
す
る
内
心
状
態
と
と
も
に
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
取
り
組
む
者
で
あ
る
。

(

３)

し
た
が
っ
て
、
犯
罪
を
遂
行
す
る
た
め
に
介
在
者
を
利
用
す
る
者
は
、
原
則
、
第
一
級
正
犯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
な
い
は
ず
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
介
在
者
が
子
供
や
精
神
障
害
者
で
あ
る
場
合
、
ま
た
は
、
被
告
人
が
騙
し
た
あ
る

い
は
事
実
を
知
ら
せ
な
か
っ
た
が
故
に
犯
罪
意
図
の
な
い
介
在
者
に
犯
罪
を
行
わ
せ
る
場
合
の
よ
う
に
「
無
辜
の
代
行
者(

in
n

o
-

ce
n

t-ag
e

n
t)

」
ま
た
は
「
責
任
な
き
代
行
者
（irre

sp
o

n
sib

le
-ag

e
n

t)

」
を
利
用
す
る
こ
と
で
犯
罪
が
完
遂
さ
れ
る
場
合
に
は
、
介

在
者
を
単
な
る
「
道
具
（in

stru
m

e
n

t)

」
と
見
な
し
、
そ
の
犯
罪
を
ま
さ
に
企
図
し
た
関
与
者
を
第
一
級
正
犯
と
し
て
き
た
。

(

４)

つ

ま
り
、
正
犯
は
「
無
辜
の
者
」
ま
た
は
「
責
任
の
な
い
者
」
の
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
対
し
て
も
責
任
が
あ
り
、
正
犯
の
責
任
は
そ

れ
ら
の
者
の
行
為
や
正
犯
自
身
の
内
心
状
態
を
根
拠
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
Ｂ
の
死
を
生
じ
さ
せ
る
意
図
が
あ

る
Ａ
が
、
子
供
で
あ
る
Ｃ
に
対
し
Ｂ
を
殺
す
よ
う
に
仕
向
け
る
場
合
、
Ａ
は
Ｂ
を
殺
害
す
る
意
図
の
あ
る
謀
殺
罪
で
有
罪
と
な
る
し
、

逆
に
、
欺
罔
に
よ
る
財
産
領
得
は
実
際
に
詐
欺
を
す
る
意
図
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
は
、
Ｃ
に
対
し
Ｂ
に
虚
偽
の
告
知
を

す
る
よ
う
不
注
意
に
仕
向
け
さ
せ
る
こ
と
で
は
詐
欺
罪
を
遂
行
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

５)

ま
た
、
複
数
の
関
与
者
が
実
際
の
犯
罪
遂
行
に
関
与
す
る
場
合
に
は
、
第
一
級
正
犯
が
複
数
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、

あ
る
者
が
被
害
者
を
殴
り
、
も
う
一
方
が
被
害
者
に
向
け
て
拳
銃
を
発
砲
す
る
場
合
、
両
者
は
謀
殺
罪
の
第
一
級
正
犯
と
な
り
う
る

アメリカ共犯理論の諸相

39



(716)

し
、
二
人
の
者
が
同
一
の
証
明
書
の
別
々
の
部
分
を
偽
造
す
る
場
合
、
両
者
は
そ
の
証
明
書
の
偽
造
に
お
い
て
第
一
級
正
犯
と
な
り

う
る
。

(
６)他

方
で
、
第
一
級
正
犯
は
、
犯
罪
遂
行
の
際
の
現
場
で
の
存
在
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
文
字
通
り
に
存
在

す
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
残
さ
れ
た
ま
た
は
導
い
た
何
ら
か
の
手
段
が
犯
罪
結
果
を
惹
起
し
た
と
す
れ
ば
、
正
犯
は
、

擬
制
的
（co

n
stru

ctiv
e

）
な
存
在
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
者
が
殺
害
す
る
目
的
で
、
後
に
毒
を

飲
む
こ
と
に
な
る
者
の
そ
ば
に
そ
の
毒
を
置
く
場
合
や
不
在
の
間
に
自
分
の
代
わ
り
に
「
無
辜
の
代
行
者
」
に
行
為
さ
せ
る
者
は
、

第
一
級
正
犯
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

７)

２

第
二
級
正
犯

次
に
、
第
二
級
正
犯
は
、
第
一
級
正
犯
を
犯
罪
遂
行
に
お
い
て
援
助
（aid)

・
助
言
（co

u
n

se
l)

・
命
令
（co

m
m

an
d

）
ま
た
は

促
進
（e

n
co

u
rag

e

）
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
正
犯
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
遂
行
の
際
に
そ
の
現
場
に
存
在
す
る
者
で
あ
る
と
定
義

さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
存
在
要
件
は
第
一
級
正
犯
と
同
様
に
、
擬
制
的
な
存
在
に
よ
っ
て
も
足
り
る
。
た
と
え
ば
、
物
理
的
に

は
そ
の
犯
罪
現
場
に
は
い
な
い
が
、
そ
の
犯
罪
遂
行
時
に
離
れ
た
場
所
か
ら
第
一
級
正
犯
を
援
助
す
る
場
合
に
は
、
擬
制
的
な
存
在

と
さ
れ
る
。

(

８)

し
た
が
っ
て
、
正
犯
を
見
守
り
、
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
第
一
級
正
犯
に
対
し
、
対
象
者
（
被
害
者
）
が
向
か
っ
て
い
る

と
合
図
し
、
必
要
が
あ
れ
ば
正
犯
を
援
助
す
る
た
め
に
準
備
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
者
は
擬
制
的
な
存
在
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
第
二
級
正
犯
の
存
在
要
件
は
、
犯
罪
現
場
へ
の
物
理
的
な
近
接
性
は
必
要
で
は
な
い
一
方
で
、
必
要
が
あ
れ
ば

援
助
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

(
９)

ま
た
、
第
二
級
正
犯
の
行
為
は
「
共
犯
行
為
（aid

in
g

an
d

ab
e

ttin
g
(

�))

」
と
し
て
記
述
さ
れ
て
き
た
。
こ
こ
で
の
「ab

e
t

」
と
い
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う
言
葉
は
、「aid

」
と
い
う
言
葉
が
行
為
（
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
）
の
み
を
意
味
す
る
の
に
対
し
、
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
兼
ね
備
え
た

援
助
行
為
を
も
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
は
、
刑
法
一
般
で
妥
当
す
る
の
と
同
様
に
、
要
求
さ
れ
た
「
行

為
（
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス)

」
と
そ
れ
に
付
随
す
る
「
メ
ン
ズ
・
レ
ア
」
が
両
方
あ
る
場
合
に
の
み
、
第
二
級
正
犯
と
し
て
有
罪
宣

告
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

３

事
前
共
犯

そ
の
一
方
で
、
事
前
共
犯
は
他
者
に
重
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
命
令
、
助
言
、
促
進
な
ど
の
共
犯
行
為
を
す
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
の
犯
罪
遂
行
の
際
に
現
場
に
い
な
い
者
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
事
前
共
犯
と
第
二
級
正
犯
と
の
第
一
義
的
な
区

別
は
そ
の
存
在
要
件
に
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
関
与
の
た
め
に
、
実
際
に
ま
た
は
擬
制
的
に
犯
罪
現
場
に
存
在
す

れ
ば
第
二
級
正
犯
と
な
り
、
擬
制
的
に
も
存
在
し
な
け
れ
ば
事
前
共
犯
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
正
犯
を
援
助
す
る

た
め
に
犯
罪
現
場
に
現
れ
る
こ
と
で
、
事
前
の
助
言
行
為
を
通
じ
て
生
じ
た
結
果
に
つ
き
、
事
前
共
犯
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
第
二
級
正
犯
に
も
な
る
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

ま
た
、
援
助
行
為
や
助
言
行
為
に
は
、
そ
の
犯
罪
の
惹
起
行
為
、
促
進
行
為
ま
た
は
援
助
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
犯
罪
と
何
ら
か
の

関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
犯
罪
遂
行
か
ら
時
間
的
に
か
な
り
隔
た
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
特
定
の
実
質
的
な
援
助
で
寄
与
す

る
場
合
、
そ
の
犯
罪
で
利
用
さ
れ
な
く
と
も
、
な
お
共
犯
と
し
て
判
断
さ
れ
て
き
た
。

(

�)

換
言
す
れ
ば
、
犯
罪
遂
行
の
日
時
も
重
要
で

は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
何
ら
か
の
犯
罪
結
果
が
あ
る
日
時
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
そ
の

後
に
生
じ
る
犯
罪
を
援
助
し
よ
う
と
意
図
す
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
者
は
な
お
事
前
共
犯
と
判
断
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
援
助
「
性
」
は
重
要
で
は
な
く
、
介
在
者
を
通
じ
て
犯
罪
結
果
が
実
際
に
生
じ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

(

�)
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さ
ら
に
、
事
前
共
犯
は
本
来
的
な
犯
罪
の
計
画
者
で
あ
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
事
実
は
そ
の
要
件
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
に
よ
る
犯
罪
遂
行
に
対
し
援
助
を
与
え
る
た
め
に
協
力
を
受
け
、
実
際
に
そ
の
援
助
が
与
え
ら
れ
れ

ば
、
援
助
者
は
事
前
共
犯
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
計
画
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
に
援
助
行
為
し
な
け
れ
ば
、
事
前

共
犯
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

４

刑
事
手
続
上
の
ル
ー
ル

最
後
に
、
刑
事
手
続
上
の
ル
ー
ル
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
は
、
共
犯
が
審
理
さ
れ
る
前
に
正
犯
が
は
じ
め
に
（
も
し
く
は
少

な
く
と
も
同
時
に
）
有
罪
宣
告
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。

(

�)

そ
こ
で
は
、
第
二
級
正
犯
に
で
は
な
く
、
共
犯
に
適

用
さ
れ
る
こ
の
ル
ー
ル
は
、
正
犯
に
対
す
る
有
罪
宣
告
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
犯
罪
が
数
人
の
者
ら
に
よ
っ
て
遂

行
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
の
証
明
を
要
求
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
共
犯
は
正
犯
が
特
定
さ
れ
逮
捕
さ
れ
な
い
限
り
、
あ
る

い
は
正
犯
が
逃
走
ま
た
は
死
亡
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
審
理
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
共
犯
の
有
罪
性

が
高
度
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
正
犯
が
無
罪
と
な
り
、
そ
う
な
ら
な
く
と
も
正
犯
の
有
罪
性
の
証
明
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
こ
の
ル

ー
ル
が
適
用
さ
れ
、
共
犯
は
審
理
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

(
�)

(

１
）

R
o

llin
M

.
P

ark
in

s,
P

a
rties

to
C

rim
e,

8
9

U
.

P
a.

L
.

R
e

v
.

5
8

1

�58
2
.(

1
9

4
1

）

(

２
）

W
ay

n
e

R
.

L
aF

av
e
,

2
S

U
B

S
T

A
N

T
IV

E
C

R
IM

IN
A

L
L

A
W

,
§

1
3
.1(

a)

�(c)
,

3
2

7

�33
1
.(

2
d

e
d
.

2
0

0
3)

:

こ
の
四
類
型
に
よ
る
区
別

は
「
重
罪
」
事
例
で
用
い
ら
れ
る
が
、「
軽
罪
」
事
例
で
は
「
事
後
共
犯
」
を
除
く
三
類
型
を
用
い
た
。
ま
た
「
反
逆
罪
」
で
も
こ
の
区

別
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
。「
反
逆
罪
」
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
関
与
者
が
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
（S

ee,

B
lack

sto
n

e
,

in
fra

n
o

te
7
,

at
3

5

�

3
6
.)

。
な
お
「
事
後
共
犯
」
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
犯
罪
後
の
共
犯
行
為
（aid

in
g

an
d
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ab
e

ttin
g

）
と
し
て
定
義
さ
れ
、
正
犯
や
事
前
共
犯
と
同
様
に
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
現
行
法
に
お
い
て
は
「
犯
人
隠
匿
罪
」
や
「
逃
走
援

助
罪
」
あ
る
い
は
「
証
拠
隠
滅
罪
」
な
ど
の
別
個
独
立
犯
罪
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
射
程
を
越
え
る
た
め
、
本
稿
で
は
特

に
取
り
上
げ
な
い
こ
と
と
す
る
。

(

３
）

P
ark

in
s,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
5

9
4
.

(

４
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
,

at
3

2
7

�

3
2

8
.

(

５
）

Id
.:

M
P

C
§

2
.0

6
(

2)
(

a)

(

６
）

Id
at

3
2

8

�32
9
.:

た
だ
し
、
複
数
の
第
一
級
正
犯
が
存
在
し
う
る
一
方
で
、
少
な
く
と
も
生
じ
た
罪
に
つ
き
一
人
の
第
一
級
正
犯
が

常
に
存
在
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

７
）

Id
.

at
3

2
9
.

(

８
）

B
lack

sto
n

e
,

4
C

O
M

M
E

N
T

A
R

IE
S

O
N

T
H

E
L

A
W

S
O

F
E

N
G

L
A

N
D

3
4
(

1
7

6
5)

:

第
二
級
正
犯
も
「
正
犯
」
に
類
型
化
さ
れ
る
以
上
、

当
然
に
そ
の
要
件
は
第
一
級
正
犯
と
同
じ
に
な
る
。
た
だ
そ
の
量
刑
が
異
な
っ
て
い
た
だ
け
で
あ
る
（S

ee,
P

ark
in

s,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at

5
9

6
.)

。

(

９
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
,

at
3

2
9
.

(

�
）

P
ark

in
s,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
5

8
3

�58
4
.:

こ
の
「aid

in
g

an
d

ab
e

ttin
g

」
に
は
特
別
な
意
味
は
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
共
犯
行
為
を

表
す
形
式
的
な
意
味
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
個
別
に
は
こ
こ
で
記
し
た
よ
う
に
意
味
は
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
も
形
式
的

な
意
味
し
か
持
た
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
刑
法
典
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
幇
助
・
教
唆
」

に
当
て
は
ま
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
わ
が
国
の
「
幇
助
・
教
唆
」
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に

幇
助
・
教
唆
し
た
の
か
と
い
う
態
様
は
限
り
な
く
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
よ
り
具
体
的
な
態
様
を
示
す
の
が
、
ア
メ
リ
カ
刑
法
典
で
言

う
と
こ
ろ
の
「aid

in
g

」
や
「ab

e
ttin

g

」
や
「co

u
n

se
lin

g

」
あ
る
い
は
「co

m
m

an
d

in
g

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が

国
の
刑
法
典
に
比
べ
、
ア
メ
リ
カ
各
州
に
お
け
る
制
定
法
の
方
が
そ
の
態
様
に
つ
き
よ
り
詳
細
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
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し
、
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
「
教
唆
・
幇
助
」
と
完
全
に
一
致
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

(
�
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
,

at
3

3
0
.

(
�
）

P
ark

in
s,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

0
2
.:

共
犯
行
為
を
要
求
す
る
こ
と
は
第
二
級
正
犯
と
同
じ
で
あ
る
。

(

�
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
,

at
3

3
0
.

(

�
）

B
lack

sto
n

e
,

su
p

ra
n

o
te

7
,

at
3

7
.

(

�
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

2
,

at
3

3
0

�

3
3

1
.

(

�
）

Id
.

at
3

3
1
.

(

�
）
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
実
体
法
上
で
は
厳
格
に
正
犯
と
共
犯
を
区
別
し
て
い
た
が
、
手
続
法
で
は
、

共
犯
を
正
犯
と
し
て
扱
っ
て
い
た
。
こ
の
点
は
現
行
刑
事
手
続
法
と
異
な
ら
な
い
。(

S
ee,

Jo
sh

u
a

D
re

ssle
r,

U
N

D
E

R
S

T
A

N
D

IN
G

C
R

IM
IN

A
L

L
A

W
,

4
6

5

�

4
6

7
(

3
d

e
d
.

2
0

0
1)

）
(

	
）
し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
逮
捕
さ
れ
な
い
限
り
、
あ
る
い
は
正
犯
が
逃
走
ま
た
は
死
亡
し
た
場
合
に
は
、
結
果
と
し
て
共
犯
は
審
理
さ

れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三

ア
メ
リ
カ
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
の
解
釈

こ
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
重
罪
の
全
関
与
者
を
第
一
級
・
第
二
級
正
犯
あ
る
い
は
事
前
・
事
後
共
犯
の
い
ず
れ
か
に
区

別
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
訴
訟
法
上
の
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、
共
犯
は
正
犯
が
有
罪
宣
告
さ
れ
な
い
限
り
有
罪
宣
告
を
受
け
る
こ
と

が
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
は
特
に
、
現
場
共
犯
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
第
二
級
正
犯
と
事
前
共
犯
と
の
間
で
生
じ
る
こ

と
に
な
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
実
質
的
に
同
じ
も
の
と
し
て
理
解
し
う
る
「
第
二
級
正
犯
」
と
「
事
前
共
犯
」
は
、
現
場
に
存
在
し

た
か
否
か
で
、
そ
の
扱
い
が
大
き
く
異
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

１)
繰
り
返
す
が
、
事
前
共
犯
に
対
す
る
制
限
は
第
二
級
正
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犯
に
は
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ル
ー
ル
に
従
え
ば
、
た
と
え
実
際
に
犯
罪
を
遂
行
し
た

者
が
な
お
審
理
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
第
二
級
正
犯
は
審
理
さ
れ
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
第
一
級
正
犯
が
無
罪
と
な

っ
て
も
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

２)

そ
こ
で
各
州
は
、1

9
4

0

年
代
を
中
心
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
を
排
除
す
る
立
法
に
よ
っ
て
解
決
を

は
か
っ
た
。

(

３)
当
時
、
ほ
と
ん
ど
の
州
は
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
者
全
て
を
正
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
で
、
ま
た
そ
れ
と
は
別
に
、
従
来
、

事
前
共
犯
と
さ
れ
て
き
た
人
々
を
正
犯
と
し
て
訴
追
・
審
理
・
処
罰
し
う
る
と
規
定
す
る
こ
と
で
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
を
排
除
し

た
。

(

４)

ま
た
、
六
つ
の
州
は
、
正
犯
ま
た
は
正
犯
の
有
罪
宣
告
後
の
ど
ち
ら
か
で
、
あ
る
い
は
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
に

(

５)

従
い
、
正
犯
が

有
罪
宣
告
さ
れ
た
ま
た
は
司
法
に
服
す
る
べ
き
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
正
犯
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
実
質
的
な
重
罪
犯

に
対
す
る
訴
追
を
も
っ
て
事
前
共
犯
に
対
す
る
訴
追
を
許
容
す
る
こ
と
を
立
法
し
た
。

(

６)

そ
の
一
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
別
ま
た

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
近
い
区
別
は
、
正
犯
の
先
の
有
罪
宣
告
は
事
前
従
犯
に
対
す
る
訴
追
の
前
提
条
件
で
は
な
い
と
明
確
に
規
定
し

な
い
州
で
の
み
維
持
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
７)

以
上
の
こ
と
か
ら
、
多
く
の
州
が
用
い
た
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
す
る
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
別
を

排
除
し
、
単
純
に
、
犯
罪
遂
行
に
お
い
て
共
犯
と
見
な
さ
れ
れ
ば
、
正
犯
の
行
為
に
対
し
法
律
上
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
た
と
評
価

し
て
も
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
果
的
に
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
模
範
刑
法
典
が
用
い
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
合
致
す
る
こ
と
に
も
な

る
の
で
あ
る
。

(

８)

１

模
範
刑
法
典
原
案
二
・
〇
四
条
と

(

９)

模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条

(

�)

ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
が
は
じ
め
て
模
範
刑
法
典
起
草
会
議
を
行
っ
た
の
は
一
九
五
三
年
五
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
共
犯
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規
定
は
そ
の
第
一
回
会
議
か
ら
議
題
に
上
り
、
そ
こ
で
は
形
式
的
に
二
・
〇
四
条
を
共
犯
規
定
と
し
て
議
論
さ
れ
た
。
そ
し
て
二
年

後
の
一
九
五
五
年
五
月
の
第
四
回
起
草
会
議
で
そ
の
共
犯
規
定
は
二
・
〇
六
条
と
さ
れ
、
第
一
回
会
議
か
ら
九
年
後
の
一
九
六
二
年

五
月
の
会
議
で
承
認
さ
れ
、
正
式
に
起
草
さ
れ
た
。

(

�)

一
九
五
三
年
模
範
刑
法
典
原
案
二
・
〇
四
条
と
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
は
以

下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

（
１
）
一
九
五
三
年
模
範
刑
法
典
原
案
二
・
〇
四
条

(

�)

�
以
下
に
掲
げ
る
者
は
、
犯
罪
の
遂
行
に
関
し
、
行
為
し
た
他
人
の
共
犯
者
と
す
る
。

�
犯
罪
の
遂
行
を
促
進
し
ま
た
は
容
易
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
。

（
�
）
他
者
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
命
令
し
、
要
求
し
、
助
長
し
ま
た
は
扇
動
す
る
こ
と
。

（
�
）
犯
罪
計
画
ま
た
は
そ
の
遂
行
の
際
に
、
他
者
を
援
助
す
る
、
援
助
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
、
ま
た
は
援
助
す
る
こ
と
を

試
み
る
こ
と
。

（
�
）
犯
罪
を
阻
止
す
る
法
律
上
の
義
務
が
あ
る
の
に
、
そ
の
た
め
の
適
切
な
努
力
を
怠
る
こ
と
。

�
他
者
が
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
た
ま
た
は
犯
罪
を
遂
行
す
る
と
の
目
的
が
あ
っ
た
と
の
認
識
を
し
つ
つ
行
為
し
、
実
質
的
に
そ

の
遂
行
を
認
識
し
つ
つ
容
易
に
し
た
者
。

＜

代
替
案：

�
他
者
が
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
た
ま
た
は
犯
罪
を
遂
行
す
る
と
の
目
的
が
あ
っ
た
と
の
認
識
を
し
つ
つ
行
為
し
、

犯
罪
の
遂
行
の
方
法
ま
た
は
機
会
を
認
識
し
つ
つ
提
供
し
実
質
的
に
そ
の
遂
行
を
容
易
に
す
る
者
。＞

	
法
律
に
よ
っ
て
共
犯
に
な
る
と
明
示
さ
れ
た
行
為
を
し
た
者
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（
２
）
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条

(

�)

�
次
に
掲
げ
る
者
は
、
犯
罪
の
遂
行
に
関
し
、
行
為
し
た
他
人
の
共
犯
者
と
す
る
。

�
そ
の
罪
の
遂
行
を
促
進
し
ま
た
は
助
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
以
下
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
。

（
�
）
そ
の
罪
を
犯
す
よ
う
に
他
人
を
教
唆
す
る
こ
と
。

（
�
）
他
人
が
犯
罪
を
遂
行
し
、
ま
た
は
そ
の
計
画
を
す
る
に
当
た
り
、
こ
れ
を
援
助
し
、
援
助
す
る
こ
と
に
同
意
し
、
ま
た

は
援
助
を
試
み
る
こ
と
。

（
�
）
そ
の
罪
の
遂
行
を
阻
止
す
る
法
律
上
の
義
務
が
あ
る
の
に
、
そ
の
た
め
の
適
切
な
努
力
を
怠
る
こ
と
。

�
法
律
に
よ
り
共
犯
に
な
る
と
明
示
さ
れ
た
行
為
を
し
た
者
。

こ
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
点
で
原
案
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
特
に
、
代
替
案
と
し
て
原
案
に
規
定
さ
れ
て
い
た
三
項
�
号
は
模

範
刑
法
典
成
立
時
に
削
除
さ
れ
た
。
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
が
想
定
し
て
い
た
共
犯
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

２

共
犯
の
定
義

(

�)

ま
ず
、
模
範
刑
法
典
で
は
、
共
犯
の
「
行
為
（
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス)

」
に
つ
き
、
そ
の
三
項
�
号
に
お
い
て
「
共
犯
行
為
を
す

る
者
」
だ
け
で
は
な
く
、「
犯
罪
計
画
ま
た
は
そ
の
遂
行
を
援
助
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
ま
た
は
援
助
し
よ
う
と
試
み
る
者
」
も
包

含
し
、
さ
ら
に
「
そ
の
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
が
あ
る
の
に
そ
う
す
る
こ
と
の
適
切
な
努
力
を
怠
る
者
」
ま
で
を
も
包
含
す
る
。

(

	)

こ

れ
は
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行
と
い
う
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
容
易
に
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
網
羅
的
な
記
述
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

(


)
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一
方
で
、
そ
の
主
観
的
要
件
（
メ
ン
ズ
・
レ
ア
）
に
つ
き
、
三
項
�
号
は
、
行
為
者
に
は
犯
罪
を
助
長
す
る
ま
た
は
容
易
に
す
る

「
目
的
（p

u
rp

o
se)

」
が
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
上
述
し
た
「
援
助
す
る
こ
と
を
試
み
た
行
為
」
す
な
わ
ち
「
共

犯
の
未
遂
」
の
包
含
は
、
完
全
な
共
犯
行
為
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
に
、
部
分
的
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
範
疇
か
ら
飛
び
出

す
こ
と
に
な
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
主
観
的
要
件
た
る
「
目
的
」
を
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、「
共
犯
の
未
遂
」
は
犯
罪
と
な
る
べ
き
行

為
と
な
り
、
犯
罪
が
遂
行
さ
れ
た
際
に
「
不
必
要
で
あ
っ
た
共
犯
行
為
」
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

つ
ま

り
、
こ
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
共
犯
行
為
の
根
拠
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
共
犯
行
為
が
正
犯
に
対
し
心
理
的
に
作
用
し
た
か
ど
う
か

は
問
題
と
な
ら
ず
、
共
犯
者
自
身
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
未
遂
行
為
と
共
犯
行
為
と

に
そ
の
違
い
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
「
目
的
」
が
共
犯
者
に
要
求
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
対
立
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
三
項
の
原
案

で
は
、
三
項
自
体
を
「
犯
罪
を
助
長
す
る
ま
た
は
容
易
に
す
る
目
的
」

(

�)

が
あ
る
場
合
に
制
限
せ
ず
、
他
者
が
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
た

ま
た
は
他
者
に
は
犯
罪
を
遂
行
す
る
目
的
が
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
「
認
識
（k

n
o

w
le

d
g

e)

」
を
も
っ
て
そ
の
遂
行
を
容
易
に
し

た
者
に
ま
で
共
犯
を
拡
張
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
犯
罪
を
進
展
さ
せ
る
「
目
的
」
に
は
足
り
な
い
「
認
識
」
あ
る
容
易
化
行
為
が
、
共
犯
責
任
を
基
礎

付
け
る
た
め
に
十
分
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
責
任
を
問
わ
れ
る
「
認
識
」
あ
る
共
犯
行
為
は
そ
れ
以
外

に
動
機
が
な
い
た
め
に
、
目
的
を
も
含
意
す
る
と
の
見
解
も
あ
り
う
る
が
、

(

�)

い
ず
れ
に
せ
よ
、
共
犯
責
任
を
判
断
す
る
場
合
に
は
、

メ
ン
ズ
・
レ
ア
が
ま
さ
に
そ
の
判
断
基
準
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
そ
の
建
物
が
売
春
宿
を
経
営
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ

る
と
の
認
識
を
し
つ
つ
そ
れ
を
貸
す
家
主
や
、
商
品
が
犯
罪
の
遂
行
に
用
い
ら
れ
る
と
の
認
識
を
し
つ
つ
そ
れ
を
売
る
売
主
な
ど
の

場
合
、
ま
さ
し
く
メ
ン
ズ
・
レ
ア
が
そ
の
判
断
基
準
と
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
仮
に
共
犯
に
要
求
さ
れ
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
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が
「
目
的
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
者
は
す
べ
て
共
犯
に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
に
つ
い
て
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
連
邦
裁
判
所
で
生
じ
、
そ
こ
で
は
共
犯
責
任
の
基
準
に
つ
い
て
対
立
が
あ

っ
た
。
た
と
え
ば
、
第
二
巡
回
区
裁
判
所
で
は
伝
統
的
に
以
下
の
よ
う
な
立
場
を
採
っ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
援
助
行
為
（aid

in
g)

・
唆
し
行
為
（ab

e
ttin

g)

・
助
言
行
為
（co

u
n

se
lin

g)

・
助
長
行
為
（p

ro
cu

rin
g

）
な
ど
の
共
犯
行
為
（co

m
p

licity

）
の
伝
統
的

な
定
義
は
、
禁
止
さ
れ
た
行
為
が
共
犯
行
為
の
後
に
続
い
て
生
じ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
蓋
然
性
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
の
立
場
や
、

(

�)

あ
る
種
そ
の
犯
罪
企
図
に
共
犯
者
自
身
が
参
加
し
て
い
る
、
ま
た
は
共
犯
者
が
生
じ
る
よ
う
望
む
何
ら
か
の
こ
と
と
し
て
そ
の
犯
罪

企
図
に
関
与
す
る
、
あ
る
い
は
自
己
の
行
為
に
よ
り
犯
罪
企
図
が
成
功
す
る
よ
う
求
め
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
定
義
が
満
た
す
と
の

立
場
で
あ
る
。

(

�)

単
純
に
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
共
犯
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
言
葉
に
、
そ
の
犯
罪
企
図
に
対
す

る
目
的
的
態
度
（p

u
rp

o
siv

e
attitu

d
e
）
と
い
う
含
意
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

(

�)

そ
の
一
方
で
、
第
四
巡
回
区
裁
判
所
あ
る
い
は
同
じ
第
二
巡
回
区
裁
判
所
に
お
い
て
さ
え
も
別
の
立
場
を
採
る
も
の
も
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
提
供
者
自
身
は
何
も
し
な
い
が
、
そ
の
購
入
者
が
そ
の
商
品
を
非
合
法
な
こ
と
に
用
い
る
よ
う
意
図
す
る
あ
る
い
は
ま

さ
に
用
い
る
と
認
識
し
つ
つ
、
そ
の
商
品
を
そ
の
購
入
者
に
販
売
す
る
場
合
に
、
目
的
的
態
度
を
そ
の
認
識
へ
と
緩
和
す
る
立
場

や
、

(

�)

商
品
の
禁
制
品
と
い
う
性
質
や
そ
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
法
的
に
義
務
付
け
ら
れ
た
販
売
報
告
を
怠
る
こ
と
の
よ
う
に
、
そ

の
要
因
を
も
っ
て
判
断
す
る
こ
と
で
、
実
質
的
に

P
e

o
n

i
事
件
判
決
で
用
い
ら
れ
た
目
的
的
態
度
基
準
を
緩
和
す
る
立
場
で
あ

る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、
上
述
の
よ
う
に
「
目
的
的
態
度
」
を
「
認
識
」
へ
と
緩
和
す
る
「
認
識
あ
る
容
易
化
行
為
」
を
包
含
す
る
よ
う

な
責
任
公
式
を
支
持
す
る
者
も
い
た
。

(

�)

し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
は
こ
の
基
準
で
は
考
慮
さ
れ
う
る
援
助
の
程
度
が
無
限
に

存
在
し
、
責
任
が
妥
当
し
な
い
状
況
を
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
理
由
に
、
責
任
公
式
を
「
目
的
」
に
限
定
し
た
。

(

�)

そ
こ
で
は
、
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日
常
行
為
と
の
関
連
性
か
ら
、
単
な
る
認
識
あ
る
容
易
化
行
為
だ
け
で
は
足
り
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
緩
和
さ
れ
た
責
任
公
式
は
特
定
の
脈
略
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
可
能
性
は
残
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
、
模

範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
二
項
�
号
に
よ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
三
項
�
号
に
よ
り
未
解
決
の
ま
ま
と
な
っ

た
状
況
に
つ
き
、
実
体
犯
罪
そ
れ
自
体
を
起
草
す
る
こ
と
で
対
応
し
た
州
も
あ
っ
た
。

(

�)

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協

会
が
考
え
た
よ
う
に
、
共
犯
領
域
が
拡
大
す
る
恐
れ
も
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
行
為
者
は
認
識
し
て
そ
の
目
的
の
達
成

を
実
質
的
な
方
法
で
容
易
に
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
の
関
心
が
他
者
の
犯
罪
を
防
ぎ
た
い
と
い
う
希
望
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の

関
心
は
犯
罪
を
防
ぐ
と
い
う
関
心
に
依
拠
す
る
と
判
断
す
る
余
地
も
な
お
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

(

�)

３

コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
模
範
刑
法
典
の
相
違

で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
共
犯
法
は
ど
の
よ
う
に
進
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
模
範
刑
法
典
と
の

違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
こ
こ
か
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
犯
法
を
客
観
的
要
件
と
主
観
的
要
件
と
い
う
二
つ

の
視
点
か
ら
分
析
を
試
み
る
。

（
１
）
客
観
的
要
件

ま
ず
、
そ
の
客
観
的
要
件
に
つ
き
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
犯
行
現
場
に
存
在
し
て
い
た
か
否
か
で
正
犯
と
共
犯
を
区
別
し
、
共
犯

に
つ
い
て
は
行
為
者
が
「
実
際
に
援
助
行
為
」
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
援
助
行
為
は
犯
罪
の
成
功
を
必

要
と
し
な
か
っ
た
し
実
質
的
で
あ
る
必
要
も
な
か
っ
た
。

(

�)

一
方
で
、
模
範
刑
法
典
で
は
、
行
為
者
が
単
純
に
「
援
助
す
る
こ
と
に
同

意
」
す
る
ま
た
は
「
援
助
す
る
こ
と
を
試
み
る
」
場
合
に
ま
で
共
犯
責
任
を
拡
張
し
て
お
り
、

(

�)

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
要
求
さ
れ
た
「
実
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際
の
援
助
」
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
客
観
的
要
件
の
違
い
は
概
念
的
な
違
い
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
繰
り
返
す
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
言
う
共
犯
と
は
、
犯
罪
を

遂
行
せ
ず
か
つ
現
場
に
存
在
し
な
い
者
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
模
範
刑
法
典
で
い
う
共
犯
と
は
ま
さ
に
共
犯
行
為
を
行
っ
た
者
の

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
正
犯
に
対
し
実
際
に
共
犯
行
為
を
し
た
共
犯
者
は
、
正
犯
の
責
任
を
根
拠
に
責

任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
犯
罪
全
体
と
し
て
評
価
さ
れ
る
点
か
ら
、
正
犯
の
責
任
が
共
犯
者
に
派
生
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
は
、
共
犯
は
正
犯
の
従
物
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ど
ん
な
に
些
細
な
援
助
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
実
際
の

共
犯
行
為
と
い
う
要
件
は
共
犯
者
と
正
犯
者
と
を
因
果
的
に
結
び
つ
け
、
正
犯
が
有
罪
で
あ
れ
ば
そ
の
些
細
な
行
為
を
し
た
者
は
共

犯
と
し
て
処
罰
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、

(

�)

そ
こ
で
は
共
犯
の
実
際
の
援
助
行
為
が
必
要
条
件
と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
模
範

刑
法
典
で
は
各
々
の
行
為
を
根
拠
に
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

換
言
す
れ
ば
、
共
犯
者
自
身
の
援
助
行
為
そ
れ
自
体
に
対
し
責
任

を
問
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
援
助
行
為
を
試
み
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
共
犯
の
未
遂
で
も
足
り
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
模
範
刑
法
典
に
お
け
る
主
要
な
課
題
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
要
件
、
す
な
わ
ち
実
際
に
援
助
行

為
を
し
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
現
場
に
存
在
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
客
観
的
な
も
の
か
ら
、
共
犯
が
援
助
行
為
を
す
る
こ
と

を
意
図
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
共
犯
が
そ
の
意
図
に
基
づ
き
援
助
行
為
す
る
意
欲
を
示
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
主

観
的
な
も
の
へ
移
行
し
て
き
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
主
観
的
要
件

で
は
、
そ
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
共
犯
行
為
を
「
意
図
的
で
あ
る
」
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は

ど
の
時
代
に
お
い
て
も
共
通
す
る
。

(

�)

そ
れ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
「
意
図
」
要
件
は
、
模
範
刑
法
典
で
言
う
「
目
的
」
あ
る
い
は
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「
認
識
」
の
ど
ち
ら
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
「
目
的
」
あ
る
い
は

「
認
識
」
と
い
う
メ
ン
ズ
・
レ
ア
は
、
共
に
「
意
図
」
類
型
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
ど
ち
ら
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
意
味
し
て
い
た
の

か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
問
題
は
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
共
犯
は
正
犯
に
対

し
共
犯
行
為
す
る
意
図
を
も
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
基
本
犯
罪
に
対
す
る
意
図
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
者
に

は
二
つ
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
共
犯
行
為
そ
れ
自
体
に
対
す
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
問

題
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
一
九
三
八
年
の

P
e

o
n

i

事
件
判
決
に

(

�)

お
い
て
、L

.
H

an
d

判
事
は
「
共
犯
は
あ
る
種
そ
の
企
図
に
自
分
自
身
を

も
っ
て
参
加
し
、
生
じ
さ
せ
よ
う
と
意
欲
す
る
何
ら
か
の
こ
と
と
し
て
そ
の
企
図
に
関
与
し
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
犯
罪
企

図
が
成
功
す
る
よ
う
求
め
る
必
要
が
あ
る
」

(

�)

と
述
べ
、
共
犯
は
犯
罪
に
向
け
た
目
的
的
態
度
を
持
つ
必
要
が
あ
る
と
結
論
付
け
た

（
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ)

。
そ
の
一
方
で
、
一
九
四
〇
年
の

B
ack

u
n

事
件
判
決
に

(

�)

お
い
て
、P

ark
e

r

判
事
は
「
共
犯
と
し
て
の
有
罪

性
は
、
犯
罪
結
果
に
利
害
関
係
が
あ
る
こ
と
で
は
な
く
、
実
行
行
為
者
へ
の
共
犯
行
為
に
依
拠
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
共
犯

者
は
実
行
行
為
者
の
目
的
を
無
視
し
う
る
」

(

�)

と
述
べ
、
認
識
あ
る
援
助
が
共
犯
責
任
に
妥
当
す
る
と
結
論
付
け
た
（
認
識
ア
プ
ロ
ー

チ)

。さ
ら
に
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
模
範
刑
法
典
の
成
立
過
程
の
中
に
も
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
模
範
刑
法
典
原
案
で
は
認
識
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
採
っ
た
一
方
で
、
模
範
刑
法
典
は
最
終
的
に
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ

た
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
模
範
刑
法
典
は
最
終
的
に
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
選
択
し
た
こ
と
か
ら
、
仮
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
目
的

ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
違
い
は
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
認
識
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
違
い

は
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
目
的
ま
た
は
認
識
の
ど
ち
ら
も
意
図
類
型
に
属
す
る
こ
と
は
い
ず
れ
の
時
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代
に
お
い
て
も
共
通
す
る
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
、
模
範
刑
法
典
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
共
犯

行
為
そ
れ
自
体
に
対
す
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
は
「
意
図
」
を
要
求
し
て
い
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
違
い
に
よ
る
問
題
は
、
基
本
犯
罪
に
対
す
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
問
題
で
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
共
犯
に
つ
い
て
一
つ
の
非
難
可
能
性
し
か
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
正
犯
を
援
助
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
共
犯
の
非
難
可
能
性
と
犯
罪
結
果
に
関
す
る
共
犯
の
非
難
可
能
性
を
一
体
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に

コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
共
犯
者
に
自
己
の
援
助
行
為
と
基
本
犯
罪

の
両
方
に
「
目
的
」
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
者
に
は
基
本
犯
罪
に
つ
き
「
過
失
」
し

か
な
い
場
合
、
た
と
え
そ
の
援
助
行
為
に
つ
き
「
目
的
」
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
は
そ
の
共
犯
行
為
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ

な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
通
常
は
過
失
で
も
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
お
い
て
も
、
共
犯
に
お
い
て
は
、
共
犯
行

為
に
対
す
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
要
件
（
目
的
）
に
付
随
す
る
形
で
、
基
本
犯
罪
に
対
す
る
メ
ン
ズ
・
レ
ア
要
件
も
「
過
失
」
か
ら
「
目

的
」
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

一
方
で
、
模
範
刑
法
典
で
は
こ
の
「
目
的
」
要
件
が
犯
罪
結
果
に
対
し
適
用
さ
れ
な
い
と
規
定
す
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば

共
犯
者
が
過
失
致
死
罪
で
起
訴
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
援
助
行
為
を
行
っ
た
際
に
被
害
者
の
死
に
対
し
「
過
失
」
が
あ
っ
た
と
証

明
す
る
だ
け
で
足
り
、
そ
の
死
に
対
し
「
目
的
」
が
あ
っ
た
と
証
明
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
個
人
責
任
原
則

に
基
づ
き
、
共
犯
責
任
の
程
度
は
共
犯
者
自
身
の
非
難
可
能
性
の
レ
ベ
ル
で
機
能
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
模
範
刑
法
典
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
異
な
り
、
共
犯
に
お
け
る
「
目
的
」
要
件
は
共
犯
が
目
的
を
も
っ
て
実
行
行

為
者
の
行
為
を
援
助
す
る
こ
と
の
み
を
要
求
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
犯
罪
要
素
が
「
目
的
」
に
引
き
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
基
本
犯
罪
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
は
そ
の
罪
で
要
求
さ
れ
た
メ
ン
ズ
・
レ
ア
と
な
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り
、
そ
れ
は
共
犯
に
も
当
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

(
１
）

W
ay

n
e

R
.

L
aF

av
e
,

2
S

U
B

S
T

A
N

T
IV

E
C

R
IM

IN
A

L
L

A
W

,§
1

3
.1(

a)

�(c)
,

at
3

3
1
(

2
d

e
d
.

2
0

0
3

）

(

２
）

Id
.

(

３
）

M
P

C
§

2
.0

4
C

o
m

m
e

n
t,

T
.

D
.

1
at

4
0
.
(

1
9

5
3)

:

も
っ
と
も
、
こ
の
正
犯
と
共
犯
の
区
別
は
訴
訟
上
の
問
題
、
特
に
公
判
に
集

約
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
扱
い
が
大
き
く
変
わ
る
可
能
性
を
鑑
み
、
そ
の
審
理
で
は
専
ら
そ
れ
ら
の
定
義
の
問
題
に
の
み
多
大
な

時
間
を
割
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。(

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
3

3
5

�33
6
.

）

(

４
）

Id
.

at
4

0

�

4
1
.:

後
掲
・
注
（
６
）
お
よ
び
（
７
）
で
挙
げ
た
州
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
州
で
は
、
こ
の
二
つ
の
規
定
形
式
を
採
っ
て
い

た
。

(

５
）

Id
.

at
4

0
.:

こ
の
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
と
は
一
八
六
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
共
犯
法
（T

h
e

A
ccessories

a
n

d
A

b
ettor

A
ct

）
で
あ
る
。
メ

リ
ー
ラ
ン
ド
州
を
除
く
す
べ
て
の
州
で
も
こ
の
点
に
つ
き
立
法
さ
れ
た
が
、
こ
の
立
法
は
形
式
に
お
い
て
も
そ
の
中
身
に
お
い
て
も
重
大

な
変
化
を
及
ぼ
し
た
（
前
掲
・
注
（
４)：
後
掲
・
注
（
６)

・(

７))

。
一
八
六
一
年
法
の
規
定
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。：

事
前

従
犯
は
「
重
罪
の
正
犯
と
同
じ
よ
う
に
説
示
さ
れ
、
審
理
さ
れ
、
有
罪
宣
告
さ
れ
、
そ
し
て
処
罰
さ
れ
る
者
」
で
あ
り
、「
重
罪
の
主
犯

が
先
に
有
罪
宣
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
は
司
法
に
服
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
す
、

共
犯
は
実
体
的
な
重
罪
で
説
示
さ
れ
、
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
」(

T
h

e
A

ccessories
a

n
d

A
b

ettors
A

ct,
2

4
&

2
5

V
ict.

c.
9

4
(

1
8

6
1))

。

(

６
）

Id
.

at
4

1
.:

一
九
五
三
年
当
時
、
こ
の
よ
う
な
立
法
形
体
を
と
っ
て
い
た
の
は
フ
ロ
リ
ダ
州
・
メ
イ
ン
州
・
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州

・
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
・
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
・
テ
ネ
シ
ー
州
の
六
州
で
あ
っ
た
。
現
在
、
フ
ロ
リ
ダ
州
で
は
「
共
犯
も
正
犯
で
あ

る｣
(

F
la.

S
tat.

A
n

n
.
§

7
7

7
.0

1
1

）
と
規
定
し
そ
の
区
別
を
排
除
し
て
い
る
し
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
も
同
様
に
そ
の
区
別
を
制

定
法
上
で
明
確
に
排
除
し
て
い
る
（N

.
C

.
G

e
n
.

S
tat.
§

1
4

�5.2
,

1
9

8
1)

。
ま
た
テ
ネ
シ
ー
州
や
メ
イ
ン
州
で
は
「
共
犯
は
有
責
な
正

犯
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
た
犯
罪
で
有
罪
と
な
る｣

（T
e

n
n
.

C
o

d
e
.

A
n

n
.§

3
9

�11
�40

1
:

M
e
.

R
e

v
.

S
tat.

T
it

1
7

�A.§
5

7

�1,
1

9
7

5

）
と
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規
定
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
手
続
き
上
の
抗
弁
を
排
除
し
た
（T

e
n

n
.

C
o

d
e
.

A
n

n
.
§

3
9

�11

�40
7
:

M
e
.

R
e

v
.

S
tat.

T
it

1
7

�A

§
5

7

�

6
,

1
9

7
5)

。
そ
の
一
方
で
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
や
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
「
共
犯
は
主
た
る
重
罪
犯
の
処
罰
に
つ
き
規

定
さ
れ
た
方
法
で
処
罰
さ
れ
う
る
」(

M
ass.

G
e

n
.

L
aw

s
A

n
n
.

ch
.

2
6

6
,§

2
7

4

�2:
S
.

C
.

C
o

d
e
.

T
it

1
6
.

ch
1
.§

1
6

�1

�40
,

2
0

0
4

）
と

し
、
な
お
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
い
る
（M

ass.
G

e
n
.

L
aw

s
A

n
n
.

ch
.

2
6

6
,§

2
7

4

�3:
S
.

C
.

C
o

d
e
.

T
it

1
6
.

ch
1
.§

1
6

�1

�50
,

2
0

0
4)

。
ま
た
、
こ
の
イ
ギ
リ
ス
・
モ
デ
ル
に
依
拠
し
て
い
る
他
の
州
に
は
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
ー
州
（M

iss.
C

o
d
e

A
n

n
.§

9
7

�1

�3

）
お
よ

び
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
（W

.
V

a.
C

o
d
e
§

6
1

�11

�7

）
が
あ
る
。

(

７
）

Id
.:

一
九
五
三
年
当
時
、「
遂
行
さ
れ
た
犯
罪
性
で
正
犯
ま
た
は
共
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
主
た
る
犯
罪
者
（
正
犯
）
と
同
様
に
処

さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
を
除
く
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
・
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
・
ニ
ュ
ー
ハ
ン
プ

シ
ャ
ー
州
・
テ
キ
サ
ス
州
・
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
で
コ
モ
ン
・
ロ
ー
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
区
別
を
と
っ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
こ

れ
ら
の
内
、
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
を
除
く
い
ず
れ
の
州
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
別
を
採
っ
て
い
な
い
（D

e
l.

C
o

d
e
.

A
n

n
.

T
it

1
1
,

§
2

7
2
,

1
9

5
3
:

G
a.

C
o

d
e
.

A
n

n
.§

1
6

�2
�

2
1
:

K
y
.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

5
0

2
.0

3
0
,

1
9

7
5
:

N
.

H
.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

6
2

6
:

8
,

2
0

0
2
:

T
e

x
.

P
e

n
al.

C
o

d
e
.

A
n

n
.§

7
.0

3
,

1
9

9
4)

。
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
別
を
用
い
る
が
、
事
後
従
犯
に
つ
い
て
は
そ
の

刑
を
減
刑
す
る
（W

.
V

a.
C

o
d

e
§

6
1

�

1
1

�7)
。
さ
ら
に
、
ネ
バ
ダ
州
も
「
正
犯
の
有
罪
宣
告
は
共
犯
の
有
罪
宣
告
の
前
提
条
件
で
は
な

い
」
と
規
定
を
置
き
、(

N
e

v
.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

1
9

5
.0

4
0)

、
ウ
ェ
ス
ト
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
と
同
様
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
別
を
採
っ
て

い
る
（N

e
v
.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

1
9

5
.0

1
0
,

1
9

5
.0

2
0
,

1
9

5
.0

3
0)

。
な
お
、
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
に
つ
い
て
は
そ
の
規
定
は
変
わ
っ
て

は
い
な
い
（R

.
I.

G
e

n
.

T
it

1
1

�

1

�3)

。

(

８
）

P
.

D
.

M
P

C
§

2
.0

6
(

2)
(

c)

(

９
）

T
.

D
.

M
P

C
,

su
p

ra
n

o
te

3
,

at
1

1

�

1
2
.

(

�
）

P
.

D
.

M
P

C
§

2
.0

6
(

1
9

6
2

）

(

�
）

A
m

e
rican

L
aw

In
stitu

te
,

C
o

m
m

e
n

t
to

M
P

C
§

2
.0

6
at

2
9

5
.

アメリカ共犯理論の諸相

55



(7
32
)

( � ） T. D. MPC §2.04 (3), supra note 3, at 11 �12.: 以 下 に 原 文 を 付 し て お く 。

§2.04 (3)

(3 ）A person is an accomplice of another person in commission of a crime if:

(a) with the purpose of promoting or facilitating the commission of the crime, he

(1) commanded, requested, encouraged or provoked such other person to commit it; or

(2) aided, agreed to aid or attempted to aid such other person in planning or committing it; or

(3) having a legal duty to prevent the crime, failed to make proper effort so to do; or

(b) acting with knowledge that such other person was committing or had the purpose of committing the crime, he know-

ingly, substantially facilitated its commission; or

[Alternate: (b) acting with knowledge that such other person was committing or had the purpose of committing the

crime, he knowingly provided means or opportunity for the commission of the crime, substantially facilitating its com-

mission; or]

(c) his behavior is expressly declared by law to establish his complicity.

( � ） P. D. MPC §2.06 (3): な お 日 本 語 訳 に つ い て は 、 法 務 省 刑 事 局 作 成 の 「 刑 事 基 本 法 令 改 正 資 料 第 八 号 『 ア メ

リ カ 法 律 協 会 模 範 刑 法 典 』 」 ( 一 九 六 四 ） に よ っ た 。 以 下 に 原 文 を 付 し て お く 。

(3 ）A person is an accomplice of such other person in the commission of an offense if:

(a) with the purpose of promoting or facilitating the commission of the offense if:

(�) solicits such other person to commit it; or

(�) aids or agrees or attempts to aid such other person in planning or committing it; or

(�) having a legal duty to prevent the commission of the offense, fails to make proper effort so to do; or
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(
b)

h
is

co
n

d
u

ct
is

e
x

p
re

ssly
d
e

clare
d

b
y

law
to

e
stab

lish
h

is
co

m
p

licity
.

(
�
）

A
L

I,
C

o
m

m
e

n
t

to
M

P
C
§

2
.0

6
,

su
p

ra
n

o
te

1
1
,

at
3

1
3

�31
9
.:

こ
こ
で
言
う
「
共
犯
の
定
義
」
と
は
模
範
刑
法
典
の
定
義
で
あ

る
。

(

�
）

M
P

C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)
(
�
)

(

�
）

A
L

I
C

o
m

m
e

n
t

to
M

P
C
§

2
.0

6
,

su
p

ra
n

o
te

1
1
,

at
3

1
4
.

(

�
）

Id
.:

上
述
の
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
た
と
え
当
該
援
助
が
成
功
す
る
た
め
に
必
ず
し
も
必
要
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
実
際
の
援
助
行
為
で
明
示
さ
れ
た
「
擬
制
的
な
存
在
」
を
根
拠
に
責
任
が
問
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
模
範
刑
法
典
で
は

§
2
.0

6
(

3)

か
ら
、
正
犯
が
実
際
に
犯
罪
遂
行
し
た
場
合
に
の
み
共
犯
は
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
犯

罪
を
完
遂
し
た
と
す
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
の
両
方
に
対
し
て
実
体
犯
罪
に
つ
い
て
の
訴
追
が
な
さ
れ
る
が
、
正
犯
が
未
遂
に
と
ど
ま
っ
た

と
す
れ
ば
、
両
者
は
未
遂
に
つ
き
訴
追
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、
当
該
援
助
が
不
必
要
で
あ
っ
た
場
合
に
、
共
犯
は
正
犯
の
犯
罪

遂
行
に
お
い
て
援
助
を
し
な
か
っ
た
が
故
に
、§

2
.0

6
(

3)

よ
っ
て
は
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
模
範
刑
法
典
に

お
い
て
も§

5
.0

1

の
未
遂
や§

5
.0

3

の
共
謀
罪
に
よ
っ
て
「
不
必
要
な
援
助
」
を
し
た
共
犯
も
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�
）
こ
の
基
準
は
第
二
巡
回
区
裁
判
所
のL

.
H

an
d

判
事
が
採
っ
た
基
準
で
あ
る
。(

後
掲
・
注
（
�)

）

(

	
）

T
.

D
.

M
P

C
,

su
p

ra
n

o
te

3
,

at
1

1

�12
.:
§

2
.0

4
(

3)
[

A
lte

rn
ate

:
(

b)]
:

模
範
刑
法
典
原
案
の
代
替
案
の
よ
う
に
、
そ
の
行
為
要

件
に
お
い
て
こ
の
容
易
化
行
為
を
規
定
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
一
般
条
項
で
容
易
化
規
定
を
包
含
す
る
け
れ
ど
も
、(

後
掲
・
注
（

)

）

わ
ず
か
な
州
で
こ
の
原
案
ア
プ
ロ
ー
チ
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。：

W
ash

.§
9

A
.0

8
.0

2
0
(

3)
(

a)

�
以
下
に
掲
げ
る
者
は
、
犯
罪
遂
行
に
お
い
て
行
為
し
た
他
者
の
共
犯
者
と
す
る
。

�
そ
の
罪
の
遂
行
を
助
長
ま
た
は
容
易
に
す
る
認
識
を
持
っ
て
、
以
下
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
し
た
者
。
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こ
の
形
式
で
は
な
い
が
、
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
や
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
州
も
「
認
識
」
を
そ
の
要
件
と
す
る
。(

In
d
.

C
o

d
e

A
n

n
§

3
5

�41

�2

�4:

W
y

o
.

S
tat.§

6

�

1

�20
1

）

(
�
）

A
L

I
C

o
m

m
e

n
t

to
M

P
C
§

2
.0

6
,

su
p

ra
n

o
te

1
1
,

at
3

1
6
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.:§

2
.0

6
(

3

）

(

�
）

U
n

ite
d

S
tate

s
v
.

P
e

o
n

i,
1

0
0

F
.2

d
4

0
1
.(

1
9

3
8

）(

後
掲
・
注
（
�)

）

(

�
）

Id
.

at
4

0
2
.

(

�
）

B
ack

u
n

v
.

U
n

ite
d

S
tate

s,
1

1
2

F
.

2
d

6
3

5
.(

1
9

4
0

）(

後
掲
・
注
（
	)

）

(



）

U
n

ite
d

S
tate

s
v
.

T
ram

ag
lin

o
,

1
9

7
F

.2
d

9
2

8
.
(

2
d

C
ir.)

:

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
要
因
は
、
あ
る
ど
の
要
因
が
実
際
に

犯
罪
遂
行
を
容
易
に
す
る
の
か
と
の
程
度
で
、
そ
の
行
為
者
の
態
様
へ
の
影
響
よ
り
も
、
よ
り
行
為
者
の
目
的
と
は
関
係
が
な
く
な
る
こ

と
に
な
ろ
う
。(

A
L

I
C

o
m

m
e

n
t

to
M

P
C
§

2
.0

6
,

su
p

ra
n

o
te

1
1
,

at
3

1
8
.

）

(

�
）

A
L

I
C

o
m

m
e

n
t

to
M

P
C
§

2
.0

6
,

su
p

ra
n

o
te

1
1
,

at
3

1
8
.

(

�
）

Id
.:

こ
こ
最
近
の
修
正
や
立
法
案
も
共
犯
責
任
に
関
し
ア
メ
リ
カ
法
律
家
協
会
と
同
じ
立
場
を
示
し
て
い
る
。(

S
ee,

M
P

C
§

2
.0

6

(
3)
(

a)

）

(


）

Id
.:

つ
ま
り
、
メ
ン
ズ
・
レ
ア
で
い
う
「
認
識
」
と
は
、
そ
の
場
の
状
況
を
含
む
「
た
だ
単
に
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
レ
ベ
ル
で
足

り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
の
成
立
範
囲
が
か
な
り
広
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�
）

Id
.

at
3

1
9
.:

模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
�
項
�
号
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。

「
こ
の
法
典
ま
た
は
そ
の
罪
を
定
め
た
法
律
に
よ
り
他
人
の
行
為
に
つ
き
責
に
帰
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
、
自
己
の
責
に
帰
す

べ
き
他
人
の
行
為
が
あ
る
」

(

�
）

Id
.:

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
さ
ら
に
進
み
「
一
般
容
易
化
法
（C

R
IM

IN
A

L
F

A
C

IL
IT

A
T

IO
N
)

」
を
立
法
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
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な
も
の
で
あ
る
。

N
.

Y
§

1
1

5
.0

0
to

1
1

5
.0

8
:

「
犯
罪
を
遂
行
し
よ
う
と
意
図
す
る
者
に
援
助
を
与
え
る
と
の
蓋
然
性
を
確
知
（b

e
lie

v
in

g

）
し
て
、
そ
の
よ
う
な
者
に
そ
の
遂
行
の
た

め
の
道
具
や
機
会
を
提
供
す
る
あ
る
い
は
、
重
罪
を
遂
行
す
る
そ
の
よ
う
な
者
を
実
際
に
援
助
す
る
行
為
に
取
り
組
む
場
合
、
そ
の
者
は

容
易
化
罪
で
有
罪
と
な
る｣

。（
な
お
こ
の
容
易
化
罪
に
は
四
つ
の
等
級
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
処
罰
が
与
え
ら
れ
る
。）

こ
の
よ
う
な
立
法
に
よ
っ
て
予
防
的
効
果
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
は
共
犯
責
任
を
そ
れ
が
他
者

に
重
大
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
援
助
す
る
と
の
認
識
を
持
っ
て
そ
の
行
為
に
取
り
組
む
者
に
ま
で
拡
張
す
る
け
れ
ど
も
、
基
本
犯
罪
よ
り

も
重
大
で
は
な
い
犯
罪
と
し
て
容
易
化
行
為
を
扱
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。(

S
ee,

N
.

Y
.§

1
1

5
.0

0
to

1
1

5
.0

8
,

1
1

5
.1

5

）
な

お
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
以
外
で
は
ア
リ
ゾ
ナ
州
・
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
・
テ
ネ
シ
ー
州
・
ノ
ー
ス
ダ
コ
タ
州
に
同
様
の
ま
た
は
そ
れ
に
類
似

す
る
「
一
般
容
易
化
犯
罪
法
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。(

A
riz.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

1
3

�10
0

4
:

K
y
.

R
e

v
.

S
tat.

A
n

n
.§

5
0

6
.0

8
0
:

T
e

n
n
.

C
o

d
e
.

A
n

n
.§

3
9

�

1
1

�

4
0

3
:

N
.

D
.

C
e

n
t.

C
o

d
e
§

1
2
.1

�06

�02

）

(

�
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
3

2
9

�

3
3

0
.

(

�
）

M
P

C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)
(
�
)

(

�
）

L
aF

av
e
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
3

2
9

�

3
3

0
.

(

�
）

M
P

C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)

(

�
）

M
P

C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)

(

�
）

1
0

0
F

.2
d

4
0

1
.:

こ
の
事
件
は
、
被
告
人
で
あ
る

P
e

o
n

i

が
ブ
ロ
ン
ク
ス
地
区
で

R
e

g
n

o

に
偽
札
を
売
り
、R

e
g

n
o

は

D
o

rse
y

に

転
売
し
、D

o
rse

y

が
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
で
当
該
偽
札
を
受
け
取
ろ
う
と
し
た
際
に
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
三
人
と
も
偽
札
で

あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
て
い
た
。
こ
の

P
e

o
n

i

事
件
判
決
は
他
の
巡
回
区
裁
判
所
に
も
多
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
、
連
邦
法
（1

8
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U
.

S
.

C
.§

2

）
の
改
正
の
契
機
と
な
っ
た
。

(
�
）

Id
.

at
4

0
2
.

(
�
）

1
1

2
F

.2
d

6
3

5
,

6
3

7
.:

こ
の
事
件
は
、
被
告
人
で
あ
るB

ack
u

n

が
買
主
のZ

u
ck

e
r

が
州
を
越
え
て
運
搬
す
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、

盗
品
を
売
却
し
た
と
い
う
事
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
他
者
が
州
を
越
え
て
盗
品
を
運
搬
し
売
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
の
合

理
的
な
確
信
を
認
識
つ
つ
、
盗
品
を
そ
の
者
に
売
却
す
る
場
合
に
、
こ
の
意
図
に
対
す
る
認
識
が
共
犯
責
任
を
立
証
す
る
の
に
十
分
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

(

�
）
ま
た
、P

e
o

n
i

事
件
を
判
断
し
た
第
二
巡
回
区
裁
判
所
に
お
い
て
さ
え
も
、
こ
の

B
ack

u
n

事
件
判
決
の
よ
う
に
「
認
識
ア
プ
ロ
ー

チ
」
を
採
る
も
の
も
あ
っ
た
。(

S
ee,

U
n

ite
d

S
tate

s
v
.

C
am

p
isi

3
0

6
F

.2
d

3
0

8
.

1
9

6
2)

）

(

�
）

T
.

D
.

M
P

C
,

su
p

ra
n

o
te

3
,

at
1

1

�

1
2
.:§

2
.0

4
(

3)
[

A
lte

rn
ate

:(
b)]

お
よ
びM

P
C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)

(

�
）

P
au

l
H

.
R

o
b

in
so

n
,

C
R

IM
IN

A
L

L
A

W
(

1
9

9
7)

,
at

3
2

7

�32
9
.

(

�
）

M
P

C
§

2
.0

6
(

4)
:

そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る

M
P

C
§

2
.0

6
(

4)
:

「
特
定
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
犯
罪
の
成
立
要
件
と
さ
れ
て
い
る
罪
に
関
し
て
は
、
そ
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
行

為
に
つ
い
て
共
犯
者
と
さ
れ
る
者
は
、
そ
の
結
果
と
の
関
係
で
、
そ
の
罪
の
成
立
に
必
要
と
さ
れ
る
種
類
の
責
任
条
件
を
そ
な
え
て
い
た

と
き
は
、
そ
の
罪
の
遂
行
に
つ
い
て
の
共
犯
者
と
す
る｣
。

つ
ま
り
、
模
範
刑
法
典
は
、
共
犯
に
非
難
可
能
性
が
あ
る
こ
と
の
み
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

�
）

R
o

b
in

so
n
,

su
p

ra
n

o
te

4
3
,

at
3

3
1
.

(

	
）

Id
.

at
3

3
0

�

3
3

1
.:

た
と
え
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
「
目
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
実
体
犯
罪
が
「
認
識
」
を
そ

の
非
難
可
能
性
の
要
件
と
し
て
い
た
場
合
に
、
共
犯
に
対
し
て
は
そ
の
結
果
に
対
す
る
「
認
識
」
を
「
目
的
」
に
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
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る
か
ら
で
あ
る
。

四

共
犯
理
論
の
展
開

こ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
が
模
範
刑
法
典
二
・
〇
六
条
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
は
、
こ
れ
に
つ
き
ど
の
よ
う

な
解
釈
を
与
え
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
じ
め
に
、
こ
の
模
範
刑
法
典
が
起
草
さ
れ
る
以
前
、
す
な
わ
ち
コ
モ
ン
・
ロ
ー
時
代
に

お
け
る
そ
の
理
論
状
況
を
示
す
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、S

ay
re

の
研
究
の

(

１)

助
け
を
借
り
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
伝
統
的
な
共
犯

理
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

１

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
共
犯
性
理
論

S
ay

re

に
よ
れ
ば
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
法
域
に
お
け
る
共
犯
に
関
す
る
議
論
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
間
、
主
に
民

事
不
法
行
為
法
に
お
け
る
使
用
者
・
代
理
人
の
無
権
代
理
行
為
に
対
す
る
雇
用
者
ま
た
は
本
人
の
責
任
の
問
題
、
い
わ
ゆ
る
上
級
者

責
任
（re

sp
o

n
d
e

at
su

p
e

rio
r

）
の
問
題
で
検
討
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。

(

２)

そ
の
一
方
で
、
刑
法
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
進
展
は
見
ら
れ
ず
、
民
事
不
法
行
為
法
と
は
別
の
形
で
発
展
し
て
き
た
と
す
る
。

(

３)

す
な
わ
ち
、
初
期
犯
罪
法
は
、
犯
罪
現
場
に
存
在
せ
ず
有
責
性
の
あ
る
行
為
者
に
よ
る
重
罪
の
実
行
を
助
言
・
斡
旋
・
命
令
す
る
者

を
処
罰
可
能
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
根
拠
に
、
正
犯
あ
る
い
は
共
犯
の
概
念
は
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
構
造
を
作

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

(

４)

ま
た

B
lack

sto
n

e

は
、
ゴ
ー
ト
法
に
お
い
て
、
あ
る
者
が
死
に
対
し
責
任
が
あ
れ
ば
、
残
り
の
者
ら
に
も

ま
た
責
任
が
あ
る
と
し
て
共
犯
は
正
犯
と
同
じ
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
た
し
、
ま
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
法
で
は
不
法
行
為
者
と
そ
の
援
助
者

は
同
じ
刑
罰
に
服
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
原
則
は
こ
れ
ら
と
合
致
す
る
、
と
す
る
。

(

５)

つ
ま
り
、
そ
の
初
期
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段
階
か
ら
、
共
犯
は
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
正
犯
と
同
等
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
正
犯
と
共
犯
と
を
対
等
に
扱
う
と
の
原
則
に
関
し
、S

ay
re

は
、
他
者
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
命
令
・
助
言
・
斡
旋
す
る

者
は
そ
の
犯
罪
で
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
に
は
そ
の
初
期
段
階
か
ら
問
題
が
な
か
っ
た
と
す
る
。

(

６)

た
と
え
ば
、P

o
llo

ck

と

M
aitlan

d
は
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
法
は
、
ま
さ
に
そ
の
実
行
行
為
を
行
う
殺
人
者
と
助
言
行
為
に
よ
る
殺
人
者
は
同
じ
で
あ
る

と
し
、
さ
ら
にB

racto
n

時
代
に
は
そ
れ
に
合
致
す
る
よ
う
な
「
謀
殺
を
命
令
ま
た
は
助
言
す
る
者
は
実
際
に
謀
殺
行
為
が
生
じ
る

ま
で
何
ら
行
為
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
謀
殺
が
遂
行
さ
れ
れ
ば
、
彼
は
そ
の
謀
殺
で
有
罪
と
な
る
。
生
命
侵
害
の
罪
は
致
命
的
な
暴

行
を
与
え
た
者
の
み
な
ら
ず
、
重
罪
を
斡
旋
・
助
言
・
命
令
・
援
助
し
た
者
を
も
包
含
す
る
」
と
の
法
格
言
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。

(

７)

し
か
し
な
が
ら
、
一
九
世
紀
以
降
、S

te
p

h
e

n

は
重
罪
の
す
べ
て
の
当
事
者
に
死
刑
を
適
用
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
、
特
に

共
犯
は
死
刑
に
値
し
な
い
と
考
え
て
い
た
し
、

(

８)
B

lack
sto

n
e

も
ま
た
、
正
犯
と
共
犯
が
同
じ
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、

な
ぜ
精
密
な
区
別
が
必
要
で
あ
る
の
か
と
の
問
題
提
起
を
す
る
こ
と
で
、
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
つ
き
功
利
的
な
説
明
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
。

(

９)

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
特
に

B
lack

sto
n

e

時
代
以
降
の
理
論
的
な
課
題
は
、
犯
罪
関
与
者
を
区
別
す
る
根
拠
と
同

時
に
、
そ
の
区
別
さ
れ
た
共
犯
者
を
な
ぜ
処
罰
し
う
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
移
行
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
実
行
行
為
者
の
行
為
が
共
犯
者
の
命
令
を
越
え
る
場
合
に
は
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

と
い
う

の
は
、
主
と
従
の
関
係
が
逆
転
す
る
か
ら
で
あ
る
。S

ay
re

に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
そ
の
初
期
段
階
か
ら
生
じ
て
お
り
、

(

�)

一
五
七
五
年
の

R
e

g
in

a
v
.

S
au

n
d
e

rs

事
件
判
決
の

(

�)

中
に
こ
の
問
題
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
。
自
分
の
妻
を
殺
し
た
い

S
au

n
d
e

rs

は
友
達
の

A
rch

e
r

に
打
ち
明
け
、A

rch
e

r

は
妻
を
毒
殺
す
る
よ
う

S
au

n
d
e

rs

に
助
言
し
、
毒
を

S
au

n
d
e

rs

に
渡
し
た
。

S
au

n
d
e

rs

は
リ
ン
ゴ
に
毒
を
混
入
し
妻
に
与
え
た
が
、
妻
は
そ
の
リ
ン
ゴ
を
三
歳
の
娘
に
与
え
、
娘
は

S
au

n
d
e

rs

の
目
の
前
で
そ

の
リ
ン
ゴ
を
食
べ
た
。S

au
n

d
e

rs

は
疑
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
娘
が
食
べ
る
の
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
の
娘
は
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そ
れ
に
よ
り
死
亡
し
た
。
こ
の
娘
の
死
に
つ
き

S
au

n
d
e

rs

は
謀
殺
罪
の
正
犯
と
し
て
、A

rch
e

r

は
そ
の
共
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
、

S
au

n
d
e

rs

が
有
罪
宣
告
さ
れ
た
。

当
時
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
前
提
に
従
え
ば
、A

rch
e

r

に
つ
い
て
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

と
い
う
の
は
、A

rch
e

r

が
遂

行
し
た
犯
罪
行
為
は

S
au

n
d
e

rs

の
妻
の
殺
害
行
為
に
対
す
る
援
助
行
為
と
助
言
行
為
で
あ
り
、A

rch
e

r

は

S
au

n
d
e

rs

の
娘
の
死

を
扇
動
ま
た
は
殺
す
よ
う
助
言
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、S

au
n

d
e

rs

の
妻
に
毒
を
与
え
る
と
い
う
行
為
か
ら
生

じ
た
娘
に
対
す
る
謀
殺
に
つ
い
て

A
rch

e
r

を
共
犯
と
す
べ
き
か
否
か
は
疑
わ
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は

A
rch

e
r

の
合
意
（asse

n
t

）
は
毒
を
与
え
た
以
上
の
こ
と
を
引
き
受
け
え
な
い
が
故
に
、
有
罪
宣
告
は
あ
り
え
な
い
と
結
論
付
け
た
。

(

�)

つ
ま

り
、S

au
n

d
e

rs

の
娘
に
対
す
る
毒
殺
行
為
と

A
rch

e
r

が
「
合
意
」
し
て
い
た
行
為
と
は
区
別
さ
れ
る
行
為
で
あ
り
、
謀
殺
の
共
犯

と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
判
決
に
つ
き
、S

ay
re

は

P
lo

w
d
e

n

が
そ
の
評
釈
の
中
で
犯
罪
法
に
対
す
る
包
括
的
な
注
釈
を
示
し
、
そ
し
て
何
世
紀
も

の
間
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
た
こ
の
評
釈
は
刑
法
に
何
ら
変
化
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
と
分
析
す
る
。

(

�)
S

tau
n

fo
rd

と

P
lo

w
d
e

n

は
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。「
Ａ
が
Ｂ
に
犯
罪
を
実
行
す
る
よ
う
命
令
ま
た
は
斡
旋
し
、
Ｂ
が
別
の
方
法
や
別
の
時
間
あ
る
い
は
別
の
場
所

と
は
い
え
企
図
さ
れ
た
犯
罪
を
遂
行
し
た
と
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
、
Ｂ
が
指
示
さ
れ
た
犯
罪
と
は
異
な
る
が
そ
れ
を
越
え
て
生
じ
る

自
然
か
つ
蓋
然
的
な
結
果
の
犯
罪
を
遂
行
し
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
に
は
責
任
が
あ
る
と
す
る
。
対
照
的
に
、
た
と
え
Ｂ
の
仕
事
上
の
範

囲
内
で
、
あ
る
い
は
Ａ
の
仕
事
の
過
程
で
遂
行
さ
れ
た
と
し
て
も
、
命
令
さ
れ
な
か
っ
た
あ
る
い
は
命
令
さ
れ
た
こ
と
の
蓋
然
的
な

結
果
で
は
な
い
よ
う
な
Ｂ
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
Ａ
に
は
責
任
が
な
い｣

(
�)
。

こ
の
評
釈
を
受
け
、
一
七
世
紀
前
半
に
謀
殺
に
関
す
る
犯
罪
法
を
議
論
し
た

C
o

k
e
(

�)

も

P
lo

w
d
e

n

説
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
、

H
ale (

�)

も
単
純
にS

tau
n

fo
rd

とP
lo

w
d
e

n

の
主
張
を
繰
り
返
し
た
。
ま
たH

aw
k

in
s
(

�)

もP
lo

w
d
e

n

の
言
葉
を
言
い
換
え
た
だ
け
で
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あ
る
と
す
る
。

(

�)

さ
ら
にB

lack
sto

n
e

も
ま
た
、H

ale

やH
aw

k
in

s

の
主
張
を
繰
り
返
し
、
ど
ん
な
方
法
で
も
他
者
に
不
法
な
行
為

を
遂
行
す
る
よ
う
命
令
ま
た
は
助
言
す
る
者
は
後
に
生
じ
る
全
て
の
出
来
事
に
つ
き
共
犯
と
な
る
が
、
残
り
の
行
為
に
つ
い
て
は
共

犯
と
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

�)

で
は
、
刑
事
共
犯
理
論
は
、
民
事
領
域
と
の
区
別
を
ど
の
よ
う
に
し
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
つ
き

S
ay

re

は
、
刑
法

の
中
に
深
く
植
え
付
け
ら
れ
、
何
世
紀
も
の
間
に
定
着
し
て
き
た
原
則
の
中
に
、
刑
法
は
民
事
不
法
行
為
法
に
お
い
て
経
済
上
の
必

要
性
か
ら
一
八
世
紀
初
頭
に
展
開
さ
れ
た

H
o

lt

理
論
を

(

�)

採
り
入
れ
な
か
っ
た
と
す
る
。

(

�)

実
際
に
、
裁
判
所
も
ま
た
、
代
理
人
の
行

為
に
関
す
る
民
事
責
任
と
刑
事
責
任
と
を
区
別
し
、

(

�)
H

o
lt

自
身
も
、
商
人
は
刑
事
被
告
人
で
は
な
く
民
事
被
告
人
と
し
て
問
屋
の

詐
欺
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

(

�)

S
ay

re

は
、
こ
の
民
事
領
域
に
お
け
る
H

o
lt

理
論
が
刑
法
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
一
七
三
〇
年
の

R
e

x
v
.

H
u

g
g

in
s

事
件
に

(

�)

見
出
さ
れ
る
と
す
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
刑
務
所
の
所
長
で
あ
る

H
u

g
g

in
s

が
収
監
者
の
一
人
に
対
す
る
謀
殺

罪
で
起
訴
さ
れ
た
。
そ
の
公
判
で
、
副
所
長
で
あ
り
収
監
者
の
世
話
人
で
あ
る

B
arn

e
s

が
、
被
害
者
を
不
衛
生
な
部
屋
に
移
し
、

病
気
に
罹
り
死
ぬ
ま
で
必
要
な
生
活
用
品
な
し
に
そ
こ
に
収
容
し
た
と
証
明
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、B

arn
e

s

は
所
長
の
命
令
や
認
識

な
し
に
行
為
し
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。
そ
こ
で
裁
判
所
は
、B

arn
e

s

は
謀
殺
罪
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
が

H
u

g
g

in
s

は
無
罪
で
あ

る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

(

�)

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
民
事
事
件
の
上
級
者
責
任
理
論
に
基
づ
き
、
共
犯
が
必
然
的
に
正
犯
の
行
為
に

つ
き
責
任
を
問
わ
れ
な
い
点
に
あ
る
。

(

	)

す
な
わ
ち
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
各
人
は
自
己
の
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
り
、
自
己
の

態
様
に
従
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、S

au
n

d
e

rs

事
件
判
決
の
評
釈
に
従
え
ば
、
共
犯
た
る

H
u

g
g

in
s

を
有
罪
と
す

る
た
め
に
は
、
彼
の
命
令
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
陪
審
員
ら
は
、H

u
g

g
in

s

が
そ
の
部
屋
に
収
監
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す
る
よ
う
指
示
し
た
あ
る
い
は
被
害
者
が
長
期
間
そ
の
部
屋
に
収
監
さ
れ
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
と
は
認
定
し
な
か
っ
た
。

(

�)

こ
の

よ
う
に

H
u

g
g

in
s

事
件
判
決
以
降
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
民
事
法
に
お
け
る
上
級
者
責
任
理
論
を
刑
法
に
お
い
て
そ
の
根
拠
と

せ
ず
、
明
確
に
刑
事
法
と
民
事
法
を
区
別
し
た
。
そ
こ
で
は
民
事
法
と
は
対
照
的
に
、
刑
事
法
は
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
を
確
立
し

た
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
す
で
に
犯
罪
を
全
体
と
し
て
評
価
し
た
際
の
「
正
犯
の
行
為
性
（
正
犯
性)

」
を
基
礎
に
、

換
言
す
れ
ば
因
果
性
判
断
を
基
底
と
し
た
個
人
責
任
の
原
則
を
根
拠
に
、
正
犯
と
共
犯
と
を
区
別
し
責
任
を
科
し
て
い
た
と
評
価
し

え
る
。
と
こ
ろ
が
、
客
観
的
要
件
に
基
づ
く
正
犯
と
共
犯
と
の
厳
格
な
区
別
に
よ
っ
て
実
務
上
の
弊
害
が
生
じ
た
た
め
に
、

(

�)

模
範
刑

法
典
起
草
以
後
、
こ
の
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
排
除
し
、B

lack
sto

n
e

時
代
以
前
の
よ
う
に
、
共
犯
を
正
犯
と
同
等
に
扱
う
制
定
法

が
多
く
の
州
で
起
草
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
見
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
受
け
て
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
は
ど
の
よ
う
な

進
展
を
み
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
状
況
が
一
変
し
た
模
範
刑
法
典
起
草
後
、
す
な
わ
ち
一
九
六
二
年
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
の
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
状
況
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

(

�)

２

G
e

o
rg

e
P

.
F

le
tch

e
r

の
見
解

(

�)

F
le

tch
e

r

は
、
通
常
の
実
行
行
為
の
例
外
と
し
て
二
種
類
の
刑
事
責
任
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
と
不
作

為
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
犯
罪
遂
行
に
お
け
る
他
者
へ
の
共
犯
行
為
（aid

in
g

an
d

ab
e

ttin
g

）
が
、
不
作
為
と
の
共
通
点
を
生
み

出
す
こ
と
に
な
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
共
犯
お
よ
び
不
作
為
に
お
い
て
は
、
危
害
を
創
出
す
る
第
一
義
的
な
経
過
が
存
在
し
、
行
為
者
は
そ

の
経
過
に
対
応
す
る
立
場
に
よ
っ
て
責
任
を
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
然
的
な
経
過
を
防
ぐ
た
め
に
介
入
し
そ
こ
な
う

者
や
他
者
の
犯
罪
計
画
に
援
助
を
与
え
る
者
が
そ
う
で
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
、
こ
の
二
つ
の
領
域
で
派
生
性
概
念
を
用
い
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る
こ
と
で
、
不
作
為
に
お
い
て
は
法
違
反
に
対
す
る
直
接
責
任
と
は
関
連
性
が
な
い
と
理
解
す
る
上
で
有
用
と
な
り
、
ま
た
共
犯
に

お
い
て
は
責
任
と
い
う
最
低
限
の
出
発
点
を
置
く
こ
と
で
、
不
作
為
の
問
題
と
共
通
す
る
こ
と
に
な
る
と
理
解
す
る
上
で
有
用
と
な

る
と
す
る
。

(
�)

し
た
が
っ
て
、
不
作
為
に
お
い
て
直
接
の
法
違
反
と
の
区
別
が
あ
る
よ
う
に
、
共
犯
責
任
に
お
い
て
も
同
様
の
区
別
と
い
う
問
題

に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
正
犯
は
法
違
反
に
対
し
直
接
的
に
責
任
が
あ
る
者
で
あ
る
一
方
で
、
共
犯
は
派
生
的
（
間
接

的
）
に
責
任
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
共
犯
責
任
は
、
他
者
が
正
犯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、F

le
tch

e
r

は
こ
の
分
析
は
共
犯
に
お
い
て
よ
り
困
難
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

と
い
う
の
は
、
ア
メ
リ

カ
で
は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
が
排
除
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
前
提
は
無
意
味
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

F
le

tch
e

r

は
、
共
犯
は
軽
減
さ
れ
た
処
罰
を
補
償
す
る
ア
メ
リ
カ
の
法
制
度
が
、
そ
の
区
別
を
共
犯
責
任
の
領
域
に
帰
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

故
に
、
正
犯
と
共
犯
の
そ
れ
ぞ
れ
の
定
義
が
重
要
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
定
義
が
明
ら
か
と
な
れ
ば
、
正
犯

責
任
と
共
犯
責
任
を
区
別
す
る
根
拠
を
そ
こ
に
求
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
正
犯
お
よ
び
共
犯
の
範
疇
の
定
義

付
け
を
行
う
。

（
１
）
実
行
行
為
者
（
正
犯
）
の
範
疇

ま
ず
、F

le
tch

e
r

は
、
実
行
行
為
者
と
は
自
分
自
身
で
犯
罪
を
実
行
す
る
単
独
の
行
為
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
直
接
の
実
行
行
為
者
が
正
犯
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
原
則
は
二
つ
の
概
念
を
も
包
含
す
る
こ
と
に

な
る
。
一
つ
は
共
同
正
犯
（co

-p
e

rp
e

trato
rs

）
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
間
接
正
犯
（p

e
rp

e
tratio

n
-b

y
-m

e
an

s

）
で
あ
る
。
ま
ず
、

こ
こ
で
の
共
同
正
犯
は
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
と
は
区
別
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
何
人
か
の
共
謀
者
は
特
定
の
犯
罪
行
為
の
実
際
上
の
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実
行
に
お
い
て
受
動
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
当
該
関
与
者
ら
が
そ
の
共
通
の
計
画
に
お
い
て
共
同
し
て
実
際
に
行
為

す
る
必
要
が
あ
る
。

(

�)

ま
た
、
こ
こ
で
の
間
接
正
犯
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
様
に
無
辜
の
代
行
者
を
利
用
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�)
こ
の
よ
う
に

F
le

tch
e

r

は
直
接
実
行
、
共
同
実
行
、
間
接
実
行
と
い
う
三
種
類
の
実
行
行
為
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
に
属

す
る
者
が
正
犯
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

(

�)

（
２
）
共
犯
の
範
疇

で
は
、
共
犯
と
は
い
か
な
る
者
で
あ
る
の
か
。
は
じ
め
に

F
le

tch
e

r

は
、
正
犯
の
犯
罪
に
つ
き
共
犯
責
任
が
生
じ
う
る
二
つ
の

方
向
性
が
あ
る
と
す
る
。
一
つ
は
、
行
為
者
が
犯
罪
計
画
に
お
い
て
副
次
的
な
地
位
に
あ
っ
て
犯
罪
を
援
助
す
る
場
合
（
幇
助
）
で

あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
行
為
者
が
自
分
の
地
位
を
す
べ
て
の
共
犯
者
の
地
位
に
与
え
、
犯
罪
を
唆
す
場
合
（
教
唆
）
で
あ
る
。

(

�)

た
だ

し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
こ
の
区
別
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
教
唆
・
幇
助
を
含
意
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

そ
の
上
で
、F

le
tch

e
r

は
こ
の
よ
う
な
共
犯
の
範
疇
は
二
つ
の
問
題
に
直
面
す
る
と
す
る
。

(

�)

一
つ
は
、
共
犯
行
為
と
免
責
さ
れ
る

行
為
と
の
区
別
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
は
、
特
に
、
正
犯
の
犯
罪
計
画
に
対
す
る
共
犯
の
寄
与
性
を
精
査
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
が
生

じ
る
こ
と
に
な
る
。
当
然
に
、
援
助
行
為
は
正
犯
の
犯
罪
を
容
易
に
す
る
目
的
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
多
く
の
制
定

法
は
単
純
に
、
共
犯
者
と
す
る
に
必
要
な
最
低
限
の
寄
与
を
特
定
す
る
「
援
助
（aid)

」
概
念
に
依
拠
す
る
。

(

�)

確
か
に
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
に
は
問
題
は
な
い
け
れ
ど
も
、F

le
tch

e
r

は
「
相
手
が
犯
罪
を
遂
行
す
る
た
め
に
計
画
し
て
い
る
と
認
識
し
て
、
通
常
の
商

業
取
引
に
従
事
す
る
場
合
や
物
を
提
供
す
る
場
合
」
に
問
題
が
生
じ
る
と
す
る
。

(

	)

も
う
一
つ
は
、
共
犯
行
為
と
実
行
行
為
と
の
区
別
で
あ
る
。

(


)

こ
の
点
に
つ
き
、F

le
tch

e
r

は
共
犯
責
任
の
訴
訟
法
上
の
問
題
か
ら

分
析
す
る
。

(

�)

従
来
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
共
犯
の
責
任
は
正
犯
の
責
任
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
実
際
に
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そ
の
罪
で
有
責
（g

u
ilty

）
で
あ
る
必
要
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
と
、
そ
れ
に
加
え
、
訴
訟
法
上
、
共
犯
が
起
訴
さ
れ
う
る

前
に
、
正
犯
が
有
罪
宣
告
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
二
つ
の
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。

(

�)
も
っ
と
も
、F

le
tch

e
r

は
、
後
者
の
ル
ー
ル
す
な
わ
ち
訴
訟
上
の
ル
ー
ル
が
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
時
代
以
降
排
除
さ
れ
た
こ
と

で
、
前
者
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
原
則
に
お
い
て
、
た
と
え
正
犯
が
そ
の
罪
で
有
責
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
共
犯
に
は
責
任
が

あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
の
み
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
す
る
。

(

�)

そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
そ
の
理
論
上
の
解
決
策
と
し
て
、

広
義
の
共
犯
責
任
理
論
と
狭
義
の
共
犯
責
任
理
論
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。

(

�)

ま
ず
、
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
と
は
、

実
行
行
為
者
が
不
法
に
法
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
を
単
純
に
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
正
犯
の
不
法
な

行
為
が
免
責
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
共
犯
は
そ
の
不
法
な
行
為
を
有
責
に
進
展
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
責
任
が
あ
り
う
る
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ば
、
心
神
喪
失
者
で
あ
る
Ａ
が
Ｂ
に
Ｘ
を
暴
行
す
る
よ
う
強
制
し
、
Ｃ
が
Ｂ
に
棒
を
手
渡
す
こ
と
で
Ａ
と
Ｂ
を
援

助
す
る
と
す
れ
ば
、
Ａ
と
Ｂ
の
両
者
は
心
神
喪
失
あ
る
い
は
強
制
の
抗
弁
を
根
拠
に
免
責
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
広
義
の
共
犯
責

任
理
論
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
は
共
犯
と
な
り
、
自
分
自
身
の
不
法
な
暴
行
へ
の
免
責
さ
れ
な
い
関
与
を
根
拠
に
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

一
方
で
、
狭
義
の
共
犯
責
任
理
論
と
は
、
正
犯
が
不
法
な
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

あ
る
者
の
責
任
を
他
者
に
問
う
こ
と
を
根
拠
と
し
て
共
犯
を
位
置
づ
け
る
理
論
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
に
責
任
が
な
け
れ
ば
、

共
犯
に
も
責
任
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
極
論
す
れ
ば
、
共
犯
は
代
位
責
任
理
論
に
よ
っ
て
責
任
を
問
わ
れ
う
る
と
の
説
へ
至
る
可
能

性
も
あ
り
う
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
責
任
の
あ
ら
ゆ
る
要
因
は
正
犯
の
犯
罪
行
為
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
行
為
が
共
犯

者
に
帰
さ
れ
、
共
犯
は
無
形
の
影
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

F
le

tch
e

r

は
、
原
理
の
問
題
と
し
て
、
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
支
持
す
る
。

(
�)

不
法
性
は
抽
象
的
に
考
慮
さ
れ
る
行
為
の
特
徴
で
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あ
る
一
方
で
、
有
責
性
は
常
に
個
々
人
の
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
自
身
が
正
犯
の
犯
罪
に
つ
き
有
責
で
な
い
な
ら
ば
、
共

犯
に
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
さ
に
正
犯
の
責
任
に
左
右
さ
れ
、
共
犯
責
任
と
代

位
責
任
の
区
別
を
無
に
す
る
可
能
性
の
あ
る
狭
義
の
共
犯
責
任
理
論
は
、F

le
tch

e
r

の
立
場
か
ら
は
採
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

「(

共
犯
者
に
）
正
犯
の
有
責
性
を
偽
っ
て
帰
す
こ
と
に
正
当
性
は
な
い
」

(

�)

の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
に
対

す
る
訴
追
に
お
い
て
、
正
犯
の
有
責
性
は
ま
さ
に
無
関
係
な
も
の
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
実
行
行
為
者
の
責
任
は
付
随
的
な
も
の
と

し
て
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
に
よ
れ
ば
、
正
犯
が
有
責
で
あ
る
と
の
条
件
を
省

く
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
前
提
と
し
た
そ
の
次
の
段
階
で
、F

le
tch

e
r

は
、
正
犯
が
不
法
に
行
為
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に

は
別
の
問
題
が
あ
る
と
す
る
。

(

�)

と
い
う
の
は
、
共
犯
に
責
任
が
あ
る
な
ら
ば
、
正
犯
の
行
為
が
客
観
的
に
法
違
反
を
構
成
す
る
必
要

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
犯
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
な
ら
ば
、
共
犯
に
は
適
切
に
責
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
う
る
主
た

る
行
為
が
な
い
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
正
犯
の
免
責
に
は
違
反
と
い
う
不
法
性
を
排
除
す

る
と
の
効
果
は
な
い
が
、
正
当
化
に
は
効
果
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
正
当
化
さ
れ
る
違
反
は
法
規
範
と
矛
盾
せ
ず
、

そ
れ
故
に
、
共
犯
責
任
の
妥
当
な
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
免
責
さ
れ
る
行
為
は
不
法
性
を
排
除
し
な
い
の
で
あ
る

か
ら
、
共
犯
責
任
に
と
っ
て
妥
当
な
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。

F
le

tch
e

r

は
、
こ
の
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
の
理
論
上
の
根
拠
に
つ
き
、
一
九
〇
〇
年
の
ド
イ
ツ
民
事
法
に
着
目
す
る
。

(

�)

ド
イ
ツ

で
は
、
狭
義
の
共
犯
責
任
理
論
が
採
ら
れ
て
い
た
ア
メ
リ
カ
民
事
不
法
行
為
法
と
は
異
な
り
、
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
が
採
ら
れ
て

い
た
。
そ
の
後
、
刑
事
法
領
域
に
お
い
て
も
、
一
九
四
三
年
の
改
正
に
よ
っ
て
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
（
制
限
従
属
性
説
）
が
採
用

さ
れ
、
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
心
神
喪
失
や
わ
な
の
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抗
弁
ま
た
は
強
制
あ
る
い
は
錯
誤
抗
弁
に
よ
り
免
責
さ
れ
た
正
犯
の
行
為
に
つ
き
共
犯
と
な
る
と
し
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
判
例
で
、
広

義
の
共
犯
責
任
理
論
を
明
確
に
支
持
す
る
も
の
も
あ
る
。

(

�)

そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
、
こ
こ
で
の
曖
昧
さ
、
す
な
わ
ち
、
ど
ち
ら
の
共

犯
責
任
理
論
を
採
る
か
ど
う
か
の
曖
昧
さ
は
、
行
為
者
が
共
犯
責
任
理
論
に
基
づ
き
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
う
る
か
、
ま
た
は
間
接
正

犯
者
で
あ
る
こ
と
で
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
還
元
さ
れ
る
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
ま
さ
に
正
犯
で
あ
る
の
か
あ
る
い
は
共

犯
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
正
犯
概
念
の
問
題
こ
そ
が
共
犯
責
任
理
論
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、F

le
tch

e
r

の
共
犯
責
任
に
お
け
る
問
題
関
心
は
、
共
犯
領
域
に
お
い
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
犯
の
実
行
行
為
性
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。「
法
シ
ス
テ
ム
が
（
正
犯
の
行
為
性
を
も
包
含
す
る
）
広
義
の
実
行
行
為
理
論
と
間
接
正
犯
理
論
の
両

方
を
認
め
る
こ
と
が
原
理
に
お
い
て
十
分
な
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る｣

(

�)

。

３

S
n

afo
rd

H
.

K
ad

ish

の
見
解

(

�)

K
ad

ish

は
「
共
犯
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
理
論
を
構
成
す
る
多
種
多
様
な
原
理
原
則
が
概
念
的
統
一
性
を
明
ら
か
に
す

る
」

(

�)

と
し
、
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
や
フ
ェ
ロ
ニ
ー
・
マ
ー
ダ
ー
・
ル
ー
ル
（
重
罪

謀
殺
ル
ー
ル
）
な
ど
に
よ
り
無
限
定
な
広
が
り
を

見
せ
る
共
犯
の
例
外
領
域
を
共
犯
性
と
い
う
原
則
の
中
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
限
定
を
か
け
る
こ
と
を
試
み
る
。

は
じ
め
に

K
ad

ish

は
、
社
会
的
慣
習
や
言
語
あ
る
い
は
直
感
的
認
識
に
反
映
す
る
よ
う
な
我
々
の
経
験
の
中
に
、
自
然
と
意
志

と
の
間
に
二
分
法
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
。

(

�)

ま
ず
、
神
の
仕
業
と
し
て
あ
る
い
は
地
球
の
物
理
法
則
と
し
て
説
明
さ
れ
る

か
ど
う
か
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
力
を
越
え
て
存
在
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
で
、
自
然
的
な
出
来
事
間
の
つ
な
が
り
は
無
常
の
力

に
従
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
人
間
は
自
然
界
に
住
む
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
界
の
法
則
に
従
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か

し
そ
れ
と
同
時
に
、
人
間
は
自
然
界
の
外
に
も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
性
を
持
つ
人
間
と
し
て
、
人
間
は
自
身
の
内
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面
に
お
け
る
自
然
界
に
も
直
面
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
界
で
起
こ
る
出
来
事
と
同
時
に
、
そ
の
選
択
に
お
い
て
人
間

は
自
由
で
自
律
的
な
行
為
者
と
な
る
と
の
二
分
法
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)
そ
こ
で

K
ad

ish

は
、
こ
の
前
提
に
は
行
為
の
結
果
と
し
て
起
こ
る
偶
然
的
な
結
果
へ
の
非
難
と
い
う
役
割
を
包
含
す
る
答
責
性

に
対
す
る
決
定
的
な
影
響
が
あ
る
と
し
、
そ
こ
で
は
、
結
果
に
対
す
る
答
責
性
を
判
断
す
る
た
め
の
二
つ
の
区
別
さ
れ
た
体
系
原
理

を
進
展
さ
せ
て
き
た
と
す
る
。

(

�)

一
つ
は
、
自
然
界
に
お
け
る
因
果
性
原
理
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
意
志
領
域
に
お
け
る
共
犯
性
原

理
で
あ
る
。
因
果
性
は
、
物
理
的
世
界
で
起
こ
る
人
間
の
行
為
の
結
果
を
扱
い
、
他
方
で
共
犯
性
は
、
他
者
の
自
発
的
行
為
の
結
果

を
扱
う
。
し
た
が
っ
て
、K

ad
ish

は
非
難
概
念
に
は
二
つ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
因
果
性
と
共
犯
性
が
並
存
す
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

で
は
、
な
ぜ
共
犯
性
が
責
任
の
別
の
根
拠
か
ら
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。K

ad
ish

に
よ
れ
ば
、
因
果
性
が
一

般
的
に
、
他
者
の
自
発
的
行
為
の
結
果
を
十
分
に
扱
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

と
い
う
の
は
、(

原
因
の
物
理
的
な
意
味
で
）

正
犯
の
自
発
的
な
行
為
は
適
切
に
、
共
犯
の
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
は
言
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
発

的
な
行
為
は
、
因
果
性
が
通
常
扱
う
範
囲
を
越
え
た
部
分
に
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

正
犯
の
自
発
的
行
為
は
正
犯
自
身
の
行
為
で
あ
っ
て
、
誰
も
あ
る
い
は
何
事
も
ま
さ
に
正
犯
が
行
為
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
行
為
す

る
よ
う
正
犯
を
惹
起
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
犯
は
自
由
な
行
為
を
選
択
す
る
が
故
に
、
他
者
の
意
志
が
因
果
経
過
に
介

在
す
る
場
合
に
は
、
因
果
性
は
十
分
に
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
答
責
性
概
念
の
基
本
的
な
前
提
そ
れ

自
体
が
、
因
果
性
と
共
犯
性
と
の
区
別
の
究
極
的
な
根
拠
と
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

繰
り
返
す
が
、K

ad
ish

は
、
非
難
に
は
二
つ
の
原
則
、
す
な
わ
ち
、
因
果
性
と
共
犯
性
の
並
存
を
前
提
と
す
る
が
故
に
、
共
犯

性
は
因
果
性
と
類
似
し
た
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で

K
ad

ish

は
因
果
性
と
同
様
に
、
そ
の
共
犯
性
の
機
能
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に
つ
き
以
下
四
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、(

１
）
非
難
概
念
（
２
）
派
生
的
責
任
（
３
）
意
図
要
件
（
４
）
非

難
の
程
度
、
で
あ
る
。

（
１
）
非
難
概
念

K
ad

ish

の
言
う
非
難
と
は
、
い
か
な
る
行
為
も
条
件
関
係
あ
る
い
は
直
接
的
な
原
因
要
件
を
満
た
す
こ
と
を
根
拠
と
す
る
因
果

性
に
よ
り
責
任
が
判
断
さ
れ
る
と
い
う
、
広
義
の
因
果
性
に
基
づ
く
非
難
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
行
行
為
者
は
条
件
関

係
あ
る
い
は
近
接
的
原
因
（p

ro
x

im
ate

cau
se

）
要
件
を
満
た
す
行
為
を
基
礎
に
、
因
果
性
に
よ
り
そ
の
結
果
に
つ
き
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
に
お
い
て
は
、
正
犯
者
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
に
影
響
を
与
え
る
行
為
、
ま
た

は
正
犯
者
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
援
助
す
る
行
為
と
い
う
二
つ
の
行
為
に
対
し
て
の
み
、
他
者
の
不
法
な
行
為
に
つ
き
責
任
を
問

う
こ
と
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
の
み
が
、
ま
さ
に
正
犯
が
行
っ
た
通
り
の
行
為
を
す
る

よ
う
自
由
に
選
択
し
た
正
犯
と
合
致
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
形
式
以
外
の
行
為
は
、
正
犯
の
選
択
に
何

ら
影
響
を
与
え
て
な
い
が
故
に
、
共
犯
者
の
行
為
は
原
因
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
共
犯
は

他
者
の
不
法
な
行
為
に
つ
き
関
与
し
て
い
た
と
し
て
も
責
任
は
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
派
生
性

こ
の
よ
う
な
非
難
概
念
に
依
拠
す
れ
ば
、
正
犯
が
自
己
の
自
発
的
行
為
に
よ
っ
て
犯
罪
を
遂
行
し
た
場
合
、
共
犯
の
行
為
は
影
響

ま
た
は
援
助
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
犯
の
行
為
の
原
因
と
は
な
ら
な
か
っ
た
が
故
に
、
共
犯
の
行
為
に
は
帰
さ
れ
え
な
い

は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
は
実
体
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
た
と
見
な
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
逆
に
言
え
ば
、
正
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犯
は
犯
罪
を
遂
行
し
、
共
犯
は
法
的
に
そ
の
共
犯
性
に
よ
っ
て
そ
の
犯
罪
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
正
犯
が
ど
の
法
違
反
も
遂
行
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
共
犯
に
責
任
を
問
う
根
拠
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、

共
犯
責
任
は
因
果
的
責
任
が
通
常
そ
う
で
あ
る
よ
う
な
直
接
的
責
任
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
派
生
的
ま
た
は
従
属
的
責
任
で
あ
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(

�)

K
ad

ish

は
、
こ
の
従
属
性
と
い
う
意
味
で
の
共
犯
責
任
の
派
生
性
が
共
犯
法
に
お
け
る
様
々
な
結
論
を
説
明
す
る
こ
と
に
な
る

と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
そ
の
規
定
に
よ
り
共
犯
が
そ
の
犯
罪
を
遂
行
し
え
な
い
場
合
に
、
正
犯
に
よ
り
遂
行
さ
れ
た
そ
の
犯
罪
に
対

す
る
共
犯
の
責
任
や
、
正
犯
が
そ
の
関
与
を
偽
る
場
合
の
共
犯
の
非
責
任
性
、
あ
る
い
は
、
正
犯
よ
り
も
よ
り
重
大
な
犯
罪
で
共
犯

に
責
任
を
問
う
際
に
裁
判
所
が
直
面
し
た
困
難
さ
を
こ
の
派
生
性
（
従
属
性
）
が
説
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

た
だ
し
、K

ad
ish

は
、
派
生
的
責
任
に
お
い
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
正
犯
に
援
助
ま
た
は
影
響
を
与
え
る
共
犯
に
責
任
を

問
う
た
め
に
要
求
さ
れ
た
正
犯
行
為
の
法
的
地
位
を
判
断
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
初
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
要
件
は
、

正
犯
行
為
は
有
罪
宣
告
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
要
件
は
法
違
反
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
な
い
正
犯
が

有
責
な
法
違
反
を
遂
行
し
た
と
の
要
件
で
足
り
る
と
す
る
た
め
に
緩
和
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
緩
和
は
、
正
犯
が
不

法
な
行
為
を
遂
行
し
た
限
り
で
、
有
責
な
正
犯
と
い
う
要
件
を
省
く
こ
と
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、K

ad
ish

は
、
こ

れ
ら
の
ど
の
修
正
も
派
生
的
責
任
の
前
提
を
否
定
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
法
的
結
果
に
至
る
因
果
経
過
の
中

に
、
犯
罪
を
遂
行
す
る
者
（
法
違
反
者
）
が
介
在
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
る
。

（
３
）
意
図
要
件

意
図
的
な
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
不
注
意
な
あ
る
い
は
偶
然
的
な
行
為
に
対
す
る
責
任
を
許
容
す
る
因
果
性
と
は
対
照
的
に
、
共
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犯
性
（
派
生
性
）
は
共
犯
が
正
犯
の
非
難
可
能
な
行
為
を
意
図
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
要
件
が
、
共
犯
性
の
必
要

条
件
で
あ
る
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
でK

ad
ish

は
、
共
犯
性
の
意
図
は
民
事
に
お
け
る
合
意
（co

n
se

n
t

）

の
類
似
形
態
で
あ
る
と
の
仮
説
を
立
て
る
。

(

�)

民
事
代
理
法
に
お
け
る
合
意
は
、
正
犯
（
刑
法
で
は
共
犯
）
が
そ
の
代
理
人
（
刑
法
で

は
正
犯
）
に
よ
り
受
け
た
義
務
に
つ
き
責
任
が
問
わ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。K

ad
ish

は
こ
の
合
意
こ
そ
が
因
果
性
に
お
け
る

意
図
要
件
の
欠
落
を
説
明
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
合
意
（
ま
た
は
意
図
）
の
基
本
的
な
要
件
は
、
人
間
の
行

為
の
自
律
性
概
念
に
お
い
て
も
そ
の
起
源
を
持
つ
こ
と
に
も
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

�)

他
者
が
自
由
に
行
為
を
選
択
す
る
こ
と
は
彼
自

身
の
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
人
の
行
為
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
の
行
為
の
一
部
と
し
て
、
自
然
な
物
理

的
結
果
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
状
況
を
考
慮
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
が
他
者
の
行
為
に
関
係
す
る
よ
う
選
択

す
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
行
為
が
創
出
す
る
責
任
を
問
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
図
要
件
に
従
え
ば
、
そ
こ
で

の
合
意
が
そ
の
責
任
の
上
限
を
画
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
非
難
の
程
度

も
っ
と
も
、K

ad
ish

は
、
共
犯
性
と
因
果
性
は
、
あ
る
人
の
行
為
が
あ
る
結
果
に
つ
き
非
難
さ
れ
う
る
場
合
を
左
右
す
る
と
の

意
味
で
同
種
の
概
念
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
共
犯
性
と
因
果
性
は
共
に
、
人
の
行
為
が
結
果
へ
寄
与
す
る
こ
と
に
成
功
す
る

こ
と
を
最
低
限
要
求
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
因
果
性
に
お
い
て
、
行
為
が
結
果
の
条
件
関
係
に
あ
る
べ
き
と
の
要
件
に

お
い
て
示
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
共
犯
性
に
お
い
て
は
そ
れ
が
立
証
さ
れ
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
そ
の
行
為
が
重

要
な
も
の
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
共
犯
は
他
者
の
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
む
し
ろ
、
共
犯
に
お
い
て
は
、
そ
の

条
件
関
係
が
そ
の
要
素
で
あ
っ
た
「
可
能
性
」
要
件
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(

�)
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そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
物
理
的
出
来
事
や
自
発
的
な
行
為
と
い
う
異
な
っ
た
側
面
に
従
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
物
理
的
世
界

に
お
け
る
出
来
事
は
、
必
要
十
分
条
件
の
存
在
を
含
意
す
る
自
然
法
則
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
一
方
で
、
自
発
的
な
行
為
判
断
は
そ

う
で
は
な
い
。
自
発
的
な
行
為
は
行
為
者
の
選
択
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ど
の
条
件
も
十
分
で
は
な
く
、
か

つ
ど
の
条
件
も
必
要
で
は
な
い
行
為
は
、
自
由
な
意
志
行
為
の
条
件
を
省
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
故
に
、「
正
犯
が
共
犯
の

影
響
な
し
に
行
為
す
る
よ
う
選
択
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
も
あ
り
う
る
け
れ
ど
も
、
正
犯
は
他
の
方
法
を
選
択
し
え
た
が
故
に

必
要
条
件
と
し
て
考
慮
さ
れ
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
影
響
が
そ
の
目
的
に
届
き
そ
こ
な
う
場
合
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
重
要
な

も
の
に
は
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
条
件
関
係
の
要
件
と
し
て
除
外
さ
れ
う
る
と
の
意
味
で
の
み
必
要
条
件
が
用
い

ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。

(

�)

加
え
て
、K

ad
ish

は
そ
の
違
い
が
意
志
性
の
区
別
に
拠
ら
な
け
れ
ば
、
共
犯
性
と
因
果
性
は
類
似
の
過
程
を
辿
る
こ
と
に
な
る

と
す
る
。

(

�)

因
果
的
な
非
難
を
行
為
者
に
帰
す
る
た
め
に
は
、
行
為
と
結
果
と
の
間
の
仮
定
的
消
去
法
以
上
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
結
果
が
偶
然
的
ま
た
は
通
常
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
が
な
い
と
の
意
味
で
、
そ
の
行
為
は
「
法
的
な
」
ま
た
は

「
近
接
的
な
」
原
因
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
同
様
の
制
限
は
、
た
と
え
仮
定
的
消
去
法
関
係
の
可
能
性
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
共

犯
責
任
を
排
除
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
正
犯
の
行
為
が
、
共
犯
が
意
図
し
た
行
為
か
ら
自
発
的
に
離
れ
る
場
合
に
も

っ
と
も
明
ら
か
と
な
る
が
、
さ
ら
に
、
共
犯
の
寄
与
が
通
常
か
ら
逸
脱
す
る
ま
た
は
偶
然
的
な
方
法
で
行
わ
れ
た
場
合
に
も
妥
当
す

る
こ
と
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

(

�)

４

Jo
sh

u
a

D
re

ssle
r

の
見
解

(

�)

D
re

ssle
r

は
、
ア
メ
リ
カ
の
「
共
犯
を
正
犯
と
対
等
に
扱
う
」
と
の
原
則
に
対
し
、
実
際
に
犯
罪
を
遂
行
し
た
か
の
ご
と
く
共
犯
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を
扱
う
こ
と
は
、
責
任
原
則
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
た
と
え
そ
れ
が
妥
当
す
る
と
し
て
も
な
お
説
明
を
要
す
る
と
し
て
、
伝
統
的
な

共
犯
理
論
に
つ
き
再
考
を
促
す
。

(

�)

さ
ら
に
、
な
ぜ
法
は
犯
罪
に
寄
与
す
る
レ
ベ
ル
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
共
犯
を

同
等
に
扱
う
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
軽
微
な
容
易
化
や
些
細
な
援
助
を
す
る
者
が
、
犯
罪
の
背
後
の
首
謀
者
と
同
等
に
扱
わ
れ
る

の
か
と
の
問
題
提
起
を
し
、

(

�)

他
の
刑
事
責
任
と
は
異
な
り
、
共
犯
責
任
は
因
果
性
と
結
び
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
故
に
、
不
公
平
あ

る
い
は
反
功
利
的
で
あ
る
と
証
明
す
る
の
と
同
時
に
、
た
と
え
共
犯
が
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
共
犯
者
の
犯
罪
と
処

罰
の
程
度
は
、
共
犯
行
為
と
最
終
的
に
生
じ
た
結
果
と
の
因
果
関
係
の
存
在
ま
た
は
不
存
在
に
依
拠
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、D

re
ssle

r

は
伝
統
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
代
理
ル
ー
ル
も
し
く
は
人
的
固
有
喪
失
ル
ー
ル
に
基
づ
き
、

正
犯
と
共
犯
を
区
別
し
な
い
あ
る
い
は
寄
与
の
程
度
で
区
別
し
な
い
共
犯
法
に
対
し
功
利
主
義
的
観
点
か
ら
は
有
用
で
は
な
く
、
ま

た
道
徳
的
観
点
か
ら
も
そ
れ
が
通
常
の
道
徳
的
直
感
か
ら
乖
離
し
て
い
る
と
し
、

(

�)

そ
れ
に
代
わ
る
三
つ
の
代
替
ア
プ
ロ
ー
チ
、
す
な

わ
ち
（
１
）
実
体
的
関
与
テ
ス
ト
（
２
）
支
配
ま
た
は
主
導
権
テ
ス
ト
（
３
）
因
果
関
係
テ
ス
ト
を
提
示
す
る
。
そ
し
て
、
最
終
的

にD
re

ssle
r

は
（
３
）
因
果
関
係
テ
ス
ト
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
１
）
実
体
的
関
与
テ
ス
ト

こ
の
テ
ス
ト
は
、
共
犯
を
実
体
的
関
与
者
と
非
実
体
的
関
与
者
と
い
う
二
類
型
に
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
体
的
関
与
者

と
は
、
犯
罪
の
遂
行
に
お
い
て
、
主
要
な
ま
た
は
積
極
的
な
役
割
を
果
た
す
者
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
逆
に
、
最
も
周
縁
部
に
属
す

る
関
与
者
、
た
と
え
ば
、
心
理
的
な
助
長
を
し
た
に
す
ぎ
な
い
者
を
非
実
体
的
関
与
者
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

こ
こ

で
、D

re
ssle

r

は
道
徳
的
な
直
感
に
照
ら
し
て
、
処
罰
が
妥
当
し
な
い
者
を
刑
罰
か
ら
取
り
除
く
点
で
、
確
か
に
現
行
共
犯
法
よ
り

は
望
ま
し
い
と
し
し
つ
、
以
下
二
つ
の
批
判
が
あ
る
と
す
る
。

(

�)
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ま
ず
、
こ
の
テ
ス
ト
は
主
観
的
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
陪
審
員
が
そ
の
関
与
者
を
実
体
的
で
あ
る
か
ど
う
か

を
判
断
す
る
基
準
が
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、D

re
ssle

r

は
、
実
体
的
関
与
者
と
非
実
体
的
関
与
者
と
を
分
け
る
明
確
な
境
界
線

は
な
い
け
れ
ど
も
、
陪
審
員
の
常
識
に
よ
っ
て
そ
の
区
別
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

次
に
、
こ
の
テ
ス
ト
は
周
縁
的
と
は
言
い
え
な
い
関
与
者
に
適
切
な
道
徳
的
あ
る
い
は
功
利
的
な
区
別
を
し
え
な
い
と
い
う
批
判

が
あ
る
。
共
犯
と
し
て
の
関
与
が
因
果
性
か
ら
定
義
さ
れ
え
な
い
な
ら
ば
、
現
行
共
犯
法
が
不
公
平
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
道

徳
的
に
妥
当
し
な
い
結
論
を
生
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
批
判
に
従
え
ば
、
人
的
固
有
喪
失
ル
ー
ル
、
す
な
わ
ち
共
犯
者
が
個
人
と

し
て
扱
わ
れ
る
権
利
を
失
う
こ
と
と
同
じ
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
与
者
の
寄
与
が
因
果
的
意
味
を
持
つ
よ

う
に
理
解
し
な
け
れ
ば
、
実
体
的
関
与
テ
ス
ト
は
道
徳
的
直
感
に
反
す
る
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
に
か
も
し
れ
な
い
。

(

�)

た
と
え
ば
、

Ａ
が
違
法
薬
物
の
製
造
に
不
可
欠
な
化
学
物
質
を
提
供
し
、
か
つ
Ａ
が
い
な
け
れ
ば
そ
の
製
造
が
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
テ

ス
ト
に
よ
れ
ば
、
Ａ
は
薬
物
製
造
者
に
比
べ
る
と
犯
罪
現
場
へ
の
関
与
時
間
が
短
い
が
故
に
、
非
実
体
的
関
与
者
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
因
果
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
Ａ
の
関
与
は
、
Ａ
な
し
に
は
起
こ
り
え
な
か
っ
た
結
果
に
対
し
て
責
任

が
あ
る
と
の
判
断
が
正
当
化
さ
れ
う
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
共
犯
者
が
犯
罪
を
唆
し
た
後
に
そ
の
犯
罪
計
画
か
ら
離
脱
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
教
唆
者
を
非
実
体
的
関
与
者
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
教
唆
者
の
関
与
と
い
う

実
体
性
は
犯
罪
結
果
か
ら
で
は
な
く
、
唆
し
行
為
に
よ
っ
て
犯
罪
を
惹
起
さ
せ
た
と
い
う
事
実
か
ら
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
共
犯
の
関
与
が
危
害
と
の
因
果
的
つ
な
が
り
と
ほ
と
ん
ど
無
関
係
の
場
合
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
そ

の
因
果
的
関
与
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
実
体
的
関
与
テ
ス
ト
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
。
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（
２
）
支
配
ま
た
は
主
導
権
テ
ス
ト

こ
の
テ
ス
ト
は
、
他
の
行
為
者
を
現
実
に
支
配
す
る
者
も
し
く
は
主
導
権
を
持
つ
者
の
み
が
、
実
行
行
為
者
と
同
様
に
扱
わ
れ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
テ
ス
ト
は
代
理
ル
ー
ル
と
よ
り
合
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

た
だ
し
、D

re
ssle

r

は
こ
の
テ
ス
ト
は
現
状
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
道
徳
的
直
感
に
従
え
ば
処
罰
可
能
な
関
与
者
を

そ
の
有
責
性
と
処
罰
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
が
故
に
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
銀
行
強
盗
の
背
後
者
（
支
配

者
）
が
警
報
装
置
を
切
る
熟
練
し
た
電
機
工
を
雇
い
銀
行
強
盗
を
成
功
さ
せ
る
場
合
、
道
徳
的
直
感
に
従
え
ば
、
電
気
工
は
当
該
危

害
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
テ
ス
ト
に
よ
れ
ば
支
配
者
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

犯
罪
遂
行
に
特
殊
技
術
を
用
い
る
者
は
特
に
処
罰
に
値
す
る
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
支
配
ま
た
は
主

導
権
テ
ス
ト
も
ま
た
う
ま
く
機
能
し
な
い
。

（
３
）
因
果
性
テ
ス
ト

こ
の
テ
ス
ト
は
、
共
犯
を
因
果
的
共
犯
と
非
因
果
的
共
犯
と
い
う
二
類
型
に
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
因
果
的
共
犯
と

は
、
そ
の
共
犯
行
為
が
な
け
れ
ば
社
会
的
危
害
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
を
行
っ
た
者
で
あ
り
、
因
果
的
共
犯
は
自
己
の
犯

罪
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

�)

一
方
で
、
非
因
果
的
共
犯
と
は
、
不
必
要
な
共
犯
行
為
を
行
い
、
そ
の
寄
与
が
な
く
と

も
結
果
が
現
実
に
生
じ
た
通
り
に
起
こ
っ
た
で
あ
ろ
う
行
為
を
行
っ
た
者
で
あ
り
、
非
因
果
的
共
犯
は
伝
統
的
な
代
理
ル
ー
ル
ま
た

は
喪
失
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
故
に
、
実
行
行
為
者
の
犯
罪
行
為
に
つ
き
責
任
を
問
わ
れ
ず
、
現
に

生
じ
さ
せ
た
危
害
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
問
わ
れ
る
。

(

�)

D
re

ssle
r

は
、
こ
の
因
果
性
テ
ス
ト
に
対
し
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
る
と
す
る
。

(
�)

ま
ず
、
因
果
性
は
共
犯
に
お
い
て
存
在
し
な
い
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と
の
批
判
が
あ
る
。
そ
こ
で

D
re

ssle
r

は
、
共
犯
に
お
い
て
因
果
性
は
役
立
た
な
い
と
し
た

K
ad

ish (

�)

の
見
解
を
そ
の
対
象
と
す
る
。

D
re

ssle
r

は
「
因
果
性
は
先
行
条
件
に
対
す
る
人
間
お
よ
び
自
然
界
の
反
応
の
違
い
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(

�)

と
の

K
ad

ish
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
こ
の
点
は
因
果
性
テ
ス
ト
の
弱
点
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
と
す
る
。

(

�)

と
い
う
の

は
、K

ad
ish

は
因
果
性
を
人
間
の
反
応
を
包
含
す
る
た
め
に
広
義
に
理
解
し
、
共
犯
の
援
助
が
重
大
と
な
っ
た
機
会
提
供
が
疎
遠

で
あ
っ
た
場
合
に
、
伝
統
的
な
共
犯
責
任
は
過
剰
で
あ
る
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
因
果
性
を
広
義
に
理
解
す
る
た
め
に
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
因
果
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
共
犯
者
の
共
犯
行
為
が
疎
遠
的
な
危
害
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、

因
果
性
テ
ス
ト
に
お
け
る
非
因
果
的
共
犯
の
よ
う
に
、
正
犯
に
比
べ
そ
の
処
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、K

ad
ish

は
因
果
性
の
証
明
が
自
然
よ
り
む
し
ろ
人
間
が
介
在
す
る
場
合
に
困
難
で
あ
る
と
す
る
が
、

(

�)
D

re
ssle

r

は
「
無

生
物
で
は
な
く
人
間
が
介
在
す
る
場
合
に
、
因
果
性
の
証
明
が
常
に
困
難
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、「
た
と
え
ば
、

喫
煙
が
癌
患
者
を
殺
害
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
Ｖ
を
殺
害
す
る
た
め
に
Ａ
が
一
〇
〇
万
ド
ル
を
Ｐ
に
払
う
こ
と
は
、
後
に
生
じ
た
殺

人
の
原
因
で
あ
っ
た
と
結
論
を
下
す
ほ
う
が
簡
単
で
あ
る
」
と
す
る
。

(

�)

先
行
事
象
が
な
け
れ
ば
後
行
事
象
が
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
と
述
べ
る
こ
と
は
、
喫
煙
の
場
合
よ
り
、
殺
人
依
頼
の
場
合
の
ほ
う
が
容
易
で
あ
ろ
う
。
喫
煙
の
場
合
に
は
、
専
門
家
の
意
見
に

依
拠
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
殺
人
依
頼
の
場
合
に
は
、
専
門
家
に
頼
ら
ず
、
個
々
人
の
経
験
則
に
依
拠
す
る
だ
け
で
因
果
性
か
ら
の

結
論
を
得
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。「(

最
終
的
に
は
）
因
果
性
は
行
為
に
対
す
る
個
人
の
道
徳
上
ま
た
は
法
律
上
の
責
任
に
つ
い
て

の
判
断
へ
到
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
『
常
識
』
の
問
題
と
な
る｣

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
科
学
的
な
確
実
性
を
要
求
す
る
こ
と
な
く
、

因
果
的
な
責
任
に
つ
き
常
識
的
な
結
論
へ
至
る
こ
と
を
許
容
す
る
限
り
で
、
共
犯
責
任
に
対
す
る
因
果
性
の
重
要
性
が
再
認
識
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、
因
果
的
つ
な
が
り
は
通
常
、
偶
然
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を
根
拠
に
有
責
性
と
刑
罰
を
比
例
さ
せ
る
こ
と
は
道
徳
的
に
無
意
味
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で
あ
り
、
社
会
的
に
逆
効
果
を
招
く
と
の
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、D

re
ssle

r

は
「
因
果
性
公
式
に
基
づ
い
て
区
別
す
る
こ
と

の
道
徳
上
の
重
要
性
は
、
実
行
行
為
者
に
対
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
扱
い
に
お
い
て
一
貫
し
て
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
共

犯
だ
か
ら
と
い
っ
て
共
犯
か
ら
因
果
性
を
排
除
す
る
こ
と
は
一
般
的
な
刑
罰
感
と
矛
盾
す
る
」

(

�)

と
す
る
。
ま
た
、
功
利
主
義
的
立
場

か
ら
、
因
果
性
テ
ス
ト
は
寛
大
で
あ
り
す
ぎ
る
と
の
批
判
も
あ
る
が
、
こ
の
テ
ス
ト
に
お
け
る
非
因
果
的
共
犯
は
免
責
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
刑
罰
が
実
行
行
為
者
に
比
べ
軽
減
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
一
般
予
防
的

観
点
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
共
犯
に
処
罰
を
求
め
る
べ
き
と
の
批
判
も
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
因
果
性
テ
ス
ト
は
不
十
分
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
が
、「(

因
果
性
テ
ス
ト
の
よ
う
に
）
犯
罪
の
首
謀
者
や
犯
罪
遂
行
に
と
っ
て
不
可
欠
な
専
門
技
術
を
持
つ
者
に
最
大
の
刑
罰

を
科
す
こ
と
を
合
理
的
に
確
保
し
よ
う
と
す
る
法
シ
ス
テ
ム
ほ
ど
、
現
行
共
犯
法
は
功
利
主
義
的
で
は
な
い｣

(

�)

。

最
後
に
、
因
果
性
テ
ス
ト
は
哲
学
的
に
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
陪
審
員
は
ど
の
よ
う
に
共
犯
者
の
行
為
の
寄
与
度
を

判
断
す
る
べ
き
な
の
か
と
の
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
対
し
て

D
re

ssle
r

は
、
確
か
に
因
果
性
は
共
犯
に
お
い
て
証
明
す
る
の
が
必
ず

し
も
容
易
で
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
は
そ
の
「
事
実
」
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
「
常
識
」
が
答
え
を
か

な
り
予
測
可
能
と
す
る
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

(

�)

さ
ら
に
、
証
明
が
現
実
に
か
な
り
困
難
で
あ
る
な
ら
ば
、
州
は
共
犯
者
に
そ
の
因
果
性

に
関
す
る
証
明
責
任
を
転
嫁
す
る
可
能
性
も
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
者
に
よ
る
因
果
性
の
証
明
が
抗
弁
と
な
る
の
で
あ

る
か
ら
、
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

５

L
e

o
K

atz

の
見
解

(

�)

K
atz

は
、
犯
罪
の
多
く
が
共
同
作
業
で
あ
り
、
共
犯
法
お
よ
び
共
謀
法
は
そ
の
事
実
に
対
処
す
る
た
め
に
企
図
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
共
犯
法
の
実
体
性
に
着
目
す
る
。「
共
犯
法
は
犯
行
を
援
助
す
る
全
て
の
者
を
処
罰
し
、
共
謀
法
は
犯
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罪
を
遂
行
す
る
こ
と
に
単
に
同
意
す
る
全
て
の
者
を
処
罰
す
る
。
こ
れ
ら
の
法
は
共
に
、
歴
史
家
と
は
異
な
り
裁
判
所
が
真
に
信
頼

す
る
事
実
、
す
な
わ
ち
単
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
だ
け
で
は
な
く
そ
の
仲
間
に
も
妥
当
す
る
事
実
に
目
を
向
け
る
の
で
あ
る｣

(

�)

。

ま
ず
、K

atz

は
「
真
に
こ
の
こ
と
を
達
成
す
る
た
め
に
共
犯
法
を
必
要
と
す
る
の
か
」
と
問
題
提
起
す
る
こ
と
で
共
犯
法
の
実

体
性
に
注
目
し
、
な
ぜ
刑
法
が
共
犯
法
な
し
に
う
ま
く
機
能
し
得
な
い
の
か
は
真
に
明
ら
か
で
は
な
い
と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
Ａ
が

Ｂ
に
Ｃ
を
殺
す
よ
う
説
得
す
れ
ば
、
共
犯
法
に
よ
り
、
Ａ
は
実
際
に
Ｂ
を
唆
す
こ
と
で
、
つ
ま
り
Ｂ
が
Ｃ
を
殺
害
す
る
の
を
援
助
す

る
こ
と
で
、
実
行
行
為
者
た
る
Ｂ
の
共
犯
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ａ
が
実
行
行
為
者
た
る
Ｂ
と
ま
さ
に
同
等
に

処
罰
さ
れ
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
た
と
え
共
犯
法
が
な
く
と
も
、
Ａ
を
無
罪
放
免
に
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の

は
、
Ａ
は
単
純
に
Ｃ
の
死
を
惹
起
し
た
こ
と
で
、
端
的
に
謀
殺
に
つ
き
責
任
を
問
え
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、

こ
れ
に
従
え
ば
、
な
ぜ
共
犯
法
を
必
要
と
す
る
の
か
と
い
う
課
題
は
な
お
克
服
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
こ
で

K
atz

は
「
一
般
的
に
は
、
全
て
の
犯
罪
が
謀
殺
罪
に
類
似
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
が
何
ら

か
の
危
害
を
惹
起
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
が
故
に
、
共
犯
法
を
必
要
と
す
る
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
」

(

�)

と
す
る
。

た
と
え
ば
、
Ａ
が
Ｂ
に
Ｃ
の
家
で
住
居
侵
入
窃
盗
す
る
よ
う
説
得
す
る
場
合
、
共
犯
法
が
な
け
れ
ば
Ａ
は
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
Ａ
自
身
が
住
居
侵
入
窃
盗
罪
を
遂
行
し
た
と
は
言
い
え
な
い
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
Ａ
は

他
人
を
利
用
し
て
、
損
壊
し
侵
入
し
た
と
言
う
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
窓
を
割
る
た
め
に
棒
を
使
用
し
、

実
際
に
侵
入
す
る
こ
と
な
く
室
内
か
ら
絵
画
を
取
っ
た
場
合
に
、
窓
を
壊
し
侵
入
し
た
」
と
言
う
こ
と
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。

(

�)
｢

人

の
利
用
」
を
「
棒
の
利
用
」
へ
と
類
推
す
る
こ
と
は
「
こ
じ
つ
け
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
代
替
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、

刑
法
は
な
お
共
犯
法
な
し
に
十
分
機
能
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
損
壊
し
侵
入
す
る
と
い
う
行
為
だ
け
で
な
く
、
他
の

誰
か
に
損
壊
し
侵
入
す
る
よ
う
惹
起
す
る
と
い
う
行
為
を
包
含
す
る
住
居
侵
入
窃
盗
罪
の
よ
う
に
、
ま
さ
に
犯
罪
を
再
定
義
す
る
ア
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プ
ロ
ー
チ
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
な
ぜ
刑
法
は
こ
の
よ
り
単
純
な
方
法
を
採
ら
な
か
っ
た
の
か｣

(

�)

。

K
atz

は
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
民
事
不
法
行
為
法
に
求
め
る
。

(

�)

こ
の
不
法
行
為
法
に
は
民
事
共
犯
法
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

K
atz

は
こ
の
刑
事
共
犯
法
に
類
似
す
る
民
事
共
犯
法
に
関
す
る
事
例
を
挙
げ
、
民
事
共
犯
法
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
を
は
じ

め
に
説
明
す
る
。

(

�)
｢

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
が
共
同
で
商
品
を
流
通
さ
せ
る
際
に
、
買
主
に
見
せ
る
た
め
に
そ
の
商
品
を
記
し
た
書

類
を
準
備
す
る
。
そ
れ
を
見
た
多
く
の
人
が
そ
の
商
品
を
購
入
し
た
が
、
そ
の
際
、
そ
の
書
類
に
は
商
品
価
値
を
高
め
る
た
め
に
意

図
的
に
入
れ
ら
れ
た
四
つ
の
誤
表
示
と
『
う
そ
』
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
、
価
格
が
下
落
す
る
。
そ
こ
で
被
害
者
ら
が
Ａ

・
Ｂ
・
Ｃ
お
よ
び
Ｄ
を
訴
え
る
」
と
い
う
場
合
、
公
判
で
は
、
四
人
の
被
告
人
の
各
々
が
誤
表
示
の
一
つ
に
寄
与
し
て
い
た
と
い
う

こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
あ
る
損
害
算
出
方
法
か
ら
損
害
総
額
が
一
、
一
一
一
ド
ル
と
算
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
方
法
は
一
つ

の
誤
表
示
だ
け
な
ら
ば
損
害
総
額
は
一
、
〇
〇
〇
ド
ル
で
あ
り
、
二
つ
の
誤
表
示
が
あ
れ
ば
損
害
総
額
は
一
、
一
〇
〇
ド
ル
と
な
り
、

そ
し
て
三
つ
で
あ
れ
ば
損
害
総
額
が
一
、
一
一
〇
ド
ル
と
な
っ
た
と
算
出
す
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
民
事
共
犯
法
が
な
け
れ
ば
、
各
々
の
被
告
人
は
「
自
己
の
関
与
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
損
害
」
に

対
し
て
の
み
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
の
被
告
人
も
自
分
は
関
与
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
損
害
は

一
ド
ル
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

�)

こ
の
点
、
民
事
共
犯
法
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
被
告
人
ら
に
共
同
で
全
損
害
に
つ
き
責
任
を
問
う

こ
と
が
可
能
と
な
り
、
被
告
人
ら
の
間
で
（
そ
の
金
額
は
）
配
分
し
て
負
担
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

そ
こ
で
、K

atz

は
、
刑
法
に
お
い
て
も
同
じ
魔
法
を
使
う
と
す
る
。

(

�)

四
人
の
被
告
人
を
詐
欺
事
件
で
起
訴
し
た
場
合
、
共
犯
法

が
な
け
れ
ば
、
各
々
の
被
告
人
は
「
自
己
の
誤
表
示
は
損
害
総
額
に
対
し
て
わ
ず
か
に
し
か
寄
与
し
な
か
っ
た
が
故
に
、
処
罰
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
軽
減
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

(

�)

し
か
し
、
共
犯
法
に
依
拠
す

れ
ば
、
全
関
与
者
は
少
な
く
と
も
詐
欺
罪
の
共
犯
と
し
て
責
任
が
あ
り
、
全
体
損
害
は
彼
ら
に
値
し
た
処
罰
を
評
価
す
る
際
に
考
慮

神戸学院法学 第34巻第３号

82



(759)

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

�)

さ
ら
に
、K

atz

は
、
こ
の
説
明
は
共
犯
法
の
特
徴
を
理
解
す
る
の
に
有
用
と
な
る
と
す
る
。

(

�)

そ
れ
に
従
え
ば
、
共
犯
と
す
る
た

め
に
は
、
あ
る
者
が
実
際
に
犯
罪
遂
行
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
必
要
で
は
な
く
、
犯
罪
遂
行
に
関
係
す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

(

�)
た
と
え
ば
、
五
人
の
被
告
人
と
五
つ
の
誤
表
示
に
つ
き
、
そ
の
五
つ
目
の
誤
表
示
が
そ
の
全
体
損
害
に
対
し
何
ら
損
害
を

与
え
な
か
っ
た
場
合
、
各
々
の
被
告
人
は
ど
の
誤
表
示
つ
い
て
も
責
任
が
な
い
と
主
張
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
五
つ

目
の
誤
表
示
が
何
ら
損
害
を
与
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
自
己
の
誤
表
示
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
全
く
損
害
を
与
え
て
い
な

い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
共
犯
法
が
あ
れ
ば
、
そ
の
主
張
で
は
不
十
分
と
な
る
。
と
い
う
の
は
、
共
犯
法
は
、

彼
が
犯
罪
を
惹
起
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
が
犯
罪
に
関
与
し
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
よ
う
な
共
犯
法
の
特
徴
か
ら
、K

atz

は
、
共
犯
法
の
必
要
性
は
経
済
学
で
お
な
じ
み
の
「
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
（th

e

p
rin

cip
le

o
f

d
im

in
ish

in
g

m
arg

in
al

re
tu

rn)

」
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
。

(

�)

そ
の
法
則
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
誤
表
記
は
、
そ
の
前
の

誤
表
記
よ
り
も
損
害
を
逓
減
し
て
与
え
、
そ
の
前
の
誤
表
記
は
、
そ
の
前
の
前
の
誤
表
記
よ
り
も
逓
減
し
て
損
害
を
与
え
、
そ
し
て

そ
の
前
の
前
の
誤
表
記
は
、
初
め
の
誤
表
記
よ
り
も
逓
減
し
て
損
害
を
与
え
る
も
の
と
し
て
分
析
さ
れ
る
。K

atz

は
ま
さ
に
集
団

犯
罪
の
ほ
と
ん
ど
の
事
例
が
こ
の
分
析
に
類
似
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(

�)

一
般
的
に
、
人
々
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
何
ら
か
の
こ
と

を
一
緒
に
行
え
ば
、「
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
」
に
従
う
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
後
の
者
は
そ
の
前
の
者
よ
り
も
逓
減
し
て

寄
与
し
、
そ
の
前
の
者
は
そ
の
前
の
前
の
者
よ
り
も
逓
減
し
て
寄
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
全
関
与
者
に
は
「
自

分
な
し
で
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
危
害
」
に
対
し
て
の
み
責
任
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
責
任
の
な
い
危
害
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

(

�)

故
に
、K

atz

は
、
こ
の
「
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
」
に
従
う
集
団
犯
罪
に
お
い
て
は
、
共
犯
法
の
助
け
を
借
り
な
け
れ

ば
各
人
に
責
任
を
問
い
え
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
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６
A

n
d

re
w

A
sh

w
o

rth

の
見
解

(

�)

A
sh

w
o

rth

は
、
共
犯
責
任
に
つ
き
、
正
犯
が
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
欠
落
ま
た
は
抗
弁
の
故
に
責
任
を
問
わ
れ
な
い
な
ら
ば
、
共
犯

も
ま
た
免
責
さ
れ
る
の
か
と
の
問
題
提
起
を
す
る
。

(

�)

伝
統
的
な
派
生
的
責
任
に
依
拠
す
れ
ば
、
責
任
を
問
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
犯
罪
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
犯
罪
の
共
犯
行
為
を
し
た
と
は
言
わ
れ
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
共
犯
責

任
が
派
生
し
う
る
犯
罪
が
何
ら
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
共
犯
に
は
正
犯
が
有
罪
で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
場
合

と
同
等
の
有
責
性
が
あ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
し
、
そ
れ
故
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
共
犯
原
則
を
拡
張
す
る
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
っ
て
き
た
の
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
ろ
う｣

(

�)

。
た
と
え
ば
、B

o
u

rn
e

事
件
判
決
に

(

�)

お
い
て
、
Ｄ
は
自
分
の
妻
を
犬
と

性
交
す
る
よ
う
脅
迫
・
強
制
し
、
獣
姦
を
幇
助
し
た
こ
と
で
の
彼
の
有
罪
宣
告
は
、
彼
の
妻
に
は
正
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
場
合
に

強
制
抗
弁
が
あ
っ
た
と
の
事
実
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
肯
定
さ
れ
た
。
ま
た
、C

o
g

an

事
件
で

(

�)

は
、C

o
g

an

は

L
e

ak

が
自
分
の
妻
が

同
意
し
て
い
た
と
述
べ
た
こ
と
を
信
じ
て

L
e

ak

の
妻
と
性
交
し
た
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
の
同
意
は
な
く
、
ま
た

L
e

ak

も
自
分

の
妻
が
同
意
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い
た
。
裁
判
所
は
、
強
姦
罪
に
対
す
る

C
o

g
an

の
有
罪
宣
告
を
破
棄
し
た
が
、
強
姦

を
援
助
し
た
こ
と
に
対
す
るL

e
ak

の
有
罪
宣
告
は
肯
定
し
た
の
で
あ
る
。

A
sh

w
o

rth

は
、
こ
れ
ら
の
判
断
は
綿
密
な
理
論
的
根
拠
を
包
含
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
派
生
性
理
論
の
拡
張
と
し
て
定
義
さ

れ
う
る
と
す
る
。

(

�)

と
い
う
の
は
、
正
犯
の
無
罪
根
拠
が
「
メ
ン
ズ
・
レ
ア
の
欠
落
」
ま
た
は
「
抗
弁
の
存
在
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る

な
ら
ば
、
残
り
の
犯
罪
成
立
要
件
た
る
「
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
」
ま
た
は
「
不
法
な
行
為
」
の
遂
行
に
対
す
る
共
犯
と
し
て
責
任
を

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
拡
張
に
対
し
、A

sh
w

o
rth

は
理
論
上
あ
る
い
は
実
体
上
の
限
界
が
あ
る
と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
共
犯
責
任
の
要
件

は
共
犯
の
（
正
犯
の
メ
ン
ズ
・
レ
ア
を
含
む
）
犯
罪
要
素
の
認
識
を
要
求
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
が
正
犯
に
は
有
罪
宣
告
に
必
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要
な
要
素
が
な
い
と
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、

(

�)

共
犯
責
任
を
問
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
派
生
性
を
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ

ス
に
ま
で
緩
和
す
る
こ
と
で
共
犯
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
も
遂
行
さ
れ

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
こ
の
拡
張
ア
プ
ロ
ー
チ
は
同
じ
問
題
で
悩
む
こ
と
に
な
ろ
う
。「
不
注
意
な
運
転
行
為
と
い
う
ア
ク
タ
ス
・

レ
ウ
ス
は
遂
行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
派
生
性
理
論
の
拡
張
は
同
じ
結
論
を
生
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る｣

(

�)

。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
拡
張
ア
プ
ロ
ー
チ
が
妥
当
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
な
り
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
的
な
正
義
感
に
反
す

る
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
共
犯
の
行
為
と
非
難
可
能
性
が
「
重
大
さ
」
と
い
う
基
準
に
お
い
て
正
犯
の
行
為
や
非
難
可
能
性
と
同
等

の
「
重
大
さ
」
が
あ
る
場
合
に
、
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
共
犯
を
処
罰
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
、A

sh
w

o
rth

は
こ
の
拡
張
ア
プ
ロ
ー
チ
の
代
替
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
無
辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。

(

�)

大
人
が

刑
事
責
任
年
齢
未
満
の
子
供
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
強
制
す
る
ま
た
は
命
令
す
る
場
合
、
無
辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
に
依
拠
す
れ

ば
、
そ
の
子
供
は
法
律
上
無
辜
と
見
な
さ
れ
、
ま
さ
に
そ
の
大
人
が
、
子
供
と
い
う
無
辜
の
代
行
者
を
通
じ
て
犯
罪
を
遂
行
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

(

�)

し
か
し
、
原
則
、
大
人
は
自
発
的
に
行
為
す
る
自
律
し
た
行
為
者
で
あ
る
か
ら
、
大
人
が
介
在
す
る
場
合
、
無

辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
は
機
能
し
え
な
い
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら

A
sh

w
o

rth

は
、
大
人
が
介
在
す
る
場
合
に
も
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
用

い
う
る
こ
と
が
妥
当
す
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
大
人
が
精
神
的
に
混
乱
し
て
い
る
場
合
や
大
人
が
強
制
に
よ
っ
て
行

為
し
て
い
る
場
合
の
よ
う
な
例
外
的
な
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
の
妻
を
犬
と
性
交
す
る
よ
う
脅
し
強
制
す
る
と
す
れ
ば
、

強
制
と
い
う
妻
の
抗
弁
は
、
そ
の
妻
の
行
為
が
そ
の
出
来
事
の
原
因
と
し
て
見
な
さ
れ
る
に
不
十
分
な
自
発
的
な
行
為
で
あ
っ
た
と

立
証
す
る
た
め
に
主
張
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
強
制
者
の
抗
弁
と
し
て
は
機
能
し
な
い
し
、
さ
ら
に
因
果
性
に
お
い
て
も
、
妻
は

単
な
る
無
辜
の
代
行
者
と
し
て
そ
の
計
画
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
Ｄ
が
Ｖ
の
看
護
者
に
実
際
に
は
毒
が
入
っ
て
い
る
ビ
ン
を
処
方
薬
が
入
っ
て
い
る
と
伝
え
て
渡
す
場
合
、
そ
の
看
護
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者
が
そ
の
ビ
ン
の
中
身
を
Ｖ
に
施
し
Ｖ
が
死
亡
し
た
と
す
れ
ば
、
Ｄ
に
は
正
犯
と
し
て
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。

「
そ
の
看
護
者
は
精
神
的
に
混
乱
し
て
い
る
ま
た
は
脅
迫
に
よ
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
と
の
意
味
で
刑
事
責
任
能
力
を
欠
い
て
は
い

な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
錯
誤
に
よ
っ
て
行
為
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
看
護
者

は
無
辜
の
代
行
者
と
し
て
見
な
さ
れ
る
」

(

�)

の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
Ｄ
が
彼
の
妻
は
同
意
し
て
い
る
と
信
じ
る
よ
う
Ｐ
を

誘
引
す
る
こ
と
で
Ｐ
に
自
分
の
妻
と
性
交
す
る
よ
う
説
得
す
れ
ば
、
Ｐ
の
錯
誤
は
Ｐ
が
無
辜
の
代
行
者
と
し
て
そ
の
計
画
か
ら
離
脱

し
、
Ｄ
が
そ
の
強
姦
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
す
る
こ
と
も
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
批
判
が
あ
る
こ
と
を

A
sh

w
o

rth

は
認
め
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
無
辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
は
言
語

上
妥
当
し
な
い
場
合
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、(

看
護
者
の
事
例
で
）
Ｖ
に
対
す
る
殺
害
行

為
（
ま
た
は
少
な
く
と
も
Ｖ
の
死
の
原
因
）
と
し
て
Ｄ
を
記
述
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
が
故
に
、
無
辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
は
妥

当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
車
を
運
転
す
る
者
の
飲
み
物
に
ア
ル
コ
ー
ル
を
混
ぜ
る
行
為
で
あ
る
場
合
に
、
飲
酒
運
転
行
為
の
行
為
者

と
し
て
そ
の
者
を
記
述
す
る
こ
と
や
Ｄ
が
他
の
男
性
を
だ
ま
し
て
性
交
さ
せ
る
場
合
に
そ
の
女
性
に
対
す
る
強
姦
行
為
の
行
為
者
と

し
て
Ｄ
を
記
述
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
結
婚
は
法
的
に
す
で
に
終
了
し
て
い
た
と
（
誤
っ
て
）
他
者
に
信
じ
さ
せ
こ
の
確
信
の
も
と

に
再
婚
す
る
よ
う
誘
引
す
る
場
合
に
重
婚
を
遂
行
し
た
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
適
切
で
あ
ろ
う
。

(

�)

こ
の
批
判
つ
き
、

A
sh

w
o

rth

は
そ
こ
で
の
矛
盾
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
法
は
言
葉
で
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
言
葉
上
の
公

式
は
答
責
性
に
お
け
る
道
徳
上
ま
た
は
社
会
上
の
区
別
と
合
致
し
な
い
言
語
上
の
慣
習
を
も
っ
て
制
限
さ
れ
る
」
と
す
る
。

(

�)

Ｄ
は
死

の
原
因
で
あ
っ
た
が
故
に
、
無
意
識
に
施
す
看
護
者
に
毒
を
渡
す
Ｄ
は
、
そ
の
謀
殺
の
正
犯
と
し
て
有
罪
宣
告
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
因
果
性
要
素
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
混
入
や
同
意
の
な
い
性
交
の
助
長
な
ど
の
場
合
に
も

重
要
な
要
素
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
上
ま
た
は
社
会
上
の
根
拠
も
も
っ
と
も
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
言
葉
は
当
然
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に
壁
を
作
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
つ
か
の
犯
罪
は
身
分
者
の
み
を
規
定
す
る
が
、A

sh
w

o
rth

は
こ
の
言
葉
の
壁
に
束

縛
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。「
裁
判
所
は
そ
の
壁
を
単
純
に
無
視
し
言
葉
を
拡
張
し
う
る
し
、
議
会
は
そ
の
よ

う
な
者
を
『
人
が
不
法
な
行
為
を
引
き
起
こ
し
た
』
こ
と
を
根
拠
に
正
犯
と
し
て
、
あ
る
い
は
た
と
え
ど
の
人
も
正
犯
と
し
て
有
罪

宣
告
さ
れ
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
共
犯
と
し
て
処
罰
し
う
る
よ
う
な
特
別
規
定
を
作
る
こ
と
も
可
能
だ
か
ら
で
あ
る｣

(

�)

。

A
sh

w
o

rth

は
こ
の
違
い
を
正
犯
ま
た
は
共
犯
と
し
て
烙
印
を
押
す
こ
と
の
妥
当
性
に
あ
る
と
す
る
。

(

�)

Ｄ
は
ま
さ
に
動
機
者
で
あ
り

そ
の
出
来
事
の
原
因
で
あ
っ
た
た
め
に
、
正
犯
と
い
う
烙
印
を
割
り
当
て
る
こ
と
は
妥
当
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
男

性
を
騙
し
て
（
別
の
）
女
性
と
性
交
さ
せ
た
女
性
を
、
強
姦
罪
の
正
犯
と
し
て
有
罪
と
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。

「(

妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
者
も
い
る
け
れ
ど
も
）
ど
の
不
合
理
さ
も
道
徳
上
ま
た
は
社
会
上
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
言
語
上
の
も

の
で
あ
り
、
ど
の
出
来
事
に
お
い
て
も
強
姦
罪
ま
た
は
性
的
暴
行
罪
の
定
義
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る｣

(

�)

。

(

１
）

F
ran

cis
B

o
w

e
s

S
ay

re
,

C
rim

in
a

l
R

esp
on

sib
ility

for
th

e
A

cts
of

A
n

oth
er,

4
3

H
arv

.
L

.
R

e
v
.

6
8

9

�69
4
.(

1
9

3
0

）

(

２
）

Id
.

at
6

9
4

�

7
0

1
.:

こ
の
上
級
者
責
任
と
は
、
代
位
責
任
（v

icario
u

s
liab

ility

）
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
人
は

そ
の
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
、
そ
の
本
人
と
代
理
人
と
の
関
係
に
基
づ
き
、
代
理
人
の
行
為
に
つ
き
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

後
掲
・
注
（
�)

）

(

３
）

Id
.

at
6

9
4

�

6
9

5
.

(

４
）

W
illiam

B
lack

sto
n

e
,

4
C

O
M

M
E

N
T

A
R

IE
S

O
N

T
H

E
L

A
W

S
O

F
E

N
G

L
A

N
D

3
8
.(

1
7

6
5

）

(

５
）

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
5
.:

共
犯
事
例
に
お
い
て
因
果
性
ま
た
は
過
失
（fau

lt

）
な
き
責
任
に
対
す
る
困
難
さ
は
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。(

後
掲
・
注
（
６)

）

(

６
）

Id
.

at
6

9
6
.:

ま
た
、
代
理
者
の
行
為
が
他
者
の
明
示
的
な
命
令
な
ど
で
生
じ
る
場
合
、
そ
の
他
者
の
責
任
は
、
民
事
法
に
お
け
る
の
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と
同
様
に
、
刑
法
に
お
い
て
も
問
わ
れ
う
る
と
し
て
い
た
。

(
７
）

P
o

llo
ck

an
d

M
aitlan

d
,

2
H

IS
T

O
R

Y
O

F
E

N
G

L
IS

H
L

A
W

,
5

0
9
.:(

citin
g

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
6
.)

(
８
）

J.
S

te
p

h
e

n
,

2
H

IS
T

O
R

Y
O

F
T

H
E

C
R

IM
IN

A
L

L
A

W
O

F
E

N
G

L
A

N
D

2
3

4
.(

1
8

8
3

）

(

９
）

B
lack

sto
n

e
,

su
p

ra
n

o
te

4
,

at
3

9

�

4
0
.

(

�
）

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
6
.

(

�
）

Id
.:

た
と
え
ば
、S

tau
n

fo
rd

は
正
犯
と
共
犯
に
つ
き
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
私
が
あ
る
者
に
被
害
者
を
捕
ま
え
る
よ
う
命
令
し
、

そ
の
者
が
被
害
者
を
捕
ま
え
る
の
と
同
時
に
強
盗
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
の
重
罪
で
は
な
い
。(

F
itzh

e
rb

e
rt

が
示
す
よ

う
に
）
彼
が
強
盗
す
る
際
に
私
が
（
現
場
に
）
い
な
い
と
す
れ
ば
、
強
盗
行
為
が
な
く
て
も
行
い
え
た
（
捕
ま
え
ろ
と
の
）
私
の
命
令
を

越
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。(

一
方
で
）
私
が
彼
に
他
者
を
殴
る
よ
う
命
令
し
、
そ
れ
に
よ
り
彼
が
他
者
を
殺
す
ま
で
殴
る
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
命
令
し
た
私
の
重
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
殴
打
で
は
死
な
な
い
で
あ
ろ
う
と
の
確
信
が
あ
り
う
る
方

法
で
被
害
者
を
殴
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
他
者
を
殺
し
た
者
の
共
犯
と
な
る
の
で
あ
る｣

。

(
S

tau
n

fo
rd

,
P

L
E

A
S

O
F

T
H

E
C

R
O

W
N
,

c.4
4
,

at
4

1
.(

1
5

5
7))

:(
citin

g
S

ay
re

,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at
6

9
6
.)

(

�
）

R
e

g
in

a
v
.

S
au

n
d
e

rs,
2

P
lo

w
d
.

4
7

3
.(

1
5

7
5)

:(
citin

g
S

ay
re

,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at
6

9
6
.)

(

�
）

Id
.

at
4

7
5
.:(

citin
g

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
6
.)

(

�
）

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
7
.

(

�
）

Id
.

at
6

9
7

�69
8
.:

S
ay

re

に
よ
れ
ば
、P

lo
w

d
e

n

は
そ
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
不
法
な
こ
と
を
さ
せ
る
よ
う
助
言
ま
た
は

命
令
し
た
者
は
、
別
の
出
来
事
で
は
な
く
、
そ
の
助
言
や
命
令
内
容
か
ら
生
じ
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
き
従
犯
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る｣

。

そ
こ
で

P
lo

w
d

e
n

は
い
く
つ
か
の
事
例
を
挙
げ
る
。
た
と
え
ば
、「
他
者
を
殴
れ
と
命
令
し
た
場
合
に
、
そ
の
被
命
令
者
が
殴
り
そ
れ
が

原
因
で
そ
の
被
害
者
が
死
亡
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
命
令
者
は
当
該
謀
殺
の
従
犯
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
死
は
命
令
の

結
果
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
命
令
は
そ
の
原
因
で
あ
り
か
つ
他
者
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
馬
を
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盗
む
よ
う
命
令
し
た
の
に
牛
を
盗
ん
で
き
た
場
合
に
は
、
命
令
と
異
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
の
同
意
は
持
ち
込
み
得
な
い
。
と
い
う
の
は
、

少
な
く
と
も
、
そ
の
窃
盗
行
為
と
命
令
と
の
間
に
密
接
な
つ
な
が
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
。(

citin
g

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
8
.

）

(
�
）

Id
.

at
6

9
9
.

(

�
）

C
o

k
e
,

T
H

IR
D

IN
S

T
IT

U
T

E
(

1
8

1
7)

c.7
at

5
1
.:(

citin
g

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
9
.

）

(

�
）

H
ale

,
P

L
E

A
S

O
F

T
H

E
C

R
O

W
N

6
1

6

�61
7
.(

1
6

7
8)

:(
citin

g
S

ay
re

,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at
6

9
9
.

）

(

�
）

H
aw

k
in

s,
P

L
E

A
S

O
F

T
H

E
C

R
O

W
N
,

c.2
9
,§

2
2
,

at
4

4
4
.(

1
8

2
4
,

8
th

e
d
.)

:(
citin

g
S

ay
re

,
su

p
ra

n
o

te
1
,

at
6

9
9
.

）
な
お
、S

ay
re

は

H
aw

k
in

s

の
唯
一
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
貢
献
は
、
限
り
な
く
拡
大
す
る
共
犯
責
任
に
対
す
る
警
告
で
あ
る
と
す
る
。「
お
そ
ら
く
、
不
法

行
為
法
に
お
け
るH

o
lt

の
理
論
が
刑
法
に
採
り
入
れ
ら
れ
る
と
の
恐
れ
に
よ
り
誘
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る｣

。(
Id

.

）

(

�
）

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

9
9
.

(

�
）

B
lack

sto
n

e
,

su
p

ra
n

o
te

4
,

at
3

8
.

(

�
）
経
済
的
な
必
要
性
か
ら
、
民
事
事
件
で
あ
る

S
tam

p

事
件
で
は
「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
見
知
ら
ぬ
者
の
行
為
に
対
し
責

任
は
な
い
が
、
自
己
の
使
用
者
が
他
人
に
何
ら
か
の
損
害
を
与
え
る
場
合
、
お
よ
そ
自
己
の
仕
事
の
過
程
で
当
該
使
用
者
が
そ
の
権
限
で

行
為
し
た
と
想
定
さ
れ
れ
ば
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
れ
は
「
他
者
を
通
じ
て
行
う
者
は
、
自
己
を
通
じ
て
行
う
者
で
あ

る
」
と
の
格
言
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、
上
級
者
責
任
に
お
い
て
要
件
と
さ
れ
て
き
た
「
使
用
者
に
よ
る
明
確
な

命
令
・
斡
旋
」
要
件
は
排
除
さ
れ
、「
仕
事
の
過
程
」
や
「
使
用
者
の
範
囲
」
と
い
う
要
件
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
、

不
法
行
為
が
自
己
の
明
確
な
命
令
に
反
し
て
行
わ
れ
た
と
証
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
仕
事
の
過
程
や
命
令
の
範
囲
内
で
あ
れ
ば
当
該

使
用
人
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

H
o

lt

の
「
ほ
の
め
か
さ
れ
た
命
令
（im

p
lie

d
co

m
m

an
d)

」

理
論
で
あ
る
。(

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
6

8
9

�69
4
.

）
し
か
し
、
こ
の
民
事
理
論
は
刑
法
領
域
に
は
持
ち
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
す
で
に

こ
の
時
代
か
ら
、
上
級
者
責
任
（
代
位
責
任
）
と
共
犯
性
理
論
（
派
生
的
責
任
）
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(

	
）

S
ay

re
,

su
p

ra
n

o
te

1
,

at
7

0
0
.
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(

�
）

Id
.

at
6

3
4

�63
5
.:

F
le

tch
e

r

が
こ
こ
で
共
犯
と
類
似
す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
る
不
作
為
は
一
般
的
な
不
作
為
で
あ
っ
て
、
共
犯

に
お
け
る
不
作
為
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
不
作
為
も
共
犯
と
同
じ
く
「
例
外
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

上
の
意
味
は
な
い
。

(

�
）

Id
.

at
6

3
5
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

at
6

3
6
.

(

�
）

Id
.:

た
と
え
ば
模
範
刑
法
典
で
は§

2
.0

6
(

3

）
で
共
犯
（acco

m
p

lice

）
を
「
犯
罪
遂
行
に
お
け
る
他
者
の
」
と
し
、
正
犯
と
し
て

扱
わ
れ
る
こ
と
を
規
定
す
る
。
そ
こ
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
正
犯
と
事
前
共
犯
の
よ
う
な
区
別
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

(

�
）

Id
.:

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
条
文
上
、
共
犯
は
必
要
的
減
刑
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
訴
訟
ま
た
は
そ
の
説
示
に
お

い
て
共
犯
と
正
犯
を
同
等
に
扱
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
上
、
そ
の
処
罰
は
軽
減
さ
れ
て
い
る
。

(

�
）

Id
.

at
6

3
7
.

(

	
）

Id
.

at
6

3
8

�63
9
.:

も
っ
と
も
、F

le
tch

e
r

は
後
に
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
に
お
け
る
行
為
支
配
論
に
依
拠
す
る
こ
と
で
、
正
犯
の
実
行
行

為
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。(

Id
.

at
6

5
6

�65
7
.

）

(



）

Id
.

at
6

3
9
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

at
6

4
0
.

(


）
こ
の
「
広
義
の
共
犯
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
が
国
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
と
「
狭
義
の
共
犯
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
条
文
上
、
幇
助
と
教
唆
を
区
別
し
て
い
な
い
た
め
そ
の
二
つ
を
包
含
す
る
と
の
意
味
で
「
広
義
」
な
の
で
あ
る
。

(

�
）

F
le

tch
e

r,
su

p
ra

n
o

te
3

1
,

at
6

4
0
.

(

�
）

Id
.
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(

�
）

Id
.:

た
と
え
ば
、
助
言
（ad

v
ice

）
や
指
示
（in

stru
ctio

n)

、
ま
た
は
道
具
を
提
供
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
障
害
を
排
除
す
る
こ
と

な
ど
が
、
そ
の
援
助
概
念
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
。
模
範
刑
法
典
で
は
「
援
助
行
為
（aid

in
g)

」
ま
た
は
「
援
助
す
る
こ
と
を
試
み
る
行

為
（atte

m
p

tin
g

to
aid)

」
と
規
定
す
る
。(

M
P

C
§

2
.0

6
(

3)
(

a)
(�
)

）

(

�
）

Id
.

at
6

4
0

�

6
4

1
.:

こ
こ
で
の
提
供
者
は
認
識
し
つ
つ
犯
罪
に
寄
与
す
る
が
、
そ
こ
で
の
問
題
は
、
そ
の
提
供
者
が
、
顧
客
の
犯
罪
計

画
を
阻
止
す
る
た
め
に
通
常
の
商
業
取
引
か
ら
逸
脱
す
る
必
要
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。F

le
tch

e
r

は
こ
の
点
に
つ
き
未

遂
の
問
題
と
類
似
す
る
と
考
え
る
。(

Id
.

at
6

7
7

�68
2
.

）
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
問
題
は
主
観
的
要
件
（
メ
ン
ズ
・
レ
ア
）
の
問
題
に
還

元
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
模
範
刑
法
典
に
お
い
て
は
共
犯
の
未
遂
も
そ
の
処
罰
対
象
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
共
犯
は
未
完
成
犯
罪
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(

�
）

Id
.

at
6

4
1
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

B
lack

sto
n

e
,

su
p

ra
n

o
te

4
,

at
3

2
3

�
3

2
4
.:

こ
の
ル
ー
ル
は
、
共
犯
成
立
要
件
と
し
て
正
犯
の
有
罪
宣
告
を
包
含
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
し
こ
の
訴
訟
法
上
の
ル
ー
ル
は
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
時
代
に
排
除
さ
れ
た
。

(

�
）

F
le

tch
e

r,
su

p
ra

n
o

te
3

1
at

6
4

1
.

(

	
）

Id
.

at
6

4
1

�

6
4

2
.:

そ
れ
故
に
、
こ
こ
で

F
le

tch
e

r

が
提
示
し
た
「
広
義
の
共
犯
責
任
」
と
「
狭
義
の
共
犯
責
任
」
と
い
う
二
つ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
わ
が
国
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
「
制
限
従
属
性
説
」
と
「
極
端
従
属
性
説
」
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

(



）

Id
.

at
6

4
2
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(


）

Id
.

at
6

4
2

�

6
4

3
.
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(

�
）

Id
.

at
6

4
3
.

(
�
）

Id
.

at
6

4
4
.:

F
le

tch
e

r

が
そ
こ
で
挙
げ
る
判
例
は
、
わ
な
の
抗
弁
を
根
拠
に
正
犯
は
無
罪
と
さ
れ
た
が
、
共
犯
は
有
罪
で
あ
る
と
さ

れ
た
、U

n
ite

d
S

tate
s

v
.

A
zad

in
a

事
件
判
決
（4

3
6

F
.2

d
8

1
(

9
th

C
ir.

1
9

7
1)

）
や
共
犯
が
正
犯
を
強
制
し
た
場
合
に
、
共
犯
は
自
分

の
妻
に
対
す
る
強
姦
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
の
格
言
に
基
づ
い
た
、S

tate
v
.

H
ain

e
s

事
件
判
決
（5

1
.

L
a.

A
n

n
.

7
3

1
,

2
5

S
o
.

3
7

2

(
1

8
9

9))
、
あ
る
い
は
錯
誤
抗
弁
に
基
づ
き
正
犯
は
無
罪
と
さ
れ
た
が
、
共
犯
は
有
罪
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
、R

e
g

in
a

v
.

C
o

g
an

事
件

判
決
（[

1
9

7
6]

1
Q

.
B

.
2

1
7
.

）
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

K
ad

ish
,

su
p

ra
n

o
te

3
1
,

at
3

2
4

�

3
6

8
.

(

�
）

Id
.

at
3

2
4

�

3
2

5
,

4
0

4
.

(

�
）

Id
.

at
4

0
4
.

(

�
）

Id
.

(

	
）

Id
.

at
4

0
5
.

(



）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.:

こ
の
立
場
に
依
拠
す
れ
ば
、
第
二
行
為
者
（
正
犯
）
の
行
為
は
因
果
的
な
問
い
が
第
一
行
為
者
（
共
犯
）
に
責
任
を
問
う
た
め

に
は
突
き
抜
け
な
い
「
バ
リ
ア
ー
」
と
し
て
機
能
す
る
。
い
わ
ゆ
る
、
遡
及
禁
止
と
類
似
の
機
能
が
働
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

K
ad

ish

は
、
第
一
行
為
者
に
責
任
を
問
う
た
め
に
は
人
の
行
為
概
念
と
合
致
す
る
因
果
性
に
代
わ
る
代
替
理
論
が
必
要
で
あ
り
、
ま
さ

に
共
犯
性
が
理
論
上
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(


）

Id
.:

K
ad

ish

が
述
べ
る
よ
う
に
、
人
の
行
為
に
つ
き
自
律
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
因
果
性
は
他
者
の
行
為
が
完
全
に
自
由
意
志
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に
基
づ
く
場
合
、
他
者
の
行
為
対
す
る
影
響
を
扱
う
場
合
に
妥
当
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
一
般
的

に
、
他
者
の
行
為
を
惹
起
す
る
、
ま
た
は
他
者
が
言
う
ま
た
は
行
う
こ
と
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
ら
の
現
象
に
出
来
事
も
し
く
は
ハ
プ
ニ
ン
グ
あ
る
い
は
他
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
と
し
て
の
特
徴
が
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
、

広
義
の
因
果
関
係
は
継
続
す
る
現
象
相
互
の
関
連
性
を
考
慮
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
他
者
の
行
為
に
対
す
る
あ
る
者
の
影
響

を
扱
う
場
合
に
は
、
物
理
的
な
因
果
性
に
お
け
る
の
と
は
別
の
因
果
性
概
念
に
つ
き
言
及
す
る
こ
と
で
あ
る
。
法
に
お
い
て
は
、
人
の
行

為
が
物
理
的
な
世
界
に
お
い
て
結
果
を
生
み
出
す
方
法
は
、
あ
る
者
が
他
者
の
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
と
い
う
形
態
を
な
す
結
果
を
生

み
出
す
方
法
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.

at
3

3
7

�

3
3

8
.:

共
犯
が
寄
与
し
た
正
犯
の
法
違
反
に
よ
り
責
任
を
負
わ
せ
る
。
因
果
性
分
析
が
適
用
さ
れ
れ
ば
直
接
的
と
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
は
共
犯
責
任
は
直
接
的
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
は
正
犯
の
選
択
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
は
正
犯
の
行
為
で
あ
り
、
彼
の
も
の
で
あ
る
。
行
為
を
す
る
よ
う
正
犯
に
対
し
共
犯
行
為

(
aid

s
an

d
ab

e
ts

）
す
る
者
は
、
そ
の
行
為
に
つ
き
責
任
が
あ
る
と
さ
れ
う
る
が
、(

責
任
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
）
共
犯
が
そ
の
行
為
に

よ
っ
て
正
犯
の
行
為
を
惹
起
す
る
か
ら
で
も
な
く
、
ま
し
て
正
犯
の
行
為
が
共
犯
の
行
為
で
あ
る
か
ら
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯

の
責
任
は
正
犯
の
法
違
反
に
依
拠
す
る
と
の
意
味
で
派
生
的
（
従
属
的
）
で
あ
り
、
共
犯
自
身
の
行
為
で
あ
る
が
故
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
代
位
責
任
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.

at
4

0
5

�

4
0

6
.

(

�
）

Id
.

at
3

3
8

�

3
3

9
.:

例
え
ば
、
未
婚
の
男
性
は
自
分
自
身
で
は
重
婚
罪
を
実
行
し
得
な
い
が
、
未
婚
者
は
、
既
婚
者
に
重
婚
罪
を
実
行

す
る
よ
う
援
助
を
与
え
ま
た
は
援
助
す
る
こ
と
に
対
し
共
犯
と
し
て
重
婚
罪
で
有
罪
宣
告
さ
れ
う
る
し
、
ま
た
夫
は
自
分
の
妻
を
強
姦
し

得
な
い
が
、
夫
が
他
者
に
自
分
の
妻
を
強
姦
す
る
よ
う
援
助
ま
た
は
助
長
す
る
と
し
た
ら
、
そ
の
夫
は
他
者
に
よ
る
強
姦
に
つ
き
責
任
が

あ
る
と
さ
れ
う
る
。
こ
れ
ら
の
責
任
は
、
論
理
的
に
「
共
犯
の
責
任
は
、
正
犯
の
責
任
に
依
拠
す
る
」
と
の
前
提
か
ら
判
断
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
は
自
分
自
身
で
法
違
反
し
え
な
い
が
故
に
、
共
犯
責
任
は
派
生
的
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
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(

�
）

Id
.

at
4

0
6
.:

こ
こ
で
の
問
題
は
「
要
素
従
属
性
」
の
問
題
と
し
て
理
解
さ
れ
、K

ad
ish

は
こ
の
点
を
共
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
理

解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
�
）

Id
.:

共
犯
成
立
要
件
と
し
て
ど
の
要
素
を
要
求
す
る
と
し
て
も
、
犯
罪
を
遂
行
す
る
正
犯
が
存
在
す
る
限
り
、
従
属
的
な
意
味
を
持

つ
派
生
性
の
前
提
は
崩
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
視
点
は
、
わ
が
国
の
言
葉
で
言
い
換
え
れ
ば
「
実
行
従
属
性
」
の
レ
ベ
ル
と
し
て

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、K

ad
ish

は
派
生
性
の
中
身
の
問
題
と
し
て
二
つ
の
異
な
っ
た
レ
ベ
ル
か
ら
分
析
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

at
3

5
4
.:

民
事
代
理
法
に
お
け
る
合
意
概
念
に
基
づ
く
責
任
は
、
本
人
（
刑
法
で
い
う
共
犯
）
が
そ
の
目
的
で
権
限
を
与
え
た
代

理
人
（
刑
法
で
い
う
正
犯
）
の
行
為
に
拘
束
さ
れ
る
と
の
「
合
意
」
に
本
質
的
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
他
者
の
犯
罪
行

為
を
促
進
す
る
よ
う
に
意
図
的
に
行
動
す
る
こ
と
で
、
共
犯
は
正
犯
と
同
一
化
す
る
と
の
仮
定
も
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
共

犯
は
正
犯
の
行
為
に
権
限
を
与
え
、
共
犯
者
自
身
の
行
為
と
し
て
承
諾
す
る
。
そ
れ
故
に
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
不
法
の
行
為
が
為
さ

れ
る
こ
と
を
助
言
も
し
く
は
命
令
し
た
共
犯
は
、
ま
さ
に
そ
の
共
犯
行
為
か
ら
生
じ
る
す
べ
て
の
結
果
に
つ
い
て
「
共
犯
」
と
し
て
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�
）

Id
.:

共
犯
性
は
そ
の
性
質
上
、
因
果
性
と
同
様
に
結
果
を
要
求
す
る
が
故
に
、
未
完
成
責
任
の
理
論
一
つ
で
は
な
い
。
正
犯
が
法
違

反
行
為
を
し
な
い
と
す
れ
ば
、
共
犯
に
責
任
を
問
う
た
め
の
違
法
性
が
存
在
し
な
い
。
こ
の
特
徴
に
加
え
、
結
果
要
件
に
は
も
う
一
つ
の

特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
正
犯
に
よ
る
違
法
行
為
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
共
犯
の
行
為
が
そ
れ
に
寄
与
す
る

こ
と
に
成
功
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。(

Id
.

at
3

5
5

�35
6
.

）

(

�
）

Id
.

at
4

0
6

�40
7
.:

そ
こ
で
は
、
成
功
し
た
寄
与
を
正
犯
の
犯
行
に
寄
与
し
得
た
で
あ
ろ
う
寄
与
と
理
解
す
る
。「
寄
与
し
得
た
で
あ

ろ
う
」
と
す
る
こ
と
で
、
影
響
や
援
助
が
な
け
れ
ば
正
犯
は
現
に
行
っ
た
通
り
に
行
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
「
可
能
性
」
が
意
味

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
因
果
性
と
は
異
な
り
、
共
犯
で
は
、
仮
定
的
消
去
法
に
よ
る
条
件
関
係
（b

u
t-fo

r
re

latio
n

sh
ip

）
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の
証
明
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
共
犯
が
正
犯
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
ま
た
は
援
助
す
る
の
に
失
敗
し
て
も
、
共
犯
責
任

が
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
し
て
も
共
犯
行
為
が
成
功
し
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
い
か
な
る
責
任
も

な
い
け
れ
ど
も
、
事
実
が
成
功
の
可
能
性
を
立
証
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。(

Id
.

at
3

5
9
.

）

(

�
）

Id
.

at
4

0
7
.:

あ
ら
ゆ
る
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
者
は
予
測
不
可
能
な
要
因
で
あ
る
。
自
由
意
志
の
あ
る
行
為
者
は
好
き
な
よ
う
に

影
響
や
訴
え
に
反
応
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
は
共
犯
の
影
響
の
影
響
が
な
け
れ
ば
そ
の
行
為
を
選
択
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う

こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
必
然
的
に
そ
う
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
各
人
は
、
影
響
が
な
く
と
も
そ
の
行
為
す
る
こ
と
を
常
に
選
び

え
る
か
ら
、
そ
う
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
「
可
能
性
」
が
常
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
ど
の
自
然
法
則
も
こ
の
問
題

を
解
決
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
物
理
的
な
因
果
性
の
意
味
で
の
条
件
関
係
は
人
の
行
為
を
何
ら
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の

意
味
で
は
、
人
の
行
為
を
別
に
見
る
立
場
に
お
い
て
意
志
行
為
（acts

o
f

w
ill

）
の
十
分
条
件
は
な
い
し
、
認
識
や
非
拘
束
な
ど
を
除
け

ば
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
自
由
な
意
志
行
為
が
あ
り
え
な
い
と
の
必
要
条
件
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。(

Id
.

at
3

6
0

�36
1
.

）

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.:

近
接
性
（p

ro
x

im
ate

）
ま
た
は
疎
遠
性
（re

m
o

te

）
と
い
う
問
題
は
因
果
性
に
お
け
る
問
題
だ
け
で
な
く
、
共
犯
性
に
お
け
る

問
題
で
も
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
に
お
い
て
は
よ
り
疎
遠
的
な
可
能
性
の
レ
ベ
ル
で
足
り
る
が
、
共
犯
性
と
因
果
性

は
行
為
者
の
寄
与
と
の
条
件
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
た
結
果
に
対
す
る
非
難
を
確
定
す
る
同
種
の
機
能
を
持
つ
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
関
係
性
が
疎
遠
的
で
あ
り
す
ぎ
る
た
め
に
因
果
関
係
を
立
証
す
る
に
足
り
な
い
場
合
の
よ
う
な
こ
と
が
、
共
犯
性
に
も
存
在
す
る
と

の
仮
定
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
の
寄
与
が
予
見
し
え
な
い
よ
う
な
方
法
で
、
あ
る
い
は
偶
然
的
な
方
法
成
功
す
る
場
合
、

そ
れ
ら
の
方
法
が
共
犯
の
責
任
を
否
定
す
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。(

Id
.

at
3

6
6

�36
8
.

）

(

�
）

D
re

ssle
r,

su
p

ra
n

o
te

3
1

at
1

2
0

�13
0
.

(

�
）

Id
.

at
9

2
.

(

�
）

Id
.
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(

�
）

Id
.

at
9

3
.

(
�
）

Id
.

at
1

0
8

�

1
2

0
.

(
�
）

Id
.

at
1

2
1
.

(

�
）

Id
.

at
1

2
2

�

1
2

3
.

(

�
）

Id
.

at
1

2
2
.:

犯
罪
を
行
う
前
に
、
犯
罪
を
賞
賛
す
る
こ
と
や
ご
飯
を
作
っ
た
り
、
あ
る
い
は
服
を
提
供
す
る
よ
う
な
関
与
者
が
非
実

体
的
関
与
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
問
題
が
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.

at
1

2
3
.

(

�
）

Id
.

(

	
）

Id
.

at
1

2
4
.:

つ
ま
り
、
他
者
を
支
配
す
る
関
与
者
は
、
民
事
上
の
本
人
概
念
に
妥
当
す
る
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
に
と
っ
て
必
要
な
原

因
と
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
支
配
が
な
け
れ
ば
、
犯
罪
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(



）

Id
.:

D
re

ssle
r

は
、
支
配
を
欠
く
者
が
危
害
と
因
果
的
に
結
び
つ
き
、
高
度
に
危
険
な
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.:

し
た
が
っ
て
、
犯
罪
の
本
質
的
要
素
の
す
べ
て
が
証
明
さ
れ
た
場
合
、
因
果
的
共
犯
は
共
同
実
行
者
（
共
同
正
犯
）
に
も
な
り

う
る
者
を
も
包
含
す
る
こ
と
に
な
る
。

(

�
）

Id
.:

D
re

ssle
r

は
こ
の
「
非
因
果
的
共
犯
の
危
害
」
を
、
未
遂
罪
あ
る
い
は
共
謀
罪
と
い
う
未
完
性
犯
罪
の
危
害
と
同
じ
よ
う
に
定

義
す
る
の
が
難
し
い
と
す
る
。
特
定
の
危
害
が
生
じ
て
も
あ
る
い
は
生
じ
な
く
て
も
、
実
行
行
為
者
が
そ
の
危
害
を
惹
起
さ
せ
よ
う
と
す

る
行
為
に
関
与
す
る
点
で
不
法
な
危
険
性
が
存
在
す
る
。
そ
れ
故
に
、
犯
罪
を
遂
行
し
よ
う
と
し
た
実
行
行
為
者
が
未
遂
に
つ
き
処
罰
さ

れ
る
よ
う
に
、
非
因
果
的
共
犯
も
、
実
行
行
為
者
が
そ
の
共
犯
行
為
が
な
く
と
も
生
じ
た
で
あ
ろ
う
危
害
を
惹
起
す
る
こ
と
に
対
し
共
犯

行
為
し
よ
う
と
し
た
が
故
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
共
犯
行
為
は
現
実
に
危
害
を
惹
起
す
る
ほ
ど
の
有
害
さ
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
非
因
果
的
共
犯
に
つ
い
て
は
、
未
完
成
犯
罪
に
お
け
る
定
義
に
類
似
す
る
も
の
と
な
る
。

(


）

Id
.
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(

�
）

Id
.:

ほ
と
ん
ど
の
犯
罪
は
ま
た
民
事
上
の
違
法
ま
た
は
不
法
で
あ
る
。
犯
罪
者
は
州
か
ら
刑
罰
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
被

害
者
側
か
ら
も
損
害
賠
償
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
不
法
行
為
法
は
ま
さ
に
刑
法
と
類
似
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
�
）

Id
.

(

�
）

Id
.:

す
な
わ
ち
、
一
誤
表
示
は
ま
さ
に
一
、
〇
〇
〇
ド
ル
の
損
害
が
あ
り
、
二
つ
に
な
る
と
全
体
で
一
〇
〇
ド
ル
し
か
加
わ
ら
ず
、

三
つ
に
な
れ
ば
た
っ
た
一
〇
ド
ル
だ
け
で
あ
り
、
四
つ
で
は
一
ド
ル
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。

(

�
）
そ
れ
故
に
、
各
被
告
人
は
一
ド
ル
に
対
し
て
の
み
責
任
が
問
わ
れ
、
そ
の
被
害
者
ら
は
四
ド
ル
だ
け
を
回
収
し
、
差
し
引
き
一
、
一

〇
七
ド
ル
の
損
害
が
償
わ
れ
な
い
ま
ま
と
な
る
。

(

�
）

Id
.

at
2

5
4
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

	
）

Id
.

(



）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.:

限
界
効
用
逓
減
の
法
則
と
は
、「
消
費
量
の
増
加
に
伴
っ
て
限
界
効
用
は
次
第
に
減
少
し
て
い
く
と
い
う
、
効
用
関
数
の
形
状

に
つ
い
て
の
仮
定
」
と
さ
れ
て
い
る
。(

金
森
久
雄
・
荒
憲
治
郎
・
森
口
親
司
「
経
済
辞
典
（
第
四
版)

」(

二
〇
〇
二
）
三
一
七
頁
）
単

純
に
言
え
ば
、
一
回
目
の
消
費
で
は
満
足
す
る
が
、
何
回
か
繰
り
返
す
う
ち
に
そ
の
満
足
度
が
低
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(


）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

A
sh

w
o

rth
,

su
p

ra
n

o
te

3
1
,

at
4

3
5

�43
8
.
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(

�
）

Id
.

at
4

3
5
.

(
�
）

Id
.

at
4

3
5

�

4
3

6
.:

以
下
で
挙
げ
た
事
例
の
他
に
もA

sh
w

o
rth

はD
D

P
v
.

K
an

d
B

事
件
（[

1
9

9
7]

1
C

r
A

p
p

R
3

6

）
を
取
り
上

げ
る
。
そ
の
事
件
は
一
四
歳
と
一
一
歳
の
二
人
の
少
女
が
、
他
の
少
女
（
一
四
歳
）
に
服
を
脱
ぎ
、
少
年
と
性
交
す
る
よ
う
脅
迫
・
強
要

し
た
事
件
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
少
年
は
誰
か
分
か
ら
な
か
っ
た
し
、
年
齢
も
分
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
弁
護
士
は
「
少
年
が
仮

に
一
四
歳
以
下
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、(

そ
の
際
一
〇
歳
か
ら
一
四
歳
の
少
年
に
適
用
さ
れ
る
刑
事
責
任
無
能
力
（d

o
li

in
cap

ax

）
の
推
定

の
故
に
）
強
姦
罪
の
正
犯
と
し
て
の
有
罪
宣
告
に
対
し
責
任
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
主
張
し
た
。
し
か
し
裁
判
所
は
「
少
年
が
正
犯

と
し
て
有
罪
宣
告
さ
れ
え
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
二
人
の
少
女
は
強
姦
を
助
長
し
た
こ
と
に
つ
き
有
罪
宣
告
さ
れ
え
な
い
の
か
」
と
い

う
問
題
に
つ
き
有
罪
宣
告
し
う
る
と
判
断
し
た
。

(

�
）

[
1

9
5

2]
3

6
C

r.
A

p
p

R
.

1
2

5
.

(

�
）

[
1

9
7

6]
1

Q
.

B
.

2
1

7
.:

も
っ
と
も
こ
の

C
o

g
an

事
件
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
説
明
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
詳
し
く
は
次
章
・
注

(

�
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

�
）

A
sh

w
o

rth
,

su
p

ra
n

o
te

3
1
,

at
4

3
6
.

(

�
）

Id
.:

た
と
え
ば
、「
バ
ス
の
車
掌
が
、
後
ろ
が
見
え
な
い
運
転
手
に
対
し
安
全
で
あ
る
と
不
注
意
に
指
示
し
た
た
め
に
、
何
人
か
が

バ
ス
に
轢
か
れ
た
」
と
い
う
事
例
で
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
車
掌
に
対
す
る
信
頼
が
過
失
と
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
運
転
手
を
無
罪

と
し
、
そ
れ
故
に
共
犯
と
し
て
車
掌
も
有
罪
と
さ
れ
え
な
い
と
し
た
。(

T
h

o
rn

to
n

v
.

M
itch

e
ll,[

1
9

4
0]

1
A

ll
E

.
R

.
3

3
9
.

）
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
不
法
か
ら
の
派
生
に
緩
和
し
た
と
し
て
も
、
こ
の
判
決
を
覆
す
も
の
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

	
）

Id
.:

つ
ま
り
、B

o
u

rn
e

は
自
己
の
脅
迫
に
基
づ
き
自
分
の
妻
が
行
為
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
し
、L

e
ak

は
自
己
の
う
そ
に
基

づ
きC

o
g

an

が
行
為
し
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(



）

Id
.

at
4

3
7
.

(

�
）

Id
.
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(

�
）

Id
.

(
�
）

Id
.

(
�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

at
4

3
7

�
4

3
8
.

(

�
）

Id
.

at
4

3
8
.

(

	
）

Id
.

(



）

Id
.

(

�
）

Id
.

五

現
代
共
犯
理
論
の
諸
相

前
章
に
お
い
て
、
模
範
刑
法
典
成
立
以
降
に
お
け
る
主
要
な
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
を
い
く
つ
か
見
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら

の
理
論
を
個
別
に
精
査
す
る
こ
と
も
必
要
で
は
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
つ
き
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

事
実
か
ら
す
れ
ば
、
精
査
す
る
前
に
、
そ
の
相
互
の
位
置
関
係
を
示
す
作
業
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
前
章

で
紹
介
し
た
共
犯
理
論
の
体
系
的
な
整
理
を
試
み
る
。
す
な
わ
ち
、「
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
体
系
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
」
で
あ
る
。
で

は
、
整
理
す
る
た
め
の
「
も
の
さ
し
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
整
理
の
基
準
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
よ

う
に
位
置
関
係
を
測
る
た
め
の
「
も
の
さ
し
」
は
、
で
き
る
限
り
主
観
的
な
基
準
で
は
な
く
客
観
的
な
基
準
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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と
い
う
の
は
、
主
観
的
な
「
も
の
さ
し
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
整
理
は
偶
然
的
な
も
の
あ
る
い
は
限
定
的
な
も
の
と
な
り
、

そ
の
位
置
関
係
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
で
は
、
客
観
的
な
「
も
の
さ
し
」
と
な
り
う
る
も
の
は
何

で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
客
観
的
な
基
準
で
あ
る
と
す
る
以
上
、
何
ら
か
の
事
実
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
故
に
、

ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
お
い
て
ど
の
理
論
も
認
め
る
共
通
の
事
実
で
あ
り
、
か
つ
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
整
理
を
目
的
と
す
る
以

上
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
と
っ
て
普
遍
的
で
本
質
的
な
事
実
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
で
は
こ
の
事
実
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
の

二
つ
の
基
準
を
包
含
す
る
事
実
に
値
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
派
生
的
責
任
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

(

１)

と
い
う
の
は
、
こ
の
派
生
的

責
任
が
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
核
で
あ
っ
た
こ
と
は
歴
史
的
に
も
明
ら
か
で
あ
る
し
、
た
と
え
ば
「
正
犯
が
存
在
し
な
け
れ
ば
共
犯

も
存
在
し
え
な
い
」
と
の
意
味
で
、
一
般
的
に
共
有
し
う
る
価
値
判
断
と
し
て
も
本
質
的
な
事
実
で
あ
る
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。

１

「
も
の
さ
し
」
た
る
派
生
的
責
任
と
そ
の
定
義

そ
こ
で
、
こ
の
派
生
的
責
任
を
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
そ
の
整
理
を
試
み
る
が
、
で
は
ど
の
派
生
的
責
任
を
そ
の
「
も
の
さ
し
」

と
す
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
前
章
で
紹
介
し
た
共
犯
理
論
の
内
の
一
つ
の
派

生
的
責
任
を
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
も
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
最
も
年
代
が
古
い

F
le

tch
e

r
(

２)

の
派
生
的
責

任
を
そ
の
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
に
す
る
。
で
は
、F

le
tch

e
r

の
派
生
的
責
任
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
か
。

F
le

tch
e

r

は
「
刑
事
責
任
の
生
じ
る
基
本
的
な
ケ
ー
ス
は
通
常
、
正
当
化
事
由
ま
た
は
免
責
事
由
の
い
ず
れ
も
伴
わ
な
い
で
禁
止

規
範
に
違
反
す
る
場
合
に
生
じ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
正
確
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
不
作
為
と

共
犯
で
あ
る
」
と
し
、

(

３)

不
作
為
と
共
犯
の
そ
の
例
外
た
る
地
位
に
基
づ
く
共
通
性
に
着
目
し
て
い
た
。

(

４)

神戸学院法学 第34巻第３号

102



(779)

こ
の
共
通
性
か
ら
、
不
作
為
と
共
犯
責
任
は
直
接
責
任
と
区
別
さ
れ
る
派
生
責
任
に
類
型
化
さ
れ
、
そ
こ
で
は
直
接
責
任
と
の
対

比
に
よ
り
、
必
然
的
に
形
式
的
意
味
と
実
質
的
意
味
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
包
含
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

５)

ま
ず
、
責
任
は
、
不
作
為

や
共
犯
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
行
為
自
体
で
は
「
処
罰
さ
れ
う
る
規
範
違
反
を
構
成
す
る
に
足
り
な
い
」
と
の
形
式
的
意
味

で
派
生
的
と
な
る
必
要
が
あ
る
。

(

６)

す
な
わ
ち
、
派
生
的
責
任
は
因
果
性
の
補
足
原
理
と
し
て
責
任
を
拡
張
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
、
責
任
は
行
為
者
と
行
為
者
が
責
任
を
問
わ
れ
う
る
独
自
の
因
果
経
過
と
の
間
の
「
因
果
的
つ

な
が
り
」
と
の
実
質
的
意
味
で
派
生
的
と
な
る
必
要
が
あ
る
。

(

７)

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
派
生
性
と
は
、
形
式
的
意
味
に
お
い
て
、
責
任
を
拡
張
す
る
た
め
の
因
果
性
補
足
原
理
と
し
て
の
派
生

性
で
あ
り
、
実
質
的
意
味
に
お
い
て
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
で
派
生
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
端
的
に
言

え
ば
、
こ
れ
ら
は
、
共
犯
の
処
罰
条
件
た
る
従
属
性
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
行
為
そ
れ
自
体
は
犯
罪
で

は
な
い
こ
と
か
ら
、
共
犯
に
責
任
を
問
う
た
め
に
「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、F

le
tch

e
r

は
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
「
広
義
の
共
犯
責
任
」
理
論
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
は
「
正
犯
の
不
法
行

為
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
派
生
性
を
用
い
て
い
た
。
で
は
、
こ
の
「
正
犯
の
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
」
と
「
正
犯
の
犯
罪
遂

行
か
ら
の
派
生
」
と
は
同
じ
意
味
で
用
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、F

le
tch

e
r

が
何
を
議
論
す
る
た
め
に
「
広
義
の
共
犯

責
任
理
論
」
を
必
要
と
し
て
い
た
の
か
振
り
返
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

F
le

tch
e

r

の
問
題
意
識
は
ア
メ
リ
カ
法
域
（
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
）
に
お
け
る
法
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

ド
イ
ツ
で
は
共
犯
は
正
犯
よ
り
も
軽
減
し
て
処
罰
す
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
法
域
で
は
共
犯
も
正
犯
と
同
様
に
扱
う
。
そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
、
ア
メ
リ
カ
法
域
に
お
い
て
も
、
こ
の
派
生
性
を
用
い
る
こ
と
で
裁
判
官
が
裁
量
を
持
つ
根
拠
と
な
り
、
結
果
的
に
共

犯
を
軽
減
し
た
形
で
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
。

(

８)

つ
ま
り
、
因
果
性
に
お
い
て
補
足
原
理
を
用
い
ら
な
け
れ
ば
責
任
を
問
え
な
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い
よ
う
な
者
を
共
犯
者
と
位
置
づ
け
、
そ
し
て
そ
の
共
犯
者
独
自
の
因
果
的
な
つ
な
が
り
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
共
犯
の
責
任
を
正

犯
の
責
任
よ
り
も
軽
減
し
て
問
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

で
は
そ
の
軽
減
の
た
め
の
論
理
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。F

le
tch

e
r

は
こ
こ
で
①
共
犯
行
為
の
不
法
性
の
軽
減
②
共
犯
行
為

の
有
責
性
の
軽
減
、
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
と
す
る
。

(

９)

換
言
す
れ
ば
、
共
犯
の
寄
与
度
と
い
う
客
観
面
と
共
犯
の
主
観

的
な
態
度
と
い
う
主
観
面
の
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
①
の
側
面
か
ら
は
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
の
定
義
を
満
た
さ
な
い
あ
ら
ゆ
る
行
為

者
は
共
犯
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
実
際
に
犯
罪
を
遂
行
し
な
い
共
同
実
行
者
を
も
包
含
す
る
た
め
に
共
犯
の
範

疇
を
拡
張
す
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
犯
罪
の
要
素
を
満
た
す
よ
う
自
分
自
身
で
は
行
為
し
な
い
間
接
正
犯
を
正
犯
の
範
疇
か
ら
排
除

し
共
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
従
え
ば
、
共
犯
者
の
犯
罪
に
対
す
る
因
果
的
な
寄
与
度
を
重
視
す
る
こ
と
に

も
な
る
。
た
と
え
ば
、
拳
銃
を
提
供
す
る
者
は
、
実
際
に
拳
銃
の
引
き
金
を
引
く
者
よ
り
も
寄
与
度
が
低
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
実
際
に
は
因
果
的
な
寄
与
度
を
測
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
見
張
り
は
、
共
犯
者
な
の
か
共
同
実
行

者
な
の
か
を
因
果
的
な
寄
与
度
で
計
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
側
面
は
そ
の
軽
減
の
た
め
の
理
論
的
根
拠
と

し
て
は
乏
し
い
。

(

�)

で
は
、
②
の
側
面
に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
側
面
か
ら
は
、
行
為
者
が
そ
の
行
為
は
「
自
己
の
行
為
」
で
あ
る

と
考
え
れ
ば
「
正
犯
者
」
と
な
り
、
他
方
「
他
者
の
行
為
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
「
共
犯
者
」
と
な
る
。F

le
tch

e
r

は
主

観
的
過
ぎ
る
と
し
て
こ
の
側
面
は
機
能
し
え
な
い
と
す
る
一
方
で
、

(
�)

ド
イ
ツ
の
「
行
為
支
配
論
（T

ath
e

rrsch
aftsle

h
re)

」
か
ら
の

説
明
に
注
目
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
共
犯
理
論
に
お
い
て
主
観
説
が
否
定
さ
れ
て
き
た
一
方
で
、
上
位
概
念
と
し
て
の
行
為
支
配

論
が
通
説
と
な
っ
て
き
た
状
況
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
行
為
支
配
論
に
よ
れ
ば
、
実
行
行
為
の
基
準
を
犯
罪
行
為
の
実
行
へ
の
支
配
（h

e
g

e
m

o
n

y

）
あ
る
い
は
統
制
（co

n
tro

l

）
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と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
、
共
犯
行
為
を
「
支
配
ま
た
は
統
制
を
欠
く
行
為
」
と
消
極
的
に
定
義
す
る
こ
と
に
な
る
。F

le
tch

e
r

は

こ
の
行
為
支
配
論
が
処
罰
条
件
と
し
て
の
派
生
性
、
す
な
わ
ち
「
共
犯
責
任
は
共
犯
の
行
為
と
正
犯
の
行
為
と
の
因
果
的
な
つ
な
が

り
を
根
拠
と
す
る
」
と
の
派
生
性
に
合
致
す
る
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
正
犯
は
犯
罪
遂
行
を
支
配
す
る
が
故
に
（
犯
罪
結
果
と
の
）
因

果
的
な
つ
な
が
り
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
共
犯
は
支
配
し
て
い
な
い
犯
罪
遂
行
を
惹
起
し
え
な
い
が
故
に
（
正
犯
の
行
為
と
の
）

独
自
の
因
果
的
な
つ
な
が
り
が
問
題
と
な
る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

F
le

tch
e

r

は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
こ
の
行
為
支
配
論
の
論
理
的
根
拠
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
犯
概
念
に
求
め
る
。
そ
こ
で
は

「
Ｆ
が
実
際
に
実
行
す
る
行
為
者
で
あ
り
、
Ｒ
は
そ
の
背
後
者
で
あ
る
」
場
合
に
、
民
事
法
領
域
で
考
慮
さ
れ
る
正
犯
概
念
を
そ
の

根
拠
と
し
て
論
証
す
る
。

(

�)

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
刑
法
に
お
い
て
は
、
Ｆ
が
正
犯
と
な
り
Ｒ
は
共
犯
と
な
る
が
、
民
事
法
に
お
い
て

は
、
Ｒ
が
常
に
正
犯
で
あ
り
Ｆ
は
そ
の
代
行
者
と
な
る
。
こ
の
逆
転
現
象
は
、
刑
法
上
、
犯
罪
に
お
い
て
正
犯
は
現
場
で
の
行
為
者

で
あ
り
、
別
の
犯
罪
行
為
を
遂
行
す
る
か
ど
う
か
の
最
終
的
な
判
断
を
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
正
犯
と
そ
の
代
行
者
と
い
う
民
事

上
の
関
係
に
お
い
て
は
、
正
犯
は
そ
の
背
後
に
残
り
、
代
行
者
の
行
為
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
民
事
代
理
法
に
お
い
て
、
Ｆ
が
自
律
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
代
行
者
で
は
な
く
独
立
の
契
約
者
と

な
り
、
そ
れ
故
に
独
立
の
契
約
者
�
の
不
法
行
為
責
任
は
そ
の
背
後
者
の
Ｒ
に
は
問
わ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
も
は

や
Ｆ
は
正
犯
で
あ
る
Ｒ
の
意
思
の
延
長
と
し
て
行
為
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。F

le
tch

e
r

は
ま
さ
に
こ
の
主
観
的
な
「
意
思
」
が

行
為
支
配
論
と
合
致
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
正
犯
（
代
行
者
）
と
共
犯
（
背
後
者
）
の
役
割
の
逆
転
現
象
が
ポ

イ
ン
ト
と
な
ろ
う
。「
刑
法
と
民
事
法
に
お
け
る
正
犯
概
念
の
比
較
が
、
ド
イ
ツ
行
為
支
配
論
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
正
犯
概

念
と
の
類
似
性
を
根
拠
付
け
る
」
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、F

le
tch

e
r

は
、
行
為
支
配
論
や
こ
の
民
事
上
の
理
論
、
す
な
わ
ち
、
代
行

者
の
行
為
の
故
に
正
犯
の
責
任
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
民
事
の
世
界
で
は
意
味
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
刑
法
の
領
域
に
取
り
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込
ん
だ
場
合
に
、
犯
罪
を
実
行
す
る
行
為
者
に
よ
る
自
律
的
行
為
と
い
う
事
実
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、

F
le

tch
e

r

に
従
え
ば
、
そ
の
限
界
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
共
犯
と
間
接
正
犯
（p

e
rp

e
trato

r-b
y
-m

e
an

s

）
と
の
区
別
が
問
題
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で

F
le

tch
e

r

は
、
犯
罪
計
画
の
実
行
の
支
配
者
に
関
す
る
こ
の
曖
昧
さ
は
、
共
犯
と
間
接
正
犯
が
交
錯
す
る
事
例
に
お
い

て
最
も
顕
著
に
表
れ
る
と
し
て
、
先
に
挙
げ
た
正
犯
と
背
後
者
の
関
係
性
を
も
と
に
、
正
犯
の
行
為
が
不
法
で
あ
る
が
免
責
さ
れ
る

場
合
、
正
犯
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
が
故
に
不
法
で
は
な
い
場
合
、
そ
し
て
正
犯
の
行
為
が
形
式
上
適
法
で
あ
る
場
合
と
い
う
三

つ
の
事
例
を
挙
げ
、
背
後
者
が
共
犯
と
し
て
あ
る
い
は
正
犯
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
検
討
す
る
。

(

�)

そ
の
中
の
一

つ
「
正
犯
の
行
為
は
不
法
で
あ
る
が
免
責
さ
れ
る
場
合
」
に
お
け
る

F
le

tch
e

r

の
解
決
法
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
こ
と
で

F
le

tch
e

r

の
見
解
を
明
ら
か
に
す
る
。

こ
の
場
合
に
、
ま
ず
犯
罪
行
為
を
援
助
し
た
背
後
者
を
「
共
犯
」
と
し
て
責
任
を
問
う
た
め
に
は
、F

le
tch

e
r

の
言
う
、
広
義
の

共
犯
責
任
理
論
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
犯
が
免
責
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、C

o
g

an

は

L
e

ak

が
自
分
の
妻
が
同

意
し
て
い
た
と
述
べ
た
こ
と
を
信
じ
て

L
e

ak

の
妻
と
性
交
し
た
が
、
実
際
に
は
そ
の
同
意
は
な
く
、
ま
た

L
e

ak

も
自
分
の
妻
が

同
意
し
て
い
な
か
っ
た
と
認
識
し
て
い
た

C
o

g
an

事
件
に

(
�)

お
い
て
、C

o
g

an

は
強
姦
罪
で
有
罪
宣
告
さ
れ
、L

e
ak

は
そ
の
共
犯
と

さ
れ
た
が
、
そ
の
控
訴
審
で

C
o

g
an

の
有
罪
宣
告
は
錯
誤
抗
弁
に
基
づ
き
破
棄
さ
れ
た
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、
ま
さ
に
共
犯
と
し

て
の

L
e

ak

の
有
罪
宣
告
が
な
お
維
持
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、F

le
tch

e
r

の
広
義
の
共
犯
責
任

理
論
に
依
拠
す
れ
ば
、C

o
g

an

の
行
為
が
不
法
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
問
題
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
実
際
、
イ

ギ
リ
ス
裁
判
所
は
、
た
と
え

C
o

g
an

が
強
姦
行
為
に
つ
き
責
任
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
は
実
際
に
強
姦
さ
れ
た
の
は
事

実
で
あ
る
か
ら
、
不
法
な
行
為
で
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

(

�)

そ
の
意
味
で
は
、F

le
tch

e
r

の
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
用
い
よ
う
と
し
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た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
は
、L

e
ak

は
実
行
行
為
者
で
あ
り

C
o

g
an

は
単
な
る
「
犯
罪
目
的
を
助
長
す
る
た
め
の
道
具
」

で
あ
る
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
も
し
た
。

(

�)

つ
ま
り
、
伝
統
的
な
派
生
的
責
任
に
よ
れ
ば
、
正
犯
が
免
責
さ
れ
て
い
る
た
め
に

そ
の
派
生
の
根
拠
が
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
正
犯
と
し
て
処
罰
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆

し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
の
前
提
に
は
「
共
犯
で
な
い
な
ら
ば
正
犯
で
」
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
伺
え
る
。
た
と
え

L
e

ak

の
寄
与
が
共
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
だ
け
の
寄
与
に
満
た
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
実
際

の
正
犯
（C

o
g

an

）
が
免
責
さ
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
寄
与
行
為
と
い
う
事
実
が

L
e

ak

を
正
犯
と
し
て
扱
う
に
十
分
と
な
る
と
考
え

た
の
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
行
為
支
配
論
に
依
拠
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
間
接
正
犯
で
あ
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
そ
こ
で
の
必
要
条
件
は
、L

e
ak
が
問
題
と
な
っ
た
性
交
に
お
い
て
支
配
的
な
関
与
者
で
あ
っ
た
と
い
う
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
そ
の
行
為
の
そ
ば
に
居
る
あ
る
い
は
見
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
支
配
論
に
依
拠
し
て

L
e

ak

を
間

接
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
た
め
に
は
、C

o
g

an

は
L

e
ak

の
意
志
に
支
配
さ
れ
た
道
具
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
。

(

�)

こ
の
点
に
つ
き
、
間
接
正
犯
と
し
て
位
置
づ
け
る
た
め
に
、
実
際
に
そ
の
行
為
を
し
な
い
関
与
者
は
「
道
具
」
を
支
配
す

る
必
要
が
あ
る
と
の
前
提
を
支
持
す
る
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
先
例
も
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
支
配
や
統
制
が
正
犯
概
念
、
特

に
代
理
人
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
正
犯
概
念
に
お
い
て
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
と
理
由
付
け
て
い
た
。

(

�)

模
範
刑
法
典
も

ま
た
間
接
正
犯
が
「
無
辜
ま
た
は
答
責
性
な
き
者
に
『
禁
止
さ
れ
た
』
行
為
に
取
り
組
む
よ
う
に
惹
起
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
要
求

す
る
。

(

�)さ
ら
に
、
間
接
正
犯
の
条
件
と
し
て
因
果
性
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
派
生
性
に
も
合
致
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
共
犯
責
任
を
正
犯
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責
任
と
区
別
す
る
も
の
は
、
不
作
為
と
同
様
に
疎
遠
な
因
果
性
の
連
鎖
で
あ
る
。
行
為
支
配
論
に
よ
れ
ば
、
共
犯
は
結
果
に
寄
与
す

る
が
、
犯
罪
の
完
遂
を
導
く
過
程
の
支
配
を
欠
く
者
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
は
犯
罪
遂
行
に
寄
与
す
る
一
方
で
、
犯
罪
を
遂
行
し

な
い
し
、
何
ら
決
断
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
共
犯
に
責
任
を
問
う
場
合
に
は
派
生
的
で
あ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
以
上

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
共
犯
と
し
て
で
は
な
く
、
正
犯
（
間
接
正
犯
）
と
し
て
責
任
を
問
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、F

le
tch

e
r

は
、L

e
ak

を
間
接
正
犯
と
判
断
す
る
こ
と
は
単
な
る
選
択
肢
の
内
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
。

(

�)

上
記
事
例
に
お
い
て
、
被
害
者
が

C
o

g
an

に
よ
っ
て
強
姦
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、C

o
g

an

は
強
姦
罪
を
遂
行
し
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
こ
の
事
実
は
、C

o
g

an
の
行
為
は
強
姦
行
為
と
い
う
不
法
な
行
為
で
は
あ
っ
た
が
、
免
責
さ
れ
た
だ
け
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
や
は
り
正
犯
は

C
o

g
an

で
あ
っ
て
、L

e
ak

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、F

le
tch

e
r

の
言
う
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
用
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
副
次
的
関
与
者
を
正
犯
と
し
て
で
は
な
く
、
共
犯
と
し
て
適

切
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。F

le
tch

e
r

は
、
こ
の
よ
う
に
、
理
論
上
共
犯
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
場

合
に
、
論
理
的
一
貫
性
を
崩
し
て
ま
で
も
例
外
的
に
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、

F
le

tch
e

r

は
、
背
後
者
が
無
辜
ま
た
は
答
責
性
な
き
代
行
者
を
支
配
す
る
場
合
に
、
間
接
正
犯
概
念
を
用
い
る
た
め
の
「
担
保
」
と

し
て
の
役
割
を
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
与
え
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

多
少
長
き
に
渡
っ
た
が
、F

le
tch

e
r

が
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
な
ぜ
必
要
と
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
示
せ
た
で
あ
ろ
う
。
端
的

に
言
え
ば
、F

le
tch

e
r

は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
前
提
と
し
て
、
間
接
正
犯
を
共
犯
の
例
外
と
し
て
の
正
犯
で
は
な
く
、
原
則
的
に

正
犯
と
し
て
扱
う
が
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
場
合
に
は
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
共
犯
と
し
て
処
理
す
る
、
つ

ま
り
、
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
補
充
的
に
用
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、F

le
tch

e
r

の
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
と
は
、
間
接
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正
犯
と
共
犯
と
の
関
係
性
を
議
論
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
派
生
性
と
は
「
正
犯
に
有
責
性
が
な
く

と
も
そ
の
不
法
性
か
ら
共
犯
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
、
す
な
わ
ち
、
共
犯
成
立
条
件
的
な
派
生
性
で
あ
っ

た
と
言
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、「
正
犯
の
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
」
は
、「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
」
を
そ
の
要
件
と
す
る
処
罰
条

件
的
な
派
生
性
と
は
別
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

２

ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
位
置
関
係

F
le

tch
e

r

の
共
犯
理
論
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
と
に
か
く

F
le

tch
e

r

の
派
生
性
に
は
「
正
犯
の
犯
罪
遂
行

か
ら
の
派
生
性
」
と
「
正
犯
の
不
法
な
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
で
は
、F

le
tch

e
r

が
共
犯
と
正
犯
の
限
界
と
し
て
位
置
づ
け
た
事
件
を
実
際
に
判
断
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
共
犯
理
論
の
状
況
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
でA

sh
w

o
rth (

�)

の
派
生
性
と
の
比
較
か
ら
始
め
る
。

ま
ず
、「
正
犯
の
犯
罪
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
に
つ
き
違
い
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、A

sh
w

o
rth

は
「
派
生
的
責
任
に

依
拠
す
れ
ば
、
責
任
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
犯
罪
が
生
じ
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
そ
の
犯
罪
に
つ
き
援
助
行
為

し
た
と
は
言
わ
れ
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
、
共
犯
者
の
責
任
が
派
生
し
う
る
犯
罪
が
何
ら
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(

�)

と
し
て
い
た
。

こ
れ
は
ま
さ
に

A
sh

w
o

rth

の
派
生
性
が
「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
か
ら
の
派
生
性
」
と
の
意
味
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
はF

le
tch

e
r

と
同
じ
で
あ
る
。

次
に
、「
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
と
の
差
は
あ
る
の
か
。
こ
の
点
、A

sh
w

o
rth

は
、
正
犯
行
為
の
有
罪
性
を
そ
の
要
件
と
し

て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
論
か
ら
見
れ
ば
、A

sh
w

o
rth

の
基
礎
に
あ
る
派
生
的
責
任
は

F
le

tch
e

r

の
派
生
的
責
任
と
に
は
差
が

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
そ
の
差
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、A

sh
w

o
rth

は
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正
犯
の
有
責
性
を
共
犯
の
一
成
立
要
件
と
し
て
捉
え
、
か
つ
不
法
な
行
為
（
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
）
へ
の
派
生
的
責
任
の
緩
和
と
い

う
方
法
も
そ
の
選
択
肢
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
も
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

も
っ
と
も

A
sh

w
o

rth

は
、
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
へ
の
緩
和

に
は
理
論
上
の
限
界
が
あ
る
と
し
て
い
た
。

(

�)

そ
も
そ
も
、
共
犯
の
責
任
要
件
は
正
犯
の
内
心
状
態
を
包
含
す
る
犯
罪
要
素
、
す
な
わ

ち
正
犯
の
有
罪
性
を
認
識
す
る
こ
と
を
も
そ
の
要
件
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、C

o
g

an

事
件
で

(

�)

は
、L

e
ak

は
自
己
の
欺
罔
に
基
づ
い

て

C
o

g
an

が
行
為
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
に

C
o

g
an

の
行
為
が
免
責
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、L

e
ak

に
は
共
犯
責
任
を
問
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

�)

そ
こ
で
、
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
か
ら
の

派
生
性
を
認
め
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
共
犯
責
任
を
問
う
こ
と
は
可
能
と
な
る
が
、
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
が
な
い
場
合
に
は
、

同
じ
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、A

sh
w

o
rth

は
、
派
生
性
の
緩
和
に
よ
っ
て
も
理
論
的
解
決
を
望
め
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
原
則
に
戻
り
、
正
犯
の
有
責
性
か
ら
の
派
生
を
そ
の
要
件
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
不
法
行
為
か
ら

の
派
生
性
」
と
い
う
基
準
に
お
い
て
は
そ
の
差
が
あ
り
、A

sh
w

o
rth

の
派
生
性
は
そ
の
修
正
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
、
正
犯
の
行
為
は
免
責
さ
れ
る
が
不
法
な
行
為
で
あ
っ
た
場
合
、A

sh
w

o
rth

は
ど
の
よ
う

に
し
て
解
決
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
き

A
sh

w
o

rth

は
、
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
て
免
責
さ
れ
る
介
在
者
を
用
い
る
関
与
者
を
正
犯
と
評
価
す
る
こ
と

で
解
決
し
た
。

(

�)

そ
こ
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
解
決
法
と
同
様
に
、A

sh
w

o
rth

は
、
介
在
者
が
自
律
的
な
大
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

大
人
が
精
神
的
に
錯
乱
し
て
い
る
場
合
と
強
制
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
大
人
は
道
具
と
し
て
見
な
さ
れ
る
が
故
に
、
無
辜
の
代
理
理

論
が
妥
当
す
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
無
辜
の
代
理
理
論
を
拡
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
程
度
ま
で
無
辜
の
代
理
理
論
が
拡

張
さ
れ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、A

sh
w

o
rth

は
い
わ
ゆ
る
「
故
意
な
き
道
具
の
利
用
」
の
事
例
を
挙
げ
、
こ
の
場
合
に
故
意
な

き
道
具
は
因
果
性
か
ら
離
脱
し
、
そ
の
利
用
者
が
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
と
し
た
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
同
様
に
錯
誤
に
基
づ
い
て
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行
為
し
た

C
o

g
an

に
つ
い
て
も
無
辜
の
道
具
と
し
て
そ
の
因
果
性
か
ら
離
脱
し
、L

e
ak

が
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ

う
。こ

の
こ
と
か
ら

A
sh

w
o

rth

の
共
犯
理
論
は
、F

le
tch

e
r

の
正
犯
性
を
基
準
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
一
定
の
距
離
が
あ
る
こ
と
が

分
か
る
。
つ
ま
り

F
le

tch
e

r

は
ド
イ
ツ
行
為
支
配
論
に
依
拠
し
、
補
充
的
に
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
そ
の
よ

う
な
関
与
者
を
共
犯
と
し
て
扱
う
が
、A

sh
w

o
rth

は
、
共
犯
と
し
て
の
評
価
基
準
が
機
能
し
な
い
場
合
に
、
そ
の
よ
う
な
関
与
者

を
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
た
め
に
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
る
の
で
あ
る
。

(

�)

単
純
に
言
え
ば
、F

le
tch

e
r

は
正
犯
の
側
か
ら
考
慮
す

る
の
に
対
し
、A

sh
w

o
rth

は
共
犯
の
側
か
ら
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

以
上
の
検
討
か
ら
、F

le
tch

e
r

と
A

sh
w

o
rth

と
の
共
犯
理
論
に
お
け
る
一
定
の
距
離
感
は
明
ら
か
と
な
っ
た
。
で
は
、
同
じ
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
、F

le
tch

e
r

以
降
ど
の
よ
う
に
共
犯
理
論
は
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
か
ら
は
年
代
順
に
そ
の
比

較
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
でK
ad

ish (
�)

の
派
生
性
と
の
比
較
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、「
正
犯
の
犯
罪
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。K

ad
ish

は
、
は
じ
め
に
、
共
犯
理
論
を
展
開
す

る
前
に
非
難
概
念
を
定
義
し
、「(

行
為
と
結
果
と
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
こ
れ
ら
一
般
的
な
認
識
に
答
え
）
刑
法
は
二
つ
の
別
個

の
非
難
確
定
理
論
を
発
展
さ
せ
た
」

(

�)

こ
と
を
前
提
と
し
た
。
そ
れ
は
、
自
然
の
出
来
事
に
つ
き
非
難
を
確
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ

る
因
果
性
と
他
者
の
犯
行
に
つ
き
非
難
を
確
定
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
共
犯
性
で
あ
る
。
そ
の
前
提
に
従
え
ば
、
非
難
原
則
に
は
、

因
果
性
と
共
犯
性
と
い
う
二
つ
の
原
則
が
並
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で

K
ad

ish

は
、
因
果
性
を
広
く
捉
え
た
上
で
、

(

�)

自
由

な
意
思
選
択
を
持
つ
自
律
的
行
為
者
た
る
人
間
が
介
在
す
る
共
犯
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
因
果
性
は
そ
の
処
罰
根
拠
に
何
ら

役
立
た
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
そ
の
「
バ
リ
ア
ー
（
防
御
壁)
」
と
捉
え
、
人
間
が
因
果
経
過
に
介
在
す
る
場
合
に
は
、

因
果
性
経
過
が
遮
断
さ
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
共
犯
事
例
に
お
い
て
は
、
因
果
性
に
類
似
す
る
機
能
を
持
つ
新
た
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な
非
難
概
念
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

K
ad

ish

の
考
え
る
派
生
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
因
果
性
が
結
果
の
存
在
を
そ

の
前
提
と
す
る
よ
う
に
、
こ
の
派
生
性
も
正
犯
に
よ
る
犯
罪
遂
行
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、「
正
犯
の

犯
罪
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
と
い
う
意
味
で
は
、K

ad
ish

もA
sh

w
o

rth

と
同
様
にF

le
tch

e
r

と
異
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

で
は
、「
正
犯
の
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
性
」
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。K

ad
ish

は
、
共
犯
責
任
を
関
与
者
相
互
の
関
係

だ
け
を
理
由
に
、
あ
る
関
与
者
に
別
の
関
与
者
の
悪
行
に
つ
き
責
任
を
問
う
も
の
で
は
な
い
と
し
て
厳
格
責
任
犯
罪
に
お
け
る
代
位

責
任
（v

icario
u

s
liab

ility

）
と
区
別
し
た
上
で
、(

共
犯
責
任
は
）
正
犯
が
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
共
犯
を
非
難
す
る
こ
と
を
適
切
と

す
る
、
そ
の
行
為
を
要
求
す
る
と
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、K

ad
ish

が
用
い
る
派
生
性
と
は
、
正
犯
の
責
任
の
す
べ
て
を
共
犯
が
引
き

受
け
る
と
い
う
意
味
で
の
派
生
で
は
な
く
、
共
犯
の
責
任
が
正
犯
の
有
罪
性
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
派
生
性
で
あ
る
。

端
的
に
述
べ
れ
ば
、
共
犯
責
任
を
問
う
場
合
に
は
、
正
犯
の
有
責
な
行
為
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、K

ad
ish

の

派
生
性
は
、
正
犯
の
有
責
性
に
従
属
す
る
と
い
う
意
味
で
の
派
生
性
を
意
味
し
て
お
り
、F

le
tch

e
r

の
よ
う
に
正
犯
の
不
法
な
行
為

に
従
属
す
る
と
の
意
味
で
の
派
生
性
で
は
な
い
。A

sh
w

o
rth

の
派
生
性
の
理
解
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
こ
と
か

ら
、K

ad
ish

の
派
生
性
は
「
も
の
さ
し
」
た
る

F
le

tch
e

r

の
派
生
性
か
ら
見
て

A
sh

w
o

rth

の
派
生
性
と
同
じ
距
離
に
位
置
す
る

こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、K

ad
ish

の
派
生
性
は
、A

sh
w

o
rth

と
同
様
に

F
le

tch
e

r

の
派
生
性
と
は
そ
の
要
件
の
点
で
は
異
な
る

が
、
そ
の
方
向
性
は
変
わ
ら
な
い
と
評
価
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、K

ad
ish

と

A
sh

w
o

rth

と
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
派
生
的
責
任
が
機
能
し
な
い
場
合
を
例
に
挙
げ
て
、
両
者
の
処
理
の
違
い
に
つ
い
て
分
析
を
試
み
る
。

K
ad

ish

は
、
正
犯
の
行
為
に
対
し
共
犯
に
責
任
が
あ
る
と
す
る
た
め
に
派
生
性
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
因
果
性
に
依
拠
す
る
こ

と
が
妥
当
な
場
合
が
あ
る
と
す
る
。

(

�)

た
と
え
ば
、
介
在
者
が
自
律
的
な
自
由
意
志
に
基
づ
く
行
為
者
で
は
な
い
場
合
、
介
在
者
が
い

か
な
る
者
で
あ
れ
問
題
な
く
因
果
性
が
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

(

�)

そ
の
よ
う
な
介
在
者
の
行
為
は
人
の
行
為
と
は
見
な
さ
れ
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な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
む
し
ろ
自
律
的
な
自
由
意
志
に
基
づ
く
介
在
者
が
抗
弁
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
る
場
合
の
他
の

関
与
者
の
責
任
で
あ
る
。
介
在
者
は
人
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
に
も

K
ad

ish

は
、
介
在
者
に
は
有
責
性
が

な
い
が
故
に
、
共
犯
者
に
派
生
せ
ず
、
因
果
性
を
用
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
に
は
、

自
然
界
の
非
難
原
則
た
る
因
果
性
を
、
共
犯
責
任
の
原
則
た
る
派
生
性
の
補
助
原
理
と
し
て
用
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

正
犯
の
有
責
性
判
断
を
基
底
と
し
正
犯
に
答
責
性
が
な
い
場
合
に
、
共
犯
に
ま
で
遡
及
し
、
共
犯
を
正
犯
と
判
断
す
る
と
考
え
る
な

ら
ば
、F

le
tch

e
r

の
正
犯
性
の
議
論
と
の
違
い
は
な
く
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
正
犯
を
原
則
、
共
犯
を
例
外
」
と
捉
え
、
そ
の
正
犯
性
を
第
一
義
的
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

K
ad

ish

は
非
難
概
念
と
し
て
、
因
果
性
と
派
生
性
と
い
う
二
種
類
の
原
則
が
あ
る
と
定
義
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
考

え
方
は

K
ad

ish

の
理
解
す
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
、
介
在
者
が
い
か
な
る
形
式
で
あ
れ
、
因
果
経
過
に
介

在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
の
原
則
は
派
生
性
（
共
犯
）
と
見
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

(

�)

以
上
の
こ
と
か
ら
、K

ad
ish

と

A
sh

w
o

rth

は
そ
の
限
界
事
例
に
お
い
て
も
、
共
犯
側
か
ら
の
考
慮
を
そ
の
原
則
と
す
る
と
い
う
点
で
違
い
が
な
い
こ
と
に
な
る
。

で
は
、K

ad
ish

と

A
sh

w
o

rth

と
の
差
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
上
述
し
た
よ
う
に
、A

sh
w

o
rth

は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
無
辜
の

代
理
理
論
を
用
い
て
解
決
し
た
。
他
方
、K

ad
ish

は
無
辜
の
代
理
理
論
の
限
界
を
示
す
こ
と
で
、
別
の
代
替
理
論
を
模
索
す
る
。

(

�)

K
ad

ish

に
よ
れ
ば
、
無
辜
の
代
理
理
論
の
限
界
は
身
分
犯
と
自
主
犯
に
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
身
分
犯
に
お
い
て
は
そ
の
共

犯
者
も
そ
の
身
分
者
で
な
け
れ
ば
責
任
を
問
え
な
い
し
、
ま
た
自
主
犯
で
は
、
共
犯
者
は
自
ら
犯
罪
を
遂
行
し
て
い
な
い
が
故
に
、

責
任
を
問
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、A

sh
w

o
rth

と
は
対
照
的
に
、K

ad
ish

は
犯
罪
の
定
義
に
合
致
し
な
い
よ
う
な

場
合
に
、
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
て
責
任
を
問
う
こ
と
は
技
巧
的
な
も
の
と
な
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が

A
sh

w
o

rth

と
の
差
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
そ
の
試
金
石
と
な
り
う
る

C
o

g
an

事
件
に

(
�)

対
す
る

K
ad

ish

の
分
析
か
ら
、A

sh
w

o
rth

と
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の
差
を
よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
す
る
。

K
ad

ish

は
、C

o
g

an

事
件
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
の
立
場
は
二
つ
の
前
提
に
依
拠
す
る
と
分
析
す
る
。

(

�)

そ
れ
は
、「
実
際

に
犯
罪
が
遂
行
さ
れ
た
が
故
に
、
共
犯
責
任
を
問
い
う
る
」
と
の
前
提
と
、「L

e
ak

が

C
o

g
an

に
自
分
の
妻
と
性
交
さ
せ
、
そ
の

必
要
な
道
具
と
し
て

C
o

g
an

の
身
体
を
用
い
る
こ
と
で
、L

e
ak

自
身
が
妻
を
強
姦
し
た
正
犯
と
見
な
し
う
る
」
と
の
前
提
で
あ
る
。

こ
れ
ら
前
提
に
対
し
、K

ad
ish

は
、
確
か
に
二
つ
目
の
前
提
か
ら
は
、
こ
の
事
件
に
限
っ
て
言
え
ば
解
決
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
が
、

な
お
一
般
的
な
問
題
の
解
決
に
は
至
ら
な
い
と
す
る
。

(

�)

す
な
わ
ち
、
そ
の
共
犯
者
が
仮
に
女
性
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
女

性
は
擬
制
的
な
男
性
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
で
、
そ
も
そ
も
共
犯
者
の
性
別
自
体
を
無
意
味
な
も
の
と
な
る
が
故
に
、
人
の
行
為
の

一
般
的
語
法
あ
る
い
は
理
解
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
一
つ
目
の
前
提
に
つ
い
て
も
、
介
在
者
は
錯
誤
抗
弁
に
よ
り
無

罪
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
派
生
的
責
任
に
よ
っ
て
共
犯
責
任
は
問
わ
れ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、K

ad
ish

は
派
生
的
責
任
の
要
件
を
緩
和
す
る
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
す
る
。

(

�)

一
つ
は
、
正
犯
の
「
単
な
る
行
為
」

か
ら
派
生
さ
せ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、K

ad
ish

は
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
妥
当
で
は
な
い
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、

共
犯
が
正
犯
の
「
単
な
る
行
為
」
を
惹
起
し
た
と
し
て
扱
う
そ
の
前
提
に
は
因
果
性
の
適
用
が
あ
り
、
無
辜
の
代
理
理
論
に
よ
り
正

犯
と
し
て
扱
う
こ
と
の
困
難
さ
を
回
避
す
る
た
め
だ
け
に
共
犯
と
し
て
扱
う
だ
け
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

共
犯
責
任
に
は
、
正
犯
の
有
責

性
か
ら
派
生
す
る
と
の
前
提
が
あ
る
は
ず
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
そ
の
犯
罪
を
実
行
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
共
犯
の
犯
罪
と
は
、
共
犯
が
正
犯
に
そ
の
よ
う
に
行
為
す
る
よ
う
共
犯

行
為
し
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
の
「
単
な
る
行
為
」
か
ら
派
生
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
根
本
的
に
そ
の
前
提
を

無
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
う
一
つ
は
、
正
犯
の
「
単
な
る
行
為
」
か
ら
で
は
な
く
、F

le
tch

e
r

の
理
解
す
る
派
生
、
す
な
わ
ち
正
犯
の
「
不
法
行
為
か
ら

神戸学院法学 第34巻第３号

114



(791)

の
派
生
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
、K

ad
ish

は

A
sh

w
o

rth

と
同
じ
よ
う
に
こ
の
拡
張
も
役
立
た
な
い
と
考
え
る
。

第
一
に
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
区
別
に

(

�)

依
拠
し
た
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
ア
メ
リ
カ
刑
法
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
て
受
け

入
れ
難
い
概
念
で
あ
ろ
う
し
、
他
方
、
正
犯
は
危
害
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
危
害
は
悲
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る

一
方
で
、
必
ず
し
も
（
正
犯
の
）
不
法
な
行
為
か
ら
の
結
果
で
は
な
い
と
す
る
。

(

�)

危
害
と
は
異
な
り
、
不
法
は
有
責
性
を
包
含
す
る

は
ず
で
あ
る
。C

o
g

an

事
件
に

(

�)

つ
い
て
も
、
確
か
に
こ
の
「
正
犯
の
不
法
行
為
」
を
派
生
性
の
要
件
と
す
る
こ
と
で
、
共
犯
責
任
を

問
う
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
犯
の
行
為
は
被
害
者
に
と
っ
て
は
危
害
で
あ
っ
た
一
方
で
、
実
際
は
「
不
法
」
で

は
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、C

o
g

an

の
行
為
は
不
道
徳
な
行
為
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
刑

法
上
の
違
法
な
行
為
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
緩
和
も
う
ま
く
機
能
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
っ

と
も
、K

ad
ish

は
こ
の
派
生
性
の
不
法
へ
の
拡
張
に
つ
き
「
欠
点
を
伴
う
と
し
て
も
、
裁
判
所
が
共
犯
法
の
修
正
な
し
に
行
い
う

る
、
共
犯
責
任
を
正
当
化
す
る
た
め
の
最
良
の
理
論
上
の
到
達
点
」
と
し
て
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。

(

�)

そ
の
意
味
で
は
、

K
ad

ish

は
共
犯
性
、F

le
tch

e
r

は
正
犯
性
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
共
犯
性
の
側
か
ら
見
た
両
者
の
差
も
な
く
な
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
言
え
ば
、A

sh
w

o
rth

と
は
そ
の
差
が
表
面
化
し
て
き
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
派
生
性
の
緩
和
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
が
故
に
、K

ad
ish

は

A
sh

w
o

rth

が
採
ら
な
か
っ
た
共
犯
法
の

修
正
を
前
提
と
す
る
「
惹
起
行
為
（cau

sin
g)

」
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
示
し
、
結
果
的
に
こ
れ
を
支
持
す
る
。

(

�)

そ
こ
で
は
、
免
責
さ
れ

う
る
者
に
犯
罪
の
ア
ク
タ
ス
・
レ
ウ
ス
を
遂
行
さ
せ
る
者
を
正
犯
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
実
際
に
模

範
刑
法
典
で
も
採
ら
れ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
あ
り
、

(

�)

こ
れ
に
従
え
ば
、K

ad
ish

は
、F

le
tch

e
r

と
よ
り
近
接
す
る
も
の
と
な
ろ

う
。

(

	)

以
上
の
検
討
か
ら
、F

le
tch

e
r

か
ら
見
て
同
じ
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た

K
ad

ish

と

A
sh

w
o

rth

も
そ
の
限
界
事
例
に
お
け
る
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処
理
に
お
い
て
は
離
れ
、
む
し
ろ
共
犯
性
と
正
犯
性
と
い
う
異
な
る
方
向
性
を
持
つ

K
ad

ish

と

F
le

tch
e

r

が
近
接
す
る
と
い
う
結

果
が
導
か
れ
た
。
で
は
残
り
の
、D

re
ssle

r
(

�)

とK
atz (

�)

に
つ
い
て
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
点
、D

re
ssle

r

と

K
atz

の
共
犯
理
論
は
、F

le
tch

e
r

や

A
sh

w
o

rth

そ
し
て

K
ad

ish

の
も
の
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
両
者
は
伝
統
的
な
派
生
性
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、
派
生
性
を
共
犯
責
任
の
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
な
い
か
ら
で
あ

る
。ま

ず

D
re

ssle
r

は
、
派
生
的
責
任
を
基
礎
と
す
る
共
犯
理
論
が
不
公
平
で
か
つ
反
功
利
的
で
あ
る
と
し
、

(

�)

共
犯
の
処
罰
根
拠
た

る
派
生
的
責
任
を
再
考
す
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
か
ら
の
共
犯
理
論
そ
の
も
の
を
根
本
か
ら
再
構
築
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
そ
こ

で
の
前
提
と
し
て
、D

re
ssle

r
は
派
生
性
を
共
犯
の
責
任
は
正
犯
の
「
不
法
な
行
為
」
あ
る
い
は
「
有
罪
性
」
か
ら
の
派
生
と
し
て

理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

(

�)

い
ず
れ
に
せ
よ
、D

re
ssle

r

の
目
的
か
ら
す
れ
ば
、
正
犯
の
「
法
違
反
」
か
ら
の
派
生
と
い
う
程
度

で
理
解
す
れ
ば
そ
れ
で
十
分
で
あ
ろ
う
。

D
re

ssle
r

の
共
犯
理
論
の
特
徴
は
、
む
し
ろ
派
生
性
を
排
除
し
、
因
果
性
の
み
で
判
断
可
能
で
あ
る
と
し
た
点
に
あ
る
。
そ
こ
で

は
、
な
ぜ
共
犯
に
も
正
犯
と
同
様
の
峻
厳
な
処
罰
が
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
原
則
論
と
同
様
に
、
因
果
性
判
断

を
唯
一
の
基
礎
と
し
て
関
与
者
ご
と
の
寄
与
度
を
測
り
、
そ
の
寄
与
度
に
比
例
す
る
刑
罰
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、

個
人
責
任
と
因
果
性
の
相
関
的
価
値
を
重
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、D

re
ssle

r

は
因
果
的
共
犯
と
非
因
果
的
共

犯
と
い
う
二
類
型
か
ら
共
犯
と
し
て
の
評
価
を
行
う
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
れ
ば
、
従
来
正
犯
と
考
え
ら
れ
て
き

た
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
寄
与
度
か
ら
す
れ
ば
共
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
逆
の
場
合
も
あ

り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
他
者
の
犯
罪
行
為
か
ら
で
は
な
く
、
自
己
が
惹
起
し
た
危
害
に
つ
き
責
任
を
問

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
共
犯
を
正
犯
と
同
等
に
扱
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
派
生
的
責
任
が
機
能
し
な
い
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C
o

g
an

事
件
に

(

�)

つ
き
、D

re
ssle

r

の
因
果
性
テ
ス
ト
に
よ
る
と
、
共
犯
（L

e
ak

）
の
「
正
犯
を
錯
誤
に
陥
れ
た
欺
罔
行
為
」
が
な

け
れ
ば
、
自
分
の
妻
が
強
姦
さ
れ
る
こ
と
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、L

e
ak

は
因
果
的
共
犯
に
分
類
さ
れ
、
正
犯
と
対
等

に
強
姦
罪
に
つ
き
責
任
が
問
わ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
正
犯
と
共
犯
を
対
等
に
扱
う
ア
メ
リ
カ
の
法
シ
ス
テ
ム
に
依

拠
し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、
ま
た
、
非
因
果
性
共
犯
に
分
類
さ
れ
る
者
は
必
要
的
減
刑
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら

も
、
一
般
的
な
道
徳
的
直
感
に
も
合
致
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

(

�)

こ
こ
ま
で
の
検
討
か
ら
、D

re
ssle

r

の
共
犯
理
論
は
派
生
性
で
は
な
く
因
果
性
の
み
を
根
拠
と
す
る
こ
と
か
ら
、
一
見
す
る
と

F
le

tch
e

r

の
共
犯
理
論
と
か
け
離
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、F

le
tch

e
r

は
正
犯
の
不
法
性
か

ら
の
派
生
を
根
拠
に
共
犯
責
任
を
問
う
が
、
そ
の
一
方
で
行
為
支
配
論
に
依
拠
し
正
犯
性
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
そ
の
因
果
性
判
断

を
基
礎
と
し
て
正
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
う
可
能
性
も
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、F

le
tch

e
r

の
正
犯
性
は
、D

re
ssle

r

の
因
果
性
判
断
を
基
礎
と
し
た
寄
与
度
の
測
定
と
刑
罰
の
比
例
性
に
重
点
を
置
く
因
果
性
ア
プ
ロ
ー
チ
と
親
和
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、K

atz

は
功
利
主
義
的
な
立
場
か
ら
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
説
明
す
る
。K

atz

は
、
共
犯
性
を
派
生
性
か
ら
で
は
な
く

「
限
界
効
用
逓
減
の
法
則
」
か
ら
説
明
し
、
正
犯
の
す
べ
て
の
責
任
か
ら
共
犯
の
責
任
が
得
ら
れ
る
と
す
る
。

(

�)

つ
ま
り
、
刑
事
共
犯

法
は
、
民
事
不
法
行
為
法
の
よ
う
に
機
能
し
、
す
べ
て
の
関
与
者
は
そ
の
犯
罪
の
共
犯
と
し
て
責
任
が
あ
り
、
惹
起
さ
れ
た
全
体
の

危
害
は
、
関
与
者
に
値
す
る
刑
罰
が
評
価
さ
れ
る
際
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、D

re
ssle

r

と
同
様
に
、
因

果
性
判
断
に
よ
る
寄
与
度
を
基
準
に
、
そ
の
関
与
者
す
べ
て
に
責
任
を
問
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
そ
の
寄
与
度
に
よ
っ
て
異
な

る
有
罪
性
や
異
な
る
刑
罰
を
与
え
る
と
い
う
点
で
、D

re
ssle

r

と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、K

atz

に
よ
れ
ば
、
そ
の
非
難
の
程
度
は

異
な
る
け
れ
ど
も
、
共
犯
に
属
す
る
者
は
す
べ
て
必
要
的
減
刑
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
故
に
、K

atz

の
共
犯
理
論

か
ら
は
、
共
犯
と
な
る
た
め
に
は
、
た
と
え
ど
ん
な
に
些
細
な
寄
与
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
そ
の
犯
罪
遂
行
に
関
与
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す
れ
ば
そ
れ
で
足
り
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、D

re
ssle

r

と
同
様
に
、K

atz

も
共
犯
責
任
の
根
拠
を
因
果
性
に
見
る
の

で
あ
る
か
ら
、F

le
tch

e
r

と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、K

atz

の
共
犯
理
論
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
と
も
言
え
る
。

K
atz

の
共
犯
理
論
は
、
ど
ん
な
些
細
な
関
与
者
で
あ
っ
て
も
共
犯
と
し
て
責
任
を
問
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
寄
与
度
に
よ
っ
て
有
罪

性
あ
る
い
は
そ
の
刑
罰
の
程
度
が
異
な
る
こ
と
を
認
め
る
。
そ
れ
故
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
共
犯
責
任
判
断
よ
う
に
、
全
体
評
価
と

し
て
の
寄
与
度
を
、
因
果
性
を
用
い
て
測
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
き

K
atz

は
「
確
か
に
こ
の
正
犯
と
共
犯
の
区
別
が
有
用
で
あ
り
、
実
際
に
量
刑
の
際
に
は
こ
の
区
別
に
し
た
が
っ

て
判
断
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
区
別
し
な
い
こ
と
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
悪
い
こ
と
で
は
な
い
」

(

�)

と
す
る
。

誰
が
共
犯
で
、
誰
が
正
犯
で
あ
る
か
と
い
う
不
安
定
さ
は
、「
第
一
級
正
犯
と
し
て
の
明
確
な
実
行
行
為
と
明
確
な
何
ら
関
連
の
な

い
行
為
と
の
間
に
あ
る
暗
い
無
人
地
帯
へ
入
り
込
む
者
は
誰
で
も
、
自
分
が
安
全
で
あ
る
か
そ
う
で
な
い
か
知
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」

(

�)

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
正
犯
の
不
安
定
さ
は
、
そ
の
行
為
の
不
道
徳
さ
に
対
す
る
我
々
の

判
断
の
不
安
定
さ
に
も
反
映
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
が
公
平
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
問
題
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
単
に

K
atz

が
正
犯
と
共
犯
を
区
別
し
な
い
こ
と
の
正
当
性
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
裏
返
せ
ば
、

K
atz

の
基
礎
に
は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、K

atz

は

F
le

tch
e

r

の
派
生
性
と
は
異
な

り
、D

re
ssle

r

と
同
様
に
因
果
性
を
基
準
に
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
理
論
的
基
礎
に
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
よ
う
な
客
観
的

区
別
基
準
が
あ
り
、
故
に
因
果
性
に
基
づ
く
全
体
評
価
か
ら
見
た
寄
与
度
に
比
例
す
る
責
任
判
断
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
推
測
さ
れ

う
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、D

re
ssle

r

と

K
atz

は
確
か
に
派
生
性
を
排
除
す
る
が
、
そ
こ
で
排
除
す
る
派
生
性
と
は
、「
正
犯
の
不
法
行
為
あ
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る
い
は
有
責
性
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
の
派
生
性
で
あ
っ
て
、「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
の
派
生

性
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
と
言
い
う
る
。
と
い
う
の
は
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行
が
な
け
れ
ば
、
当
然
に
共
犯
に
つ
き
因
果
性
を
基

底
と
し
た
寄
与
度
を
測
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
か
ら
の
派
生
」
は
い
ず
れ
の
見
解

に
お
い
て
も
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
差
は
な
い
の
で
あ
る
。

３

伝
統
的
な
派
生
性
とF

le
tch

e
r

の
派
生
性
と
の
差

こ
こ
ま
で
、F

le
tch

e
r

の
派
生
的
責
任
を
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
前
章
で
紹
介
し
た
共
犯
理
論
の
位
置
関
係
を
把
握
し
て
き
た
。

も
っ
と
も
、A

sh
w

o
rth

の
共
犯
理
論
は
イ
ギ
リ
ス
刑
法
理
論
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
別
に
し
た
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
共
犯

理
論
に
つ
き
、F

le
tch

e
r

の
派
生
性
を
基
準
と
し
た
「
体
系
の
概
要
」
は
示
せ
た
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
「
も

の
さ
し
」
と
し
て
用
い
て
き
た

F
le

tch
e

r
の
派
生
的
責
任
に
つ
き
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

に
お
け
る
派
生
的
責
任
と

F
le

tch
e

r

の
派
生
的
責
任
と
に
差
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
を
示
す
こ
と
で
真
の
位
置
関
係
が
把
握
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
差
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
示
し
て
き
た
距
離
感
が
そ
の
ま
ま
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
位
置
関

係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
に
お
い
て
、
共
犯
は
主
犯
の
従
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

(

�)

古
典
的
に
、
共
犯
責

任
は
正
犯
責
任
に
よ
り
完
全
に
左
右
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
初
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
共
犯
の
公
判
開
始
以
前
に
、

正
犯
の
有
罪
宣
告
を
必
要
と
す
る
ル
ー
ル
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
ブ
ッ
ラ
ク
ス
ト
ー
ン
時
代
に
こ
の
ル
ー
ル
は
排
除
さ
れ
、
た
と

え
正
犯
が
無
罪
で
あ
っ
た
と
し
て
も
共
犯
に
有
罪
宣
告
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
進
展
は
、
正
犯

の
無
罪
は
（
正
犯
が
）
処
罰
さ
れ
な
い
と
の
意
味
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
共
犯
が
無
罪
と
な
る
か
否
か
は
、
正
犯
の

アメリカ共犯理論の諸相

119



(796)

無
罪
に
よ
り
影
響
を
受
け
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
、
派
生
性
の
源
で
あ
っ
た
正
犯
の
有
罪
宣
告
が
、
後
の

共
犯
の
公
判
の
開
始
条
件
た
る
「
共
犯
の
処
罰
条
件
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
故

に
、
た
と
え
正
犯
の
有
罪
宣
告
要
件
を
排
除
し
た
と
し
て
も
、
な
お
正
犯
の
有
罪
性
の
存
在
、
言
い
換
え
れ
ば
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行

が
そ
の
要
件
と
し
て
な
お
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
一
方
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
共
犯
責
任
で
言
う
派
生
性
と
は
、
正
犯
の
有
責
性
か
ら
の
派
生
も
意
味
し
て
い
た
。
こ

の
こ
と
は
、
先
の

C
o

g
an

事
件
に

(

�)

お
い
て
、
正
犯
が
免
責
さ
れ
た
場
合
に
共
犯
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ

る
。
そ
こ
で
は
「
共
犯
責
任
を
問
え
な
い
場
合
に
正
犯
責
任
を
問
う
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
「
正
犯
の
有
責
性
が
な
け
れ
ば
、
共
犯

責
任
を
問
え
な
い
」
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
正
犯
の
有
責
性
は
共
犯
成
立
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
派
生
性
に
お
い
て
も
、F

le
tch

e
r

と
同
様
に
、
共
犯
処
罰
条
件
と
し
て
の
派
生
性
と
い
う
意
味
と
共
犯
成
立
条
件

と
し
て
の
派
生
性
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
共
犯
成
立
条
件
と
し
て
の
派
生
性
に
つ
き
、
正
犯
の
有
責
性
を
そ
の
要
件
と
す
る
な
ら
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
派
生
性

か
ら
は
処
罰
の
隙
間
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
上
述
の
よ
う
に
、
無
辜
の
行
為
者
理
論
を
用
い
、
そ

の
よ
う
な
関
与
者
を
第
一
級
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
で
例
外
的
に
解
決
し
て
き
た
。
こ
の
点
は
「
共
犯
で
な
い
な
ら
ば
正
犯
で
」

と
の
前
提
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、F

le
tch

e
r

は
こ
の
派
生
性
の
根
拠
を
有
責

性
か
ら
不
法
な
行
為
へ
と
緩
和
す
る
こ
と
で
、
共
犯
責
任
の
範
囲
を
拡
張
し
理
論
的
一
貫
性
を
図
る
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
正
犯
が
何
ら

か
の
抗
弁
に
よ
っ
て
免
責
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
行
為
自
体
は
不
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
共
犯
に
は
な
お
責
任
を
問
え
る
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
イ
ツ
行
為
支
配
論
に
依
拠
す
る

F
le

tch
e

r
の
正
犯
性
（
実
行
行
為
性
）
に
よ
り
、
は
じ
め
に
そ
の
よ

う
な
関
与
者
は
正
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、F

le
tch

e
r

は
無
辜
の
者
を
利
用
す
る
者
を
原
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則
、
正
犯
と
し
て
扱
う
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、F

le
tch

e
r

は
、
そ
の
よ
う
な
関
与
者
が
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
な
い
場
合
に

は
じ
め
て
、
共
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
て
、
そ
の
よ
う
な

関
与
者
を
例
外
的
に
正
犯
と
し
て
処
理
し
て
き
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
対
し
、F

le
tch

e
r

は
「
正
犯
で
な
い
な
ら
ば
共

犯
で
」
と
の
前
提
に
従
い
、
共
犯
の
側
か
ら
「
正
犯
の
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
共
犯
責
任
原
則
に
合
致
す
る
一
貫
し
た
ア

プ
ロ
ー
チ
を
も
提
示
し
た
だ
け
で
な
く
、
新
た
な
正
犯
性
を
提
示
し
た
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

(

�)

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

F
le

tch
e

r

は
同
じ
で
あ
る
が
、

「
正
犯
の
不
法
行
為
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
派
生
性
を
基
準
と
し
た
場
合
、F

le
tch

e
r

の
派
生
性
は
、

責
任
か
ら
不
法
へ
と
緩
和
し
た
修
正
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

(

１
）
本
稿
で
は
「
も
の
さ
し
」
と
し
て
「
派
生
的
責
任
」
を
選
択
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
は
も
う
一
つ
共
通
す
る
事
実
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
道
徳
的
判
断
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
人
共
通
の
直
感
的
判
断
を
意
味
す
る
。
一
般
的
に
、
個
々
人
の
こ

の
直
感
的
な
道
徳
的
判
断
に
基
づ
き
、
こ
の
人
は
実
行
行
為
者
で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
共
犯
で
あ
る
と
の
区
別
が
理
論
上
の
区
別
に
必

然
的
に
伴
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
直
感
に
反
す
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
限
縮
的
正
犯
概
念
を
基
底
と
し
た
場
合
に
生
じ

る
こ
の
直
感
に
反
す
る
不
快
さ
を
回
避
す
る
た
め
に
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
そ
の
「
性
質
」
に
ま
で
拡
張
し
た
と
の
分
析
も
可
能
と
な
ろ

う
。
こ
の
点
に
つ
き
、K

ad
ish

は
、「
責
任
を
問
う
た
め
の
判
断
は
社
会
上
の
目
的
だ
け
で
は
左
右
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
『
行
為
』
と

『
行
為
の
結
果
』
の
両
方
で
、
人
々
を
処
罰
す
る
と
い
う
道
徳
的
正
当
性
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ｣

、
「
結
局
、
答
責
性
は
道
徳
的
正
当

性
の
考
慮
に
対
し
、
第
一
義
的
に
答
え
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。(

K
ad

ish
,

in
fra

n
o

te
3

9
,

at
3

2
3
.

）
つ
ま
り
、「
社
会

上
の
目
的
」
の
対
象
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
に
お
い
て
、
被
告
人
が
正
当
に
非
難
さ
れ
う
る
行
為
に
対
す
る
処
罰
の
み
に
焦
点
を
あ
て
る

と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、K

ad
ish

の
説
明
に
は
「
何
ら
か
の
状
況
に
お
い
て
刑
事
責
任
を
許
容
し
う
る
こ
と
に
な
る
浸
透
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し
た
直
感
的
判
断
の
本
質
を
確
認
す
る
試
み
が
必
然
的
に
伴
う
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。(

Id
.

）
ま
た
、D

re
ssle

r

は
、
共
犯
責
任
へ

の
新
た
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
展
開
さ
せ
る
に
は
明
確
な
目
的
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
共
犯
法
の
ル
ー
ル
は
道
徳
的
に
正
し
い
結
果

に
帰
着
す
べ
き
で
あ
る
」(

D
re

ssle
r,

in
fra

n
o

te
6

4
,

at
3

7
.

）
と
す
る
。
つ
ま
り
、
有
責
性
や
刑
罰
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
基
本
的
概

念
お
よ
び
憲
法
上
の
残
酷
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
と
合
致
す
る
よ
う
、
行
為
者
の
道
徳
的
非
難
の
程
度
に
関
連
付
け
ら
れ
る
べ
き
と
考
え

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
視
点
は
、
ア
メ
リ
カ
の
法
シ
ス
テ
ム
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
陪
審
員
制
を
採
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
一
般
人
の
直
感
的
判
断
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
言
う
「
道
徳
的

判
断
」
と
は
、(

も
ち
ろ
ん
間
接
的
に
は
そ
う
な
る
か
も
し
れ
な
い
が)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
主
観
説
の
よ
う
な
正
犯
自
身
の
道
徳
的
判
断

と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
判
断
者
側
に
共
通
す
る
「
道
徳
的
判
断
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
道
徳
的
判
断
」
に
よ

る
共
犯
理
論
の
整
理
か
ら
興
味
深
い
結
果
が
得
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
一
般
的
に
共
通
す
る
基
準
で
あ
る
が
故
に
そ
の
メ
モ
リ
が
小

さ
す
ぎ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
で
期
待
す
る
ほ
ど
の
明
確
な
位
置
づ
け
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
残
し

て
お
く
。

(

２
）

G
e

o
rg

e
P

.
F

le
tch

e
r,

R
E

T
H

IN
K

IN
G

C
R

IM
IN

A
L

L
A

W
(

1
9

7
8

）

(

３
）

Id
.

at
5

8
2
.:

つ
ま
り
、
基
本
と
な
る
禁
止
規
範
は
、
不
作
為
あ
る
い
は
共
犯
責
任
を
網
羅
す
る
特
別
な
原
理
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

４
）

Id
.:

そ
れ
は
不
作
為
と
共
犯
に
お
い
て
、「
そ
の
関
与
者
は
、
一
般
的
な
場
合
と
同
じ
禁
止
規
範
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
一
方

で
、『
誰
か
を
死
な
せ
る
』
と
か
『
共
犯
で
あ
る
』
と
い
う
こ
と
自
体
は
犯
罪
で
は
な
い
」
と
い
う
共
通
性
と
不
作
為
と
共
犯
は
、「
行
為

と
責
任
が
問
わ
れ
る
危
害
と
の
間
の
因
果
的
つ
な
が
り
が
な
い
」
と
い
う
共
通
性
、
そ
し
て
「
意
図
的
な
犯
罪
遂
行
と
い
う
概
念
は
、
直

ち
に
は
両
範
疇
と
合
致
し
な
い
」
と
い
う
共
通
性
で
あ
る
。
な
お

F
le

tch
e

r
は
不
作
為
と
共
犯
に
は
上
記
の
よ
う
な
三
つ
の
共
通
性
が

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
特
に
「
因
果
性
と
意
図
と
い
う
二
つ
の
特
徴
に
は
明
ら
か
に
議
論
の
余
地
が
あ
る
」
と
す
る
。(

Id
.

at
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5
8

3
.

）
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
と
共
犯
の
場
合
に
は
、
危
害
の
「
惹
起
」
あ
る
い
は
「
意
図
的
な
」
犯
罪
遂
行
に
対
す
る
直
感
的
に
偏
っ

た
言
及
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
５
）

Id
.

(

６
）

Id
.:

不
作
為
に
お
い
て
、
た
と
え
ば
、
両
親
が
病
気
に
罹
っ
て
い
る
自
分
の
子
供
を
助
け
る
た
め
に
医
者
を
呼
ば
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
結
果
的
に
そ
の
子
供
が
生
存
し
て
い
れ
ば
責
任
は
な
い
。
同
様
に
共
犯
責
任
も
、
正
犯
が
犯
罪
を
遂
行
す
る
か
ど
う
か
に
依
拠
す
る

こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
共
犯
者
が
正
犯
者
に
犯
罪
で
用
い
る
道
具
を
提
供
す
る
場
合
、
正
犯
者
が
そ
の
犯
罪
を
実
行
し
な
け
れ
ば
共

犯
責
任
は
な
い
の
で
あ
る
。

(

７
）

Id
.

at
5

8
3

�58
4
.:

な
お
、F

le
tch

e
r

は
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
派
生
的
責
任
を
用
い
る
価
値
は
次
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
す
る
。

す
な
わ
ち
「
派
生
的
責
任
は
我
々
が
そ
う
で
な
け
れ
ば
不
明
澄
な
ま
ま
で
あ
る
い
く
つ
か
の
命
題
を
公
式
化
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」

点
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、F

le
tch

e
r
は
不
作
為
お
よ
び
共
犯
の
領
域
は
二
つ
の
構
造
上
の
考
慮
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
。
一
つ

は
、
特
定
の
事
実
上
の
状
況
が
直
接
的
責
任
の
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
派
生
的
責
任
の
事
例
と
し
て
扱
わ
れ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
考
慮
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
図
的
に
死
を
惹
起
す
る
こ
と
は
外
見
上
不
法
で
か
つ
処
罰
可
能
で
あ
る
一
方
で
、
不
作
為
に
よ
っ

て
他
者
を
死
亡
さ
せ
る
こ
と
は
、
介
入
す
る
特
別
な
義
務
が
な
い
限
り
、
処
罰
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
は
、
た
と
え

ば
患
者
の
死
を
予
期
し
て
人
工
呼
吸
器
の
電
源
を
切
る
こ
と
は
直
接
的
責
任
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
派
生
的
責
任
で
あ
る
と
の
主
張
に
お
い

て
利
点
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
特
定
の
事
実
に
よ
れ
ば
そ
の
患
者
を
助
け
続
け
る
義
務
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
派
生
的
責
任
に
対
す
る
最
小
限
基
準
（m

in
im

u
m

crite
ria

）
の
設
定
で
あ
る
。
不
作
為
に
お
い
て
、
そ
の
責
任
判
断

の
出
発
点
は
、
特
定
の
危
害
介
入
義
務
あ
る
い
は
防
止
義
務
の
負
荷
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
ま
た
共
犯
に
お
い
て
は
、
あ
る
者
が
ま
さ

に
犯
罪
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
認
識
す
る
人
と
互
い
に
影
響
し
あ
う
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
る
べ
き
で
あ
る
場
合
に
問
題
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
放
火
を
し
に
行
く
と
認
識
し
つ
つ
も
ガ
ソ
リ
ン
を
売
る
者
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
不
作
為
と
共
犯
の
両
方
に
お
い
て
、
こ

れ
ら
の
最
小
限
基
準
の
解
釈
は
、
自
由
と
予
防
と
い
う
対
立
構
造
に
お
け
る
微
妙
な
課
題
を
提
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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(

８
）

Id
.:

共
犯
に
お
い
て
は
、
直
接
的
責
任
よ
り
も
む
し
ろ
派
生
的
責
任
で
あ
る
と
し
て
扱
わ
れ
る
利
点
は
、
特
定
の
法
シ
ス
テ
ム
に
依

拠
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
以
外
の
多
く
の
法
域
で
、
共
犯
は
実
行
行
為
者
よ
り
も
軽
減
し
て
処
罰
さ
れ
る
け

れ
ど
も
、
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
で
も
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
同
様
の
結
論
に
至
り
う
る
の
で
あ
る
。

(

９
）

Id
.

at
6

5
4
.

(

�
）

Id
.

at
6

5
4

�

6
5

5
.

(

�
）

Id
.

at
6

5
5
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

Id
.

at
6

5
6

�

6
5

7
.:

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
処
罰
条
件
と
し
て
の
派
生
性
（
従
属
性
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
側
面
で
前
提
的
な
条
件
と
し
て

機
能
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

(

�
）

Id
.

at
6

6
4

�

6
7

1
.

(

�
）

Id
.

at
6

5
6
.

(

�
）

Id
.

(

	
）

Id
.

at
6

5
6

�

6
5

7
.

(



）

Id
.

at
6

4
4

�

6
7

1
.

(

�
）
し
か
し
な
が
ら
、
当
時
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
法
域
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
派
生
性
を
正
犯
の
不
法
行
為
へ
と
緩
和
す
る
理

論
を
用
い
た
判
例
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。(

Id
.

at
6

6
4

�66
5
.

）
(

�
）

R
e

g
in

a
v
.

C
o

g
an

an
d

L
e

ak
,[

1
9

7
6]

1
Q

.
B

.
2

1
7
.:

も
っ
と
も
、
こ
の
事
実
に
つ
き
、
さ
ら
に
加
え
る
必
要
が
あ
る
部
分
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、「
共
犯
者
た
る

L
e

ak

が
、C

o
g

an

が
性
交
し
て
い
る
『
現
場
』
に
い
た
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
す
れ
ば
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
区
分
に
お
い
て
は
、
本
事
件
で
共
犯
（aid

e
r

an
d

ab
e

tte
r

）
と
し
て
訴
追
さ
れ
たL

e
ak

は
、
正
犯
（
正
確
に
は
、
第

二
級
正
犯
）
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
、
当
該
裁
判
所
が
正
犯
と
し
て
の
処
理
に
固
執
し
た
こ
と
に
も
う
な
ず
け
る
。
も
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っ
と
も
、
た
と
え
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
て
、
正
犯
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
時
の
制
定
法
に
よ
れ
ば
、

法
的
不
能
（le

g
al

im
p

o
ssib

ility

）
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夫
た
る

L
e

ak

は
妻
を
強
姦
し
て
も
罪
に
問
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。(

Id
.

at
2

2
3
.:

後
掲
・
注
（
�)

）
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に

L
e

ak

が
共
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
点
に
つ
き
、
裁

判
所
に
と
っ
て
は
「
幸
運
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

(

�
）

Id
.

at
2

2
2

�

2
2

3
.

(

�
）

Id
.

(

�
）

F
le

tch
e

r,
su

p
ra

n
o

te
2
,

at
6

6
6
.:

イ
ギ
リ
ス
裁
判
所
は
、
行
為
支
配
が
あ
っ
た
と
す
る
が
、L

e
ak

が
強
姦
の
実
行
に
お
い
て

C
o

g
an

を
支
配
し
て
い
た
と
証
明
す
る
た
め
の
事
実
を
引
用
し
そ
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

(

�)
Id

.
at

6
6

7
.:

裁
判
所
は
、
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
の
中
で
、
夫
は
介
在
者
を
通
じ
て
自
分
自
身
の
妻
を
「
強
姦
」
し
う
る
が
、
そ

れ
は
夫
が
自
己
の
意
思
あ
る
い
は
同
意
に
反
し
妻
と
性
交
す
る
た
め
に
脅
迫
や
暴
力
に
よ
る
「
意
志
な
き
」
道
具
を
強
制
す
る
場
合
の
み

で
あ
る
と
し
た
。(

S
ee,

S
tate

v
.

H
ain

e
s,

5
1

L
a.

A
n

n
.

7
3

1
,

7
3

2
,

2
5

S
o
.

3
7

2
,

3
7

3
.(

1
8

9
9)

）

(

�
）

Id
.

at
6

6
6
.:

「
惹
起
行
為
」
と
い
う
こ
の
要
件
を
「
援
助
行
為
」
以
上
の
こ
と
を
意
味
す
る
と
理
解
す
れ
ば
、
行
為
支
配
と
合
致
す

る
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。(

S
ee,

M
P

C
§

2
.0

6
(

2)
(

a)

）

(

�
）

Id
.

at
6

6
7
.

(

	
）

Id
.

(



）

A
n

d
re

w
A

sh
w

o
rth

,
P

R
IN

C
IP

L
E

S
O

F
C

R
IM

IN
A

L
L

A
W
(

4
th

e
d

,2
0

0
3)

(

�
）

Id
.

at
4

3
5
.

(

�
）

Id
.

at
4

3
7
.:

こ
の
派
生
性
の
緩
和
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
無
辜
の
代
理
ア
プ
ロ
ー
チ
と
立
法
論
を
提

起
す
る
。

(


）

Id
.:

S
ee,

T
h

o
rn

to
n

v
.

M
itch

e
ll,[

1
9

4
0]

1
A

ll
E

.
R

.
3

3
9
.
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(

�
）

[
1

9
7

6]
1

Q
.

B
.

2
1

7
.

(
�
）

A
sh

w
o

rth
,

su
p

ra
n

o
te

2
8
,

at
4

3
6
.

(
�
）

Id
.

at
4

3
6

�

4
3

7
.

(

�
）

Id
.

at
4

3
7
.:

こ
こ
で
の

A
sh

w
o

rth

が
想
定
す
る
代
理
理
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
道
具
理
論
」
と
言
い
換
え
て
も
か
ま
わ
な
い
。
と
い

う
の
は
、A

sh
w

o
rth

は
、
そ
の
原
則
を
「
大
人
が
刑
事
責
任
年
齢
未
満
の
子
供
に
犯
罪
を
遂
行
す
る
よ
う
強
制
ま
た
は
命
令
す
る
場
合
」

と
位
置
づ
け
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.:

そ
こ
で
は
「
Ｄ
が
Ｖ
の
看
護
者
に
実
際
に
は
毒
が
入
っ
て
い
る
ビ
ン
を
処
方
薬
が
入
っ
て
い
る
と
伝
え
て
渡
す
」
と
い
う
事
例

を
挙
げ
る
。

(

�
）

Id
.

at
4

3
5
.:

も
ち
ろ
ん
、F

le
tch

e
r

も

C
o

g
an

事
件
に
お
い
て
は
共
犯
側
か
ら
問
題
解
決
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
方

向
性
に
つ
い
て
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。

(

�
）

S
an

fo
rd

H
.

K
ad

ish
,

C
om

p
licity,

C
a

u
se

a
n

d
B

la
m

e:
A

S
tu

d
y

in
th

e
In

terp
reta

tion
of

D
octrin

e,
7

3
C

A
L .

L
.

R
E

V
.

3
2

3
.(

1
9

8
5)

(

	
）

Id
.

at
3

3
2

�

3
3

3
.

(


)
Id

.
at

3
5

9
.:

い
わ
ゆ
る
等
価
説
に
近
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
因
果
性
を
先
行
条
件
に
対
す
る
人
お
よ
び
自
然
界
の
反
応
の

違
い
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
因
果
性
が
人
の
反
応
を
包
含
す
る
ほ
ど
広
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

(

�
）

Id
.

at
3

3
3

�

3
3

6
.:

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
介
在
者
と
い
う
バ
リ
ア
ー
は
、
遡
及
禁
止
論
の
よ
う
な
機
能
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。

(

�
）

Id
.

at
3

3
7
.

(


）

Id
.

at
3

4
1

�

3
4

2
,

3
6

8

�

3
6

9
.:

こ
こ
で
の
代
理
理
論
も
、A

sh
w

o
rth

と
同
じ
「
道
具
理
論
」
の
こ
と
で
あ
る
。

(

�
）

Id
.

at
3

6
9
.

(

�
）

Id
.

at
3

7
0

�

3
7

2
.
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( � ） こ の 点 に お い て も 、Fletcher と Kadish と の 派 生 性 に 対 す る 方 向 性 は 合 致 す る 。

( � ） Id. at 372 �385.

( � ） Id. at 372 �374.: 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 、 ( 通 常 の 語 法 や 理 解

が ） 必 要 条 件 と な る は ず で あ る 。

( � ） [1976] 1 Q. B. 217.

( � ） Kadish, supra note 38, at 377.

( � ） Id.

( � ） Id. at 378.

( 	 ） Id. at 379.

( 
 ） Id. at 378 �379.

( � ） Id. at 380.

( � ） 違 法 阻 却 事 由 と 責 任 阻 却 事 由 の 区 別 の こ と で あ る 。

(  ） Id. at 380.

( � ） [1976] 1 Q. B. 217

( � ） Kadish, supra note 38, at 381 �382.: そ れ 故 に 、 法 的 不 能 の 問 題 が 残 さ れ た の で あ る 。 (See, [1976] 1 Q. B. 223. ）

( � ） Id. at 380 �382.

( � ） Id. at 382.

( � ） Id.: See, MPC §2.06 (2) (a)

( � ） 両 者 と も 「 惹 起 行 為 」 に 注 目 す る こ と で 、 無 辜 の 者 を 利 用 し た 者 を 間 接 正 犯 と し て 解 消 す る 方 向 へ 向 か う か ら で

あ る 。ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
諸
相

12
7



(8
04
)

( � ） Joshua Dressler, Reassessing the Theoretical Underpinnings of Accomplice Liability: New Solutions to an Old Problem, 37

HASTINGS L. J. 91 (1985)

( � ） Leo Katz, BAD ACTS AND GUILTY MINDS: CONUNDRUMS OF THE CRIMINAL LAW (1987 ）

( � ） Dressler, supra note 64, at 91 �95.

( � ） Id.

( � ） Id. at 108 �120.

( � ） Id. at 124 �125.

( � ） [1976] 1 Q. B. 217

( 	 ） Dressler, supra note 64, at 128 �130.

( 
 ） Katz, supra note 65, at 255 �256.

( � ） Id. at 260.

( � ） Id.

(  ） William Blackstone, 4 COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND (1765 ）at 323 �324.

( � ） Id.

( � ） コ モ ン ・ ロ ー に お い て 「 正 犯 が 有 罪 で あ っ て も 、 共 犯 が 無 罪 で あ る 」 事 例 が あ っ た こ と は 、 前 章 で 示 し た Sayre

の 研 究 か ら も 明 ら か で あ る 。 (Francis Bowes Sayre, Criminal Responsibility for the Acts of Another, 43 Harv. L. Rev. 696.

(1930); Regina v. Saunders, 2 Plowd. 473. ）

( � ） [1976] 1 Q. B. 217

( � ） Fletcher, supra note 2, at 664 �667.

( � ） Id.: し た が っ て 、Fletcher は 正 犯 を 原 則 と し つ つ も 、Cogan 事 件 の よ う に 、 そ の 処 罰 の 隙 間 が 生 じ る 場 合 、 補 充

神
戸
学
院
法
学
第
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巻
第
３
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的
に
広
義
の
共
犯
責
任
理
論
を
用
い
て
そ
の
処
罰
の
隙
間
を
埋
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
関
係
性
か
ら
、
こ
こ
で
の
派
生

性
は
共
犯
の
成
立
条
件
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

六

む
す
び
に
か
え
て

以
上
の
検
討
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
紹
介
し
た
共
犯
理
論
に
つ
い
て
、「
正
犯
の
犯
罪
遂
行
か
ら

の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
の
派
生
性
を
基
準
と
し
た
場
合
、
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
違
い
は
な
い
。
一
方
で
、「
正
犯
の
有
責

性
か
ら
の
派
生
」
と
い
う
意
味
で
の
派
生
性
を
基
準
と
し
て
整
理
し
た
場
合
に
は
そ
の
差
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
派
生
性
を
基
準
と
す
れ
ば
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
同
じ
位
置
にK

ad
ish

とA
sh

w
o

rth

が
位
置
し
、
ま
たF

le
tch

e
r

は
そ
の
修
正
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
限
界
事
例
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と

A
sh

w
o

rth

は
無
辜
の
代
理
ル
ー
ル
を
用
い
て
因
果
性
を
根
拠
に
「
共
犯
の
例
外
た
る
正
犯
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
解
決
す
る
一
方

で
、F

le
tch

e
r

と

K
ad

ish

は
無
辜
の
代
理
ル
ー
ル
を
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
（
模
範
刑
法
典
と
合
致
す
る
）
惹
起
行
為
ル
ー
ル
に
依

拠
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
正
犯
性
を
原
則
と
す
る

F
le

tch
e

r

と
共
犯
性
（
派
生
性
）
を

原
則
と
す
る

K
ad

ish

が
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、D

re
ssle

r

と

K
atz

は
こ
の
派
生
性
基
準
と
は
一
線
を
画
し
、
独

立
形
式
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
因
果
性
と
い
う
部
分
で
重
な
り
合
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、D

re
ssle

r

は
正
犯
の
実
行
行
為
性

と
い
う
部
分
で
は

F
le

tch
e

r

お
よ
び

K
ad

ish

と
重
な
り
合
い
、K

atz

は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
と
い
う
部
分
で
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー

と
重
な
り
あ
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
れ
で
本
稿
の
目
的
を
達
成
し
た
こ
と
に
な
る
が
、

(

１)

こ
こ
で
の
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
整
理
は
、
あ
る
副
産
物
を
も
た
ら
し
た
。

す
な
わ
ち
、
整
理
で
用
い
た
「
も
の
さ
し
」
た
る
「
派
生
性
」
の
内
実
に
つ
い
て
で
あ
る
。
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ま
ず
、「d

e
riv

ativ
e

」
と
い
う
言
葉
は
「
派
生
的
な
」
あ
る
い
は
「
独
創
性
の
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
用
語
で
あ
る
。

で
は
「
派
生
的
」
と
は
用
語
法
上
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
。
そ
こ
で
は
「
同
じ
源
か
ら
分
か
れ
生
じ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
。

(

２)
し
た
が
っ
て
、
語
彙
的
な
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
共
犯
責
任
の
「
派
生
性
」
は
、
正
犯
の
責
任
に
共
犯
の
責
任
の
源
を
見
出
す

こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
派
生
的
責
任
の
古
典
形
式
に
合
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
は
正
犯
に

責
任
が
生
ぜ
し
め
る
行
為
に
関
与
し
た
が
故
に
、
正
犯
の
責
任
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
共
犯
責
任
の
派
生
性
は
、
共
犯
を
正
犯
と
同
一
化
す
る
と
の
意
味
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
で
は

な
か
っ
た
。
伝
統
的
に
共
犯
責
任
が
上
級
者
責
任
（
代
位
責
任
）
と
区
別
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
共
犯

責
任
は
、
共
犯
が
自
身
の
共
犯
行
為
に
よ
っ
て
正
犯
の
犯
罪
を
惹
起
す
る
か
ら
で
も
、
正
犯
の
行
為
が
共
犯
の
行
為
で
あ
る
か
ら
で

も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
共
犯
の
責
任
は
正
犯
の
「
有
罪
性
（v

io
latio

n
o

f
law
)

」
に
依
拠
し
た
上
で
、
そ
の
法
的
結
果
が
共
犯
自

身
の
行
為
の
故
に
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
共
犯
責
任
は
正
犯
が
行
っ
た
こ
と
に
つ
き
共
犯
を
非
難
す
る
に
妥
当
な
共

犯
行
為
を
必
要
と
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
「
派
生
性
」
と
い
う
言
葉
は
、
共
犯
の
責
任
が
正
犯
の
有
罪
性
に

従
う
、
す
な
わ
ち
「
従
属
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
「
派
生
性
」
が
「
従
属
す
る
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
従
属
」
の
中
身
が
問
題
と

な
ろ
う
。
初
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、「
従
は
主
に
従
う
」
と
の
法
格
言
に
依
拠
し
、
共
犯
は
正
犯
の
「
従
物
」
ま
さ
に

「
ア
ク
セ
サ
リ
ー
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
故
に
、
初
期
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
訴
訟
法
上
、
共
犯
の
公
判
が
開
始
さ
れ

る
前
に
正
犯
が
有
罪
宣
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
そ
の
要
件
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
実
は
、
共
犯
責
任

が
正
犯
の
有
罪
に
完
全
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
単
に
共
犯
の
「
処
罰
条
件
」
と
し
て
正
犯
の
有
罪

宣
告
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
だ
け
あ
っ
て
、
正
犯
が
有
罪
で
あ
る
か
ら
共
犯
も
有
罪
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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つ
ま
り
、
正
犯
の
有
罪
は
共
犯
の
公
判
開
始
に
と
っ
て
必
要
な
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
共
犯
に
責
任
を
問
い
う
る
と
い
う

「
可
能
性
」
が
存
在
し
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、S

ay
re

の
研
究
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
し
、

(

３)

ま
た
こ
の
訴
訟
法
上
の

ル
ー
ル
が
排
除
さ
れ
た
際
、
正
犯
が
無
罪
と
さ
れ
た
場
合
に
も
共
犯
に
責
任
を
問
う
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
初
期
コ

モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
正
犯
の
有
罪
宣
告
が
共
犯
の
処
罰
条
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
共
犯
責
任
が
正
犯
の
有
罪
に
完
全
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
場
合
、
正
犯
が
無
罪
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
と

し
て
責
任
を
問
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
正
犯
の
無
罪
の
理
由
が
な
ん
で
あ
れ
、
そ
の
免
責
事

由
が
な
け
れ
ば
、
正
犯
は
有
罪
と
な
り
そ
の
共
犯
行
為
は
犯
罪
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
共
犯
に
対
す
る
非
難
は
、
正

犯
の
免
責
事
由
か
ら
は
何
ら
影
響
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
古
典
的
な
意
味
で
の
派
生
性
は
、
共
犯
の
処
罰
条
件
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ

た
。
も
っ
と
も
、
正
犯
の
有
罪
宣
告
を
そ
の
要
件
と
す
る
処
罰
条
件
は
排
除
さ
れ
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
正
犯
が
無
罪
で
あ
っ

た
と
し
て
も
共
犯
に
責
任
を
問
い
う
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
、
派
生
性
が
従
属
性
を
意
味
す
る
と
の
前
提
に
も
合
致
す
る
。

と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
、
正
犯
の
有
罪
性
が
要
求
さ
れ
、
正
犯
が
法
違
反
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
事
実
自
体
に
共
犯
は
従
属
す
る

か
ら
で
あ
る
。
正
犯
の
法
違
反
行
為
な
し
に
は
共
犯
は
責
任
を
問
わ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
派
生
性

と
は
、
共
犯
の
処
罰
条
件
を
意
味
し
、
そ
れ
は
正
犯
の
法
違
反
行
為
の
存
在
を
そ
の
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
の
派
生
性
に
は
処
罰
条
件
以
外
の
意
味
も
あ
っ
た
。
共
犯
責
任
が
正
犯
責
任
か
ら
派
生
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、

共
犯
責
任
は
正
犯
責
任
を
越
え
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、K

ad
ish

の
説
明
が
分
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

(

４)

共
犯
は

正
犯
に
与
え
た
「
合
意
」
の
範
囲
内
で
の
み
正
犯
の
責
任
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
正
犯
の
犯
罪
遂
行
を
援
助
す
る

共
犯
は
、
そ
の
目
的
で
権
限
を
与
え
た
「
合
意
」
に
依
拠
し
て
共
犯
と
判
断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
た
し
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か
に
、
共
犯
責
任
は
正
犯
の
責
任
か
ら
派
生
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
共
犯
が
正
犯
に
与
え
た
「
合
意
」
と
い
う
一
部
か
ら
派

生
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
す
べ
て
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(

５)
と
こ
ろ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
共
犯
責
任
は
そ
の
非
難
の
重
大
性
と
い
う
程
度
で
、
正
犯
責
任
を
越
え
え
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
共
犯
の
責
任
が
正
犯
の
責
任
よ
り
も
重
大
で
あ
る
場
合
も

あ
ろ
う
。
無
辜
の
代
行
者
事
例
が
分
か
り
や
す
い
。
無
辜
の
者
を
介
し
て
犯
罪
目
的
を
達
成
す
る
共
犯
は
、
正
犯
た
る
無
辜
の
者
よ

り
も
非
難
の
程
度
は
重
大
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
、
無
辜
の
代
理
理
論
を
用
い
て
共
犯
を
正
犯

と
し
て
扱
い
解
決
し
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
無
辜
の
者
が
介
在
す
る
場
合
に
は
、
共
犯
責
任
を

問
え
な
い
と
し
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
無
辜
の
者
と
は
道
具
と
し
て
見
な
さ
れ
る
者
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
こ
の
よ
う
な

者
を
犯
罪
に
利
用
し
た
場
合
、
第
一
級
正
犯
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
利
用
者
た
る
共
犯
を
無
条
件
に
正
犯
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
こ
の
よ
う
な
者
が
介
在
す
る
場
合
に
は
、
共
犯
で
は
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
正
犯

の
有
罪
性
が
な
け
れ
ば
共
犯
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
、
端
的
に
言
え
ば
、
正
犯
の
有
罪
性
が
共
犯
に
と
っ
て
の
成
立
条
件
と

な
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
派
生
性
と
は
共
犯
の
成
立
条
件
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
正
犯
の
有
罪

性
」
を
そ
の
条
件
と
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
共
犯
が
与
え
た
合
意
の
範
囲
内
で
正
犯
の
有
罪
性
か
ら
派
生
す
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
に
お
け
る
派
生
性
に
は
、
正
犯
の
法
違
反
行
為
（
有
罪
性
）
の
存
在
を
そ
の
要
件
と
す

る
「
共
犯
処
罰
条
件
」
と
、
正
犯
の
有
罪
性
を
そ
の
要
件
と
す
る
「
共
犯
成
立
条
件
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
も
っ
と
も
、
共
犯
の
成
立
条
件
と
し
て
の
正
犯
の
有
罪
性
は
、
共
犯
の
合
意
の
範
囲
内
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の

合
意
が
そ
の
犯
罪
で
の
責
任
の
上
限
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
は
、
合
意
に
基
づ
き
正
犯
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に
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
と
い
う
範
囲
内
で
正
犯
と
そ
の
責
任
を
共
有
す
る
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
そ
の
共
犯
行
為
を
行
っ
た
と
い
う
こ

と
に
よ
り
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
派
生
性
に
は
、
三
つ
目
の
意
味
、
す
な
わ
ち
、
正
犯
が
遂
行
し
た
犯
罪
の

有
罪
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
で
、
共
犯
の
合
意
に
依
拠
す
る
共
犯
行
為
に
対
す
る
責
任
の
「
根
拠
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
に
も

な
る
。

こ
の
よ
う
な
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
共
犯
理
論
の
核
た
る
「
派
生
的
責
任
」
の
視
点
は
、
わ
が
国
の
共
犯
に
関
す
る
議
論
、
特
に
、

要
素
従
属
性
に
関
わ
る
議
論
に
と
っ
て
有
益
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
通
説
に
お
い
て
四
つ
の
従
属
形
式
と
し
て
捉
え

ら
れ
て
き
た
要
素
従
属
性
に
つ
き
、
誇
張
従
属
形
式
と
そ
の
他
の
従
属
形
式
の
レ
ベ
ル
の
違
い
や
、

(

６)

要
素
従
属
性
と
間
接
正
犯
と
の

関
係
性
、

(

７)

さ
ら
に
は
身
分
の
連
帯
性
に

(

８)

ま
で
波
及
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
う
る
。
も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
共
犯
を

め
ぐ
る
問
題
点
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
従
来
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ア
メ
リ
カ
共
犯
理

論
を
整
理
す
る
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
視
点
を
得
ら
れ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
共
犯
理
論
に
と
っ
て
何
ら
か
の
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ

ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
共
犯
理
論
の
進
展
に
と
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
は
検
討
に
値
す
る
も
の
で
も
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

(

１
）
た
し
か
に
、
本
稿
の
目
的
は
達
成
さ
れ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
本
稿
は
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
概
要
を
示
し
た
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
稿
で
紹
介
し
た
理
論
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
か
分
析
・
検
討
す
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く

わ
が
国
に
お
け
る
共
犯
理
論
と
の
違
い
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
精
密
な
分
析
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
判
例
分
析
を
中
心
に
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
相
互
の
分
析
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
わ
が
国
の
刑
法
理
論
の
母
国
は
ド
イ
ツ
刑
法
理
論
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
と
わ
が
国
を
比
較
検
討
す
る
以
前
に
、

ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
と
の
比
較
検
討
を
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
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(

２
）
松
村
明
・
山
口
明
穂
・
和
田
利
政
編

旺
文
社
「
国
語
辞
典
（
第
八
版)

」(

一
九
九
五
）
一
〇
三
五
頁

(
３
）

F
ran

cis
B

o
w

e
s

S
ay

re
,

C
rim

in
a

l
R

esp
on

sib
ility

for
th

e
A

cts
of

A
n

oth
er,

4
3

H
arv

.
L

.
R

e
v
.

6
8

9

�69
4
.(

1
9

3
0

）

(
４
）

S
an

fo
rd

H
.

K
ad

ish
,

C
om

p
licity,

C
a

u
se

a
n

d
B

la
m

e:
A

S
tu

d
y

in
th

e
In

terp
reta

tion
of

D
octrin

e,
7

3
C

A
L
.

L
.

R
E

V
.

3
5

4
(

1
9

8
5)

:

K
ad

ish
は
「
民
事
代
理
法
に
お
け
る
本
人
（
共
犯
）
が
代
理
人
（
正
犯
）
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
典
型
と
し
て
合
意
概
念
が
あ

る
。
そ
こ
で
の
責
任
は
、
本
人
が
そ
の
目
的
で
権
限
を
与
え
た
代
理
人
の
行
為
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
本
質
的
に
基
づ
く
。
し
た
が
っ
て
、

刑
法
に
お
い
て
も
、
正
犯
に
よ
る
犯
罪
遂
行
を
容
易
に
す
る
よ
う
意
図
的
に
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
犯
は
正
犯
と
同
一
化
す
る
」

と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
実
際
上
、
共
犯
は
正
犯
の
行
為
に
権
限
を
与
え
、
共
犯
者
自
身
の
行
為
と
し
て
承
諾
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

当
然
に
、
違
法
が
為
さ
れ
る
こ
と
を
容
易
に
し
た
共
犯
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲
内
で
共
犯
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(

５
）
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
「
合
意
」
の
内
容
に
共
犯
が
依
拠
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
共
犯
理
論
の
主
要
な
課
題
は
、
共

犯
の
主
観
的
要
件
（
メ
ン
ズ
・
レ
ア
）
に
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(

６
）
松
宮
孝
明
「
刑
事
立
法
と
犯
罪
体
系
」(

二
〇
〇
三
）
二
四
七
頁
以
下：

こ
の
派
生
性
の
議
論
を
わ
が
国
の
従
属
性
の
議
論
に
当
て

は
め
た
場
合
、
共
犯
の
処
罰
条
件
と
し
て
の
派
生
性
は
、「『

犯
罪
』
は
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
実
行
従
属
性
」
に
、

共
犯
の
成
立
条
件
と
し
て
の
派
生
性
は
、「『

犯
罪
』
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
で
有
責
な
行
為
で
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
要
素
従
属
性
」
に
そ
れ
ぞ
れ
当
て
は
ま
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
派
生
性
の
議

論
は
、
わ
が
国
で
言
う
と
こ
ろ
の
誇
張
従
属
形
式
、
あ
る
い
は
可
罰
性
借
用
説
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

と
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
で
展
開
さ
れ
て
い
る
誇
張
従
属
形
式
は
、
実
行
従
属
性
と
要
素
従
属
性
を
混
同
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
犯
罪
性
借
用
説
を
採
る
フ
ラ
ン
ス
共
犯
理
論
か
ら
も
同
様
に
説
明
が
な
さ
れ
る
。(

井
上
宜
裕
「
犯
罪
性
借

用
説
と
責
任
主
義
」
清
和
法
学
研
究
第
一
〇
巻
第
二
号
（
二
〇
〇
四
）
四
九
頁
以
下
を
参
照
）

(

７
）
中
山
研
一
・
浅
田
和
茂
・
松
宮
孝
明
「
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
一

共
犯
論

」(

一
九
九
七
）
一
〇
五

一
〇
七
頁：

ア
メ
リ

カ
に
お
い
て
は
「
直
接
実
行
者
が
正
犯
で
あ
る
」
と
の
原
則
が
明
確
に
維
持
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
故
に
、
間
接
正
犯
事
例
に
お
い
て
も
、
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間
接
的
に
実
行
す
る
者
は
共
犯
で
あ
る
と
の
原
則
か
ら
共
犯
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
固
執
す
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
実
行
行
為
「
性
」
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
間
接
的
に
実
行
す
る
者
で
あ
っ
て
も
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
も

の
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
そ
の
よ
う
な
者
を
正
犯
と
し
て
扱
う
」
と
の
前
提
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
限
縮
的
正
犯
概
念
を
基

底
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
直
接
実
行
が
原
則
と
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(

８
）
松
宮
・
前
掲
書
注
（
６
）
二
九
一
頁
以
下：

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
派
生
性
は
、
共
犯
と
正
犯
の
責
任
の
一
部
共
有
を
前
提
と
す
る
。

こ
の
論
理
を
用
い
て
身
分
犯
の
問
題
に
つ
き
解
決
可
能
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。
共
犯
の
違
法
は
基
本
犯
罪
に
対
し
て
だ
け

で
は
な
く
、
共
犯
者
自
身
の
行
為
、
す
な
わ
ち
教
唆
・
幇
助
行
為
に
対
し
て
も
判
断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
正
犯
と
共
犯
が

「
共
有
」
す
る
の
は
基
本
犯
罪
部
分
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
違
法
に
つ
い
て
も
部
分
的
に
は
個
別
化
さ
れ
る

は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
身
分
も
必
ず
し
も
連
帯
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
分
析
が
必

要
と
な
ろ
う
。
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