
は
じ
め
に

　

こ
の
度
は
、
尊
敬
す
る
馬
先
生
及
び
漠
先
生
な
ど
、
武
漢
大
学
法
学
院
の
先
生
か
ら
お
招
き
を
い
た
だ
き
、
誠
に
有
り
難
う
ご
ざ
い

ま
す
。
ま
た
、
武
漢
大
学
客
員
教
授
と
し
て
講
演
の
機
会
を
与
え
ら
れ
ま
し
て
、
誠
に
光
栄
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は
絶
望
の
章
と
言

わ
れ
る
共
犯
論
の
な
か
で
も
、
特
に
難
し
い
と
言
わ
れ
る
「
共
犯
と
身
分
に
つ
い
て
」、
現
在
の
学
界
の
状
況
を
整
理
し
、
中
国
刑
法

と
比
較
し
な
が
ら
、
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅰ　

問
題
の
所
在

　
�
　

三
つ
の
類
型　

共
犯
と
身
分
の
問
題
は
日
本
で
は
、
只
今
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
非
常
に
難
し
い
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
で
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は
、
共
犯
と
身
分
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
何
が
問
題
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、
中
国
で
は
、
総
則
の
「
共
同
犯
罪
」
の

章
に
は
、
日
本
の
刑
法
六
五
条
の
よ
う
な
「
身
分
犯
の
共
犯
」
の
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
中
国
刑
法
三
九
七
条
の

職
権
濫
用
罪
は
、「
国
家
機
関
公
務
員
が
、
職
権
を
濫
用
し
又
は
職
務
を
怠
り
、
公
共
の
財
産
、
国
家
又
は
人
民
の
利
益
に
重
大
な
損

害
を
与
え
た
と
き
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
拘
留
に
処
す
る
」
と
い
う
場
合
、
行
為
の
主
体
は
、
国
家
機
関
公
務
員
と
い
う
身
分
の

あ
る
者
に
限
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
犯
罪
は
わ
れ
わ
れ
の
言
う
身
分
犯
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
中
国
で
も
共
犯
と
身
分
の
問
題
は
、
避
け
て

通
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

さ
て
、
共
犯
と
身
分
の
問
題
で
解
決
を
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
場
合
で
す
。
一
つ
は
、
身
分
者
に
非
身
分
者
が
加
功
し
た

場
合
、
例
え
ば
、
妻
が
公
務
員
で
あ
る
夫
の
収
賄
を
教
唆
し
た
場
合
、
妻
に
は
い
か
な
る
犯
罪
が
成
立
し
処
罰
さ
れ
る
の
か
で
あ
り
ま

す
。
次
は
、
非
身
分
者
に
身
分
者
が
加
功
し
て
犯
罪
を
実
現
さ
せ
た
場
合
、
例
え
ば
、
保
護
責
任
者
が
自
分
の
子
を
他
人
に
遺
棄
さ
せ

た
場
合
、
保
護
責
任
者
の
処
罰
は
ど
う
な
る
か
で
す
。
三
つ
目
は
、
身
分
者
と
非
身
分
者
と
が
共
同
し
て
犯
罪
を
実
現
し
た
場
合
で
あ

り
ま
し
て
、
例
え
ば
、
収
賄
罪
を
妻
と
夫
が
共
同
し
て
実
現
し
た
場
合
な
ど
で
あ
り
ま
す
。
な
お
、
こ
れ
は
従
来
余
り
意
識
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
も
の
で
す
が
、
公
務
員
同
士
が
共
同
し
て
収
賄
し
た
り
、
単
純
占
有
者
と
業
務
上
占
有
者
が
横
領
の
共
犯
関
係
に
立
っ
た
よ

う
な
場
合
も
問
題
と
な
り
得
ま
す
が
、
特
に
重
要
な
の
は
、
一
つ
目
と
二
つ
目
で
す
。

　
�
　

構
成
的
身
分
犯
と
加
減
的
身
分
犯　

こ
れ
ら
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
日
本
の
刑
法
は
六
五
条
の
「
身
分
犯
と
共
犯
」
の

規
定
を
設
け
ま
し
た
。
そ
の
第
一
項
は
、「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
で

あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
第
二
項
は
、「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
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は
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
規
定
し
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
身
分
犯
に
は
、
二
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
日
本
の
収
賄
罪
の
よ
う
に
公
務
員
・
仲
裁
人
で
な
け
れ
ば
犯

罪
を
構
成
し
な
い
犯
罪
、
中
国
刑
法
で
は
、
例
え
ば
、
三
九
九
条
の
罪
の
よ
う
に
司
法
要
員
で
な
け
れ
ば
犯
罪
を
構
成
し
な
い
犯
罪
が

あ
り
ま
す
。
次
に
、
業
務
上
横
領
罪
の
よ
う
に
業
務
上
の
占
有
者
と
い
う
身
分
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
が
重
く
な
っ
た
り
、
あ
る
い

は
自
己
堕
胎
罪
の
よ
う
に
「
妊
娠
中
の
女
子
」
と
い
う
身
分
が
あ
る
た
め
に
刑
が
軽
く
な
る
犯
罪
が
あ
り
ま
す
。
中
国
刑
法
三
九
八
条

一
項
や
二
七
〇
条
の
横
領
罪
を
組
織
体
の
者
ま
た
は
公
務
員
が
行
っ
た
場
合
に
刑
を
加
重
す
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
身
分
の
存
在
に
よ

っ
て
刑
罰
の
量
に
影
響
を
与
え
る
犯
罪
が
あ
り
ま
す
。
日
本
の
刑
法
で
は
、
身
分
の
あ
る
こ
と
が
犯
罪
の
成
立
要
件
と
な
っ
て
い
る
も

の
を
構
成
的
身
分
犯
ま
た
は
真
正
身
分
犯
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、
身
分
に
よ
っ
て
刑
が
加
重
さ
れ
た
り
軽
減
さ
れ
る
犯
罪
の
こ
と
を
加

減
的
身
分
犯
又
は
不
真
正
身
分
犯
と
称
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
身
分
犯
は
、
身
分
の
種
類
に
よ
っ
て
、
①
構
成
的
身
分
犯
（
真
正

身
分
犯
）、
②
加
減
的
身
分
犯
（
不
真
正
身
分
犯
）
と
に
分
か
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今
日
の
講
演
で
は
、
先
程
の
刑
法
六
五
条
の

規
定
の
文
言
に
な
ら
っ
て
、
構
成
的
身
分
犯
、
加
減
的
身
分
犯
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
致
し
ま
す
。

　
�
　

身
分
の
意
義
と
身
分
犯
の
種
類　

こ
こ
で
、
身
分
犯
と
は
何
か
、
ま
た
、
構
成
的
身
分
犯
と
加
減
的
身
分
犯
は
ど
う
区
別
す
る

か
に
つ
い
て
、
整
理
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
で
は
、
身
分
と
い
う
と
き
は
、
一
般
の
用
語
で
は
「
身
の
上
」
と
か
「
境

遇
」
あ
る
い
は
「
社
会
的
地
位
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、
刑
法
で
身
分
と
い
う
と
き
は
、
行
為
者
の
特
別
な
性
質
が
犯
罪
の

成
立
や
刑
の
軽
重
に
影
響
を
与
え
る
場
合
を
意
味
し
ま
す
か
ら
、
男
か
女
か
、
日
本
人
か
外
国
人
か
、
親
族
で
あ
る
か
ど
う
か
、
公
務

員
か
非
公
務
員
か
と
い
っ
た
人
的
な
特
性
ば
か
り
で
な
く
、
目
的
の
有
無
、
あ
る
い
は
行
為
者
が
同
意
し
て
い
た
か
否
か
も
身
分
に
当
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た
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
判
例
も
こ
の
よ
う
に
広
く
考
え
て
い
ま
す
が
、
身
分
は
継
続
性
を
必
要
と
す
る
概
念
な
の
で
、
目
的
や
同
意

は
入
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
も
犯
罪
の
主
体
と
し
て
特
殊
な
状
態
や
関
係
を
意
味
し
、
犯

罪
の
成
立
や
刑
の
加
減
に
関
係
し
ま
す
の
で
、
身
分
と
し
て
捉
え
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
犯
罪
の
成
否
に
関
係
す
る
目
的
、
例
え

ば
、
一
五
四
条
の
文
書
偽
造
罪
の
「
行
使
の
目
的
」、
中
国
刑
法
で
い
え
ば
二
五
六
条
の
「
暴
利
の
目
的
」、
日
本
の
二
二
五
条
の
営
利

誘
拐
罪
に
お
け
る
「
営
利
の
目
的
」、
中
国
刑
法
二
一
八
条
の
「
営
利
の
目
的
」
も
身
分
に
入
る
と
考
え
ま
す
。

　

一
方
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
の
区
別
で
す
が
、
構
成
的
身
分
犯
は
、
身
分
が
犯
罪
の
成
否
に
関
わ
る
犯
罪
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
収
賄
罪
に
お
け
る
公
務
員
・
仲
裁
人
、
偽
証
罪
に
お
け
る
宣
誓
し
た
証
人
、
横
領
罪
に
お
け
る
占
有
者
、
中
国
刑
法
で
い
え
ば
汚

職
の
罪
に
お
け
る
「
国
家
機
関
公
務
員
」
や
「
司
法
要
員
」
が
こ
れ
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
加
減
的
身
分
犯
は
、
身
分
が
刑
の
軽
重

に
関
わ
る
場
合
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
日
本
の
刑
法
で
は
常
習
賭
博
罪
に
お
け
る
常
習
性
、
業
務
上
堕
胎
罪
に
お
け
る
医
師
な
ど
が
こ
れ

に
当
た
り
ま
す
。
他
に
、
業
務
上
横
領
罪
に
お
け
る
業
務
上
の
占
有
者
と
か
、
中
国
刑
法
に
は
な
い
よ
う
で
す
が
保
護
責
任
者
遺
棄
罪

に
お
け
る
保
護
責
任
者
な
ど
は
、
加
減
的
身
分
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
後
で
も
触
れ
ま
す
が
、
事
後
強
盗

罪
の
よ
う
に
、
構
成
的
身
分
犯
か
加
減
的
身
分
犯
か
を
形
式
的
に
区
別
す
る
の
は
困
難
だ
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
六
五
条
一
項
と
二
項
の
適
用
を
区
別
す
る
た
め
に
、
違
法
身
分
、
責
任
身
分
と
い
う
分
け
方
を
す
る
学
説
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
も
後
で
出
て
き
ま
す
の
で
、
一
言
だ
け
申
し
て
お
き
ま
す
と
、
身
分
が
行
為
の
違
法
性
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
違
法
身
分
、

身
分
が
責
任
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
場
合
が
責
任
身
分
で
あ
り
、
構
成
的
身
分
犯
の
大
半
は
違
法
身
分
で
あ
る
が
、
例
え
ば
、
後
で
指

摘
し
ま
す
常
習
面
会
強
請
罪
は
責
任
身
分
で
あ
る
が
構
成
的
身
分
犯
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
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�
　

何
が
問
題
か　

こ
の
身
分
犯
に
つ
い
て
、
実
際
に
問
題
に
な
り
ま
す
の
は
、
先
程
整
理
し
ま
し
た
よ
う
に
、
①
身
分
者
に
非
身

分
者
が
関
与
し
た
場
合
、
②
非
身
分
者
に
身
分
者
が
関
与
し
た
場
合
、
そ
れ
か
ら
、
③
身
分
者
と
非
身
分
者
と
が
共
同
し
て
犯
罪
を
実

行
し
た
場
合
の
犯
罪
の
成
否
及
び
刑
の
適
用
の
取
り
扱
い
で
す
が
、
中
国
刑
法
で
は
、
例
え
ば
、
三
八
二
条
の
職
務
上
横
領
罪
に
お
け

る
よ
う
に
、
三
項
で
「
前
二
項
に
掲
げ
る
者
と
共
同
し
て
横
領
し
た
場
合
は
、
共
犯
と
す
る
」
と
い
う
規
定
を
設
け
て
、
各
則
的
に
解

決
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
則
で
個
別
的
に
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
ま
す
と
、
規
定
が
な
い
場
合
に
は
共
犯
と
し
て
は
処
罰
し
な
い
趣

旨
か
と
も
思
わ
れ
ま
す
が
、
例
え
ば
、
非
公
務
員
が
公
務
員
を
教
唆
し
て
収
賄
行
為
を
さ
せ
た
場
合
に
、
そ
の
非
公
務
員
を
処
罰
し
な

い
と
す
れ
ば
い
か
に
も
不
当
で
す
か
ら
、
当
然
、
身
分
犯
の
共
犯
を
予
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
こ
で
、
中
国
で
も
、
身

分
犯
の
共
犯
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
日
本
刑
法
は
、
先
程
も
紹
介
し
ま
し
た
よ

う
に
六
五
条
に
規
定
を
設
け
て
、
第
一
項
で
、「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い

者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
」
と
し
て
、
非
身
分
者
で
も
単
独
で
行
え
ば
処
罰
さ
れ
な
い
の
に
、
共
犯
と
し
て
関
与
す
れ
ば
、
身
分

犯
と
「
連
帯
し
て
」
あ
る
い
は
身
分
犯
に
従
属
し
て
、
身
分
犯
の
共
犯
に
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
一
方
、
第
二
項
は
、

「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
定
め
ま
し
て
、
身
分
者
に
は
身
分
犯
の

刑
を
科
し
、
非
身
分
者
に
つ
い
て
は
非
身
分
者
の
刑
を
「
個
別
的
に
」
あ
る
い
は
「
独
立
し
て
」
科
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。

　

共
犯
と
身
分
を
め
ぐ
る
本
当
の
問
題
は
、
こ
の
規
定
の
解
釈
に
あ
り
ま
す
。
特
に
問
題
の
核
心
と
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、
第
一
項
で

は
身
分
が
非
身
分
者
に
連
帯
し
て
作
用
し
、
非
身
分
者
は
身
分
が
な
い
の
に
「
あ
る
者
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
に
対
し
ま
し
て
、
第
二
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項
で
は
、
身
分
は
個
別
的
に
作
用
し
て
、
身
分
者
と
非
身
分
者
と
は
別
々
の
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
共
犯
理
論
と

の
関
連
で
見
ま
す
と
、
一
項
は
、「
共
犯
は
正
犯
に
従
属
す
る
」
と
い
う
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
に
馴
染
む
の
に
対
し
ま
し
て
、
二
項

は
、
共
犯
は
正
犯
か
ら
独
立
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
共
犯
独
立
性
の
考
え
方
に
馴
染
む
こ
と
に
な
り
ま
す
た
め
に
、
一
項
と
二
項
と

は
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
ま
す
。

Ⅱ　

学
説
の
現
状

　
�
　

三
つ
の
学
説　

こ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
大
体
三
つ
の
学
説
が
主
張
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
第
一
説
は
、
六
五
条
一
項

は
構
成
的
身
分
犯
及
び
加
減
的
身
分
犯
を
通
じ
て
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
が
、
二
項
は
、
特
に
加
減
的
身
分
犯
に

つ
い
て
刑
の
個
別
的
作
用
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
第
二
説
は
、
六
五
条
は
、「
違
法
性
は
連
帯
的
に
、
責
任
は

個
別
的
に
」
と
い
う
原
理
に
基
づ
く
規
定
で
あ
り
、
一
項
は
身
分
が
行
為
の
違
法
性
に
か
か
わ
る
規
定
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
違
法
の

連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
、
身
分
が
責
任
の
要
素
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
責
任
の
個
別
的
作
用
を
定
め
た
規
定
と
考
え
ま
す
。
第
三
説

は
、
六
五
条
一
項
は
構
成
的
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
連
体
的
作
用
を
、
ま
た
、
二
項
は
加
減
的
身
分
に
つ
い
て
身
分
の
個
別
的
作
用

を
規
定
し
た
も
の
と
解
し
ま
す
。
こ
の
三
つ
の
学
説
を
中
心
に
、
日
本
の
刑
法
学
界
で
は
激
し
い
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
の
で

す
が
、
そ
れ
で
は
、
ど
の
説
が
最
も
妥
当
で
し
ょ
う
か
。

　
�
　

第
一
説
と
そ
の
問
題
点　

ま
ず
、
第
一
説
は
、
二
項
の
加
減
的
身
分
犯
も
一
項
の
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪

行
為
」
に
他
な
ら
な
い
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、
一
項
の
「
共
犯
と
す
る
」
と
い
う
規
定
は
、
非
身
分
者
に
つ
い
て
も
身
分
犯
の
共
犯
が
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成
立
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
、
一
項
は
構
成
的
身
分
犯
、
加
減
的
身
分
犯
を
通
じ
て
「
共
犯
の
成
立
」
に
つ
い
て
の
規
定

で
あ
り
、
二
項
は
、「
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
の
で
、
特
に
加
減
的
身
分
犯
に
対
す
る
科
刑
に
つ
い
て
規
定
し
た
と
い

う
解
釈
を
示
し
ま
し
た
。

　

例
え
ば
、
常
習
性
を
有
し
な
い
甲
が
常
習
性
を
有
す
る
乙
を
教
唆
し
て
賭
博
を
さ
せ
た
場
合
、
乙
に
は
一
八
六
条
一
項
の
常
習
賭
博

罪
の
正
犯
が
成
立
し
、
甲
に
は
六
五
条
一
項
に
よ
り
常
習
賭
博
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
し
ま
す
が
、
二
項
に
よ
っ
て
、
処
罰
に
つ
い
て
は

一
八
五
条
の
単
純
賭
博
罪
の
刑
を
適
用
す
る
と
主
張
し
ま
す
。
ま
た
、
甲
が
乙
を
教
唆
し
て
乙
の
老
父
を
遺
棄
さ
せ
た
場
合
、
乙
は
保

護
責
任
者
遺
棄
罪
の
正
犯
で
あ
り
、
甲
は
六
五
条
一
項
に
よ
り
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
し
ま
す
が
、
二
項
に
よ
っ
て
、

単
純
遺
棄
罪
の
教
唆
犯
の
範
囲
で
刑
が
科
さ
れ
る
と
主
張
し
ま
す
。

　

こ
の
説
に
対
し
て
は
、
多
く
の
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
必
ず
し
も
こ
の
説
の
真
意
・
意
図
が
理
解
さ
れ
な
い
ま
ま
反
対

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
の
で
、
少
し
立
ち
入
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
説
は
、
共
犯
の
本
質
に
つ
い
て
犯
罪
共
同

説
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
共
犯
は
、
例
え
ば
、
殺
人
罪
の
よ
う
に
、
特
定
の
犯
罪
の
実
現
に
向
け
て

「
加
功
」
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
ま
た
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
保
護
責
任

者
遺
棄
罪
の
実
現
に
向
け
て
共
同
し
、
あ
る
い
は
教
唆
、
幇
助
と
い
っ
た
形
で
関
与
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
保
護
責
任
者

遺
棄
罪
を
実
現
し
た
の
で
す
か
ら
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
同
正
犯
あ
る
い
は
教
唆
犯
・
幇
助
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
共
犯
者
が
保
護
責
任
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
を
実
現
す
る
行
為
に
加
功
し
て
保
護

責
任
者
遺
棄
罪
の
正
犯
を
実
現
さ
せ
た
以
上
は
、
共
犯
も
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
犯
と
し
て
、
共
犯
の
罪
名
は
正
犯
の
罪
名
と
同
じ
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で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
共
犯
の
罪
名
は
正
犯
の
罪
名
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
意
味
で
、
罪
名
従
属
性
説
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

　

余
談
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
六
五
条
の
「
加
功
」
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
刑
法
総
則
の
第
一
章
「
共
犯
」
の

規
定
を
見
ま
す
と
、「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
」（
六
〇
条
、
六
一
条
）、「
教
唆
」（
六
一
条
）、「
幇
助
」（
六
二
条
）」
と
い
っ
た
文
言
の

ほ
か
に
、「
加
功
」（
六
五
条
）
と
い
う
文
言
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
国
語
辞
典
に
よ
り
ま
す
と
、「
加
功
」
は
加
担
と
同
義
で
あ
っ

て
、「
力
を
添
え
て
助
け
る
こ
と
、
味
方
す
る
こ
と
」
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
六
五
条
一
項
に
は
共
同
正
犯
も
含
ま
れ
る
と
考
え
ま

す
し
、
ま
た
、
規
定
の
仕
方
か
ら
考
え
て
、
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
の
全
体
を
指
し
て
、「
加
功
」
と
し
た
と
解
す
べ
き
で
し

ょ
う
。「
関
与
」
と
い
う
文
言
も
使
わ
れ
ま
す
が
、「
加
功
」
と
同
じ
意
味
と
考
え
ま
す
。

　

さ
て
、
第
一
説
は
、
こ
の
罪
名
従
属
性
説
に
立
っ
て
、
六
五
条
の
一
項
と
二
項
は
矛
盾
し
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
本
来
、
二
人
以
上

の
者
に
同
じ
犯
罪
が
成
立
す
る
の
は
、
共
同
正
犯
の
よ
う
に
特
定
の
構
成
要
件
の
行
為
を
共
同
し
て
実
行
す
る
場
合
で
あ
り
ま
す
が
、

し
か
し
、
教
唆
犯
や
幇
助
犯
の
場
合
も
、
身
分
者
の
犯
罪
行
為
に
加
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
定
の
犯
罪
を
実
現
し
た
の
で
す
か
ら
、

構
成
的
身
分
犯
か
加
減
的
身
分
犯
か
を
問
わ
ず
、「
共
犯
と
す
る
」
と
し
た
と
考
え
る
の
で
す
。
な
お
、
こ
の
説
が
構
成
的
身
分
犯
に

つ
い
て
は
特
定
の
犯
罪
の
共
同
実
行
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
し
て
、
六
五
条
一
項
に
は
共
同
正
犯
は
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る

の
は
、
犯
罪
共
同
説
を
厳
格
に
貫
こ
う
と
す
る
趣
旨
に
基
づ
く
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
非
公
務

員
は
収
賄
罪
を
実
行
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
だ
か
ら
、
非
公
務
員
と
公
務
員
が
共
同
し
て
収
賄
罪
を
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

り
、
構
成
的
身
分
犯
の
共
同
正
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
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こ
う
し
て
、
六
五
条
一
項
は
構
成
的
身
分
犯
、
加
減
的
身
分
犯
を
問
わ
ず
、
身
分
犯
に
つ
い
て
の
共
犯
つ
ま
り
教
唆
犯
と
幇
助
犯
の

成
立
を
規
定
し
た
も
の
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
項
の
構
成
的
身
分
犯
と
二
項
の
加
減
的
身
分
犯
を
統
一
的
に

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
が
、
問
題
は
二
項
の
「
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
の
解
釈
に
あ
り
ま
す
。
第
一
説
は
、「
こ
れ
は
不
真

正
身
分
犯
に
つ
い
て
科
刑
の
点
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
か
言
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
そ
の
真
意
は
測
り
か
ね
ま
す
。
あ
る
学

者
は
、「
二
項
に
よ
る
個
別
化
を
一
段
低
い
科
刑
の
レ
ベ
ル
に
封
じ
込
め
、
そ
の
適
用
範
囲
を
制
限
し
、
も
っ
て
連
帯
の
原
理
に
よ
る

一
項
と
二
項
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
共
犯
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
一
項
及
び
二
項
を
通
じ
て
連
帯
的
作
用

を
認
め
る
限
り
で
、
両
者
の
統
一
を
図
ろ
う
と
し
た
と
い
う
意
味
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
ハ
ッ
キ
リ
し
ま
せ
ん
。
確
か
に
、

共
犯
の
成
立
の
点
で
は
一
項
と
二
項
は
統
一
で
き
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
限
り
で
連
帯
の
原
理
は
維
持
で
き
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
し
て
、
構
成
的
身
分
犯
で
あ
る
と
加
減
的
身
分
犯
で
あ
る
と
、
非
身
分
者
が
そ
れ
に
加
工
す
る
以
上
は
身
分
犯
の
共
犯
が
成
立

す
る
と
し
た
の
は
、
当
然
と
は
言
え
妥
当
で
あ
っ
た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
成
立
し
た
身
分
犯
の
共
犯
が
、
科
刑
の
点
で
は
非
身
分
者
は
独
立
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
犯
罪
共
同
説
に
立
つ

第
一
説
か
ら
す
る
と
、
一
項
と
二
項
の
間
の
矛
盾
を
解
消
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に

し
ま
し
て
も
、
こ
の
説
に
よ
る
と
、
一
項
は
、
身
分
犯
一
般
に
つ
い
て
共
犯
の
成
立
を
問
題
と
す
る
規
定
な
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
二

項
の
適
用
を
問
題
と
す
る
と
き
は
、
ま
ず
一
項
を
適
用
し
、
罪
名
を
確
定
し
た
う
え
で
刑
の
適
用
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ

け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
第
一
説
は
、
一
項
と
二
項
の
統
一
的
解
釈
に
努
め
た
の
で
す
が
、
特
に
、
六
五
条
一
項
に
は
共
同
正
犯
の
適
用
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は
な
い
、
あ
る
い
は
二
項
で
は
犯
罪
の
成
立
と
科
刑
を
分
断
し
て
し
ま
う
と
い
う
不
合
理
な
結
論
を
も
た
ら
す
と
こ
ろ
か
ら
、
次
第
に

支
持
者
を
失
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
共
犯
の
本
質
の
理
解
と
し
て
の
犯
罪
共
同
説
に
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
�
　

第
二
説
と
そ
の
問
題
点　

そ
れ
で
は
、
第
二
説
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
第
一
説
に
代
わ
っ
て
、
近
年
有
力
に
な
っ
て
い
ま
す
の

が
こ
の
説
で
す
。
こ
の
説
は
、
な
る
ほ
ど
一
項
と
二
項
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
違
法
身
分
、
責
任
身
分
と
い
う
考
え
方

の
も
と
に
、
そ
の
間
の
矛
盾
に
合
理
的
基
礎
を
与
え
て
理
論
的
に
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
説
に
よ
り
ま
す
と
、

一
項
の
連
帯
的
作
用
に
対
し
、
二
項
の
個
別
的
作
用
を
認
め
る
の
は
、
構
成
的
身
分
か
加
減
的
身
分
か
と
い
う
理
由
か
ら
で
は
な
く
、

「
違
法
は
連
帯
的
に
作
用
し
、
責
任
は
個
別
的
に
作
用
す
る
」
と
い
う
命
題
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
違
法
は

法
益
侵
害
を
本
質
と
し
、
法
益
侵
害
は
二
人
以
上
の
者
が
連
帯
し
て
惹
起
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
、
一
項
は
、
違
法
身
分
に
つ

い
て
犯
罪
の
成
立
・
処
罰
が
連
帯
的
に
作
用
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
責
任
は
非
難
可
能
性
と
し
て
行
為

者
に
固
有
の
一
身
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
二
項
は
、
責
任
身
分
に
つ
い
て
、
犯
罪
の
成
立
・
処
罰
が
個
別
的
に
作
用
す
る
こ
と
を
規

定
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
す
。

　

も
う
少
し
砕
い
て
申
し
ま
す
と
、
法
益
侵
害
と
し
て
の
違
法
は
、
形
式
的
に
構
成
的
身
分
犯
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
加
減
的
身

分
犯
と
規
定
さ
れ
て
い
る
か
と
は
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
関
与
者
は
連
帯
し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
犯
罪
の
成
立
に
つ
い

て
は
連
帯
的
に
作
用
す
る
と
解
す
る
の
で
す
。
例
え
ば
、
刑
法
一
九
四
条
の
特
別
公
務
員
職
権
乱
用
罪
は
、
逮
捕
・
監
禁
罪
の
刑
を
加

重
し
た
も
の
と
し
て
加
減
的
身
分
犯
で
あ
る
が
、
刑
を
加
重
す
る
根
拠
が
職
務
執
行
の
公
正
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
警
察
官
に
一
九
四
条
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の
行
為
を
教
唆
し
た
私
人
は
、
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
二
二
〇
条
一
項
の
逮
捕
・
監
禁
罪
の
教
唆
犯
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
六
五
条
一

項
に
よ
り
一
九
四
条
の
教
唆
犯
と
し
て
罰
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
犯
罪
関
与
者
の
一
人
一
人

の
責
任
は
一
身
的
な
も
の
と
し
て
、
常
に
個
別
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
責
任
を
基
礎
付
け
る
身
分
つ
ま
り
責
任
身
分
は
、

構
成
的
身
分
犯
で
あ
ろ
う
と
加
減
的
身
分
犯
で
あ
ろ
う
と
、
常
に
個
別
的
に
の
み
作
用
し
、「
身
分
の
な
い
者
に
は
通
常
の
刑
を
科
す

る
」
と
し
て
、
責
任
身
分
者
と
非
身
分
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
罪
が
成
立
し
、
そ
の
法
定
刑
で
処
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
二
五
三
条
の
業
務
上
横
領
罪
の
刑
が
重
く
さ
れ
て
い
る
の
は
責
任
を
重
く
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
と
す
る
と
、

そ
れ
に
関
与
し
た
非
業
務
者
は
、
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
単
純
横
領
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
す
。
常
習
者
、

営
利
の
目
的
を
有
す
る
者
な
ど
も
加
減
的
身
分
犯
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
は
違
法
身
分
に
関
す
る
規
定
、
二
項
は
責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
と
考
え
ま
す
と
、
構
成
的
身
分
犯
で

あ
っ
て
も
そ
の
身
分
が
責
任
に
関
す
る
身
分
と
解
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
犯
罪
は
非
身
分
者
に
は
連
帯
的
に
作
用
し
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
逆
に
、
加
減
的
身
分
犯
で
あ
っ
て
も
そ
の
身
分
が
法
益
侵
害
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
連
帯
的
に
作
用
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
見
解
は
、
一
項
と
二
項
の
矛
盾
に
実
質
的
根
拠
を
与
え
、
そ
れ
を
解
消
す
る
見
解
と
し
て
、
極
め
て
魅
力
的
で
あ
り
ま

す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
現
行
刑
法
六
五
条
の
解
釈
と
し
て
果
た
し
て
可
能
な
の
か
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
論
者
か

ら
疑
問
が
出
て
い
ま
す
。
私
は
、
不
勉
強
で
、
中
国
刑
法
に
つ
い
て
ど
の
犯
罪
が
違
法
身
分
犯
で
ど
れ
が
責
任
身
分
犯
で
あ
る
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
刑
法
で
は
、
例
え
ば
、
暴
力
行
為
等
処
罰
法
二
条
二
項
は
、「
常
習
と
し
て
故
な
く
面
会
を
強
請
」
す
る
行
為
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を
処
罰
し
て
お
り
、
面
会
強
請
は
常
習
と
し
て
行
わ
な
い
限
り
犯
罪
を
構
成
し
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
の
犯
罪
は
構
成
的
身
分
犯
で
す
。
そ

し
て
、
常
習
者
と
し
て
の
責
任
を
考
慮
し
て
特
に
構
成
要
件
を
設
け
た
と
考
え
ま
す
と
、
第
二
説
で
は
非
身
分
者
に
連
帯
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
六
五
条
一
項
の
適
用
は
な
く
、
非
常
習
者
が
常
習
者
に
関
与
し
た
場
合
は
、
身
分
者
に
連
帯
し
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
う
し
て
、
構
成
的
身
分
犯
で
あ
っ
て
も
責
任
身
分
犯
で
あ
る
と
き
は
、
六
五
条
一
項
の
適
用
は
な
く
、
専
ら
二
項
の
適
用
が

問
題
と
な
り
ま
す
が
、
非
身
分
者
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
通
常
の
刑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
結
局
、
非
身
分
者
は
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に

な
り
ま
す
。
第
二
説
は
、「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
命
題
か
ら
六
五
条
の
一
項
と
二
項
を
合
理
的
に
解
釈
で

き
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
只
今
の
常
習
面
会
強
請
罪
に
つ
い
て
の
解
決
は
、
何
か
腑
に
落
ち
な
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　

第
二
説
の
問
題
点
と
し
て
は
、
二
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
構
成
的
身
分
犯
で
あ
っ
て
も
、
責
任
身
分
犯
で
あ
る
と
し
ま
す
と
、
只

今
の
例
の
よ
う
に
共
犯
者
は
処
罰
さ
れ
な
い
場
合
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
い
か
に
も
不
当
で
あ
り
、
六
五
条
一
項

の
趣
旨
に
即
さ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
常
習
面
会
強
請
罪
の
例
で
み
ま
す
と
、
非
身
分
者
が
関
与
し
な
け
れ
ば
正
犯
行
為
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
非
身
分
者
が
い
か
な
る
責
任
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
し
て
不
可
罰
に
な
る
の
は
不
合
理
で
す
。
単
純
面
会

強
請
罪
と
い
う
構
成
要
件
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
六
五
条
一
項
を
適
用
し
て
、
非
身
分
者
に
常
習
面
会
強
請
罪
の
共
犯
と
し
て
処
罰
さ

れ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
、
常
習
性
は
な
い
の
で
す
か
ら
、
刑
を
法
律
上
減
軽
で
き
る
よ
う
に
す

る
必
要
は
あ
り
ま
す
。
改
正
刑
法
草
案
三
一
項
但
書
は
、「
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
法
律
上
の
減
軽
規
定
と

し
て
い
る
の
は
そ
の
趣
旨
で
す
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
立
法
論
の
問
題
で
あ
り
ま
し
て
、
解
釈
上
は
情
状
で
刑
を
減
軽
す
る
ほ
か
に
あ
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り
ま
せ
ん
。

　

も
う
一
つ
は
、
こ
の
説
は
、
違
法
身
分
と
責
任
身
分
の
区
別
は
自
明
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
前
提
自

体
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
先
程
の
中
国
刑
法
二
七
一
条
一
項
の
罪
に
つ
い
て
、
二
項
は
公
務
員
と
し
て
の
身
分

が
あ
る
場
合
に
は
刑
を
加
重
す
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
違
法
身
分
な
の
か
責
任
身
分
な
の
か
。
私
は
公
務
を
害
す
る
と
い
う
違

法
身
分
と
、
公
務
員
と
し
て
の
義
務
に
反
し
て
い
る
と
い
う
責
任
身
分
が
含
ま
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
公
務
員
の
汚
職
を
防
止
す

る
と
い
う
政
策
も
考
慮
さ
れ
て
重
く
罰
せ
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
例
え
ば
、
日
本
の
刑
法
二
〇
二
条
の
同
意
殺
人

罪
は
同
意
の
存
在
を
要
件
と
し
て
刑
を
七
年
以
下
の
懲
役
に
減
軽
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
根
拠
は
、
お
そ
ら
く
相
手
方
が
同
意
し

て
い
る
た
め
に
殺
人
の
違
法
性
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
違
法
身
分
で
あ
る
と
と
も
に
、
同
意
し
て
い
る
者
を
殺
害
す
る
の
は

責
任
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
責
任
身
分
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
違
法
身
分
か
責
任
身
分
か
は
簡
単
に
区
別
で

き
な
い
ば
か
り
か
、
政
策
的
な
考
慮
も
無
視
で
き
な
い
の
で
す
か
ら
、
第
二
説
の
前
提
自
体
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。

　

と
は
い
え
、
法
益
侵
害
説
、
結
果
無
価
値
論
が
有
力
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
、「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う

テ
ー
ゼ
は
有
力
に
な
り
、
第
二
説
の
支
持
者
は
多
数
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
�
　

第
三
説
（
通
説
・
判
例
）
と
問
題
点　

こ
の
よ
う
に
、
第
一
説
、
第
二
説
に
は
そ
れ
ぞ
れ
疑
問
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
端
的

に
、
条
文
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
解
釈
し
、
六
五
条
一
項
は
構
成
的
身
分
犯
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
二
項
は
加
減
的
身
分
犯
に
関
す
る

規
定
で
あ
る
す
る
見
解
が
有
力
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
第
三
説
は
、
日
本
の
教
科
書
で
通
説
・
判
例
と
し
て
整
理
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さ
れ
て
い
ま
す
が
、
第
二
説
が
多
数
を
占
め
つ
つ
あ
る
現
在
、
通
説
と
す
る
の
に
は
若
干
の
異
論
が
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、
第
三
説
に
よ
り
ま
す
と
、
例
え
ば
、
日
本
刑
法
一
九
七
条
の
収
賄
罪
の
構
成
的
身
分
犯
で
は
、
非
身
分
者
が
こ

れ
に
関
与
す
れ
ば
身
分
が
連
帯
し
て
作
用
す
る
か
ら
、
非
身
分
者
に
は
収
賄
罪
の
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
ま
た
は
幇
助
犯
が
成
立
し
、
収

賄
罪
の
刑
の
範
囲
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
責
任
身
分
犯
と
さ
れ
る
先
程
の
常
習
面
談
強
請
罪
に
つ
い
て
も
、
常
習

者
で
な
け
れ
ば
面
談
強
請
行
為
は
処
罰
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
構
成
的
身
分
犯
で
あ
り
ま
し
て
、
非
常
習
者
が
常
習
面
談
強
請
罪
に
関
与
す

れ
ば
共
犯
が
成
立
し
、
そ
の
罪
の
刑
の
範
囲
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
保
護
責
任
者
で
な
い
者
が
保
護
責
任
者
に
加
功
し
て
要
扶
助
者
を
遺
棄
し
た
と
き
は
、
正
犯
は
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
と
な
り

ま
す
が
、
加
減
的
身
分
犯
と
し
て
六
五
条
二
項
の
適
用
を
受
け
、
関
与
者
に
は
単
純
遺
棄
罪
の
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

逆
に
、
保
護
責
任
者
が
保
護
責
任
者
で
な
い
者
に
関
与
し
て
遺
棄
罪
を
犯
さ
せ
た
と
き
は
、
正
犯
は
単
純
遺
棄
罪
で
す
が
、
関
与
者
は

保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
犯
に
な
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
立
場
の
結
論
で
す
。
そ
し
て
、
判
例
も
こ
の
結
論
を
採
っ
て
い
る
と
い
え
ま

す
。

　

で
は
、
こ
の
説
に
は
問
題
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
考
え
方
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
、
大
き
く
三
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
違

法
身
分
犯
と
責
任
身
分
犯
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
構
成
的
身
分
犯
と
加
減
的
身
分
犯
の
区
別
も
な
か
な
か
難
し
い

と
い
う
批
判
で
す
。
例
え
ば
、
刑
法
二
三
八
条
は
、「
窃
盗
が
、
財
物
を
得
て
こ
れ
を
取
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
…
暴
行

又
は
脅
迫
し
た
と
き
は
、
強
盗
と
し
て
論
ず
る
」
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、「
窃
盗
」
を
窃
盗
犯
人
と
解
し
て
、
事
後
強
盗
罪
を
身
分

犯
と
す
る
と
い
う
の
が
判
例
の
立
場
で
す
。
し
か
し
、
判
例
は
構
成
的
身
分
犯
と
す
る
も
の
と
加
減
的
身
分
犯
と
す
る
も
の
と
に
分
か
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れ
て
お
り
ま
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
構
成
的
身
分
犯
と
加
減
的
身
分
犯
の
区
別
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

　

次
に
、
構
成
的
身
分
犯
で
は
連
帯
的
に
作
用
し
、
加
減
的
身
分
犯
で
は
個
別
的
に
作
用
す
る
実
質
的
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
と
も
批

判
さ
れ
て
い
ま
す
。「
構
成
的
身
分
が
連
帯
性
を
有
し
、
加
減
的
身
分
が
個
別
性
を
有
す
る
こ
と
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
第
三
に
、
六
五
条
二
項
に
つ
い
て
、
こ
の
説
で
は
、
例
え
ば
、
保
護

責
任
者
遺
棄
罪
に
つ
き
、
保
護
責
任
者
が
保
護
責
任
を
有
し
な
い
者
に
関
与
し
て
要
扶
助
者
を
遺
棄
し
た
場
合
、
保
護
責
任
者
に
は
保

護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
共
犯
独
立
性
説
で
な
け
れ
ば
容
認
で
き
な

い
結
論
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

Ⅲ　

私
の
解
決

　
�
　

基
本
的
な
考
え
方　

私
は
、
そ
う
し
た
批
判
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
次
の
よ
う
に
考
え
て
第
三
説
の
結
論
を

支
持
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
考
え
方
を
か
い
つ
ま
ん
で
述
べ
て
み
ま
す
と
、
ま
ず
、
共
犯
と
身
分
の
議
論
の
前
提
と
し
て
は
、
共
犯
の

処
罰
根
拠
と
共
犯
の
本
質
を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
正
犯
の
実
行

行
為
を
通
じ
て
間
接
的
に
構
成
要
件
を
実
現
し
、
法
益
侵
害
・
危
険
の
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
立
場
を
取
り
ま
す
。
そ

し
て
、
共
犯
の
本
質
は
、
実
行
行
為
に
加
功
し
、
あ
る
い
は
実
行
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
特
定
の
犯
罪
を
共
同
し

て
実
現
し
、
あ
る
い
は
特
定
の
犯
罪
に
関
与
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
犯
罪
が
予
定
し
て
い
る
実
行
行

為
を
共
同
し
、
あ
る
い
は
実
行
行
為
に
関
与
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
私
は
、
犯
罪
共
同
説
で
も
な
け
れ
ば
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行
為
共
同
説
で
も
な
く
、
実
行
行
為
共
同
説
を
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
行
為
共
同
説
の
論
者
は
犯
罪
の
重
要
な
行
為
に

つ
い
て
の
共
同
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
す
か
ら
、
具
体
的
な
処
理
と
し
て
は
私
見
と
違
わ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
大
切
な
こ
と
は
、
そ

の
行
為
を
取
れ
ば
通
常
は
そ
の
構
成
要
件
が
予
定
す
る
法
益
侵
害
の
結
果
を
惹
起
す
る
と
い
え
る
よ
う
な
定
型
性
を
有
す
る
か
ど
う
か

で
す
。

　

そ
こ
で
、
共
犯
と
身
分
に
お
い
て
も
こ
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、
身
分
は
連
帯
的
に
作
用
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
共
犯
に
お
け
る
身
分
者
と
非
身
分
者
と
の
関
係
を
眺
め
て
み
ま
す
と
、
非
身
分
者
が
身
分
者
と
共
同
し
て
身
分
犯

を
実
現
し
、
あ
る
い
は
非
身
分
者
が
身
分
者
に
加
功
し
て
身
分
犯
を
実
現
し
た
場
合
、
い
ず
れ
も
共
犯
関
係
の
下
に
身
分
犯
が
実
現
し

た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ
れ
に
関
与
し
た
者
は
、
す
べ
て
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
で
あ
り
ま
し
て
、
構
成
的
身
分
犯
と
し

て
非
身
分
者
は
連
帯
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

　

先
程
の
第
一
説
が
、
構
成
的
身
分
犯
、
加
減
的
身
分
犯
を
通
じ
て
、
六
五
条
一
項
は
犯
罪
成
立
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
充
分

に
根
拠
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
第
一
説
は
、「
共
犯
と
す
る
」
と
規
定
し
た
の
は
、
共
犯
で
な
い
者
を
敢
え
て
共
犯

と
す
る
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
私
は
、
む
し
ろ
只
今
の
当
然
の
こ
と
を
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
と
理
解

し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
六
五
条
一
項
の
連
帯
的
作
用
は
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
が
、
で
は
、
二
項
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き

で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
二
項
は
、「
身
分
の
な
い
者
に
は
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
し
て
、
科
刑
の
個
別
性
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
し
か
し
、
犯
罪
の
成
立
も
行
為
者
の
一
身
的
な
事
情
を
考
慮
す
る
の
は
当
然
で
す
。
そ
こ
で
、
身
分
の
な
い
者
に
は
「
通
常
の
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刑
を
科
す
る
」
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
加
減
的
身
分
犯
に
つ
い
て
の
共
犯
の
構
成
要
件
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

例
え
ば
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
に
つ
い
て
非
保
護
責
任
者
が
関
与
し
た
場
合
、
保
護
責
任
者
で
な
け
れ
ば
こ
の
罪
は
構
成
し
な
い
の
で

あ
る
か
ら
構
成
的
身
分
犯
で
あ
る
が
、
保
護
責
任
者
は
そ
の
一
身
的
事
情
か
ら
特
に
刑
を
重
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ

は
、
保
護
責
任
者
と
い
う
主
体
を
要
素
と
す
る
共
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
を
設
け
た
も
の
、
言
い
換
え
ま
す
と
加
減
的
身
分
犯
の
共
犯

の
成
立
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
処
罰
を
す
る
と
い
う
趣
旨
と
考
え
る
の
で
す
。

　

も
う
少
し
説
明
し
ま
す
と
、
何
故
「
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
し
た
か
で
す
が
、
実
行
行
為
と
し
て
は
連
帯
し
て
正
犯
を
実
現
す
る

の
で
す
が
、
身
分
者
と
非
身
分
者
と
は
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
犯
罪
を
実
現
す
る
の
で
す
か
ら
、
責
任
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
違
法
性
に
お
い

て
も
個
別
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
処
罰
に
お
い
て
も
個
別
的
な
処
理
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。
第
二
説
は
、
加
減
的
身
分
犯
の
身
分

は
責
任
身
分
と
解
し
て
初
め
て
実
質
的
根
拠
が
与
え
ら
れ
る
と
言
う
の
で
す
が
、
違
法
を
法
益
侵
害
と
し
て
の
み
捉
え
る
法
益
侵
害
説

な
い
し
結
果
無
価
値
論
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
で
し
ょ
う
が
、
違
法
性
を
社
会
倫
理
規
範
に
違
反
す
る
法
益
侵
害
と
解
す
る
二
元
説

の
立
場
か
ら
し
ま
す
と
、
違
法
も
当
然
に
個
別
的
に
作
用
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別

的
に
」
と
い
う
ド
グ
マ
は
、
維
持
で
き
な
い
の
で
す
。

　

先
に
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
二
項
は
加
減
的
身
分
犯
に
つ
い
て
特
に
犯
罪
の
成
立
を
定
め
た
と
考
え
ま
す
と
、
一
項
は
加
減
的
身
分

犯
を
除
い
た
構
成
的
身
分
犯
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
程
、
構
成
的
身
分
犯
か
加
減
的
身
分
犯
か
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
と
い
う

私
見
に
対
す
る
批
判
を
紹
介
し
ま
し
た
が
、
思
考
の
順
序
と
し
て
は
、
加
減
的
身
分
犯
か
ど
う
か
か
ら
検
討
す
る
の
が
筋
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
身
分
に
よ
っ
て
刑
が
加
重
さ
れ
た
り
軽
減
さ
れ
た
り
す
る
の
で
す
か
ら
、
実
行
行
為
さ
え
共
通
す
れ
ば
、
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比
較
的
容
易
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
が
、
こ
れ
ま
で
主
張
し
て
き
た
私
見
で
す
が
、
こ
の
説
に
つ
い
て
は
、
先
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
二
項
の
加
減
的
身
分
犯

に
つ
い
て
の
身
分
の
個
別
的
作
用
の
実
質
的
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
批
判
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実

行
行
為
共
同
説
か
ら
、
実
行
行
為
に
従
属
し
て
い
る
以
上
は
、
一
身
的
事
情
に
よ
っ
て
処
罰
を
個
別
化
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
う

答
え
で
充
分
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

一
方
、
こ
れ
も
先
に
触
れ
た
批
判
で
す
が
、
第
一
説
か
ら
、
正
犯
が
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
な
の
に
非
身
分
者
に
は
単
純
遺
棄
罪
の
共

犯
が
成
立
す
る
と
解
す
る
の
は
、
共
犯
独
立
性
説
の
結
論
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
問
題
は
、
共
犯
の
従
属
性
を
ど
う

考
え
る
か
で
あ
り
ま
す
。
第
一
説
の
論
者
は
、
制
限
従
属
性
説
を
取
っ
て
い
な
が
ら
、
六
五
条
二
項
に
つ
い
て
は
非
身
分
者
に
は
身
分

犯
の
正
犯
が
成
立
し
、
刑
の
み
通
常
の
刑
を
科
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
す
。
正
犯
に
つ
い
て
成
立
し
た
犯
罪
に
従
属
し
て
共
犯
の
成
立

を
認
め
る
罪
名
従
属
性
を
主
張
し
、
こ
こ
か
ら
判
例
や
私
の
説
な
ど
を
批
判
す
る
の
で
す
。

　

た
し
か
に
、
法
文
で
「
通
常
の
刑
を
科
す
る
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
の
で
、
刑
の
適
用
だ
け
を
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
読
め
ま
す

し
、
現
に
判
例
も
か
つ
て
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
先
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
共
犯
の
本
質
を
実

行
行
為
を
通
じ
て
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
、
実
行
行
為
を
共
同
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
与
す
る
こ
と
が
共
犯
の
本
質

で
あ
る
と
し
て
捉
え
ま
す
と
、
共
犯
の
従
属
性
は
実
行
行
為
の
従
属
性
と
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
常
習
賭
博
罪
の
正
犯

が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
、
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
非
身
分
者
が
単
純
賭
博
罪
で
処
罰
さ
れ
ま
し
て
も
、
何
ら
従
属
性
に
は
抵
触
す
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。
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Ⅳ　

終
わ
り
に

　

共
犯
と
身
分
の
問
題
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
、
共
犯
の
本
質
、
そ
の
延
長
と
し
て
の
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
が
微
妙
に
関
連
し
ま
す

の
で
、
冒
頭
申
し
ま
し
た
よ
う
に
理
論
的
一
致
を
見
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。
共
犯
論
を
研
究
す
る
上
で
は
、
こ
の
点
に
十
分
配

慮
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
実
際
上
の
取
り
扱
い
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
の
間
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
隔
た
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
番
大
き

く
違
う
と
こ
ろ
は
、
六
五
条
一
項
の
「
共
犯
と
す
る
」
の
共
犯
の
範
囲
に
に
つ
い
て
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
学
説
は
、
①
共
同
正

犯
の
み
を
含
む
と
す
る
見
解
、
②
教
唆
犯
、
幇
助
犯
に
限
り
共
同
正
犯
は
含
ま
な
い
と
す
る
見
解
、
③
構
成
的
身
分
犯
に
つ
い
て
共
同

正
犯
は
含
ま
な
い
と
す
る
見
解
、
そ
し
て
、
④
構
成
的
身
分
犯
に
つ
き
共
同
正
犯
、
教
唆
犯
、
幇
助
犯
を
含
む
と
す
る
通
説
・
判
例
が

対
立
し
て
い
ま
す
。
私
は
、
既
に
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
六
五
条
一
項
は
構
成
的
身
分
犯
に
つ
い
て
は
非
身
分
者
の
共
犯
は
身
分

犯
に
連
帯
す
る
と
考
え
ま
す
の
で
、
通
説
・
判
例
が
正
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
、
も
う
一
つ
の
対
立
で
す
が
、
既
に
詳
し
く
検
討
し
た
よ
う
に
、
六
五
条
二
項
に
つ
き
ま
し
て
犯
罪
の
成
立
は
正
犯
に
従
属

し
、
刑
は
通
常
の
も
の
と
す
る
と
い
う
解
釈
で
す
が
、
私
見
か
ら
は
そ
れ
を
容
認
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
、
犯
罪
の
成
立
と
刑
の

適
用
を
分
断
す
る
解
釈
と
し
て
、
不
当
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
た
だ
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
身
分
者
が
非
身
分
者
に
関
与
し
た

場
合
の
取
り
扱
い
は
、
少
し
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
先
に
検
討
し
ま
し
た
の
で
注
意
だ
け
に
と
ど
め
ま

す
が
、
六
五
条
二
項
は
、
身
分
の
あ
る
者
に
つ
い
て
は
身
分
に
応
じ
た
犯
罪
の
成
立
を
認
め
て
処
罰
す
る
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
い
た
規
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定
で
す
の
で
、
例
え
ば
、
正
犯
が
単
純
遺
棄
罪
で
あ
っ
て
も
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
共
犯
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
常
に

そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
関
与
の
仕
方
が
保
護
責
任
に
反
し
て
い
る
と
き
に
限
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
す
。
そ
の
点
は
、
常

習
賭
博
罪
の
場
合
に
も
妥
当
す
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
常
習
者
が
単
純
賭
博
に
加
功
し
た
場
合
、
常
に
常
習
賭
博
の
共
犯
と
な
る
の
で

は
な
く
、
常
習
性
の
発
現
と
し
て
行
わ
れ
た
と
き
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

以
上
、「
共
犯
と
身
分
」
に
関
す
る
わ
が
国
の
理
論
状
況
を
紹
介
・
検
討
し
、
私
見
を
述
べ
て
み
ま
し
た
。
中
国
刑
法
の
規
定
を
充
分

検
討
し
な
い
で
述
べ
ま
し
た
こ
と
を
申
し
訳
な
く
思
い
、
心
か
ら
お
詫
び
致
し
ま
す
。
長
時
間
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
〇
四
年
九
月
二
日
に
中
国
武
漢
大
学
法
学
院
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
の
原
稿
に
加
筆
・
訂
正
し
た
も
の
で
す
。）

五
○
八

共
犯
と
身
分
に
つ
い
て�

同
志
社
法
学　

五
六
巻
五
号

　
（
一
四
八
八
）
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