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共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

―
日
本
・
韓
国
・
ド
イ
ツ
の
議
論
を
通
じ
て
―

呉

　

貞

勇

　
（
一
四
八
三
）

Ⅰ
．
は
じ
め
に

Ⅱ
．
共
犯
従
属
性
の
有
無

　

1
．
共
犯
独
立
性
説

　

2
．
共
犯
従
属
性
説

　

3
．
実
定
法
上
の
解
釈

Ⅲ
．
共
犯
従
属
性
概
念
の
内
容
と
検
討

　

1
．
従
来
の
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
議
論

　
　

⑴　

各
国
に
お
け
る
議
論
状
況

　
　
　

1
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　
　
　

2
）
日
本
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　
　
　

3
）
韓
国
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　
　

⑵　

共
犯
従
属
性
概
念
に
関
す
る
疑
問

　

2
．
共
犯
従
属
性
概
念
の
再
検
討

　
　

⑴　

従
来
の
制
限
従
属
性
説

　
　

⑵　

制
限
従
属
性
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

　
　
　

1
）
制
限
従
属
性
説
と
「
違
法
の
相
対
性
」

　
　
　

2
）
最
小
従
属
性
説
か
ら
の
批
判

　
　
　

3
）
一
般
違
法
従
属
性
説
か
ら
の
批
判
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四
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⑶　

判
例
の
動
向

　
　
　

1
）
制
限
従
属
性
説
の
採
用
可
能
性
を
示
唆
し
た
判
例

　
　
　

2
）
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
た
判
例

　
　
　

3
）
違
法
の
相
対
性
を
示
し
た
判
例

　
　

⑷　

共
犯
従
属
性
概
念
の
二
つ
の
側
面

　

3
．
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
共
犯
従
属
性

　
　

⑴　

共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
議
論

　
　
　

1
）
責
任
共
犯
説

　
　
　

2
）
不
法
共
犯
説

　
　
　

3
）
因
果
的
共
犯
論

　
　
　
　

①　

純
粋
惹
起
説

　
　
　
　

②　

修
正
惹
起
説

　
　
　
　

③　

混
合
惹
起
説

　
　

⑵　

混
合
惹
起
説
と
共
犯
従
属
性

　

4
．
最
小
従
属
性
説
と
犯
罪
論
体
系

　
　

⑴　

共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
し
て
の
最
小
従
属
性
説

　
　

⑵　

最
小
従
属
性
説
に
お
け
る
正
犯
要
素
の
連
帯
性
と
犯

罪
論
体
系
と
の
関
係

　
　

⑶　

具
体
的
適
用

　
　
　

1
）
共
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合

　
　
　

2
） 

共
犯
に
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
が
、
違
法
性
が

阻
却
さ
れ
る
場
合

　
　
　

3
）
共
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合

Ⅳ
．
結
び

Ⅰ
．
は
じ
め
に

　

共
犯
の
従
属
性
と
は
、
独
立
性
と
対
立
す
る
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
従
属
・
独
立
と
は
、「
正
犯
へ
の
従
属
、
正
犯
か
ら
の
独
立
」
と

い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
対
立
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
共
犯
の
従
属
性
と
共
犯
の
独
立
性
の
概
念
は
対
立
的
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
①
ま
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ず
、「
正
犯
の
実
行
行
為
」
に
関
連
し
て
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
、
そ
れ
に
従
属
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
に
分

け
た
場
合
に
お
い
て
、
前
者
は
共
犯
独
立
性
説
で
あ
り
、
後
者
は
最
小
従
属
性
説
・
制
限
従
属
性
説
・
極
端
従
属
性
説
・
誇
張
従
属
性
説
の

立
場
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
②
ま
た
、「
正
犯
の
違
法
な
実
行
行
為
」
に
関
連
し
て
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
、

そ
れ
に
従
属
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
に
分
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前
者
は
、
共
犯
独
立
性
説
と
最
小
従
属
性
説
で
あ
り
、
後
者
は
制

限
従
属
性
説
・
極
端
従
属
性
説
・
誇
張
従
属
性
説
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
③
「
正
犯
の
違
法
・
有
責
な
実
行
行
為
」

に
関
連
し
て
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
、
そ
れ
に
従
属
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
に
分
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
前

者
は
共
犯
独
立
性
説
・
最
小
従
属
性
説
・
制
限
従
属
性
説
で
あ
り
、
後
者
は
極
端
従
属
性
説
・
誇
張
従
属
性
説
の
立
場
で
あ
り
、
④
「
正
犯

の
処
罰
」
に
関
連
し
て
、
そ
れ
か
ら
独
立
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
、
そ
れ
に
従
属
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
と
に
分
け
た
場
合
に
お
い

て
は
、
前
者
は
共
犯
独
立
性
説
・
最
小
従
属
性
説
・
制
限
従
属
性
説
・
極
端
従
属
性
説
の
こ
と
で
あ
り
、
後
者
が
誇
張
従
属
性
説
の
立
場
で

あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、共
犯
の
従
属
性
と
共
犯
の
独
立
性
の
概
念
は
、「
正
犯
の
如
何
な
る
要
素
に
従
属
す
る
の
か
」
と
「
正

犯
の
如
何
な
る
要
素
か
ら
独
立
す
る
の
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
関
係
は
相
対
的
に
も
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
区
別
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
通
常
、「
正
犯
の
実
行
行
為
」
に
関
連
し
て
、
正
犯
が
実

行
行
為
に
出
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、そ
れ
と
独
立
し
て
共
犯
を
論
じ
る
立
場
（
先
の
①
の
場
合
）
の
み
が
「
共
犯
独
立
性
説
」
で
あ
り
、

正
犯
が
少
な
く
と
も
実
行
行
為
に
出
て
か
ら
そ
れ
に
従
属
し
て
共
犯
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
が
「
共
犯
従
属
性
説
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
共
犯
従
属
性
説
の
立
場
は
、
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
要
素
（
正
犯
の
実
行
行
為
・
違
法
行
為
・
有
責
行
為
・
処
罰
条
件

な
ど
）
が
ど
こ
ま
で
必
要
か
に
よ
っ
て
、
最
小
従
属
性
説
・
制
限
従
属
性
説
・
極
端
従
属
性
説
・
誇
張
従
属
性
説
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で

共
犯
の
従
属
性
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
正
犯
が
少
な
く
と
も
実
行
行
為
に
出
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
共
犯
が
論
じ
ら
れ
る
の
か

と
、
正
犯
が
少
な
く
と
も
実
行
行
為
に
出
た
か
ら
こ
そ
共
犯
が
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
問
題
、
い
わ
ゆ
る
「
共
犯
従
属
性
の
有
無
」
の
問
題
を
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確
定
し
た
上
で
、
そ
の
後
、
共
犯
従
属
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
共
犯
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
は
正
犯
が
ど
の
程
度
ま
で
の
犯
罪
成
立

要
件
を
具
備
す
べ
き
か
と
い
う
「
共
犯
従
属
性
の
程
度
」
の
問
題
を
扱
う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
従
来
の
議
論
は
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
を
具
備
し
て
い
れ
ば
共
犯
は
成
立
す
る
と
し
て
、

正
犯
が
一
定
の
要
素
を
具
備
す
れ
ば
、
そ
の
正
犯
要
素
が
共
犯
に
及
ぶ
と
い
う
印
象
を
残
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
極
端
従
属
性
説
と
は
、

正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
有
責
性
に
従
属
す
る
と
い
う
説
、
制
限
従
属
性
説
と
は
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
に
従

属
す
る
と
い
う
説
、
最
小
従
属
性
説
と
は
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
に
の
み
従
属
す
る
と
い
う
説
で
あ
る
と
定
義
す
る（

1
）の

が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
共
犯
従
属
性
を
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
し
て
い
れ
ば
、
単
に
そ
の
正
犯
要
素
が
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
意
味

と
し
て
捉
え
た
感
が
あ
る（

2
）。

　

思
う
に
、
共
犯
も
お
よ
そ
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
共
犯
と
し
て
の
法
的
判
断
（
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
有
責
性
）
を
行
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
刑
罰
は
、
処
罰
す
べ
き
者
の
「
固
有
の
不
法
」
が
条
件
と
し
て
必
要
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
共
犯
も
処
罰
す
べ
き
者
で
あ

る
以
上
、
そ
の
固
有
の
不
法
が
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
共
犯
も
そ
の
成
立
に
つ
い
て
の
法
的
判
断
を
個
別
的
に
行
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
中
心
に
、
共
犯
従
属
性
概
念
を
如
何
に
捉
え
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ

れ
る
共
犯
に
お
け
る
違
法
の
相
対
性
（
法
的
判
断
の
相
対
性
）
の
問
題
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ
．
共
犯
従
属
性
の
有
無

　

共
犯
独
立
性
説
と
共
犯
従
属
性
説
の
対
立
に
お
い
て
は
、
主
に
、
正
犯
者
が
実
行
に
着
手
し
な
く
て
も
教
唆
者
・
幇
助
者
に
当
該
犯
罪
の

教
唆
・
幇
助
の
未
遂
と
し
て
処
罰
し
得
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
の
成
立
に
は
共
犯
者
固
有
の
行
為
で
足
り
る
の
か
、
そ
れ

　
（
一
四
八
六
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

七
三

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

と
も
正
犯
の
実
行
行
為
が
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
し
て
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項
で
は
、
教
唆
者
の
教
唆
行
為
が

あ
り
、
被
教
唆
者
も
そ
れ
を
承
諾
し
た
が
、
被
教
唆
者
が
実
行
行
為
に
い
た
ら
な
か
っ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
効
果
の
な
い
教
唆
」
と
、
三

項
で
は
、
教
唆
者
の
教
唆
行
為
は
あ
っ
た
が
被
教
唆
者
が
そ
れ
を
承
諾
し
な
か
っ
た
場
合
、
い
わ
ゆ
る
「
失
敗
し
た
教
唆
」
と
を
、
予
備
・

陰
謀
に
準
じ
て
処
罰
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
れ
ば
、
共
犯
従
属
性
の
有
無
に
関
す
る
問
題
は
、
歴
史
的
意
義
と
し

て
の
主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
対
立
の
産
物
に
止
ま
る
議
論
で
は
な
く
、
実
際
、
現
行
法
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
と
い
え
る
。

1
．
共
犯
独
立
性
説

　

こ
の
説
の
出
発
点
は
、
犯
罪
と
は
、
行
為
者
固
有
の
犯
罪
的
意
思
の
表
現
で
あ
る
と
理
解
す
る
「
主
観
主
義
」
刑
法
理
論
の
思
想
で
あ
っ

て
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
教
唆
・
幇
助
行
為
が
あ
れ
ば
足
り
、
被
教
唆
者
・
被
幇
助
者
が
犯
罪
を
実
行
し
た
か
否
か
は
問
わ
な
い
と

す
る（

3
）。

主
観
主
義
刑
法
理
論
に
よ
る
と
、
正
犯
お
よ
び
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
性
格
や
意
思
の
反
社
会
性
に
あ
り
、
教
唆
行
為
お
よ
び
幇
助

行
為
は
正
犯
行
為
と
同
様
に
そ
れ
自
体
が
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
を
徴
表
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
唆
行
為
お
よ
び
幇
助
行
為
も
正
犯

行
為
と
同
様
に
犯
罪
的
結
果
に
対
し
て
原
因
力
を
有
す
る
限
り
、
犯
罪
性
と
可
罰
性
を
有
す
る
こ
と
に
な
る（

4
）。

そ
こ
で
、
教
唆
者
・
幇
助
者

の
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
が
な
さ
れ
た
以
上
、
た
と
え
ば
、
被
教
唆
者
が
直
ち
に
こ
れ
を
拒
否
す
る
な
ど
、
被
教
唆
者
・
被
幇
助
者
が
全
く

実
行
行
為
に
出
な
か
っ
た
場
合
に
も
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
未
遂
と
し
て
、
未
遂
犯
が
罰
せ
ら
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
可
罰
的
に
な
る
の
で

あ
り（

5
）、

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
共
犯
は
正
犯
か
ら
「
独
立
」
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る（

6
）。

　

共
犯
独
立
性
説
の
見
解
と
し
て
、
鄭
榮
錫
博
士
は
、「
共
犯
独
立
性
説
と
共
犯
従
属
性
説
と
の
対
立
は
、
結
局
、
犯
罪
の
実
行
行
為
を
客

観
説
に
よ
っ
て
理
解
す
る
か
、
あ
る
い
は
主
観
説
に
よ
っ
て
理
解
す
る
か
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
共
犯
従
属
性
説
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
他

人
で
あ
る
正
犯
者
の
行
為
（
実
行
の
着
手
）
を
し
て
共
犯
の
実
行
の
着
手
を
認
め
よ
う
と
し
、
①
犯
罪
の
実
行
行
為
は
行
為
者
の
外
部
的
行

　
（
一
四
八
七
）
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為
と
共
に
終
了
す
る
か
ら
、
共
犯
者
の
実
行
行
為
は
終
了
し
て
も
ま
だ
着
手
は
な
い
こ
と
と
な
り
、
②
共
犯
行
為
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
犯

罪
性
を
持
た
ず
、
正
犯
か
ら
犯
罪
性
を
借
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
け
れ
ど
も
、
他
人
の
行
為
の
犯
罪
性
に
よ
っ

て
自
己
の
行
為
が
犯
罪
と
な
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
思
想
は
、
近
代
刑
法
が
追
求
す
る
個
人
責
任
主
義
の
原
理
に
反
す
る（

7
）」

と
し
て
、
共

犯
の
犯
罪
性
は
共
犯
者
固
有
の
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
未
遂
の
成
立
範
囲
に
関
し
て
、
共
犯
従
属
性

説
が
教
唆
者
・
幇
助
者
の
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
と
正
犯
者
の
実
行
行
為
と
を
異
質
の
も
の
と
見
て
い
る
の
に
対
し
、
共
犯
独
立
性
説
は
、

教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
も
、
教
唆
者
・
幇
助
者
の
犯
罪
意
思
の
発
現
と
し
て
の
実
行
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
か
つ
、
正
犯
者
の

実
行
行
為
は
、
教
唆
者
・
幇
助
者
に
と
っ
て
は
因
果
関
係
の
経
過
や
客
観
的
な
処
罰
条
件
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ
と
に
由
来
す
る（

8
）の

で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
実
行
の
着
手
に
関
す
る
客
観
説
と
主
観
説
の
対
立
と
、
実
行
行
為
を
「
同
質
の
も
の
」
と
見
る
か
、
そ
れ
と
も
「
異
質
の
も
の
」

と
見
る
か
と
い
う
対
立
と
は
、
別
個
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
同
質
の
も
の
と
見
て
も
、
正
犯
の
実
行
の
着
手
が
あ
る
ま
で
に
、
当
罰

的
な
法
益
侵
害
の
危
険
が
生
じ
る
と
見
る
か
、
生
じ
な
い
と
見
る
か
で
あ
っ
て
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
を
別
の
も
の
と
す
る
か
否
か
は
無
関
係

で
あ
る（

9
）。

ま
た
、
共
犯
従
属
性
説
は
も
っ
ぱ
ら
共
犯
借
用
犯
説（

10
）に

基
づ
い
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
共

犯
借
用
説
で
は
な
く
、
責
任
加
担
説
や
、
惹
起
説
の
よ
う
な
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
係
し
て
共
犯
従
属
性
を
扱
っ
て
き
た（

11
）。

さ
ら
に
、
共
犯

従
属
性
説
に
お
い
て
も
、
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
そ
れ
自
体
の
犯
罪
性
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
共
犯
借
用
犯
説
の
よ
う
に
共
犯
の
犯
罪
性
な

い
し
可
罰
性
を
正
犯
か
ら
「
借
用
」
す
る
も
の
で
は
な
い（

12
）。

　

一
方
、「
他
人
の
行
為
に
よ
る
責
任
の
問
題
」
は
、
共
同
正
犯
に
関
連
し
て
考
え
る
と
、
よ
り
明
ら
か
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
甲
と
乙
が

共
同
の
合
意
の
下
に
、
拳
銃
で
丙
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
甲
の
弾
丸
は
外
れ
乙
の
弾
丸
が
命
中
し
て
丙
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い

て
、
甲
は
殺
人
未
遂
の
責
任
を
負
う
の
で
は
な
く
、
殺
人
既
遂
の
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
が
、
そ
れ
は
、

　
（
一
四
八
八
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甲
の
責
任
は
乙
の
行
為
に
関
連
し
て
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
狭
義
の
共
犯
の
責
任
の
問
題
も
、
単
に
甲
が
丙
を
殺
す
場
合

の
甲
の
責
任
で
は
な
く
、
丙
の
死
に
関
し
て
甲
が
乙
を
し
て
殺
人
行
為
を
さ
せ
た
り
、
補
助
す
る
と
い
う
意
味
で
、
乙
の
行
為
に
関
連
し
て

甲
の
責
任
が
問
題
と
な
る
か
ら
、
共
犯
従
属
性
説
に
立
っ
て
も
個
人
責
任
主
義
の
原
理
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
。

2
．
共
犯
従
属
性
説

　

こ
の
見
解
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
者
が
少
な
く
と
も
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
要
す
る
と
す

る
説（

13
）で

あ
る
。
つ
ま
り
、
原
則
的
に
正
犯
が
実
行
に
着
手
し
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
共
犯
従
属
性
説
は
、
客
観
主
義
刑

法
理
論
の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
教
唆
・
幇
助
行
為
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
犯
罪
を
構
成

せ
ず
、
被
教
唆
者
お
よ
び
被
幇
助
者
が
犯
罪
を
実
行
し
た
場
合
に
初
め
て
、
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
失
敗
し
た
教
唆

や
効
果
の
な
い
教
唆
の
よ
う
な
「
教
唆
の
未
遂
」
に
お
い
て
、
共
犯
独
立
性
説
は
被
教
唆
者
が
全
く
実
行
行
為
に
出
な
か
っ
た
場
合
に
も
教

唆
犯
の
未
遂
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
被
教
唆
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
し
、
そ
れ
が
未
遂

に
終
わ
っ
た
場
合
の
み
、
未
遂
の
教
唆
犯
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

共
犯
独
立
性
説
と
共
犯
従
属
性
説
の
対
立
の
中
心
は
、
主
に
、
正
犯
者
が
実
行
に
着
手
し
な
く
て
も
教
唆
者
・
幇
助
者
は
当
該
犯
罪
の
教

唆
・
幇
助
の
未
遂
と
な
り
得
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
よ
う
に
、
実
行
行
為
を
如
何
に
捉
え
る
か
の
問
題
で
あ
る
。
か
つ
て
、
白
南
檍
博
士

は
「
お
も
う
に
、
殺
人
を
教
唆
・
幇
助
す
る
行
為
は
殺
人
行
為
そ
れ
自
体
で
は
な
い
。
故
に
、
教
唆
・
幇
助
行
為
を
実
行
行
為
と
同
一
視
す

る
の
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
教
唆
・
幇
助
行
為
が
基
本
的
構
成
要
件
の
実
行
行
為
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、

教
唆
・
幇
助
の
未
遂
を
基
本
的
な
犯
罪
の
未
遂
に
適
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
教
唆
・
幇
助
の
程
度
に
止
ま
る
行
為
を
処
罰

す
る
と
し
た
ら
、
特
別
な
規
定
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
特
別
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
は
正
犯
の
行
為
が
前
提
に
な
っ
た
上
で
教
唆
犯
・

　
（
一
四
八
九
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幇
助
犯
の
成
立
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
ろ
う（

14
）」

と
し
て
、
共
犯
従
属
性
説
の
妥
当
性
を
主
張
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
説
の
立
場

か
ら
は
、
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
は
基
本
的
構
成
要
件
に
お
け
る
「
実
行
行
為
」
と
捉
え
な
い
か
ら
、
正
犯
の
実
行
行
為
が
な
い
か
ぎ
り
共

犯
の
成
立
に
関
す
る
問
題
は
生
じ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

お
も
う
に
、
構
成
要
件
理
論
を
考
え
て
み
る
と
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
の
実
行
行
為
と
、
修
正
さ
れ
た
教
唆
犯
・
幇
助
犯

の
構
成
要
件
に
当
た
る
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
は
、
質
が
違
う
も
の
で
あ
る
。
修
正
さ
れ
た
構
成
要
件
に
当
た
る
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
は
、

基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
よ
り
も
、
法
益
侵
害
性
・
危
険
性
（
あ
る
い
は
、
そ
の
確
率
）
が
低
い
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
が

な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
犯
罪
の
関
与
形
態
を
正
犯
と
共
犯
と
に
分
け
て
捉
え
る
体
系
の
下
で
は
、
両
者
は
よ
り
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
の
実
行
行
為
を
前
提
と
し
て
初
め
て
共
犯
の
成
立
が
問
題
と
な
り
得
る
と

解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
「
実
行
行
為
」
は
共
犯
成
立
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
間
違
い
な
い
の
で

あ
る
。

3
．
実
定
法
上
の
解
釈

　

共
犯
が
教
唆
行
為
に
出
た
が
正
犯
が
実
行
行
為
に
達
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
効
果
の
な
い
教

唆
」
と
、
同
条
三
項
で
は
「
失
敗
し
た
教
唆
」
と
を
、
予
備
・
陰
謀
に
準
じ
て
処
罰
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
共
犯
独
立
性
説
と

共
犯
従
属
性
説
の
対
立
は
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項
と
三
項
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
共
犯
独
立
性
説
の
立
場
は
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項
と
三
項
が
教
唆
の
未
遂
の
場
合
に
お
い
て
も
、
予
備
・
陰
謀
に
準
じ
て
処
罰

す
る
と
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
可
罰
性
を
認
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る（

15
）。

つ
ま
り
、
正
犯
が
実
行
行
為

に
至
ら
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
実
際
に
共
犯
は
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
正
犯
者
か
ら
独
立
し
て
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
表
わ
し

　
（
一
四
九
〇
）
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た
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
共
犯
従
属
性
説
の
立
場
は
、
韓
国
刑
法
三
一
条
一
項
と
三
二
条
の
文
言
解
釈
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
。
教
唆
犯
・
幇

助
犯
に
関
す
る
現
行
刑
法
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
成
立
が
正
犯
に
従
属
す
る
と
明
確
に
は
し
て
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
韓
国
刑
法
三
一

条
一
項
と
三
二
条
の
文
言
上
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
が
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
前
提
が
な
い
か
ぎ
り
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
示
し
て
い
る（

16
）

と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
両
条
文
は
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
の
可
罰
性
に
関
し
て
正
犯
と
同
一
の
法
定
刑
を
基
準
と
す
る
こ
と
を
規
定
し
て

い
る
点
か
ら
、
現
行
刑
法
は
教
唆
犯
・
幇
助
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
の
実
行
行
為
を
前
提
と
し
て
い
る
と
解
す
べ
き
で

あ
る（

17
）と

す
る
。
現
在
の
通
説
で
あ
り
、
判
例（

18
）も

こ
の
よ
う
な
立
場
で
あ
る
。

　

ま
た
、
同
規
定
を
め
ぐ
っ
て
、
論
者
の
中
に
は
、「
い
わ
ゆ
る
教
唆
の
未
遂
に
お
い
て
①
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
が
成
立
し
な

い
か
ら
共
犯
も
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、
②
共
犯
独
立
性
説
に
よ
れ
ば
、
教
唆
者
を
正
犯
と
同
一
に
処
罰
す
る
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
予
備
・
陰
謀
に
準
じ
て
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
る
と
、
同
規
定
は
共
犯
従
属
性
説
と
共
犯
独
立
性
説

の
折
衷
的
な
立
場
か
ら
立
法
化
さ
れ
た
」
と
す
る
見
解（

19
）も

あ
る
。

　

た
し
か
に
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項
と
三
項
は
、
い
わ
ゆ
る
「
教
唆
の
未
遂
」
の
可
罰
性
を
肯
定
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
が
共
犯
独
立
性
説
の
主
張
の
よ
う
に
、
教
唆
犯
の
未
遂
犯
と
し
て
で
は
な
く
、
予
備
ま
た
は
陰
謀
に
準
じ
て
処
罰
す
る
と
し
て
い
る
点

か
ら
す
れ
ば
、
同
規
定
が
必
ず
し
も
共
犯
独
立
性
説
に
よ
っ
て
立
法
化
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
韓
国
刑
法
三
一
条
二
項

と
三
項
は
、
被
教
唆
者
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
同
条
一
項
を
離
れ
て
、
同
条
二
項
・
三
項
の
解
釈
だ
け
で
は
無
理
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
は

同
条
一
項
が
、
教
唆
者
と
被
教
唆
者
の
関
係
を
説
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
一
条
一
項
に
は
「
他
人
を
教
唆
し
て
罪
を
犯
さ

せ
た
者
は
、
罪
を
実
行
し
た
者
と
同
一
の
刑
で
処
罰
す
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
正
犯
で
あ
る
「
罪
を
実
行
し
た
者
」
と
い
う
存

　
（
一
四
九
一
）
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在
が
予
定
さ
れ
る
と
共
に
、
実
行
行
為
と
教
唆
行
為
の
違
い
、
お
よ
び
正
犯
と
教
唆
犯
の
異
質
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う

な
趣
旨
は
幇
助
犯
の
規
定
で
あ
る
三
二
条
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
刑
法
に
お
い
て
は
、
教
唆
の
未
遂
に
関
し
て
直
接
的
な
規
定
は
な
い
が
、
特
別
刑
法
に
お
い
て
共
犯
の
独
立
処
罰
を
み
と
め

る
特
別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
日
本
刑
法
六
一
条
は
、「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、
正
犯
の
刑
を
科
す
る
」
と

規
定
し
、
六
二
条
は
「
正
犯
を
幇
助
し
た
者
は
従
犯
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
教
唆
犯
お
よ
び
幇
助
犯
の
成
立

に
は
正
犯
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
と
と
も
に
、
正
犯
と
教
唆
犯
・
従
犯
と
の
異
質
性
を
明
示
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
の

が
通
説
の
立
場
で
あ
る（

20
）。

さ
ら
に
、特
別
刑
法
に
お
い
て
、た
と
え
ば
破
壊
活
動
防
止
法
四
一
条
は
、「
こ
の
法
律
に
定
め
る
教
唆
の
規
定
は
、

教
唆
さ
れ
た
者
が
教
唆
に
係
る
犯
罪
を
実
行
し
た
と
き
は
、
刑
法
総
則
に
定
め
る
教
唆
の
規
定
の
適
用
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
刑
を
比
較
し
、
重
い
刑
を
も
っ
て
処
断
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
通
説
は
、
同
法
の
教
唆
罪

が
正
犯
の
実
行
行
為
が
な
く
て
も
成
立
す
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に（

21
）、

刑
法
典
上
の
教
唆
犯
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
成
立

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

22
）。

　

お
も
う
に
、
共
犯
は
、
正
犯
の
行
為
を
通
じ
て
構
成
要
件
的
結
果
の
実
現
に
相
当
な
条
件
を
与
え
、
正
犯
者
の
意
思
な
い
し
規
範
意
識
を

媒
介
と
し
て
犯
罪
の
実
現
に
加
担
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
限
り
、
教
唆
・
幇
助
行
為
自
体
は
結
果
発
生
に
至
る
現
実
的
危
険
性
が
乏
し
く
、

正
犯
の
実
行
行
為
が
あ
っ
て
初
め
て
構
成
要
件
的
結
果
発
生
の
現
実
的
危
険
性
が
生
ず
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
段
階
に
至
っ
た
と
き
に
初

め
て
共
犯
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る（

23
）。

ま
た
、
社
会
に
と
っ
て
有
害
な
行
為
、
つ
ま
り
法
益
の
侵
害
や
危
険
を
も
た
ら
す
行
為

は
、
刑
法
の
各
則
に
規
定
さ
れ
て
い
る
構
成
要
件
に
該
当
す
る
（
違
法
な
）
行
為
で
あ
り
、
教
唆
行
為
や
幇
助
行
為
は
こ
れ
ら
の
犯
罪
行
為

を
誘
発
し
助
長
す
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
処
罰
に
値
す
る
行
為
と
な
る（

24
）と

い
え
る
。
そ
こ
で
、
構
成
要
件
理
論
を
重
視
す
る
立
場
に
立
つ
と
、

基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
の
実
行
行
為
と
、
修
正
さ
れ
た
共
犯
の
構
成
要
件
に
当
た
る
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
は
、
性
格
が
違
う

　
（
一
四
九
二
）
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も
の
で
あ
り
、
そ
の
犯
罪
性
に
お
い
て
も
、
後
者
の
教
唆
行
為
・
幇
助
行
為
は
、
前
者
の
基
本
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
正
犯
の
実
行
行
為

よ
り
低
い（

25
）と

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
理
論
的
に
も
正
犯
の
実
行
行
為
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
構
成
要
件
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
へ
の
危
険
性
が
発
生
す
る
の
で

あ
り
、
そ
の
段
階
に
達
し
て
か
ら
共
犯
行
為
の
可
罰
性
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

Ⅲ
．
共
犯
従
属
性
概
念
の
内
容
と
検
討

1
．
従
来
の
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
議
論

⑴
　
各
国
に
お
け
る
議
論
状
況

1
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　

共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
の
実
行
行
為
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
き
、
そ
の
正
犯
の
行
為
は
、
犯
罪

成
立
要
素
の
ど
こ
ま
で
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
従
来
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
Ｍ
・
Ｅ
・
マ
イ
ヤ
ー
が
正
犯
の
四

つ
の
成
立
段
階
に
応
じ
て
共
犯
の
従
属
形
式
が
分
け
ら
れ
る
と
し
て
以
来
、
こ
の
よ
う
な
分
類
方
式
に
よ
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
の
が
一
般

的
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
の
が
「
最
小
従
属
形
式
」、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件

に
該
当
し
、
か
つ
違
法
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
の
が
「
制
限
従
属
形
式
」、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
り
、
か
つ

責
任
を
具
備
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
が
「
極
端
従
属
形
式
」、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
・
責
任
の
ほ
か
、
さ
ら
に
、
一

定
の
可
罰
条
件
を
も
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
が
「
誇
張
従
属
形
式
」
で
あ
る（

26
）。

　

こ
の
よ
う
な
四
つ
の
共
犯
従
属
形
式
の
中
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
一
九
四
三
年
の
改
正
ま
で
は
極
端
従
属
形
式
を
採
用
し
て
い

　
（
一
四
九
三
）
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た
。
つ
ま
り
、
共
犯
の
成
立
に
お
い
て
は
正
犯
を
前
提
と
し
、
そ
の
正
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
お
よ
び
責
任
が
具
備
さ
れ
れ
ば
、

共
犯
が
そ
れ
に
従
属
し
て
成
立
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
イ
ヒ
刑
法
四
八
条
（
教
唆
犯
）
と
四
九
条
（
幇
助
犯
）
が
、
教
唆
者

お
よ
び
幇
助
者
の
処
罰
に
と
っ
て
、
教
唆
ま
た
は
幇
助
さ
れ
た
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し

（
27
）、

そ
の
共
犯
の
可
罰
性
に
に
と
っ
て
、

正
犯
者
の
側
に
犯
罪
す
な
わ
ち
「
可
罰
的
行
為
」
の
存
在
が
必
要
で
あ
る（

28
）と

し
た
が
、
同
法
五
一
条
で
は
、
責
任
無
能
力
な
ど
に
よ
り
責
任

を
阻
却
す
る
場
合
を
「
可
罰
的
行
為
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
た
め
に
、
正
犯
行
為
で
あ
る
「
可
罰
的
行
為
」
と
は
、
構
成
要
件
に
該
当

し
て
違
法
で
あ
る
だ
け
で
な
く
有
責
な
行
為
を
示
す
と
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る（

29
）。

こ
の
よ
う
に
極
端
従
属
形
式
に
よ
る
と
、
正
犯
の
行

為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
っ
て
も
、
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
と
き
は
、
共
犯
が
成
立
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
正
犯
が
責

任
無
能
力
な
ど
に
よ
り
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
は
、
従
属
の
根
拠
と
な
る
「
正
犯
の
犯
罪
成
立
」
が
な
い
た
め
、
共
犯
も
成
立
し
得
な

い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
極
端
従
属
形
式
に
よ
っ
て
は
妥
当
な
共
犯
の
処
罰
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
寄
せ
ら
れ
た（

30
）。

　

そ
の
後
、一
九
四
三
年
の
刑
法
改
正
に
よ
り
、共
犯
成
立
の
前
提
と
し
て
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
れ
ば
足
り
る
（
四

八
条
）
と
し
、
さ
ら
に
各
関
与
者
は
他
人
の
責
任
の
有
無
に
か
か
ら
し
め
る
こ
と
な
く
、
各
自
の
責
任
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
（
五
〇
条
）
と

い
う
責
任
個
別
化
の
原
則
を
刑
法
に
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た（

31
）。

制
限
従
属
形
式
は
、
そ
の
後
の
一
九
七
五
年
に
施
行
さ
れ
た
現
行
ド
イ
ツ

刑
法
に
お
い
て
も
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
、
二
六
条
と
二
七
条
に
お
い
て
、
共
犯
成
立
の
前
提
と
な
る
正
犯
の
行
為
が
「
故
意
に
違
法
な
行
為
」

で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
と
も
に（

32
）、

二
九
条
に
お
い
て
は
責
任
個
別
化
の
原
則
を
明
示
し
て
い
る（

33
）。

現
在
、
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
不
法
連
帯
と
責
任
個
別
化
と
い
う
原
則
に
基
づ
い
て
、
制
限
従
属
性
説
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る（

34
）。

2
）
日
本
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　

共
犯
従
属
性
を
め
ぐ
る
日
本
で
の
議
論
は
、
そ
の
分
け
方
に
特
徴
が
あ
る
。
共
犯
従
属
性
を
、
実
行
従
属
性
、
要
素
従
属
性
、
罪
名
従
属

　
（
一
四
九
四
）
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性
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
個
の
問
題
と
し
て
説
明
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

35
）。

実
行
従
属
性
と
は
、
共
犯
が
可
罰
的
で
あ
る
た
め

に
は
、
原
則
と
し
て
正
犯
が
実
行
に
着
手
し
て
未
遂
の
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
共
犯
従
属

性
の
有
無
」
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
「
共
犯
独
立
性
説
」
と
「
共
犯
従
属
性
説
」
と
の
対
立
が
こ
れ
に
当
た
る
。
要
素
従
属
性
と
は
、
共

犯
が
可
罰
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
正
犯
は
犯
罪
成
立
の
要
件
の
う
ち
、
ど
こ
ま
で
の
要
素
を
具
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
共
犯
従
属
性
の
程
度
」
と
し
て
争
わ
れ
て
き
た
「
極
端
従
属
性
説
」、「
制
限
従
属
性
説
」、「
最
小
従
属
性
説
」
と
の
対

立
が
そ
れ
で
あ
る
。
ま
た
、
罪
名
従
属
性
と
は
、
共
犯
は
正
犯
と
同
じ
罪
名
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
、
共
犯
の
罪
名
は
正
犯
の
罪
名
と

異
な
る
も
の
で
も
よ
い
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
犯
と
は
犯
罪
を
共
同
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
行
為
・
因
果
関
係
を
共
同
に
す

る
に
す
ぎ
な
い
か
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
共
同
説
」
と
「
行
為
共
同
説
」
と
の
対
立
の
問
題
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
共
犯
成
立
の
基
礎

と
な
る
べ
き
正
犯
は
犯
罪
成
立
の
要
件
の
う
ち
、
如
何
な
る
要
素
を
具
備
す
べ
き
か
と
い
う
「
要
素
従
属
性
」
を
、
共
犯
従
属
性
の
程
度
の

問
題
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
通
説
は
、
極
端
従
属
性
説
を
と
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
、
日
本
刑
法
六
〇
条
と
六
一
条
が
「
犯
罪
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る

こ
と
を
根
拠
と
す
る（

36
）。

罪
刑
法
定
主
義
の
見
地
か
ら
、「
犯
罪
」
で
あ
る
た
め
に
は
、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
・
有
責
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
限
従
属
性
説
を
前
提
と
し
た
と
解
さ
れ
る
判
例（

37
）と

と
も
に
、
こ
の
考
え
方
は

と
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
Ａ
が
刑
事
責
任
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
Ｂ
に
窃
盗
を
教
唆

し
た
場
合
、
Ａ
は
教
唆
犯
と
し
て
不
可
罰
と
な
っ
て
、
処
罰
の
間
隙
を
生
じ
る
こ
と
や
（
そ
の
こ
と
か
ら
、
救
済
概
念
と
し
て
間
接
正
犯
の

概
念
が
発
達
し
た
の
で
あ
る
）、
責
任
は
、
本
来
、
行
為
者
に
向
け
ら
れ
た
人
格
的
非
難
で
あ
る
か
ら
、
各
行
為
者
に
つ
い
て
常
に
個
別
的

に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
正
犯
者
の
責
任
に
従
属
し
て
教
唆
者
・
幇
助
者
の
責
任
を
論
ず
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
「
責
任
の

個
別
性
」
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
あ
る（

38
）。

し
た
が
っ
て
、
今
の
通
説
は
、
要
素
従
属
性
を
厳
し
く
要
求
せ
ず
、
共
犯
の
関
与

　
（
一
四
九
五
）
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す
る
「
犯
罪
」
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
こ
と
は
必
要
だ
が
、
有
責
性
は
不
要
で
あ
る
と
し
て
、
制
限
従
属
性
説
を
と

っ
て
い
る（

39
）。

制
限
従
属
性
説
は
、
基
本
的
に
、「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
よ
る
も
の
で
あ
る（

40
）。

　

と
こ
ろ
が
、
近
時
、
制
限
従
属
性
説
に
立
ち
つ
つ
、
違
法
は
一
般
に
は
連
帯
的
で
あ
る
も
の
の
、
例
外
的
に
相
対
的
で
あ
る
と
す
る
見
解

が
有
力
と
な
っ
て
い
る（

41
）。

た
と
え
ば
、
自
分
を
殺
害
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
者
は
、
同
意
殺
人
罪
の
違
法
性
を
有
し
な
い
と
い
う
よ
う
に
、

正
犯
の
行
為
の
違
法
性
が
認
め
ら
れ
て
も
共
犯
を
不
可
罰
と
す
べ
き
場
合
が
あ
り
、
逆
に
、
正
当
防
衛
の
よ
う
に
正
犯
の
違
法
性
が
阻
却
さ

れ
る
場
合
、
常
に
共
犯
が
不
可
罰
と
な
る
わ
け
で
は
な
い（

42
）と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
制
限
従
属
性
説
が
通
説
の
地
位
を
占
め
て
は
い
る

が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
「
違
法
の
連
帯
性
」
を
維
持
し
て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
最
小
従
属
性
説

の
基
本
的
な
立
場
で
あ
る
「
違
法
の
相
対
性
」
を
認
め
て
い
る
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
後
述
す
る
。

3
）
韓
国
に
お
け
る
共
犯
従
属
性

　

韓
国
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
問
題
は
、
主
に
、
極
端
属
性
説
と
制
限
従
属
性
説
の
対
立
が
そ
の
背
景
に
あ
る
。
従
来
の
通
説
は
、
日
本

と
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
極
端
従
属
性
説
で
あ
っ
た
。
そ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
ま
ず
、
韓
国
刑
法
三
一
条
一
項
と
三
二
条
の
一
項

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
教
唆
犯
に
関
す
る
刑
法
三
一
条
一
項
は
「
他
人
を
教
唆
し
て
罪
を
犯
さ
せ
た
者
」
と
規
定
し
て
、
正
犯
者
の
完
全
な
犯

罪
性
（
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
り
有
責
）
を
予
定
し
て
お
り
、従
犯
に
関
す
る
刑
法
三
二
条
一
項
も
「
他
人
の
犯
罪
を
幇
助
し
た
者
」

と
規
定
し
て
、
正
犯
者
の
完
全
な
犯
罪
を
前
提
と
し
て
い
る（

43
）と

す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
正
犯
者
が
責
任
能
力
ま
た
は
責
任
条
件
の
欠
如

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
な
い
な
ど
の
場
合
に
、
共
犯
の
成
立
を
認
め
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
間
接
正
犯
」
の
成
立
を
認
め
る
規
定
（
韓
国
刑
法
三
四

条
一
項（

44
））

を
設
け
て
い
る
現
行
刑
法
の
下
で
は
、
極
端
従
属
性
を
採
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る（

45
）と

し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
シ

ン
ド
ン
ウ
ン
教
授
は
、「
極
端
従
属
形
式
を
と
る
と
、
常
に
問
題
と
な
っ
た
の
は
共
犯
処
罰
の
不
備
で
あ
っ
た
。
責
任
段
階
で
犯
罪
成
立
要

　
（
一
四
九
六
）
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素
が
欠
如
し
た
と
い
う
理
由
で
正
犯
が
処
罰
さ
れ
な
い
場
合
、
共
犯
も
共
に
処
罰
を
免
れ
る
こ
と
は
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
の
か
と
い
う

点
が
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
共
犯
処
罰
の
不
備
が
問
題
と
な
る
状
況
に
お
い
て
登
場
し
た
も
の
が
間
接
正
犯
で
あ
る（

46
）」

と
し
、
韓

国
の
立
法
者
が
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
立
法
に
反
映
し
て
刑
法
三
四
条
一
項
を
通
じ
て
明
文
化
し
た（

47
）と

す
る
。

　

ま
た
、
極
端
従
属
性
説
を
主
張
す
る
論
者
は
、
沿
革
的
な
考
察
を
通
じ
て
そ
の
根
拠
を
導
き
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
日
本
刑
法
と
ド
イ
ツ

刑
法
の
影
響
に
求
め
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
韓
国
刑
法
の
共
犯
論
条
文
体
系
は
、
一
九
三
一
年
に
公
表
さ
れ
た
日
本
の
改
正
刑
法
仮
案
の
総

則
か
ら
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
日
本
に
お
け
る
通
説
・
判
例
の
立
場
が
極
端
従
属
性
説
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る（

48
）。

ま

た
、
韓
国
刑
法
は
一
九
五
三
年
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
は
極
端
従
属
性
説
か
ら
制
限
従

属
性
説
へ
の
転
換
か
ら
、
な
お
一
〇
年
以
内
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
の
時
点
で
韓
国
の
立
法
者
が
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
制
限
従
属
性
説

を
採
用
し
た
と
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
と
す
る（

49
）の

で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
制
限
従
属
性
説
か
ら
は
、
刑
法
三
一
条
一
項
に
い
う
「
罪
」
と
、
三
二
条
一
項
に
い
う
「
犯
罪
」
と
は
、
正
犯
者
の
完
全

な
犯
罪
性
を
具
備
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
犯
罪
」
と
い
う
概
念
自
体
が
相
対
的
で
あ
る
以
上（

50
）、

三
一
条
と
三
二
条
に
い
う
「
罪
」

や
「
犯
罪
」
を
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
る
行
為
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
正
犯
が
構
成
要

件
に
該
当
し
違
法
で
あ
れ
ば
、
そ
の
責
任
を
問
わ
ず
共
犯
が
成
立
し
得
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る（

51
）。

さ
ら
に
、
三
一
条
二
項
と

三
項
に
お
い
て
は
、
被
教
唆
者
が
実
行
の
着
手
に
達
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
教
唆
者
は
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
極
端
従
属
性

説
を
採
用
し
た
と
は
い
え
な
い
と
す
る（

52
）。

ま
た
、
三
四
条
に
つ
い
て
も
、
極
端
従
属
性
説
を
採
用
し
た
も
の
と
し
て
理
解
し
な
い
。
イ
ゼ
サ

ン
教
授
は
、「
責
任
能
力
が
な
い
者
を
教
唆
・
幇
助
し
た
場
合
に
間
接
正
犯
と
な
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
共
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
の

で
は
な
い
。
間
接
正
犯
と
は
、
正
犯
と
し
て
責
任
無
能
力
者
を
生
命
あ
る
道
具
と
し
て
利
用
し
な
が
ら
自
己
の
犯
罪
を
実
行
し
た
と
き
に
成

立
す
る
の
で
あ
る（

53
）」

と
す
る
。
つ
ま
り
、
責
任
無
能
力
者
を
意
思
能
力
が
あ
る
被
教
唆
者
と
し
て
利
用
す
る
と
き
に
は
、
教
唆
犯
が
成
立
す

　
（
一
四
九
七
）
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る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
も
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
、
正
犯
の
責
任
に
加
担
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
正

犯
の
不
法
を
惹
起
・
促
進
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
捉
え
、
制
限
従
属
性
説
が
個
人
責
任
の
原
則
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
す
る（

54
）な

ど
、
制

限
従
属
性
説
が
現
在
の
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。

　

そ
う
す
る
と
、
制
限
従
属
性
説
と
極
端
従
属
性
説
の
対
立
に
お
い
て
、
両
立
場
の
適
用
上
、
如
何
な
る
差
異
が
生
じ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ち
な
み
に
、
刑
法
が
、
有
責
で
は
な
い
者
を
教
唆
・
幇
助
し
た
場
合
に
如
何
な
る
処
罰
を
す
る
の
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、「
制
限
従
属
性
説
」
の
立
場
か
ら
は
、
有
責
な
行
為
ま
で
要
求
し
な
い
た
め
、
教
唆
犯
・
従
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
三
一
条
一
項
と
三
二
条
一
項
の
適
用
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、「
極
端
従
属
性
説
」
の
立
場
か
ら
は
、
被
教
唆
者
・

被
幇
助
者
が
有
責
な
行
為
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
有
責
で
は
な
い
者
に
対
し
て
は
教
唆
犯
・
従
犯
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
な

り
、
結
局
、「
間
接
正
犯
」
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
間
接
正
犯
の
規
定
で
あ
る
三
四
条
一
項
を
適
用
す
る
と
、

教
唆
の
方
法
の
場
合
に
は
教
唆
の
例
に
よ
っ
て
処
罰
し
て
お
り
、
幇
助
の
方
法
の
場
合
に
は
従
犯
の
例
に
よ
っ
て
処
罰
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
制
限
従
属
性
説
で
あ
れ
、
極
端
従
属
性
説
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
処
罰
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
り
、
実
質
的

な
差
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑵
　
共
犯
従
属
性
概
念
に
関
す
る
疑
問

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
議
論
の
状
況
は
、
極
端
従
属
性
説
か
ら
制
限
従
属
性
説
へ
の
変
遷
で
あ
る
。
両
説
の

対
立
の
争
点
は
、
被
教
唆
者
・
被
幇
助
者
に
有
責
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
た
め
、
最
小
従
属
性
説
は
一
般
に
排
斥
さ
れ

て
き
た
。
つ
ま
り
、
最
小
従
属
性
説
と
は
、
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
「
共
犯
が
成
立
し
得
る
」
こ
と
を
み
と
め
る
見
解
で

あ
る
と
し
、
正
犯
の
行
為
に
違
法
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
犯
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る

（
55
）の

で
、
違
法
性
を
欠
く
行
為
に
対
す
る
共

　
（
一
四
九
八
）
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犯
を
認
め
る
点
に
お
い
て
、
共
犯
の
実
質
を
考
慮
し
な
い
う
ら
み
が
あ
る（

56
）と

す
る
の
で
あ
る
。
最
小
従
属
性
説
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、

た
と
え
ば
、
甲
が
乙
の
窃
盗
事
実
に
対
し
て
警
察
に
逮
捕
す
る
よ
う
教
唆
し
た
場
合
、
警
察
の
逮
捕
行
為
は
違
法
で
は
な
い
が
、
逮
捕
罪
の

構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
か
ら
、
警
察
に
乙
の
逮
捕
を
教
唆
し
た
甲
は
逮
捕
罪
の
教
唆
犯
と
な
り
得
る
し
、
他
人
に
適
法
行
為
を
教
唆
し
た

場
合
に
お
い
て
も
共
犯
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
制
限
従
属
性
説
の
中
で
は
、
共
犯
成
立
に
お
い
て
は
少
な
く
と
も
正
犯
の
違
法

行
為
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
正
犯
の
違
法
が
共
犯
に
及
ぶ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
共
犯
従
属
性
の
程
度
の
問
題
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
被
教
唆
者
な
い
し
被
幇
助
者
の
行
為
が
如
何
な
る
程
度
の
条
件
を
具
備

し
た
か
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
そ
れ
に
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
ば
、
一
〇
歳
の
少
年
が
大
人
に

窃
盗
を
教
唆
し
た
場
合
に
お
い
て
、
大
人
は
犯
罪
の
成
立
要
件
の
す
べ
て
を
充
た
し
た
と
し
て
も
、
少
年
は
そ
れ
に
従
属
し
て
窃
盗
罪
の
教

唆
犯
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
少
年
が
窃
盗
罪
の
教
唆
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
の
は
、
自
ら
の
責
任
能
力
が
な
い
か
ら

で
あ
り
、
決
し
て
、
被
教
唆
者
の
犯
罪
要
素
に
従
属
し
て
共
犯
が
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ま
ず
、
極
端
従
属
性
説
と
は
、
共
犯
が
成
立
し
得
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
行
為
が
が
構
成
要
件
に
該
当

し
、
違
法
で
あ
り
有
責
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
正
犯
要
素
が
直
ち
に
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

制
限
従
属
性
説
と
は
、
共
犯
が
成
立
し
う
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
で
あ
る
こ
と
が
前
提
条
件
で

あ
り
、
そ
の
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
要
素
が
直
ち
に
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
従
属
性
の
概
念
は
、

①
共
犯
と
し
て
論
じ
る
た
め
に
は
正
犯
が
如
何
な
る
要
素
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
し
て
の
意
味

と
、
②
共
犯
が
成
立
し
得
る
た
め
に
正
犯
が
一
定
の
要
素
を
備
え
て
い
る
場
合
、
正
犯
が
持
つ
要
素
の
中
で
、
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連

帯
す
べ
き
か
と
い
う
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
し
て
の
意
味
と
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

も
し
、
共
犯
従
属
性
の
概
念
を
、
共
犯
が
可
罰
的
で
あ
る
た
め
に
は
一
定
の
正
犯
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
正
犯
要
素
が
連

　
（
一
四
九
九
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

八
六

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

帯
す
る
と
捉
え
る
こ
と
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該

当
し
、
違
法
か
つ
有
責
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
同
時
に
、
正
犯
が
そ
の
よ
う
な
要
素
を
具
備
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
共
犯
に
も
及

ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
共
犯
従
属
性
の
概
念
を
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
い
う
二
義
的
概
念
と
し
て
捉
え
る

と
、
極
端
従
属
性
説
と
は
、
共
犯
が
成
立
し
う
る
た
め
に
正
犯
の
有
責
ま
で
の
要
素
が
必
要
と
な
り
、
正
犯
に
そ
の
よ
う
な
要
素
が
備
え
ら

れ
た
ら
、
そ
れ
で
は
正
犯
の
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
及
ぶ
か
の
問
題
、
す
な
わ
ち
正
犯
の
構
成
要
件
要
素
の
み
が
連
帯
す
る
か
、
違
法
性

ま
で
連
帯
す
る
か
、
責
任
ま
で
連
帯
す
る
か
と
い
う
問
題
は
、
別
に
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
っ
て
も
共
犯
に

連
帯
す
る
正
犯
の
要
素
は
、
構
成
要
件
要
素
で
あ
り
得
る
し
、
違
法
性
ま
で
で
あ
り
得
る
し
、
責
任
ま
で
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

制
限
従
属
性
説
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
正
犯
が
違
法
性
ま
で
の
要
素
を
具
備
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
正
犯
要
素
が
直
ち
に
共
犯
に

連
帯
す
る
の
で
は
な
く
、
共
犯
に
及
ぶ
正
犯
要
素
は
構
成
要
件
要
素
だ
け
で
あ
り
得
る
、
あ
る
い
は
違
法
性
ま
で
で
あ
り
得
る
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

従
来
の
共
犯
従
属
性
の
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
、「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
い
う
二
つ
の
側
面
を
混
同

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
韓
国
刑
法
学
に
お
い
て
は
、
制
限
従
属
性
説
が
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
原
則
に

相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
、
正
犯
の
違
法
性
は
共
犯
に
完
全
に
連
帯
す
る
と
理
解
す
る
の
が
当
然
な
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
今
で
も
疑
問
の
余
地
が
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、
違
法
は
連
帯
的
に
な
る
べ
き
か
に
つ

い
て
は
、
何
の
議
論
も
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。　

　

こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
日
本
に
お
い
て
は
、
制
限
従
属
性
説
に
対
し
て
、
違
法
は
必
ず
し
も
連
帯
的
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
は

な
い
と
す
る
見
解（

57
）が

そ
の
支
持
者
を
増
や
し
て
い
る
他
に
も
、
共
犯
従
属
性
概
念
に
異
な
る
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
い
う
点
を
示
し
た
も
の（

58
）

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
共
犯
に
お
け
る
「
違
法
の
相
対
性
」
を
認
め
な
い
、
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
に
関
す
る
議
論
が
な
か
っ
た
韓
国
刑
法
学

　
（
一
五
〇
〇
）
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に
お
い
て
、
思
考
の
多
様
性
と
い
う
重
要
な
契
機
と
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
続
い
て
は
、
制
限
従
属
性
説
に
対
す
る
新
た
な

見
解
と
、
共
犯
従
属
性
概
念
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

2
．
共
犯
従
属
性
概
念
の
再
検
討

⑴
　
従
来
の
制
限
従
属
性
説

　

従
来
の
制
限
従
属
性
説
は
、
お
よ
そ
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
性
を
有
し
な
け
れ
ば
共
犯
は
成
立
し
な
い
と
い
う
点
が
核
心
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
は
正
犯
行
為
が
有
責
で
あ
る
こ
と
ま
で
を
要
し
な
い
か
ら
、
責
任
無
能
力
者
の
行
為
に
加
功
し
た
者
も

共
犯
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
制
限
従
属
性
説
が
通
説
の
座
を
占
め
た
の
は
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
共
犯
成
立
に
お
い
て
正
犯
の
有
責

性
ま
で
必
要
と
す
る
た
め
、
責
任
個
別
化
に
相
応
し
く
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
る
と
、
Ａ
が
刑
事
未
成
年

者
で
あ
る
Ｂ
に
窃
盗
を
教
唆
し
た
場
合
で
も
、
Ｂ
が
刑
事
未
成
年
者
で
あ
る
限
り
責
任
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
Ａ
は
教
唆
犯
と
し
て
不
可

罰
と
な
っ
て
処
罰
の
間
隙
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（

59
）。

　

こ
れ
に
対
し
、
制
限
従
属
性
説
か
ら
は
、
正
犯
行
為
が
有
責
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
刑
事
責
任
年
齢
に

達
し
て
い
な
い
刑
事
未
成
年
者
で
あ
っ
て
も
、
相
当
程
度
に
規
範
意
識
を
備
え
、
自
分
の
行
為
の
犯
罪
的
意
味
を
十
分
に
理
解
し
て
い
る
者

も
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
者
を
利
用
す
る
行
為
は
、
教
唆
犯
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

60
）。

主
に
、
制
限
従
属
性
説
か

ら
の
極
端
従
属
性
説
に
対
す
る
批
判
の
骨
子
は
、
本
来
、
責
任
は
、
反
規
範
的
な
意
思
を
形
成
し
た
行
為
者
に
向
け
ら
れ
た
人
的
非
難
、
つ

ま
り
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
行
為
者
に
対
し
て
、
当
該
行
為
を
な
す
べ
き
で
な
か
っ
た
と
し
て
、
非
難
と
し
て
の

刑
罰
を
科
す
こ
と
の
正
当
性
（
非
難
可
能
性
）
を
認
め
る
た
め
に
必
要
と
な
る
要
件
で
あ
り
、
そ
の
性
質
上
、
行
為
者
ご
と
に
個
別
的
に
判

断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
各
行
為
者
の
責
任
は
そ
の
固
有
の
事
情
に
応
じ
て
相
互
に
独
立
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

　
（
一
五
〇
一
）
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し
た
が
っ
て
、
共
犯
が
正
犯
の
有
責
性
に
従
属
す
る
と
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い（

61
）と

い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
従
来
の
制
限
従
属
性

説
は
、「
責
任
は
個
別
的
」
で
あ
る
が
、「
違
法
は
連
帯
的
」
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

山
口
教
授
は
、
構
成
要
件
該
当
性
や
違
法
性
は
行
為
の
客
観
的
属
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
構
成
要
件
該
当
性
が
存
在
し

て
も
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
違
法
で
は
な
く
、
刑
法
に
関
す
る
限
り
禁
圧
・
抑
止
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
意
味
で
は
、
正
犯
行
為
に
構
成
要
件
該
当
性
及
び
違
法
性
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
う
し
た
事
態
に
背
後
か
ら
因
果
性
を
有

す
る
共
犯
の
﹃
二
次
的
責
任
﹄
を
追
及
す
る
た
め
に
必
須
の
要
件
で
あ
る（

62
）」

と
し
た
。
そ
れ
は
、
構
成
要
件
該
当
性
お
よ
び
違
法
性
を
行
為

の
客
観
的
属
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
る
か
ら
、
他
人
の
適
法
な
行
為
に
関
与
し
た
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
構
成
要
件
該
当
性
や
違

法
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
刑
法
の
介
入
は
要
請
さ
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

Ｙ
は
Ａ
を
騙
し
て
Ｘ
に
攻
撃
を
加
え
さ
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
利
用
し
て
Ｘ
に
Ａ
を
殺
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ｘ
の
行
為
が
正
当
防

衛
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
以
上
、
Ｘ
に
Ａ
殺
害
を
勧
め
た
Ｙ
の
行
為
も
違
法
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
、
違
法
性
を
欠
く
行
為
に
対
す
る

共
犯
は
考
え
ら
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
従
来
の
制
限
従
属
性
説
に
よ
る
と
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
刑
法
の
介
入
が

要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
同
時
に
、
そ
の
正
犯
の
違
法
性
は
共
犯
に
そ
の
ま
ま
及
ぶ
こ
と
と
な
る
か
ら
、
各
関
与
者
の
違
法
性
は
連
帯
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

⑵
　
制
限
従
属
性
説
に
対
す
る
批
判
的
検
討

1
）
制
限
従
属
性
説
と
「
違
法
の
相
対
性
」

　

制
限
従
属
性
説
は
、
極
端
従
属
性
説
と
の
争
い
の
中
で
、
責
任
は
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
多
く
の
支
持

　
（
一
五
〇
二
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を
得
て
、
現
在
、
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
制
限
従
属
性
説
は
「
違
法
は
連
帯
的
に
」、「
責
任
は
個
別
的
に
」

と
い
う
原
則
の
下
に
違
法
の
連
帯
性
を
認
め
て
い
る
が
、
な
ぜ
、
違
法
は
相
対
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
明
確

で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
違
法
の
性
質
上
、
本
来
的
に
連
帯
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
従
来
通
説

的
で
あ
っ
た
極
端
従
属
性
説
が
責
任
ま
で
も
連
帯
す
る
と
い
う
点
で
大
き
な
弱
点
が
あ
る
た
め
、
責
任
ま
で
は
連
帯
し
な
く
て
も
違
法
性
ま

で
は
連
帯
す
る
と
考
え
た
の
か
は
、
一
度
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
要
は
、
違
法
は
連
帯
す
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も

相
対
的
に
も
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
の
か
に
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
ず
、
従
来
の
制
限
従
属
性
説
の
よ
う
な
考
え
方
を
徹
底
す
る
と
、
違
法
の
相
対
性
を
認
め
な
い
か
ら
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
限
り
、
共

犯
は
適
法
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
逆
に
、
正
犯
が
適
法
で
あ
る
限
り
、
共
犯
は
違
法
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
周
知
の
よ
う
で
あ
る
。

は
た
し
て
、
各
関
与
者
の
違
法
性
の
評
価
は
す
べ
て
の
関
与
者
に
お
い
て
共
通
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

平
野
博
士
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
の
関
係
で
、「
制
限
従
属
性
説
は
、
共
犯
も
、
自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
違
法
な
結
果
を
発
生
さ
せ
た

こ
と
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
か
ら
出
発
す
る
。
正
犯
行
為
も
、
共
犯
か
ら
み
れ
ば
、
結
果
発
生
ま
で
の

過
程
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
過
程
お
よ
び
結
果
が
違
法
で
な
い
場
合
に
は
、
共
犯
が
そ
れ
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
。

そ
の
意
味
で
正
犯
の
行
為
は
違
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
正
犯
に
責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
正
犯
を
処
罰
す
る
か
ど
う
か
を

考
え
る
に
つ
い
て
問
題
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
、
共
犯
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
共
犯
の
責
任
の
有
無
は
、
共
犯

自
身
に
つ
い
て
論
じ
れ
ば
足
り
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
正
犯
の
行
為
が
違
法
で
あ
れ
ば
共
犯
の
行
為
も
違
法
で
あ
る
か
ら
、﹃
違
法
は
連

帯
的
で
あ
る
﹄
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
正
犯
が
責
任
が
な
く
と
も
共
犯
に
は
責
任
が
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
逆
の
こ
と
も
あ
る
か
ら
、

﹃
責
任
は
個
別
的
で
あ
る
﹄
と
い
え
る（

63
）」

と
し
て
、
基
本
的
に
制
限
従
属
性
説
が
妥
当
で
あ
る
と
し
た
。
し
か
し
、
平
野
博
士
も
、
例
外
的

に
は
正
犯
の
行
為
が
適
法
で
あ
る
が
、共
犯
の
行
為
は
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
と
し
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
た
と
え
ば
、

　
（
一
五
〇
三
）
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仮
に
正
当
防
衛
に
防
衛
の
意
思
が
必
要
だ
と
し
て
、
正
犯
者
に
は
防
衛
の
意
思
が
あ
っ
た
が
、
共
犯
者
に
は
な
か
っ
た
場
合
、
厳
密
に
言
え

ば
、
共
犯
は
、
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
に
の
み
従
属
し
、
違
法
で
あ
る
か
ど
う
か
は
正
犯
と
共
犯
の
各
々
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
最
小
従
属
性
説
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

64
）。

そ
れ
は
、
制
限
従
属
性
説
を
、
違
法
は
本
来
客
観

的
な
も
の
で
あ
り
、
責
任
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
く
る
帰
結
と
し
て
捉
え
た
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
違

法
は
客
観
的
で
あ
る
か
ら
連
帯
的
で
あ
り
、
責
任
は
主
観
的
で
あ
る
か
ら
個
別
的
で
あ
る
が
、
正
当
防
衛
に
お
け
る
防
衛
意
思
な
ど
は
あ
く

ま
で
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
例
外
的
に
は
、
そ
の
防
衛
意
思
な
ど
の
よ
う
な
違
法
要
素
が
各
関
与
者
ご
と
に
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る

こ
と
も
あ
り
う
る
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
者
が
違
法
で
あ
っ
て
も
共
犯
者
が
不
処
罰
に
な
る
場
合
や
、
そ
の

逆
の
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
制
限
従
属
性
説
が
根
拠
と
し
て
よ
く
用
い
る
「
違
法
性
は
正
犯
と
共
犯
で
連
帯
す
る
」
と
い

う
命
題
も
、
正
し
く
は
な
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う（

65
）。

2
）
最
小
従
属
性
説
か
ら
の
批
判

　

こ
の
よ
う
に
、
現
在
に
お
い
て
は
、
違
法
要
素
の
中
に
も
行
為
者
ご
と
に
個
別
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
う
見
解
が
有
力
と
な

っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
最
小
従
属
性
説
で
あ
る
。
最
小
従
属
性
説
は
、
基
本
的
に
「
違
法
の
相
対
性
」
を
認
め
て
い
る
と
い
え
よ
う（

66
）。

た

と
え
ば
、
殺
人
を
教
唆
し
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
が
正
当
防
衛
と
し
て
被
害
者
を
殺
害
し
た
場
合
、
制
限
従
属
性
説
（
共
犯
が
成
立
す
る
た
め

に
正
犯
の
違
法
性
が
必
要
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
正
犯
要
素
も
連
帯
す
る
と
い
う
も
の
と
し
て
捉
え
る
場
合
）
に
よ
れ
ば
、
正
犯
が
正
当

防
衛
と
し
て
適
法
で
あ
る
限
り
、
共
犯
は
、
違
法
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
最
小
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
の
判
断
は
相
対
的

で
あ
る
と
捉
え
る
か
ら
、
正
犯
の
正
当
防
衛
は
共
犯
に
及
ば
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
共
犯
は
違
法
と
な
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
関
し
て
、
前
田
教
授
は
、
直
接
の
殺
人
行
為
が
正
当
化
さ
れ
、
そ
の
範
囲
で
、
刑
法
が
殺
人
行
為
者
へ
の
帰
責
を
否
定
し
た
結
果
が
、

　
（
一
五
〇
四
）
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共
犯
者
に
帰
責
さ
れ
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
し
、
そ
の
と
き
、
共
犯
の
教
唆
行
為
の
違
法
性
は
、
正
犯
よ
り
惹
起
さ
れ
た
結
果
と
の
関
係
で

構
成
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
の
正
当
化
さ
れ
た
結
果
を
、
そ
の
共
犯
者
に
対
し
て
帰
責
す
る
必
要
は
な
い
と
し
て
、
最
小
従
属
性
説
が

妥
当
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

67
）。

　

最
小
従
属
性
説
の
根
底
に
は
、
少
な
く
と
も
正
犯
者
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
わ
な
け
れ
ば
共
犯
者
を
処
罰
し
な
い
と
い
う
意

味
が
あ
る
。
大
谷
博
士
は
共
犯
処
罰
根
拠
と
の
関
係
に
言
及
さ
れ
、
こ
の
点
に
関
し
、「
共
犯
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
、
い
わ
ば
、

間
接
的
に
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
と
こ
ろ
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
共
犯
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
法
益
侵
害
・
危
険
が
生
じ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
二

つ
の
要
件
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
共
犯
は
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
、
法
益
侵
害
・
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
要
件
に
成

立
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
必
ず
し
も
要
し
な
い
と
し
た
の
で
あ
る（

68
）。

そ
こ
で
、
上
記
の
例
（
殺
人
を
教
唆

し
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
が
正
当
防
衛
と
し
て
被
害
者
を
殺
害
し
た
場
合
）
に
お
い
て
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
は
あ
り
、
そ
の
違
法
性
は
阻
却

さ
れ
て
も
法
益
侵
害
の
結
果
は
生
じ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
従
属
さ
せ
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

大
谷
博
士
の
こ
の
よ
う
な
根
拠
は
、
違
法
性
の
本
質
を
社
会
倫
理
規
範
に
違
反
す
る
法
益
侵
害
に
あ
る
と
す
る
違
法
二
元
論
に
あ
る
。
つ

ま
り
、
結
果
無
価
値
を
徹
底
し
て
故
意
を
責
任
要
素
と
し
て
考
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
違
法
の
連
帯
性
を
認
め
る
の
が
筋
な
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
違
法
二
元
論
の
立
場
か
ら
は
、
主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
か
ら
、
正
犯
の
違
法
性
と
は
別
個
に
共
犯
独
自
の
違
法
性
な
い
し
違

法
性
阻
却
事
由
を
認
め
る
の
は
当
然
の
帰
結
と
な
る
の
で
あ
る（

69
）。

た
と
え
ば
、
結
果
無
価
値
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
一
方
に
つ
い
て
正

当
防
衛
が
成
立
す
る
以
上
は
、
そ
の
共
同
行
為
に
つ
い
て
法
益
侵
害
の
結
果
が
生
じ
な
か
っ
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
他
の
共
同
正

犯
に
つ
い
て
も
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
が
自
然
な
帰
結
で
あ
る
が
、
違
法
二
元
論
か
ら
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
一
方
の
行
為
が

正
当
防
衛
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
他
の
共
同
正
犯
者
は
そ
れ
に
連
動
し
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

　
（
一
五
〇
五
）
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は
、
狭
義
の
共
犯
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
法
二
元
論
か
ら
は
、
正
犯
の
違
法
性
と
は
別
個
に
共
犯
独
自
の
違
法
性
の
判
断

を
認
め
る
か
ら
、
正
犯
が
正
当
防
衛
や
正
当
行
為
な
ど
に
よ
り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
の
実
行
行
為
は
あ
り
、
法

益
侵
害
の
結
果
は
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
従
属
さ
せ
共
犯
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る（

70
）。

　

た
し
か
に
、
共
犯
関
係
に
お
い
て
、
あ
る
一
方
の
違
法
性
阻
却
事
由
が
他
の
一
方
に
ま
で
連
動
し
て
、
全
て
が
不
処
罰
と
な
る
と
い
う
の

は
、
あ
ま
り
に
も
不
自
然
で
あ
り
、
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
最
小
従
属
性
説
は
、
正
犯
が
構
成
要
件

に
該
当
し
違
法
で
あ
っ
て
も
そ
の
正
犯
の
要
素
が
他
の
関
与
者
に
連
動
し
て
共
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
や
、

逆
に
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
が
違
法
で
は
な
い
場
合
に
も
共
犯
は
認
め
ら
れ
う
る
と
し
た
こ
と
、
要
す
る
に
、
責
任
の
み
な
ら

ず
違
法
性
も
個
別
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
従
来
の
通
説
的
で
あ
る
制
限
従
属
性
説
が
も
つ

「
片
一
方
の
違
法
性
の
有
無
が
他
の
一
方
に
連
動
し
て
罪
責
が
左
右
さ
れ
る
」
と
い
う
不
当
な
結
論
を
解
決
す
る
に
あ
た
っ
て
、
合
理
的
な

基
礎
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

3
）
一
般
違
法
従
属
性
説
か
ら
の
批
判

　

最
小
従
属
性
説
は
、
少
な
く
と
も
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
の
に
対
し
、
一
般
違
法
従
属
性
説
は
、
正
犯

行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
さ
え
必
要
と
せ
ず
、
一
般
に
単
純
な
違
法
行
為
で
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
見
解
で
あ
る（

71
）。

こ
れ
は
、
間
接
正
犯
を
否

定
す
る
拡
張
的
共
犯
論
（
あ
る
い
は
限
縮
的
正
犯
論
）
か
ら
の
主
張
で
あ
り
、
公
務
員
Ａ
が
妻
Ｂ
に
命
じ
て
Ｃ
か
ら
賄
賂
を
収
受
さ
せ
た
場

合
、
Ｂ
を
故
意
あ
る
道
具
と
し
Ａ
を
間
接
正
犯
と
す
る
結
論
を
避
け
、
Ｂ
を
収
賄
罪
の
幇
助
犯
、
Ａ
を
教
唆
犯
と
す
る
結
論
を
導
く
た
め
に

と
ら
れ
た
主
張
で
あ
る（

72
）。

ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
共
犯
処
罰
根
拠
を
純
粋
惹
起
説
の
立
場
か
ら
理
解
し
、
共
犯
の
処
罰
は
、
正
犯
の
一
般
的

な
違
法
行
為
に
属
す
る
も
の
と
し
て
解
す
る
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
違
法
な
結
果
を
惹
起
す
る
こ
と
が
共
犯
の
成
立
に
は
不
可
欠
で
あ
る
か

　
（
一
五
〇
六
）
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ら
、
正
犯
が
違
法
な
結
果
を
惹
起
し
て
い
な
い
場
合
に
は
共
犯
も
違
法
と
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
が
、
そ
の
理
由
で
あ
る（

73
）。　

　

本
来
、
純
粋
惹
起
説
は
、
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
さ
え
正
犯
の
そ
れ
か
ら
別
個
の
も
の
と
し
て
判
断
す
る
か
ら
、
共
犯
成
立
に
前
提
と

な
る
正
犯
行
為
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
行
法
上
不
可
罰
と
な
っ
て
い
る
過
失

器
物
損
壊
に
対
す
る
教
唆
犯
が
肯
定
さ
れ
う
る
し
、
医
師
の
過
失
秘
密
漏
示
を
教
唆
し
た
看
護
師
も
可
罰
的
と
な
り
う
る
の
で
あ
る（

74
）。

さ
ら

に
、
違
法
性
に
お
い
て
も
、
共
犯
自
ら
の
違
法
な
結
果
の
惹
起
が
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
行
為
に
対
す
る
共

犯
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
違
法
従
属
性
説
も
、
理
論
的
に
は
共
犯
関
係
に
あ
る
各
関
与
者
の
違
法
の
相
対
性
は
認

め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
共
犯
処
罰
根
拠
を
純
粋
惹
起
説
の
立
場
か
ら
理
解
し
、
正
犯
行
為
の
構
成
要
件
該
当
性
さ
え
要
し
な
い

と
い
う
点
は
、
賛
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
は
前
提
と
し

て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
と
無
関
係
に
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
独
立
し
て
判
断
す
る
と
い
う
の
は
共
犯
従
属
性
概
念
上
に
お
い
て

相
応
し
い
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
西
田
教
授
は
、「
共
犯
処
罰
と
い
う
迂
回
路
に
よ
っ
て
罪
刑
法
定
主

義
を
潜
脱
す
る
も
の
で
あ
っ
て
到
底
と
り
得
な
い
見
解
で
あ
る（

75
）」

と
批
判
し
て
い
る
。

⑶
　
判
例
の
動
向

1
）
制
限
従
属
性
説
の
採
用
可
能
性
を
示
唆
し
た
判
例

　

従
来
、
判
例
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
利
用
者
が
刑
事
未
成
年
者
で
あ
る
被
利
用
者
を
利
用
し
た
場
合
に
、
直
ち
に
間
接
正
犯

の
成
立
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
極
端
従
属
性
説
に
立
っ
て
い
た（

76
）と

す
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
違
法
性
が
各
人
に
よ
り
個
別

的
に
判
断
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
ま
で
は
認
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
最
決
昭
和
五
八
年
九
月
二
一
日
（
刑
集
三
七
巻
七
号
一
〇
七
〇
頁
）
以
来
、
判
例
が
極
端
従
属
性
説
を
と
っ
て
い
る
と
す
る
に

　
（
一
五
〇
七
）
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は
、
そ
の
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、「
日
頃
被
告
人
の
言
動
に
逆
ら
う
素
振
り
を
見
せ
る
都
度
、
顔
面
に
タ
バ

コ
の
火
を
押
し
つ
け
た
り
ド
ラ
イ
バ
ー
で
顔
を
こ
す
っ
た
り
す
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
て
、
自
己
の
意
の
ま
ま
に
従
わ
せ
て
い
た
一
二
歳
の

養
女
Ａ
に
対
し
て
、
窃
盗
を
実
行
す
る
よ
う
に
命
じ
て
こ
れ
を
行
わ
せ
た
」
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
日
頃
の
言
動
に
畏
怖
し
抑
圧
さ
れ
て
い

る
同
女
を
利
用
し
た
窃
盗
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
判
示
し
た
。
こ
の
判
例
は
、
是
非
の
弁
別
能
力
の
あ
る
刑
事
未
成
年
者
を
利
用
し
て

窃
盗
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
窃
盗
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
の
核
心
で
あ
っ
た
が
、
判
例
は
、
同
女
Ａ
が
是
非
善
悪
の
判

断
能
力
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
被
告
人
に
つ
い
て
は
窃
盗
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
以
前
の
判
例
が
要
素
従
属
性
に
関
し
て
極
端
従
属
性
説
に
立
ち
、
そ
の
帰
結
と
し
て
刑
事
未
成
年
者
の
利
用
を
間
接
正
犯
と
し

て
き
た
の
に
対
し
、
本
決
定
は
刑
事
未
成
年
者
を
利
用
す
る
行
為
の
す
べ
て
で
は
な
く
、
決
定
が
示
す
程
度
の
強
制
を
刑
事
未
成
年
者
に
加

え
て
そ
の
意
思
を
抑
圧
し
て
窃
盗
に
利
用
す
る
行
為
が
間
接
正
犯
に
な
る
と
し
た
点
が
注
目
に
値
す
る
。
も
し
、
本
決
定
が
極
端
従
属
性
説

を
採
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、「
是
非
の
弁
別
能
力
」
の
有
無
は
重
要
な
事
実
で
は
な
く
、
単
に
同
女
Ａ
が
刑
事
未
成
年
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
他

の
事
実
を
認
定
し
な
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
被
告
人
に
間
接
正
犯
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
が
そ
の
理
論
的
帰
結
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
、
最
高
裁
は
、
極
端
従
属
性
説
を
放
棄
し
て
、
制
限
従
属
性
説
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る（

77
）。

そ
れ
は
、「
畏
怖
し
抑
圧
さ
れ
て
い
る
同
女
を
利
用
し
た
」
と
い
う
点
か
ら
、
刑
事
未
成
年
者
を
利
用
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
者
に

是
非
弁
別
能
力
が
備
わ
っ
て
い
れ
ば
、
利
用
者
の
行
為
が
間
接
正
犯
に
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
を
示
唆
し
た
と
み
る
た
め
で
あ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
こ
の
判
例
に
お
い
て
、
も
し
制
限
従
属
性
説
を
と
っ
た
と
す
れ
ば
、
Ａ
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
な
行
為
を
行
っ
た
以
上
、

被
告
人
は
教
唆
犯
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
結
局
は
被
告
人
の
行
為
を
間
接
正
犯
と
し
た
か
ら
、
極
端
従
属
性
説
に
よ
っ
て
も
説
明
が
可
能

と
な
っ
た
た
め
、
最
高
裁
が
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
て
い
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た（

78
）。

け
れ
ど
も
、
本
決
定
は
、
正
犯
の
責

　
（
一
五
〇
八
）
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任
の
有
無
に
よ
る
要
素
従
属
性
の
問
題
と
し
て
「
共
犯
で
は
な
い
」
と
し
た
の
で
は
な
く
、
本
決
定
が
示
す
程
度
の
強
制
を
刑
事
未
成
年
者

に
加
え
て
そ
の
意
思
を
抑
圧
し
て
窃
盗
に
利
用
し
た
行
為
が
「
正
犯
性
」
が
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
し
て
「
間
接
正
犯
」
に
な
る
と
い
う

点
に
力
点
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
で
は
な
い
か
ら
正
犯
に
な
る
わ
け
で
な
く
、
そ

の
前
に
自
己
の
犯
罪
行
為
と
し
て
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
「
正
犯
性
の
有
無
」
を
論
じ
る
の
が
筋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
松
宮
教
授
は
、「
最
高
裁
が
一
二
歳
の
少
女
に
窃
盗
を
命
じ
た
被
告
人
を
窃
盗
罪
の
間
接
正
犯
と
し
た
と
し
て
も
、
真

に
﹃
正
犯
﹄
と
し
て
の
実
質
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
制
限
従
属
性
形
式
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
間
接
正
犯

の
「
正
犯
性
」
は
、
要
素
従
属
性
の
緩
和
と
は
別
に
論
証
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る（

79
）。

ま
た
、
前
田
教
授
も
「
利
用
者
Ｙ
が
間
接
正
犯
た

り
う
る
か
は
、被
利
用
者
Ｘ
の
行
為
が
﹃
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
を
有
す
る
﹄
か
﹃
構
成
要
件
該
当
性
と
違
法
性
と
有
責
性
を
有
す
る
﹄

か
と
い
う
形
式
論
で
は
決
定
し
得
な
い
。
Ｙ
の
﹃
正
犯
性
﹄
の
有
無
と
要
素
従
属
性
は
本
来
別
個
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
教
唆
と
間
接
正
犯

の
限
界
が
争
わ
れ
る
場
合
に
は
、
ま
ず
正
犯
性
の
有
無
、
つ
ま
り
﹃
自
己
の
犯
罪
行
為
﹄
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
正
犯
性

の
基
準
は
実
質
的
に
は
、﹃
Ｙ
が
犯
罪
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
か
﹄、﹃
Ｘ
が
Ｙ
に
ど
の
程
度
制
御
さ
れ
て
い
た
か
﹄
な
ど
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
教
唆
の
成
否
は
、
正
犯
性
が
否
定
さ
れ
た
後
に
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

80
）。

こ
の
よ
う
に
本
決
定
で
は
、

判
例
が
要
素
従
属
性
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
し
て
い
る
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。

2
）
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
た
判
例

　

そ
の
後
、
最
決
平
成
一
三
年
一
〇
月
二
五
日
（
刑
集
五
五
巻
六
号
五
一
九
頁
）
で
は
、
被
告
人
が
是
非
の
弁
別
能
力
の
あ
る
刑
事
未
成
年

者
を
利
用
し
て
強
盗
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
、
被
告
人
に
強
盗
罪
の
間
接
正
犯
で
な
く
、
強
盗
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。
つ
ま
り
、「
被
告

人
は
、
ス
ナ
ッ
ク
の
経
営
者
Ｃ
子
か
ら
金
品
を
強
取
し
よ
う
と
企
て
、
長
男
Ｂ
（
一
二
歳
）
に
対
し
て
、
覆
面
を
し
エ
ア
ー
ガ
ン
を
突
き
つ

　
（
一
五
〇
九
）
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け
て
脅
迫
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
り
同
女
か
ら
金
品
を
奪
い
取
っ
て
く
る
よ
う
に
指
示
命
令
し
た
。
Ｂ
は
嫌
が
っ
て
い
た
が
、
被
告
人
は
Ｂ

を
説
得
し
、
犯
行
に
使
用
す
る
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
た
覆
面
用
の
ビ
ニ
ー
ル
袋
等
を
交
付
し
た
。
承
諾
し
た
Ｂ
は
、
ス
ナ
ッ
ク
に
赴

い
た
上
、
覆
面
を
し
て
、
被
告
人
か
ら
指
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
り
同
女
を
脅
迫
し
た
ほ
か
、
自
己
の
判
断
に
よ
り
ス
ナ
ッ
ク
の
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
下
ろ
し
た
り
、
同
女
を
ト
イ
レ
に
閉
じ
こ
め
た
り
す
る
な
ど
し
て
、
反
抗
を
抑
圧
し
、
現
金
の
入
っ
た
シ
ョ
ル
ダ
ー
バ
ッ
ク
を
強
取
し
た
。

被
告
人
は
、
自
宅
に
戻
っ
て
き
た
Ｂ
か
ら
そ
れ
を
受
け
取
り
、
生
活
費
等
に
費
消
し
た
」
と
い
う
事
案
に
つ
き
、「
Ｂ
に
は
是
非
弁
別
能
力

が
あ
り
、
被
告
人
の
指
示
命
令
は
Ｂ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
に
足
り
る
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
Ｂ
は
自
ら
の
意
思
に
よ
り
本
件
強
盗
の
実
行

を
決
意
し
た
上
、
臨
機
応
変
に
対
処
し
て
強
盗
を
完
遂
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
、
強
盗
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
も
の
と
は
認

め
ら
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
被
告
人
は
、
生
活
費
欲
し
さ
か
ら
本
件
強
盗
を
計
画
し
、
Ｂ
に
対
し
て
犯
行
方
法
を
教
唆
す

る
と
と
も
に
犯
行
道
具
を
あ
た
え
る
な
ど
し
て
本
件
強
盗
の
実
行
を
指
示
命
令
し
た
上
、
Ｂ
が
奪
っ
て
き
た
金
品
を
す
べ
て
自
ら
領
得
し

た
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
強
盗
の
教
唆
犯
で
は
な
く
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

　

上
記
の
最
決
昭
和
五
八
年
九
月
二
一
日
は
、
是
非
弁
別
能
力
の
存
在
を
前
提
に
、
刑
事
未
成
年
者
に
対
す
る
一
定
の
意
思
の
抑
圧
を
根
拠

に
し
て
、
利
用
者
に
窃
盗
の
間
接
正
犯
を
認
め
た
の
に
対
し
、
こ
の
判
例
は
、
被
告
人
の
指
示
命
令
は
意
思
の
抑
圧
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、

刑
事
未
成
年
者
で
あ
る
Ｂ
自
ら
の
意
思
に
よ
り
強
盗
を
決
意
し
た
上
、
臨
機
応
変
に
対
処
し
て
強
盗
を
完
遂
し
た
と
し
て
、
刑
事
未
成
年
者

で
あ
る
Ｂ
の
正
犯
性
を
認
め
、
被
告
人
に
強
盗
の
間
接
正
犯
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
刑
事
未
成
年
者
と
の
共
同
正
犯
の
成
立
に

つ
い
て
は
、
共
同
正
犯
の
共
犯
性
の
観
点
か
ら
、
狭
義
の
共
犯
と
同
じ
く
実
行
者
の
有
責
性
を
不
要
と
す
る
制
限
従
属
性
を
前
提
に
し
て
、

母
親
で
あ
る
被
告
人
が
強
盗
を
計
画
し
、
長
男
Ｂ
に
対
し
て
犯
行
方
法
を
教
唆
し
、
犯
行
道
具
を
与
え
る
な
ど
し
て
実
行
を
指
示
命
令
し
、

Ｂ
が
奪
っ
て
き
た
金
品
を
す
べ
て
自
ら
領
得
し
た
こ
と
を
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
根
拠
と
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
、
判
例
は
制
限
従

属
性
説
を
採
用
し
た
と
す
る
の
で
あ
る（

81
）。

　
（
一
五
一
〇
）
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こ
れ
に
対
し
、
十
河
教
授
は
「
要
素
従
属
性
に
関
す
る
諸
説
の
考
え
方
を
共
同
正
犯
に
当
て
は
め
る
と
、
極
端
従
属
形
式
に
お
い
て
は
、

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
か
つ
有
責
な
行
為
を
共
同
し
て
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
に
対
し
、

制
限
従
属
性
形
式
か
ら
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
共
同
し
て
実
行
す
る
と
き
に
は
共
同
正
犯
が
認
め
ら
れ
、
さ
ら
に
、
最

小
従
属
性
形
式
に
よ
れ
ば
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
の
共
同
が
あ
れ
ば
足
り
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
本
決
定
は
責
任
能
力
者
と
責
任

無
能
力
者
と
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
極
端
従
属
形
式
を
採
用
し
た
と
は
い
え
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の

こ
と
か
ら
同
決
定
が
制
限
従
属
形
式
を
採
用
し
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
と
す
る（

82
）。

そ
の
理
由
は
、
実
際
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
違
法
性
阻
却

の
有
無
が
行
為
者
ご
と
に
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
判
例（

83
）が

あ
る
こ
と
や
、
ま
た
、
仮
に
判
例
が
共
同
正
犯
に
つ
い
て
制
限
従
属
形
式
を

採
用
し
て
い
る
と
し
て
も
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
従
属
性
の
内
容
と
狭
義
の
共
犯
に
お
け
る
従
属
性
の
内
容
と
が
一
致
す
る
必
要
は
な
い
と

い
う
点
が
そ
れ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
刑
法
六
〇
条
が
共
同
正
犯
を
「
正
犯
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
共

同
正
犯
は
本
来
的
に
正
犯
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
で
従
属
性
の
内
容
に
つ
き
狭
義
の
共
犯
と
共
同
正
犯
と
で
は
異
な

る
考
慮
が
働
く
と
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
本
決
定
が
責
任
能
力
者
と
責
任
無
能
力
者
と
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
こ
と
を
理
由
に
、
判
例
が
狭

義
の
共
犯
に
つ
い
て
も
制
限
従
属
形
式
を
採
用
し
て
い
る
と
解
す
る
に
は
無
理
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る（

84
）。

　

し
か
し
、
共
同
正
犯
は
二
人
以
上
の
者
が
共
同
し
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
共
犯
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
、
狭
義
の
共
犯
と
は
そ
の
犯
罪
類
型
が
異
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
従
属
性
の
問
題
の
み
な
ら
ず
、
共
犯
は
何
を
共
同
す
る
の
か
と
い
う
「
共
犯
の
本
質
論
」
や
、
共
犯
は
何
故
に

処
罰
さ
れ
る
の
か
と
い
う
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
」
の
問
題
は
、
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
に
お
い
て
も
共
通
の
考
慮
が
働
く
も
の
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
共
同
正
犯
と
狭
義
の
共
犯
に
お
い
て
も
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
「
実
行
行
為
」
の
概
念
が
重
要
な
意
義

を
持
つ
の
で
あ
り
、
ま
た
「
実
行
行
為
」
と
い
う
も
の
は
、
共
犯
本
質
論
及
び
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
、
共
犯
従
属
性
の
問
題
に
お
い
て
も
重

　
（
一
五
一
一
）
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要
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ら
か
ら
、
共
同
正
犯
を
正
犯
と
し
て
の
み
に
捉
え
、
従
属
性
の
内
容
が
狭
義
の
共
犯
と
は
異
な
る
と
解
す
る
の

は
、
共
犯
論
の
体
系
的
な
理
解
に
お
い
て
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
際
の
判
例
が
共
同
正
犯
に
お
い
て
違
法
性
阻
却
の
有
無
が
行
為
者
ご
と
に
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
こ
と
に
注

目
す
べ
き
で
あ
る
。

3
）
違
法
の
相
対
性
を
示
し
た
判
例

　

一
方
、共
同
正
犯
に
お
い
て
違
法
性
の
判
断
は
各
関
与
者
ご
と
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
し
た
も
の
と
し
て
、最
決
平
成
四
年
六
月
五
日
（
刑

集
四
六
巻
四
号
二
四
五
頁
）
の
判
例
が
あ
る
。
つ
ま
り
、「
被
告
人
Ｘ
は
、
Ａ
に
憤
激
し
Ａ
の
店
に
押
し
か
け
よ
う
と
、
友
人
Ｙ
と
タ
ク
シ

ー
で
向
か
っ
た
。
Ｘ
は
、
タ
ク
シ
ー
の
内
で
Ａ
に
未
必
の
故
意
を
生
じ
、
Ｙ
に
﹃
や
ら
れ
た
ら
ナ
イ
フ
を
使
え
﹄
と
指
示
し
、
Ｙ
に
同
店
の

出
入
口
に
行
か
せ
、
自
分
は
少
し
離
れ
た
場
所
に
待
機
し
て
い
た
が
、
Ｙ
は
店
か
ら
出
て
来
た
Ａ
に
Ｘ
と
間
違
え
ら
れ
、
い
き
な
り
激
し
い

暴
行
を
受
け
た
の
で
、
Ｙ
は
自
己
の
生
命
身
体
を
防
衛
す
る
意
思
で
、
Ａ
の
殺
害
を
決
意
し
、
Ｘ
と
共
謀
の
下
に
包
丁
で
Ａ
を
刺
し
た
と
こ

ろ
、
Ａ
は
死
亡
し
た
」
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
原
判
決
で
は
、
Ｙ
に
つ
い
て
は
、
現
場
で
Ａ
か
ら
暴
行
を
受
け
た
Ｙ
が
包
丁
の
使
用
を
決
意

し
、
そ
の
時
点
で
被
告
人
Ｘ
と
の
間
に
殺
人
の
共
謀
が
成
立
し
た
が
、
Ｙ
に
は
積
極
的
な
加
害
の
意
思
は
な
く
、
Ａ
の
暴
行
は
Ｙ
に
と
っ
て

急
迫
不
正
の
侵
害
で
あ
っ
て
、
た
だ
こ
れ
に
対
す
る
反
撃
が
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
の

に
対
し
、
被
告
人
Ｘ
に
つ
い
て
は
、
Ａ
の
侵
害
を
予
期
し
、
Ａ
が
攻
撃
し
て
く
る
機
会
を
利
用
し
て
、
Ｙ
が
包
丁
を
取
り
出
し
Ａ
に
反
撃
を

加
え
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
Ａ
の
殺
害
を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
容
し
て
い
た
も
の
で
、
積
極
的

な
加
害
の
意
思
で
侵
害
に
臨
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
暴
行
は
被
告
人
Ｘ
に
と
っ
て
は
急
迫
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
し

て
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
否
定
し
た
。

　
（
一
五
一
二
）
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そ
こ
で
、
被
告
人
Ｘ
は
、
Ｙ
に
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
以
上
、
被
告
人
Ｘ
に
も
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
旨
を
主
張
し
上
告
し
た
が
、
こ
れ

に
対
し
、
上
告
審
で
は
、「
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
場
合
に
お
け
る
過
剰
防
衛
の
成
否
は
、
共
同
正
犯
者
の
各
人
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件

を
満
た
す
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
決
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
共
同
正
犯
者
の
一
人
に
つ
い
て
過
剰
防
衛
が
成
立
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
結
果

当
然
に
他
の
共
同
正
犯
者
に
つ
い
て
も
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
被
告
人
Ｘ
に
は
、
積
極
的
な
加
害
の

意
思
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
Ａ
の
Ｙ
に
対
す
る
暴
行
は
、
積
極
的
加
害
意
思
が
な
か
っ
た
Ｙ
に
と
っ
て
は
急
迫
不
正
の
侵
害
で
あ
る
と
し
て

も
、
Ｘ
に
と
っ
て
は
急
迫
性
を
欠
き
、
Ｙ
に
過
剰
防
衛
を
認
め
、
Ｘ
に
つ
い
て
認
め
な
か
っ
た
原
判
決
は
正
当
で
あ
る
と
し
た
。

　

こ
の
判
例
は
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
場
合
に
お
け
る
過
剰
防
衛
の
成
否
の
判
断
方
法
が
共
同
正
犯
者
間
で
個
別
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を

判
示
し
た
、
最
高
裁
の
初
め
て
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
違
法
の
連
帯
性
」
に
問
題
を
提
起
し
た
と
も
い
え
る
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
い
え

よ
う
。
つ
ま
り
、
本
件
で
い
う
侵
害
の
急
迫
性
の
要
件
は
正
当
防
衛
に
関
す
る
も
の
で
も
あ
り
、
そ
こ
で
過
剰
防
衛
と
正
当
防
衛
に
共
通
す

る
要
件
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
違
法
性
判
断
の
個
別
事
情
は
、
各
関
与
者
ご
と
に
見
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
、
片
一
方
が
第
三
者
に
襲
わ
れ
て
急
迫
で
あ
っ
た
た
め
正
当
防
衛
と

な
る
が
、
他
方
は
急
迫
性
が
欠
け
正
当
防
衛
と
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
過
剰
防
衛
の
刑
の
減
免
根
拠
を
責
任
減
少
に
あ
る
と
す
る
立
場
は
、
同
決
定
を
、
当
然
の
責
任
の
個
別
性
を
認
め
た
も
の

と
し
て
解
す
る
か
ら
、
違
法
の
相
対
性
は
肯
定
し
な
い
の
で
あ
る（

85
）。

し
か
し
、
過
剰
防
衛
の
法
的
性
質
に
関
し
て
、
違
法
減
少
事
由
と
し
て

捉
え
る
か
、
責
任
減
少
事
由
と
し
て
捉
え
る
か
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
違
法
阻
却
し
か

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
制
限
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
一
方
が
正
当
防
衛
で
あ
る
以
上
は
、
他
の
一
方
も
正
当
防
衛
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
十
河
教
授
は
、「
同
決
定
の
基
準
に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯
の
内
部
に
お
い
て
正
当
防
衛
の
成
否
が
相
対
化
す
る
こ

と
も
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
過
剰
防
衛
の
刑
の
減
免
根
拠
を
違
法
減
少
に
求
め
る
か
責
任
減
少
と
解
す
る
か
に
か
か
わ
ら

　
（
一
五
一
三
）
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ず
、
同
決
定
は
共
同
正
犯
に
お
い
て
各
人
の
違
法
性
阻
却
の
有
無
を
個
別
的
に
判
断
す
る
余
地
を
認
め
た
も
の
と
見
る（

86
）」

べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る
。
思
う
に
、
同
決
定
が
、
違
法
性
は
必
ず
し
も
連
帯
す
る
の
で
は
な
く
、
相
対
的
に
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
制
限
従
属
性
説
（
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
違
法
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
正
犯
の
違
法
が
共
犯
に
も
連

帯
す
る
と
理
解
す
る
場
合
）
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
全
く
そ
の
役
割
を
し
得
な
い
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
各
人
の
法
的
判
断
（
違
法
の
相
対
性
）
を
示
し
た
も
の
と
し
て
、
最
判
平
成
六
年
一
二
月
六
日
（
刑
集
四
八

巻
八
号
五
〇
九
頁
）
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
告
人
甲
は
、
酩
酊
し
て
通
り
か
か
っ
た
Ｘ
が
友
人
Ｙ
女
の
髪
を
引
っ
張
る
等
の
乱
暴
を
始
め
た

た
め
、
乙
・
丙
ら
と
と
も
に
暴
行
を
加
え
、
こ
れ
を
止
め
さ
せ
た
が
、
な
お
Ｘ
が
悪
態
を
つ
き
応
戦
す
る
気
勢
を
示
し
な
が
ら
、
Ｙ
女
の
髪

を
つ
か
ん
だ
ま
ま
道
路
を
横
断
し
駐
車
場
に
移
動
し
た
の
で
、
被
告
人
ら
が
追
っ
て
い
き
、
丙
の
制
止
を
振
り
切
っ
た
乙
が
Ｘ
を
殴
打
し
転

倒
さ
せ
て
、
Ｘ
が
負
傷
し
た
事
案
に
つ
き
、「
本
件
の
よ
う
に
、
相
手
方
の
侵
害
に
対
し
、
複
数
人
が
共
同
し
て
防
衛
行
為
と
し
て
の
暴
行

に
及
び
、
相
手
方
か
ら
の
侵
害
が
終
了
し
た
後
に
、
な
お
も
一
部
の
者
が
暴
行
を
続
け
た
場
合
に
お
い
て
、
後
の
暴
行
を
加
え
て
い
な
い
者

に
つ
い
て
正
当
防
衛
の
成
否
を
検
討
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
侵
害
現
在
時
と
侵
害
終
了
後
と
に
分
け
て
考
察
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
侵
害

現
在
時
に
お
け
る
暴
行
が
正
当
防
衛
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
侵
害
終
了
後
の
暴
行
に
つ
い
て
は
、
侵
害
現
在
時
に
お
け
る
防
衛
行
為
と

し
て
の
暴
行
の
共
同
意
思
か
ら
離
脱
し
た
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
新
た
に
共
謀
が
成
立
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
共
謀
の

成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
初
め
て
、
侵
害
現
在
時
及
び
侵
害
終
了
後
の
一
連
の
行
為
を
全
体
と
し
て
考
察
し
、
防
衛
行
為
と
し
て
の
相
当

性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
被
告
人
に
関
し
て
は
、
反
撃
行
為
に
つ
い
て
は
正
当
防
衛
が
成
立
し
、
追
撃
行
為
に
つ
い
て

は
新
た
に
暴
行
の
共
謀
が
成
立
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
反
撃
行
為
と
追
撃
行
為
と
を
一
連
一
体
の
も
の
と
し
て
総
合
評

価
す
る
余
地
は
な
く
、
被
告
人
に
関
し
て
、
こ
れ
ら
を
一
連
一
体
の
も
の
と
認
め
て
、
共
謀
に
よ
る
傷
害
罪
の
成
立
を
認
め
、
こ
れ
が
過
剰

防
衛
に
当
た
る
と
し
た
第
一
審
判
決
を
維
持
し
た
原
判
決
に
は
、
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
べ
き
重
大
な
事
実
誤
認
が
あ
」
る
と
判
示
し
て
、

　
（
一
五
一
四
）
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甲
を
無
罪
と
し
た
。　

　

こ
の
判
決
は
、
複
数
人
が
共
同
し
て
防
衛
行
為
と
し
て
の
暴
行
お
よ
び
、
侵
害
終
了
後
に
も
、
な
お
一
部
の
者
が
暴
行
を
続
け
た
場
合
に

お
い
て
、
侵
害
終
了
後
に
暴
行
を
加
え
て
い
な
い
者
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
事
例
と
し
て
、
上
記
の
最
決
平
成
四
年
六
月

五
日
の
判
例
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
判
決
と
、
最
決
平
成
四
年
六
月
五
日
と
は
事
案
内
容
は
異
に
し
て
い
る
が
、

共
同
正
犯
者
ご
と
に
犯
罪
成
立
の
可
否
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
た
点
に
お
い
て
は
共
通
性
を
有
す
る
の
で
あ
る（

87
）。

　

以
上
か
ら
す
る
と
、
判
例
は
、
少
な
く
と
も
極
端
従
属
性
説
は
否
定
し
て
い
る
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
異
論
の
余
地
は
な
い
と
い
え
よ

う
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
て
い
る
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
共
犯
関
係
に
あ
る
者
の
中
で
、

一
方
の
持
っ
て
い
る
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
が
他
の
一
方
に
連
帯
す
る
か
と
い
う
問
題
、
つ
ま
り
、
責
任
ま
で
連
帯
す
る
の
か
、
違
法
性

ま
で
連
帯
す
る
の
か
、
構
成
要
件
要
素
が
連
帯
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
判
例
は
、
共
犯
関
係
に
お
い
て
各

関
与
者
ご
と
に
犯
罪
の
成
否
を
検
討
し
て
い
く
傾
向
で
あ
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
共
犯
関
係
に
あ
る
各
人
の
法
的
判
断

の
相
対
性
、
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
相
対
性
」
を
認
め
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
狭
義
の
共
犯
つ
い
て
適
用
す
る
と
、
正
犯
の

如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
が
共
犯
に
及
ぶ
の
か
と
い
う
問
題
は
、
判
例
か
ら
は
明
確
に
は
読
み
取
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
正
犯
が
構
成
要

件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
行
っ
た
以
上
は
、
共
犯
の
成
否
は
各
人
ご
と
に
そ
の
違
法
性
の
判
断
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
判
例
か
ら
は
、
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
帯
す
べ
き
か
と
い
う
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問

題
は
別
に
し
て
も
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
は
前
提
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
が
備
わ

っ
た
ら
違
法
性
の
判
断
は
各
関
与
者
ご
と
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
「
共
犯

成
立
の
必
要
条
件
」
の
問
題
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
が

　
（
一
五
一
五
）
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如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
正
犯
が
あ
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
て
い
る

と
き
、
は
じ
め
て
共
犯
と
し
て
論
じ
う
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
て
い
る
と
、
次
は
共
犯
の
成

否
が
問
題
と
な
り
、
当
然
法
的
判
断
は
相
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
法
性
が
相
対
的
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
違
法
性
固
有
の
性

質
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る（

88
）と

い
え
よ
う
。

　

お
も
う
に
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
判
例
の
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、
制
限
従
属
性
説
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
に
は
無
理
が
あ
り
、

む
し
ろ
最
小
従
属
性
説
を
採
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

⑷
　
共
犯
従
属
性
概
念
の
二
つ
の
側
面

　

上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
に
関
し
て
は
、
主
に
極
端
従
属
性
説
と
制
限
従
属
性
説
と
が
対
立
し
、
現
在
の
通
説
的
な
地
位
を

占
め
て
い
る
の
が
制
限
従
属
性
説
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
制
限
従
属
性
説
を
徹
底
す
る
と
、
適
法
行
為
を
利
用
し
て
法
益
を
侵
害
す
る
者
を

共
犯
と
し
て
不
可
罰
に
し
た
り
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
か
ら
共
犯
が
適
法
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
合
理
性
は
否
定
で
き
な
く
な
る
。
そ
れ

は
、
制
限
従
属
性
説
の
意
味
を
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
行
え
ば
、
常
に
正
犯
の
違
法
が
共
犯
に
及
ぶ
と
い
う
考
え

方
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

し
か
し
、
共
犯
の
従
属
性
の
問
題
は
、
①
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
共
犯
は
成
立
し
得
な
い
、
言
い
換
え

れ
ば
、
共
犯
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
正
犯
に
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
形
で
理
解
す
べ
き
で
あ

っ
て
、
単
に
正
犯
に
備
わ
っ
て
い
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
②
正
犯
に
一

定
の
要
素
が
具
備
さ
れ
、
共
犯
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
ら
、
次
は
正
犯
の
具
備
し
て
い
る
犯
罪
成
立
要
素
の
中
で
、
如

何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
帯
す
べ
き
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
①
の
場
合
が
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
の
問
題
で
あ
り
、
②

　
（
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五
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の
場
合
が
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
松
宮
教
授
は
、
要
素
従
属
性
の
問
題
を
、
共
犯
成
立
に
お
い
て
正
犯
は
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
、
そ
の
よ
う
な
正
犯
要
素
の
中
で
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
か
と
い
う
「
正

犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
し
て
の
従
属
性
と
に
区
別
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る（

89
）。

但
し
、
同
教
授
は
、
一
般
に
承
認
さ
れ
て
き
た
Ｍ
・
Ｅ
・
マ
イ

ヤ
ー
の
四
つ
の
従
属
形
式
の
中
で
、
誇
張
従
属
形
式
を
他
の
従
属
形
式
と
質
が
異
な
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
誇
張
従
属
形
式
を
、
正
犯
の
人
的
な
加
重
加
減
の
事
情
も
共
犯
の
処
罰
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
し
た
マ
イ
ヤ
ー
の
定
義
に
し
た
が
っ
て
、

正
犯
の
「
身
分
」
等
の
要
素
が
共
犯
処
罰
に
連
帯
な
い
し
連
動
作
用
を
も
つ
と
い
う
意
味
と
し
て
の
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問
題
で
あ

る
と
す
る
の
に
対
し
、
最
小
従
属
形
式
・
制
限
従
属
形
式
・
極
端
従
属
形
式
は
、
い
ず
れ
も
、
共
犯
成
立
に
必
要
な
正
犯
の
要
素
を
述
べ
た

も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
概
念
を
区
別
せ
ず
論
じ
る
こ
と
に
な
る
と
、「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
の
議
論
と
し
て
論

じ
ら
れ
た
こ
と
が
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
議
論
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
し

て
の
極
端
従
属
形
式
と
制
限
従
属
形
式
の
争
い
は
、
共
犯
成
立
に
正
犯
の
責
任
（
責
任
能
力
な
ど
）
を
要
す
る
か
と
い
う
場
面
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、「
極
端
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
の
責
任
（
責
任
能
力
な
ど
）
が
共
犯
に
ま
で
連
帯
す
る
か
ら
不
当
で
あ
る
」
と
い
う
よ

う
な
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ど
、
的
は
ず
れ
の
批
判
が
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る（

90
）。

　

ま
た
、
十
河
教
授
も
、
共
犯
従
属
性
概
念
に
二
義
的
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
松
宮
教
授
の
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
の
共
犯
従
属
性
概

念
の
混
同
に
お
い
て
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
評
価
し
な
が
ら
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
問
題
は
要
素
従
属
性
の
問
題
で
あ
り
、
正
犯
要
素

の
連
帯
性
の
問
題
は
罪
名
従
属
性
の
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る（

91
）。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
両
教
授
の
見
解
は
、
共
犯
従
属
形
式
の
問
題
を
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
共
犯
が
成
立

し
得
な
い
と
い
う
、
消
極
的
な
形
で
理
解
す
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
正
犯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
備
え
た
場
合
に
、

　
（
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五
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そ
れ
ら
の
要
件
が
共
犯
に
お
い
て
も
当
然
に
共
通
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
極
端
従
属

性
説
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
共
犯
と
し
て
論
じ
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
は
有
責
性
ま
で
備
え
て
い
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
が
有
責
で
あ
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
連
帯
し
て
有
責
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、
す
な
わ
ち
「
責
任

連
帯
性
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
正
犯
の
有
責
性
」
は
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で

あ
る（

92
）。

　

ま
た
、
共
犯
従
属
性
概
念
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
制
限
従
属
性
説
は
、
共
犯
と
し
て
論
じ
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
は
違
法
性
ま
で

備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
が
違
法
で
あ
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
連
帯
し
て
違
法
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
、「
違
法
の
連
帯
性
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
最
小
従
属
性
説
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯

の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
連
帯
し
て
構
成

要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、「
構
成
要
件
該
当
性
の
連
帯
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、共
犯
従
属
性
概
念
を
「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
い
う
二
義
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
と
き
、

ど
の
従
属
形
式
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
正
犯
の
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と

密
接
な
関
係
が
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
か
の

問
題
は
、
共
犯
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
共
犯
成

立
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
の
か
の
問
題
は
、
共
犯
処
罰
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
が
具
備
し

て
い
る
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
の
か
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
論
じ
ら
れ
る
共

犯
従
属
性
の
問
題
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
一
局
面
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
続
い
て
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を

い
か
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
と
同
時
に
、
共
犯
従
属
性
の
概
念
に
も
関
連
さ
せ
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
（
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3
．
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
共
犯
従
属
性

　

共
犯
の
処
罰
根
拠
を
論
じ
る
前
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
犯
現
象
の
中
で
、
不
合
理
な
結
論
が
出
る
場
合
は
な
い
か
を
、
一
度
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
共
犯
関
係
は
、
常
に
一
方
の
違
法
な
行
為
の
み
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
適
法
行
為
に
関
与
し
て
自
己
の

望
む
犯
罪
の
実
現
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
に
一
方
の
正
当
防
衛
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ

れ
を
利
用
し
た
者
は
処
罰
に
値
す
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
処
罰
さ
れ
な
い
者
を
利
用
す
る
と
し
て
、
間
接
正
犯
と
し
て
論
じ
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
、
常
に
正
犯
と
し
て
扱
う
の
は
正
犯
の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
。
し
た

が
っ
て
、
適
法
行
為
を
利
用
し
た
違
法
行
為
は
共
犯
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
得
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に

お
い
て
も
、
妥
当
な
処
罰
根
拠
は
何
か
を
意
識
し
な
が
ら
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

⑴
　
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
関
す
る
議
論

1
）
責
任
共
犯
説

　

こ
の
見
解
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
、
共
犯
者
が
正
犯
者
を
堕
落
さ
せ
て
、
責
任
と
刑
罰
に
巻
き
込
ま
せ
た
と
い
う
点
に
求
め
る（

93
）。

す
な

わ
ち
、
刑
事
責
任
を
有
す
る
犯
罪
者
を
作
り
出
す
と
い
う
点
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
正
犯
の
行
為
が
構
成
要

件
に
該
当
し
、
違
法
か
つ
有
責
な
場
合
に
の
み
共
犯
は
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（

94
）。

つ
ま
り
、
共
犯
と
い
う
の
は
、
完
全
な
刑
事
責
任
を
負

担
す
る
正
犯
か
ら
、
そ
の
犯
罪
性
や
可
罰
性
を
借
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
基
礎
と
し
て
い
る（

95
）。

　

こ
の
説
は
、
教
唆
犯
を
中
心
に
構
築
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
代
表
的
な
学
者
と
し
てH

ellm
uth M

ayer

が
挙
げ
ら
れ
る
。H

. 

M
ayer

は
、
教
唆
者
は
一
方
で
は
法
益
を
、
他
方
で
は
正
犯
者
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
二
種
の
方
法
」
で
罪
を
犯
す
と
す
る（

96
）。

つ

ま
り
、
犯
罪
行
為
を
惹
起
し
、
か
つ
、
正
犯
者
を
誘
惑
し
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
教
唆
者
の
法
益
に
対
す
る
侵
害
は
殺
人
を
行

　
（
一
五
一
九
）
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っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
強
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
は
殺
人
者
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
」
か
ら
「
教
唆
者
は
正
犯
と

同
一
の
程
度
の
責
任
を
負
う
の
で
あ
る
」
と
し
た（

97
）。

　

こ
の
説
は
、
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
か
つ
有
責
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
も
の
と
し
て
、
一
九
四
三
年
の
改
正
前
の

ド
イ
ツ
刑
法
五
〇
条
の
解
釈
に
お
い
て
通
説
で
あ
っ
た
「
極
端
従
属
性
説
」
と
結
び
つ
い
た
理
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
九
四
三
年
の
改
正

に
よ
っ
て
、
五
〇
条
一
項
に
「
数
人
が
一
つ
の
所
為
に
関
与
し
た
と
き
は
、
各
々
は
、
他
人
の
責
任
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
責
任

に
応
じ
て
処
罰
さ
れ
る
」
と
い
う
責
任
の
個
別
性
を
宣
言
し
た
規
定
を
設
け
た
こ
と
、
ま
た
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
に
関
す
る
改
正
前
の
旧
刑

法
四
七
条
（
現
行
刑
法
二
六
条
）
と
四
八
条
（
現
行
刑
法
二
七
条
）
も
、
従
来
の
「
可
罰
的
行
為
」、「
重
罪
ま
た
は
軽
罪
」
と
い
う
文
言
か

ら
「
刑
を
科
せ
ら
れ
た
行
為
（m

it Strafe bedrohte H
andlung

）」
と
改
正
さ
れ
、
共
犯
の
制
限
従
属
形
式
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
て（

98
）、

極
端
従
属
形
式
を
基
礎
と
す
る
責
任
共
犯
説
は
そ
の
存
立
が
し
難
く
な
っ
た
。

　

現
在
、
責
任
共
犯
説
を
支
持
す
る
見
解
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
た
と
え
ば
、
嘱
託
殺
人
を
依
頼
す
る
被

害
者
は
、
嘱
託
殺
人
者
を
責
任
と
刑
罰
に
巻
き
込
ま
せ
た
と
い
え
る
か
ら
、
被
害
者
で
あ
っ
て
も
、
嘱
託
殺
人
の
教
唆
犯
と
し
て
扱
わ
れ
る

こ
と
に
な
る（

99
）。

ま
た
、
日
本
に
お
け
る
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
一
条
三
項
、
三
条
は
営
業
者
が
相
手
方
を
未
成
年
者
だ
と
知
り
な
が
ら
酒
を

販
売
す
る
行
為
を
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
で
処
罰
す
る
が
、
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
販
売
を
依
頼
し
た
未
成
年
者
に
も
同
罪
の
教
唆
犯
が
成
立

す
る
こ
と
に
な
る（

100
）の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
嘱
託
殺
人
罪
に
お
け
る
嘱
託
を
依
頼
し
た
者
と
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
に
お
け
る
未
成
年
者
な

ど
は
、
い
ず
れ
も
被
害
者
で
あ
っ
て
、
犯
罪
の
主
体
た
り
得
な
い
と
い
う
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
人
を
責
任
と
刑
罰

に
巻
き
込
ま
せ
た
か
ら
、
共
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
の
は
、
あ
ま
り
に
も
非
常
識
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
正
犯
と
共
犯
の
客
観
的
違
い
を
重
視
す
る
制
限
的
正
犯
概
念
の
下
で
は
、
共
犯
者
の
処
罰
根
拠
を
十
分
に
説
明
で
き
な
い
の
で

あ
り
、
ま
た
、
共
犯
行
為
と
正
犯
の
実
行
の
間
に
は
、
条
件
関
係
が
必
要
で
あ
る（

101
）に

も
か
か
わ
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
共
犯
者
が
責
任
と
刑
罰
に

　
（
一
五
二
〇
）
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巻
き
込
ま
れ
る
犯
罪
者
を
作
り
出
し
た
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る（

102
）と

す
る
の
は
、
今
で
は
採
用
で
き
な
い
も
の
と
い
え
る
。

2
）
不
法
共
犯
説

　

不
法
共
犯
説
は
、
共
犯
者
が
、
正
犯
に
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
た
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
に
共
犯
の
処

罰
根
拠
が
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る（

103
）。

つ
ま
り
、
共
犯
者
は
、
正
犯
者
を
違
法
な
行
為
へ
と
誘
致
し
た
り
、
正
犯
者
を
支
援
す
る
点
に
処
罰

根
拠
を
求
め
る
の
で
あ
る（

104
）。

ま
た
、
こ
の
見
解
は
、
共
犯
者
は
、
正
犯
を
し
て
社
会
的
に
耐
え
難
い
行
為
を
惹
き
起
こ
し
た
が
ゆ
え
に
、
あ

る
い
は
、
正
犯
の
行
為
無
価
値
を
惹
き
起
こ
し
た
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
と
し
て
、
行
為
無
価
値
惹
起
説
と
も
い
う（

105
）。

正
犯
行
為
の
反
倫
理

性
・
行
為
無
価
値
性
を
重
視
す
る
点
か
ら
、
最
終
結
果
と
の
因
果
性
を
重
視
す
る
惹
起
説
に
比
べ
、
行
為
無
価
値
的
で
あ
る（

106
）と

す
る
。

　

不
法
共
犯
説
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
責
任
共
犯
説
が
支
持
を
失
う
と
同
時
に
、
極
端
従
属
形
式
が
放
棄
さ
れ
、
制
限
従
属
形
式
が
採
用
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
制
限
従
属
形
式
と
調
和
す
る
よ
う
に
、
責
任
共
犯
説
を
修
正
す
る
見
解
と
し
て
現
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
正
犯
が
有
責
な
行
為
を
実
現
す
る
こ
と
ま
で
は
要
し
な
い
か
ら
、
一
般
に
制
限
従
属
性
説
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
の

で
あ
る（

107
）。

不
法
共
犯
説
の
代
表
的
な
主
張
と
し
て
は
、
六
〇
年
代
後
半
の
ス
イ
ス
刑
法
学
者
で
あ
るT

rechsel

の
「
社
会
的
統
合
解
体
説

（Soziale D
esintegrationstheorie

）」
と
、W

elzel

の
「
人
的
不
法
論
（L

ehre vom
 personalen U

nrecht

）」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、T

rechsel

は
、
教
唆
者
は
教
唆
に
よ
っ
て
他
人
を
「
社
会
的
統
合
解
体
」
に
至
ら
し
め
る
意
図
と
し
て
、
故
意
に
構
成
要
件
に
該

当
す
る
違
法
な
行
為
を
惹
起
す
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
す
る（

108
）。

つ
ま
り
、
共
犯
の
不
法
は
、
共
犯
が
刑
法
各
則
の
構
成
要
件
の
背
後
に
あ
る

禁
止
に
違
反
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
正
犯
の
社
会
的
統
合
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
平
和
を
害
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
の

で
あ
る（

109
）。

こ
の
よ
う
な
不
法
共
犯
説
の
特
徴
は
、
従
来
の
責
任
共
犯
説
が
正
犯
を
責
任
ま
で
陥
れ
る
こ
と
ま
で
要
求
し
た
の
に
対
し
、
正
犯

を
不
法
に
陥
れ
る
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
、
制
限
従
属
性
説
と
の
調
和
を
試
み
た
こ
と（

110
）や

、
共
犯
規
定
の
保
護
法
益
を
、
各
則
構
成
要
件
の

　
（
一
五
二
一
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

一
〇
八

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

法
益
で
は
な
く
、
法
的
平
和
と
い
う
正
犯
者
の
社
会
統
合
と
解
す
る
点（

111
）で

あ
る
。
し
か
し
、
社
会
統
合
解
体
説
に
よ
る
と
、
正
犯
者
は
、
通

常
の
共
犯
事
例
で
は
、
自
己
答
責
的
に
自
己
の
社
会
統
合
解
体
と
い
う
自
己
危
殆
化
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ

へ
の
関
与
は
、
自
己
答
責
的
な
自
己
危
殆
化
へ
の
関
与
と
し
て
不
可
罰
に
な
っ
て
し
ま
う（

112
）。

　

ま
た
、W

elzel
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
「
共
犯
者
が
正
犯
者
を
責
任
と
刑
罰
に
至
ら
し
め
た
こ
と
（
い
わ
ゆ
る
責
任
共
犯
説
）
に
あ
る

の
で
は
な
く
、
共
犯
者
が
社
会
的
に
耐
え
が
た
い
行
為
、
つ
ま
り
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
指
示
（B

estim
m

en

）
に
よ
っ
て

誘
発
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
促
進
し
た
こ
と
に
あ
る
」
と
し
た（

113
）。

さ
ら
に
、
目
的
的
行
為
論
を
基
礎
と
し
て
、
犯
罪
行
為
と
は
、
人
的
不
法
の

意
味
で
の
違
法
行
為
で
あ
り
、
共
犯
者
は
そ
の
社
会
的
に
耐
え
が
た
い
行
為
の
成
立
に
故
意
的
に
関
与
し
た
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
し
た（

114
）。

そ

し
てW

elzel

の
見
解
を
継
承
し
たStratenw

erth

は
、
基
本
的
に
目
的
的
行
為
論
を
採
用
し
て
人
的
不
法
概
念
と
行
為
無
価
値
の
重
要
性
を

強
調
し
、agent provocateur

の
場
合
に
つ
い
て
、agent provocateur

の
行
為
は
、
も
と
よ
り
、
未
遂
が
す
で
に
刑
法
上
重
要
な
不
法

を
有
し
て
い
る
限
り
で
、
責
任
共
犯
説
の
観
点
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
不
法
共
犯
説
の
観
点
に
お
い
て
も
当
罰
的
不
法
と
し
て
現
わ
れ
、

他
方
、
か
か
る
不
法
は
、
行
為
無
価
値
に
の
み
存
し
、
従
っ
て
共
犯
者
か
ら
見
れ
ば
、
共
犯
を
も
特
徴
づ
け
る
法
益
に
対
す
る
（
間
接
的
）

攻
撃
は
欠
落
す
る
と
し
た

（
115
）。

す
な
わ
ち
、
共
犯
の
可
罰
性
の
決
定
基
準
を
正
犯
行
為
の
結
果
に
で
は
な
く
、
行
為
不
法
へ
の
加
功
に
求
め
る

の
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
共
犯
者
自
ら
が
刑
法
各
則
に
お
い
て
保
護
さ
れ
て
い
る
諸
規
範
に
違
反
す
る
の
で
は
な

く
、
他
人
に
そ
の
規
範
に
違
反
す
る
よ
う
誘
発
し
た
り
、
ま
た
は
そ
の
者
を
援
助
す
る
点
の
み
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る（

116
）。

　

不
法
共
犯
説
は
、
正
犯
者
は
法
益
を
侵
害
し
た
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
、
共
犯
者
は
違
法
行
為
者
を
作
り
出
し
た
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
と
共
犯
と
で
は
、
犯
罪
の
性
格
そ
の
も
の
が
質
的
に
異
な
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
責
任
共
犯
説
と
同
様

で
あ
る（

117
）。

そ
こ
で
、
上
記
の
例
（
嘱
託
殺
人
を
依
頼
し
た
被
害
者
、
未
成
年
者
飲
酒
禁
止
法
一
条
三
項
、
三
条
に
お
け
る
営
業
者
に
酒
を
販

売
す
る
よ
う
依
頼
し
た
未
成
年
者
）
に
お
い
て
、
い
ず
れ
も
被
害
者
で
あ
っ
て
、
犯
罪
の
主
体
た
り
得
な
い
者
が
共
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
五
二
二
）
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し
か
し
、
他
人
に
と
っ
て
違
法
な
行
為
を
行
わ
せ
た
か
ら
共
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
の
も
、
責
任
共
犯
説
と
同
様
に
、
あ
ま
り
に
も
非
常
識

で
あ
る
と
い
え
よ
う（

118
）。

　

思
う
に
、
正
犯
の
行
為
無
価
値
の
惹
起
だ
け
で
共
犯
の
不
法
を
根
拠
づ
け
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
不
法
は
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値

と
い
う
両
者
が
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
、
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
共
犯
に
お
い
て
も
同
じ
く
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
共
犯
者
の
可
罰
性
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
法
益
侵
害
、
あ
る
い
は
危
殆
化
の
実
現
に
関
与
し
た
か
否
か
、
ま
た
、
そ
の
関
与
の

程
度
が
如
何
な
る
レ
ベ
ル
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
共
犯
も
正
犯
が
違
反
し
た
刑
罰
法
規
に
従
っ
て
処
罰
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
し
、
結
果
無
価
値
を
不
法
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
法
益
侵
害
を
不
法
内
容

と
す
る
刑
法
観
か
ら
離
反
し
刑
事
責
任
の
基
本
原
則
を
崩
す
だ
け
で
な
く
、
刑
法
が
心
情
刑
法
と
な
っ
て
、
明
確
で
は
な
い
社
会
倫
理
的
な

側
面
を
個
人
に
強
制
す
る
結
果
を
招
来
し
、
法
治
国
家
の
理
念
に
反
す
る
と
い
う
批
判（

119
）を

免
れ
難
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
無
価
値
内
容
は
、
共
犯
者
自
ら
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
法
益
侵
害
、
ま
た
は
そ
の
危
殆
化
の
実
現
を
、
正
犯
者

を
通
じ
て
追
求
し
、
正
犯
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
す
る
こ
と
を
前
提
と
し（

120
）（

間
接
的
な
法
益
侵
害
）、
共
犯
も
構
成
要
件
的
結
果
を
惹
起

す
る
が
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
命
題
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
不
法
共
犯
説
は
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と

し
て
妥
当
な
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

3
）
因
果
的
共
犯
論

　

因
果
的
共
犯
論
と
は
、
共
犯
は
、
他
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
法
益
侵
害
・
危
険
と
因
果
性
を
有
す
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
者
は
、
他
の
犯
罪
関
与
者
を
介
し
て
間
接
的
に
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
解
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
、
侵
害
さ
れ
た
法
益
が
共
犯
者
自
身
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
因

　
（
一
五
二
三
）
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果
的
共
犯
論
は
惹
起
説
と
も
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
内
部
に
お
い
て
も
三
類
型
が
挙
げ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
惹
起
説
を
純
粋
に
貫
徹
さ
せ
る
純

粋
惹
起
説
、
惹
起
説
を
修
正
さ
せ
る
修
正
惹
起
説
、
純
粋
惹
起
説
と
修
正
惹
起
説
を
折
衷
し
た
混
合
惹
起
説
が
そ
れ
で
あ
る
。

①
　
純
粋
惹
起
説

　

こ
の
見
解
は
、
共
犯
は
正
犯
の
不
法
と
は
関
係
な
く
、「
共
犯
そ
れ
自
体
の
不
法
」、
つ
ま
り
独
自
的
な
「
共
犯
構
成
要
件
」
を
実
現
し
た

と
い
う
点
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
す
る（

121
）。

共
犯
不
法
の
独
立
性
を
主
張
し
、
違
法
の
相
対
性
（
違
法
の
個
別
的
把
握
）
を
認
め
る
と
し
て
、

独
立
性
志
向
惹
起
説
と
も
い
う
。

　

そ
の
代
表
的
な
学
者
と
し
て
は
、L

üderssen

が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
共
犯
領
域
に
お
い
て
従
属
的
な
思
考
を
排
除
し
、
共
犯
者
は
自

己
の
不
法
と
責
任
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

122
）。

ま
ず
、
共
犯
従
属
性
に
つ
い
て
は
、
共
犯
が
関
与
す
る
特
定
の
行
為
が
存
在

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
事
実
的
依
存
性
」
を
意
味
し
得
る
に
す
ぎ
な
い（

123
）と

す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
共
犯
は
、
単
に
正
犯
メ

ル
ク
マ
ー
ル
を
具
備
し
て
い
な
い
だ
け
で
あ
り
、
正
犯
は
、
共
犯
と
結
果
を
媒
介
す
る
事
実
上
の
存
在
で
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
共

犯
の
従
属
性
は
事
実
上
の
依
存
関
係
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
従
属
性
そ
れ
自
体
が
一
種
の
処
罰
条
件
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

124
）。

そ
し
て
、

彼
は
、
共
犯
者
が
自
己
の
不
法
、
つ
ま
り
他
人
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
不
法
に
対
し
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
が
、
他
な
ら
ず
共

犯
も
構
成
要
件
に
該
当
し
て
行
為
す
る
こ
と
を
意
味
し
得
る
点
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
て
行
為
す
る
こ
と
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
法
益
侵
害
が
共
犯
者
に
お
い
て
も
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
い
う
点
が
重
要
で
あ
る
と
し
た（

125
）。

そ
の
た
め
、
共
犯
構

成
要
件
の
確
定
に
お
い
て
は
、
刑
法
各
則
の
構
成
要
件
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
構
成
要
件
要
素
が
共
犯
者
に
対
し
て
妥
当

す
る
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る（

126
）。

と
り
わ
け
、
構
成
要
件
上
の
法
益
が
共
犯
者
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か

と
い
う
点
に
着
目
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
五
二
四
）
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純
粋
惹
起
説
の
特
徴
は
、
侵
害
の
対
象
と
な
る
構
成
要
件
上
の
法
益
は
正
犯
に
よ
る
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
共
犯

に
よ
る
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
構
成
要
件
に
よ
る
法
益
保
護
の
相
対
性
を
認
め
る
点
、
ま
た
、
共
犯
を
従
属
的

犯
罪
と
捉
え
ず
、
共
犯
は
正
犯
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
固
有
の
犯
罪
と
捉
え
、
共
犯
自
ら
も
正
犯
と
同
様
に
各
則
構
成
要
件
を
充
足
す
る
と

い
う
点
、
さ
ら
に
、
正
犯
は
、
そ
の
不
法
が
共
犯
不
法
を
構
成
す
る
規
範
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
共
犯
不
法
と
は
無
関
係
な
、
事
実
的

な
存
在
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
る
と
、
解
釈
上
、
重
要
な
帰
結
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
上
の
法
益
が
共
犯
者

に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
「
構
成
要
件
に
よ
る
法
益
保
護
の
相
対
性
」
を
認
め
る
か
ら
、
も
し
、
共
犯
者
に
対
し
て
も
保

護
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
た
と
え
正
犯
行
為
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
の
処
罰
は
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
自
殺
へ

の
共
犯
の
場
合
に
お
い
て
、
自
殺
者
の
生
命
は
自
殺
者
に
対
し
て
は
保
護
さ
れ
て
お
ら
ず
、
自
殺
者
は
構
成
要
件
を
実
現
し
な
い
け
れ
ど
も
、

共
犯
者
に
対
し
て
は
自
殺
者
の
生
命
は
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
共
犯
と
し
て
そ
の
侵
害
に
関
与
す
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
正
犯
行
為
に
構
成
要
件
該
当
性
が
な
く
と
も
共
犯
は
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る（

127
）。

ま
た
、
真
正

身
分
犯
の
共
犯
の
場
合
に
お
い
て
も
、
非
身
分
者
は
身
分
犯
の
不
法
を
自
己
の
不
法
の
み
で
充
足
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
非
身
分
者

に
真
正
身
分
犯
の
共
犯
は
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
真
正
身
分
犯
に
対
す
る
非
身
分
者
の
共
犯
の
可
罰
性
を
認
め

て
い
る
現
行
刑
法
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る（

128
）。

こ
の
点
に
つ
き
、L

üderssen

は
、
自
己
の
立
場
に
反
し
て
、
共
犯
の
不
法
が
正
犯
の

不
法
に
片
面
的
に
拘
束
さ
れ
る
と
し
て
、
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
可
罰
性
を
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
身
分
者
と
非
身
分
者
と
の
区
別
は
、
純

粋
に
事
実
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
非
身
分
者
も
身
分
者
の
純
粋
事
実
的
な
行
為
を
要
件
と
し
て
法
益
を
侵
害
で
き
る
と
し
た
の

で
あ
る（

129
）。

　

も
っ
と
も
、
純
粋
惹
起
説
は
、
一
般
に
共
犯
が
不
可
罰
と
解
さ
れ
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
関
与
な
ど
）
に
お
い
て
も
、
共
犯
の

　
（
一
五
二
五
）
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独
自
性
を
強
調
し
、
共
犯
固
有
の
法
益
侵
害
の
観
点
か
ら
説
明
し
た
点
は
、
功
績
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
己
の
犯
罪

実
現
の
た
め
に
一
方
の
正
当
防
衛
を
利
用
し
た
場
合
よ
う
な
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
者
を
、
そ
の
固
有
の
法
益
侵
害
の
観
点
か
ら
説
明
し
よ
う

と
し
た
こ
と
の
意
義
は
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
、
純
粋
惹
起
説
に
対
し
て
は
、
方
法
論
上
の
問
題
や
現
行
法
と
の
矛
盾
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
、
現
在
に
お
い

て
は
少
数
説
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
見
解
は
、
共
犯
処
罰
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
が
有
責
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
か
、
違
法
で
あ

れ
ば
足
り
る
と
い
う
、
従
属
性
理
論
で
事
足
り
る
と
し
た
従
来
の
共
犯
論
に
思
考
の
喚
起
を
付
与
し
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
共
犯
の
法
益

侵
害
を
正
犯
の
法
益
侵
害
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
主
張
し
た
あ
ま
り
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
な
く
と
も
共
犯
が
成
立
し
う
る
と
し
た

点
は
、
批
判
を
免
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見
解
を
一
貫
さ
せ
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。

②
　
修
正
惹
起
説

　

こ
の
学
説
は
、
共
犯
の
従
属
性
が
前
面
に
出
て
、
共
犯
不
法
の
根
拠
・
程
度
は
正
犯
不
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解（

130
）で

あ
り
、

そ
の
共
犯
の
不
法
が
正
犯
不
法
に
従
属
す
る
と
い
う
点
で
従
属
性
志
向
惹
起
説
と
も
い
う
。
す
な
わ
ち
共
犯
者
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
正
犯

の
行
為
を
誘
致
・
促
進
し
た
か
ら
で
あ
り
、
共
犯
の
不
法
は
、
正
犯
の
不
法
に
従
属
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る（

131
）。

純
粋
惹
起
説
は
、
理
念

型
と
し
て
、
主
に
行
為
無
価
値
型
の
違
法
の
相
対
性
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
の
に
対
し
、
修
正
惹
起
説
は
、
共
犯
の
独
自
的
な
不
法
要
素
を

承
認
せ
ず
、
違
法
の
連
帯
性
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
益
侵
害
は
す
べ
て
の
関
与
者
に
と
っ
て
共
通
の
事
実
で
あ
る
か

ら
、
違
法
性
の
本
質
が
法
益
侵
害
・
危
険
に
尽
き
る
と
す
る
と
、
違
法
性
の
評
価
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
は
な
い
と
解
す
る
の
で
あ
る（

132
）。

そ
し
て
、
共
犯
の
本
質
は
刑
法
各
則
の
構
成
要
件
に
含
ま
れ
て
い
る
禁
止
・
命
令
を
、
共
犯
者
自
ら
が
侵
害
す
る
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
自
ら
で
は
侵
害
し
得
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る（

133
）。

　
（
一
五
二
六
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も
っ
と
も
、
こ
の
学
説
は
、
純
粋
惹
起
説
の
登
場
以
前
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
ド
イ
ツ
の
通
説
と
さ
れ
て
き
た
見
解
で
あ
り
、
判
例
に
お

い
て
も
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
（R

eichsgericht

）
の
時
代
か
ら
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る（

134
）。

こ
の
見
解
を
主
張
し
た
代
表
的
な
学
者
と
し
て
は
、

Jescheck, M
aurach

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

Jescheck
は
、
共
犯
者
自
ら
は
犯
罪
構
成
要
件
に
含
ま
れ
て
い
る
規
範
を
侵
害
す
る
の
で
は
な
く
、
正
犯
者
の
規
範
侵
害
に
関
与
す
る
と

い
う
点
に
共
犯
者
の
不
法
が
あ
る
か
ら
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
「
共
犯
者
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
を
事
実
的
故
意
の
喚
起
に

よ
っ
て
招
来
し
、
ま
た
は
、
助
言
や
所
為
に
よ
っ
て
援
助
し
、
自
ら
有
責
に
行
為
す
る（

135
）」

と
い
う
点
に
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、「
共

犯
者
の
所
為
の
不
法
は
、
正
犯
行
為
の
不
法
の
根
拠
・
範
囲
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
な
い（

136
）」

と
し
、「
共
犯
は
そ
の
不
法
を
、
自
己
の
中
に
担

う
の
で
は
な
く
、
他
人
の
所
為
を
促
進
す
る
こ
と
か
ら
受
け
取
る（

137
）」

と
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、M

aurach

も
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
、
他

人
の
不
法
の
誘
発
あ
る
い
は
援
助
に
求
め
よ
う
と
し
た
。
つ
ま
り
、「
共
犯
は
、独
立
し
た
構
成
要
件
で
は
な
く
、単
な
る
関
係
概
念
で
あ
る
。

共
犯
は
、
一
定
の
所
為
と
の
関
係
に
よ
っ
て
、
そ
の
所
為
に
依
存
す
る
概
念
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
共
犯
の
従
属
性
は
、
共
犯
者
の
責
任
の
可

能
性
が
、
正
犯
行
為
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
定
の
条
件
に
依
存
す
る
と
い
う
点
に
現
わ
れ
る（

138
）」

と
し
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
共
犯
の
従
属
性
に
よ
っ
て
、
共
犯
の
不
法
内
容
を
、
正
犯
行
為
か
ら
受
け
取
る
と
い
う
構
造
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
ド
イ
ツ
の
判
例
も
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
時
代
か
ら
、
修
正
惹
起
説
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
責
任
共
犯
説
を
否

定
し
、
惹
起
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
犯
者
の
故
意
が
犯
罪
の
既
遂
に
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
一
方
で
、
正
犯
の
法
益

侵
害
が
あ
れ
ば
、
共
犯
か
ら
み
て
も
違
法
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
法
益
侵
害
が
正
犯
か
ら
み
て
違
法
で
あ
る
こ
と
だ
け
を
要
求
し
た
の
で

あ
る（

139
）。

さ
ら
に
、
連
邦
裁
判
所
の
判
例
も
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
立
場
を
維
持
し
、
責
任
共
犯
説
を
否
定
し
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
を
刑
法
各
則
で

保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
の
侵
害
惹
起
に
の
み
求
め
て
お
り
、
そ
の
際
、
法
益
侵
害
が
た
だ
正
犯
者
か
ら
み
て
違
法
で
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と

し
た（

140
）。

　
（
一
五
二
七
）
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こ
の
見
解
は
、
従
属
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
惹
起
説
が
招
来
し
た
現
行
法
と
の
不
一
致
は
回
避
さ
れ
た
と
い
う
点
や
、
従

属
性
原
理
の
基
礎
に
あ
る
構
成
要
件
の
明
確
性
に
も
適
合
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
良
い
評
価
が
受
け
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
正
犯
不
法
に
従
属
し
て
共
犯
不
法
が
発
生
す
る
と
理
解
し
、
正
犯
が
適
法
で
あ
る
以
上
、
共
犯
は
処
罰
さ
れ
な
い
と

考
え
る
か
ら
、
共
犯
と
し
て
処
罰
に
値
す
る
者
の
共
犯
成
立
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
自
己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
に
正
犯
の
正
当

防
衛
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
利
用
し
た
者
は
、
正
犯
の
行
為
が
正
当
防
衛
と
し
て
適
法
で
あ
る
以
上
、
共
犯
と
し
て
処
罰

に
値
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
成
立
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
共
犯
者
が
犯
罪
被
害
者
で
あ
っ
て
も
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
限
り
共
犯
と
し
て
可
罰
的
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
正
犯
不
法
の
惹
起
が
あ
る
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
共
犯
に
と
っ
て
違
法
な
事
態
の
惹
起
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え

ば
、
死
ぬ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
自
己
の
殺
害
を
依
頼
し
、
Ｙ
が
Ｘ
に
対
す
る
殺
害
行
為
を
実
行
し
た
が
、
Ｘ
が
生
き
残
っ
た

場
合
、
Ｙ
は
嘱
託
殺
人
罪
の
未
遂
犯
の
罪
責
を
負
う
は
ず
で
あ
る
が
、
被
害
者
Ｘ
は
そ
の
教
唆
犯
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例

に
つ
き
、
井
田
教
授
は
、「
Ｙ
に
と
っ
て
は
違
法
な
事
態
が
生
じ
て
お
り
、
こ
れ
を
理
由
に
Ｙ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
Ｘ
に

と
っ
て
み
れ
ば
、
違
法
な
事
態
が
存
在
せ
ず
、
こ
れ
を
根
拠
に
Ｘ
を
共
犯
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
、
正
犯
不
法
の
惹
起

は
共
犯
処
罰
の
必
要
条
件
で
は
あ
っ
て
も
、
十
分
条
件
で
は
な
い
と
す
る

（
141
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
修
正
惹
起
説
は
、
共
犯
の
従
属
性
を
前
面
に
置
い
て
、
共
犯
不
法
の
根
拠
・
程
度
は
正
犯
不
法
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と

し
、
共
犯
の
独
自
的
な
不
法
要
素
を
承
認
し
な
い
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
人
に
よ
っ
て
違
法
評
価
が
異
な
る
こ
と
を
否
定
し
、
一
方
が
違

法
で
あ
れ
ば
、
他
方
も
違
法
と
な
り
違
法
は
連
帯
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る（

142
）。

こ
の
見
解
の
中
核
で
あ
る
「
違
法
の
連
帯
性
」
を
徹
底
す

る
と
、
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
可
罰
性
は
説
明
し
や
す
く
な
る
利
点
は
あ
る
が
、
処
罰
に
値
す
る
者
の
共
犯
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
や
、
被

害
者
が
共
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
理
論
的
な
欠
陥
も
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
修
正
惹
起
説
は
、
違
法
の
連
帯
性
を
貫
徹
さ
せ

　
（
一
五
二
八
）
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る
た
め
、
従
属
性
の
根
拠
づ
け
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
も
一
面
的
に
、
共
犯
の
不
法
を
正
犯
の
不
法
に
依
存
さ
せ
る
た
め
、

共
犯
の
独
立
し
た
不
法
の
存
在
を
ま
っ
た
く
看
過
す
る
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
見
解
を
制
限
従
属
性
説
と
結
び
付
け
て
説
明
す
る
際
に
お
い
て
も
、
上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
、
共
犯
の
従
属
性
に
あ
た
っ

て
は
、「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
違
法
の
連
帯
性
を
全
面

に
認
め
る
修
正
惹
起
説
に
お
い
て
、
制
限
従
属
性
説
が
支
持
さ
れ
る
と
し
て
も
、
正
犯
の
不
法
は
あ
く
ま
で
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要

な
条
件
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、
共
犯
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
少
な
く
と
も
正
犯
の
不
法
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
な
意
味

と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
正
犯
が
そ
の
一
定
の
犯
罪
成
立
要
件
（
違
法
性
）
を
具
備
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
中
で
如
何
な
る
要
素

が
共
犯
に
連
動
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
が
問
題
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
修
正
惹
起
説
と

制
限
従
属
性
説
と
を
結
び
付
け
る
場
合
に
お
い
て
も
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
が
ゆ
え
に
共
犯
の
処
罰
が
根
拠
付
け
ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は

避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
制
限
従
属
性
説
を
こ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
捉
え
て
も
、
は
た
し
て
共
犯
成
立
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
の

違
法
性
ま
で
必
要
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
と
、
如
何
な
る
正
犯
要
素
が
連
帯
す
べ
き
か
の
問
題
は
、
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て

は
後
述
す
る
。

③
　
混
合
惹
起
説

　

こ
の
見
解
は
、
純
粋
惹
起
説
と
修
正
惹
起
説
の
一
面
性
を
止
揚
し
、
共
犯
の
不
法
は
共
犯
固
有
の
法
益
侵
害
と
、
正
犯
の
不
法
か
ら
導
き

出
さ
れ
る
従
属
的
要
素
の
混
合
に
よ
っ
て
、
構
成
さ
れ
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
最
近
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
そ
の
支
持
者
を
増
や
し
て
い
る（

143
）

ほ
か
、
日
本
に
お
い
て
も
多
数
説
の
地
位
を
占
め
つ
つ
あ
る（

144
）。

つ
ま
り
、
共
犯
不
法
は
正
犯
不
法
に
対
し
て
、
一
部
従
属
一
部
独
立
し
て
い

る
と
解
す
る
の
で
あ
り（

145
）、

正
犯
の
法
益
侵
害
に
一
部
従
属
さ
せ
る
と
し
て
従
属
的
法
益
侵
害
説
と
も
い
う
。
こ
の
学
説
を
代
表
す
る
学
者
と

　
（
一
五
二
九
）
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し
て
は
、R

oxin, Sam
son

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ずR

oxin

は
、
法
律
上
の
共
犯
は
共
犯
者
が
彼
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
を
侵
害
し
た
場
合
に
の
み
存
す
る
と
し
て（

146
）、

共
犯

処
罰
の
根
本
的
な
基
礎
を
限
定
す
る
の
は
法
益
侵
害
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
法
益
侵
害
は
共
犯
不
法
の
独
立
し
た
要
素
で
あ
る
と
指
摘
す

る（
147
）。

つ
ま
り
、
構
成
要
件
上
の
法
益
は
共
犯
者
に
よ
る
侵
害
か
ら
保
護
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
純
粋

惹
起
説
に
い
う
共
犯
固
有
の
不
法
と
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
死
ぬ
こ
と
を
望
ん
で
い
る
Ｘ
が
Ｙ
に
対
し
自
己
の
殺
害
を
依
頼
し
、
Ｙ
が

Ｘ
に
対
す
る
殺
害
行
為
を
実
行
し
た
が
、Ｘ
が
生
き
残
っ
た
場
合
、被
害
者
Ｘ
は
そ
の
教
唆
犯
と
は
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。な
ぜ
な
ら
、「
他

人
」
の
法
益
の
侵
害
の
み
が
刑
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、
間
接
的
な
自
己
侵
害
は
法
益
侵
害
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る（

148
）。

こ
の
よ
う
に
、
彼

は
、
正
犯
自
体
が
可
罰
的
不
法
を
実
現
し
て
い
て
も
、
関
与
者
は
不
処
罰
で
あ
り
得
る
か
ら
、
共
犯
不
法
を
も
っ
ぱ
ら
従
属
性
原
理
に
よ
っ

て
正
犯
不
法
か
ら
導
く
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
共
犯
の
不
法
は
、
共
犯
者
も
自
ら
に
対
し
て
保
護
さ
れ
て
い
る
法
益
を

侵
害
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
限
り
で
、
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る（

149
）。

　

一
方
、R

oxin

は
、
共
犯
の
不
法
は
本
質
的
に
正
犯
の
不
法
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
と
主
張
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
依
存
性
は
共
犯
処
罰
に

と
っ
て
法
的
に
決
定
的
で
あ
っ
て
、
正
犯
者
の
所
為
の
不
法
が
共
犯
の
不
法
を
限
界
付
け
る
と
し
て
い
る（

150
）。

そ
こ
で
、
共
犯
の
不
法
は
も
っ

ぱ
ら
正
犯
不
法
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
の
で
も
、
正
犯
不
法
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
共
犯
の
不
法

は
、
一
部
は
正
犯
不
法
の
従
属
に
よ
っ
て
、
一
部
は
独
立
の
要
素
に
よ
っ
て
、
根
拠
付
け
ら
れ
る（

151
）と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、Sam

son

に
よ
る
と
、
共
犯
者
は
、
各
則
の
構
成
要
件
上
保
護
さ
れ
た
法
益
を
侵
害
す
る
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

法
律
上
、
あ
ら
ゆ
る
因
果
的
な
法
益
侵
害
行
為
が
す
べ
て
共
犯
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
共
犯
者
は
違
法
な
正
犯
行
為
を
経
て
法
益
を
侵
害

す
る
場
合
に
の
み
共
犯
者
と
し
て
責
任
を
負
う
と
す
る（

152
）。

彼
は
、
共
犯
者
が
惹
起
す
る
法
益
侵
害
と
正
犯
者
の
法
益
侵
害
行
為
と
を
結
合
さ

せ
、
一
方
で
共
犯
も
構
成
要
件
上
の
保
護
法
益
へ
の
侵
害
と
し
て
禁
止
さ
れ
、
他
方
で
共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
を
前
提
と
す
る
と
し
た

　
（
一
五
三
〇
）
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の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
共
犯
者
が
自
ら
法
益
を
侵
害
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で

共
犯
の
不
法
は
正
犯
の
不
法
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
で
あ
る（

153
）。Sam

son

はR
oxin

の
よ
う
に
、
共
犯
不
法
を
「
一
部
従
属
・
一
部
独
立
」

と
捉
え
て
、
根
拠
付
け
て
い
る（

154
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
混
合
惹
起
説
は
、
共
犯
の
不
法
を
一
部
分
は
正
犯
行
為
か
ら
、
一
部
分
は
共
犯
の
固
有
の
法
益
侵
害
か
ら
導
く
こ
と
に
よ

り
、
純
粋
惹
起
説
と
修
正
惹
起
説
の
一
面
性
を
回
避
し
た
と
い
え
よ
う
。
純
粋
惹
起
説
は
、
正
犯
行
為
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
の

処
罰
は
可
能
と
な
る
と
し
た
が
（
た
と
え
ば
、
自
殺
へ
の
共
犯
の
場
合
に
お
い
て
、
自
殺
者
の
生
命
は
自
殺
者
に
対
し
て
は
保
護
さ
れ
て
お

ら
ず
、
自
殺
者
は
構
成
要
件
を
実
現
し
な
い
け
れ
ど
も
、
共
犯
者
に
対
し
て
は
自
殺
者
の
生
命
は
保
護
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
共
犯
と
し
て
そ

の
侵
害
に
関
与
す
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
が
）、
そ
れ
に
対
し
、
混
合
惹
起
説
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
正
犯
不
法
の
存
在
を

要
求
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
惹
起
説
の
よ
う
な
共
犯
固
有
の
法
益
侵
害
の
観
点
も
重
視
す
る
と
同
時
に
、
修
正
惹
起
説
の
強
調

す
る
従
属
性
の
原
理
も
重
視
し
て
、
共
犯
処
罰
を
根
拠
付
け
る
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
、
刑
罰
は
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
者
の
「
固
有
の
不
法
」
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
共
犯
も
刑
罰
に
値
す
る
者
で
あ

る
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
り
の
不
法
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
不
法
と
は
、
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
の
い
ず

れ
か
の
一
面
だ
け
で
構
成
さ
れ
も
の
で
な
く
、
両
者
が
具
備
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
不
法
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
不
法
に
お
い
て
、
純

粋
惹
起
説
の
よ
う
に
、
行
為
無
価
値
の
側
面
か
ら
そ
れ
を
根
拠
付
け
る
こ
と
や
、
修
正
惹
起
説
の
よ
う
に
、
結
果
無
価
値
の
側
面
か
ら
そ
れ

を
根
拠
付
け
る
こ
と
は
、
基
本
的
な
思
考
と
し
て
妥
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
共
犯
不
法
の
行
為
無
価
値
は
、
共
犯
の
教
唆
・

幇
助
行
為
に
よ
っ
て
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
法
益
侵
害
の
惹
起
を
志
向
す
る
と
い
う
点
に
あ
り
、
一
方
、
共
犯
の
教
唆
・
幇
助
行
為

の
み
で
は
法
益
が
侵
害
さ
れ
得
る
の
で
は
な
く
、
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
法
益
侵
害
が
招
来
さ
れ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
不
法
の
結
果
無
価
値
は
、
正
犯
の
結
果
無
価
値
に
従
属
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
無
価
値
と

　
（
一
五
三
一
）
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結
果
無
価
値
の
両
者
を
重
視
す
る
混
合
惹
起
説
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
と
し
て
最
も
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

混
合
惹
起
説
を
支
持
す
る
山
口
教
授
は
、
正
犯
は
「
一
次
的
責
任
」
が
問
わ
れ
る
犯
罪
遂
行
形
態
で
あ
り
、
共
犯
は
「
二
次
的
責
任
」
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
か
ら
、
正
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
及
び
違
法
性
が
前
提
で
あ
る
と
す
る（

155
）。

ち
な
み
に
、
一
次
的
責
任
者
で
あ

る
正
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
及
び
違
法
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
、
刑
法
が
介
入
し
て
禁
圧
す
べ
き
状
態
は
生
じ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ
る
こ
と
が
、
共
犯
成
立
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

156
）。

そ
の
理
由
は
、
共
犯

が
正
犯
を
通
じ
て
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
結
局
は
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
特
別
の
違
法
性
阻
却

事
由
が
存
在
し
な
い
限
り
、
共
犯
行
為
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
か
ら
で
あ
る（

157
）。

こ
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
「
違
法
の
連
帯
性
」
と
は
、
正
犯
が
違
法
で
あ
れ
ば
共
犯
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
に
違
法
性
阻
却
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
、
正
犯
が
違
法
で
あ
っ
て
も
共
犯
は
違
法
で
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
は
、
違
法
の
相
対
性
を
認
め
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
正
犯
が
違

法
で
あ
る
こ
と
を
共
犯
成
立
の
前
提
条
件
と
す
る
か
ら
、
全
面
的
な
違
法
の
相
対
性
を
認
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
は
、「
違
法
の
相
対
性
」
と
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
違
法
で
あ
る
こ
と
が
前
提
（
共
犯

成
立
の
必
要
条
件

（
158
））

で
あ
り
、
正
犯
が
違
法
で
あ
っ
て
も
常
に
共
犯
が
違
法
と
な
る
（
正
犯
要
素
の
連
帯
性
）
わ
け
で
は
な
い（

159
）の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
混
合
惹
起
説
を
と
る
に
し
て
も
、
残
さ
れ
た
課
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
被
害
者
で
あ
る
共
犯
の
不
可
罰
性
や
、

真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
可
罰
性
な
ど
に
対
す
る
説
明
は
容
易
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
適
法
行
為
に
関
与
し
て
自
己
の
望
む
犯
罪
を
実
現

す
る
場
合
の
よ
う
に
、
共
犯
と
し
て
処
罰
に
値
す
る
者
の
共
犯
成
立
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
結
論
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
違
法
の
相
対
性
を
、
共
犯
関
係
に
あ
る
一
方
（
正
犯
）
の
違
法
性
が
前
提
と
な
っ
た
場
合
に
限
っ
て
、
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
原
因
は
正
犯
が
惹
起
し
た
「
不
法
」
あ
る
い
は
「
法
益
侵
害
」
と
い
う
意
味
を
、
如
何
に
と
ら
え
る
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
結
論

　
（
一
五
三
二
）
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か
ら
い
う
と
、
正
犯
側
の
要
素
を
、
正
犯
の
「
不
法
」
と
い
う
側
面
に
着
目
し
て
、
正
犯
は
違
法
性
ま
で
具
備
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
捉

え
れ
ば
、
正
犯
が
適
法
で
あ
る
か
ぎ
り
、
共
犯
は
違
法
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
正
犯
の
「
法
益
侵
害
」
に
着
目
し
て
、
正
犯
は
構
成

要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
を
意
味
す
る
と
捉
え
れ
ば
、
正
犯
が
適
法
で
あ
っ
て
も
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行

為
を
行
っ
た
以
上
、
法
益
侵
害
・
危
険
は
生
じ
た
と
い
え
る
か
ら
、
正
犯
が
違
法
で
な
い
と
し
て
も
、
正
犯
の
法
益
侵
害
・
危
険
に
従
属
し

て
共
犯
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の
問
題
は
、
混
合
惹
起
説
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
し
て
の
一
局
面
で

あ
る
と
同
時
に
、
共
犯
従
属
性
を
ど
こ
ま
で
限
定
す
べ
き
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
続
い
て
は
、
混
合
惹
起
説
の
意
味

と
共
犯
従
属
性
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

⑵
　
混
合
惹
起
説
と
共
犯
従
属
性

　

以
上
の
よ
う
に
、
混
合
惹
起
説
は
、
共
犯
の
不
法
を
、
共
犯
固
有
の
構
成
要
件
上
の
保
護
法
益
に
対
す
る
侵
害
お
よ
び
危
殆
化
と
、
正
犯

の
不
法
か
ら
導
か
れ
る
従
属
的
要
素
の
混
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
し
、
純
粋
惹
起
説
と
修
正
惹
起
説
の
一
面
性
を
止
揚
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
共
犯
不
法
も
行
為
無
価
値
と
結
果
無
価
値
と
い
う
側
面
に
求
め
る
こ
と
や
、
各
関
与
者
ご
と
に
法
的
判
断
が
異
な
り
得
る
と
い
う
こ

と
（
違
法
の
相
対
性
）
を
認
め
る
な
ど
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
の
中
で
は
、
最
も
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

し
か
し
、
違
法
の
相
対
性
を
片
一
方
（
正
犯
）
が
違
法
性
を
備
え
て
い
る
場
合
に
限
っ
て
の
み
認
め
る
こ
と
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
Ｙ

が
Ａ
を
騙
し
て
Ｘ
に
攻
撃
さ
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
利
用
し
て
Ｘ
に
Ａ
を
殺
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
は
、
正
犯
に
違
法
性
が
あ
る
と

は
い
え
な
い
か
ら
、
Ｙ
に
対
し
て
は
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
余
地
は
な
く
な
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
通
説
的
な

地
位
を
占
め
て
い
る
制
限
従
属
性
説
か
ら
は
、
道
具
性
に
は
疑
問
が
あ
っ
て
も
間
接
正
犯
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る（

160
）。

け
れ
ど
も
、
既
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
犯
関
係
は
、
常
に
一
方
の
違
法
な
行
為
の
み
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
適
法
行
為
に
関
与
し

　
（
一
五
三
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て
自
己
の
望
む
犯
罪
の
実
現
も
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
利
用
行
為
に
よ
っ
て
法
益
侵
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能

な
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
混
合
惹
起
説
の
内
容
を
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
な
る
と
、

間
接
正
犯
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
当
然
、
共
犯
と
し
て
の
成
立
も
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
混
合
惹
起
説
で
い
う
「
正
犯
不
法
」
の
意
味
は
、
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
正
犯
不
法
」
が

前
提
と
な
る
と
い
う
意
味
は
、
正
犯
が
「
違
法
性
」
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
は
な
く
、
通
常
、
正
犯
が
違
法
で
あ
る
場
合

に
は
法
益
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
正
犯
不
法
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
要

す
る
に
、「
正
犯
不
法
」
と
は
「
正
犯
の
違
法
性
」
を
意
味
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
中
身
で
あ
る
「
正
犯
の
法
益
侵
害
（
危
殆
化
）」
を
意
味
す

る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
き
、
大
谷
博
士
は
、「
刑
法
の
機
能
は
法
益
保
護
を
通
じ
て
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
犯
罪
は

法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
構
成
要
件
を
機
軸
と
す
る
共
犯
論
に
お
い
て
は
、

単
に
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
だ
け
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
な
く
、
あ
く
ま
で
も
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
構
成
要
件
的
結
果
と
し

て
の
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
は
み
ず
か
ら
の
実
行
行
為
に
よ
っ
て
構
成
要
件
に
該
当

す
る
行
為
お
よ
び
そ
の
結
果
と
し
て
の
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
点
に
処
罰
根
拠
が
あ
る
の
に
対
し
、
共
犯
は
正
犯
の
実
行
行
為
を
通

じ
て
間
接
的
に
そ
の
結
果
を
惹
起
す
る
点
に
お
い
て
処
罰
根
拠
が
あ
る（

161
）」

と
し
、
共
犯
は
正
犯
の
法
益
侵
害
・
危
険
に
は
連
帯
す
る
が
、
違

法
性
に
は
連
帯
し
な
い（

162
）と

し
て
い
る
。
大
谷
博
士
に
よ
れ
ば
、
正
犯
行
為
が
正
当
防
衛
や
適
法
行
為
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
法
益
侵
害
の
結

果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
以
上
は
、
そ
れ
を
要
件
と
し
て
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
に
な
る（

163
）。

つ
ま
り
、
正
当
行
為
、
緊
急
避
難
及

び
正
当
防
衛
は
、
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
し
て
い
る
が
、
行
為
の
社
会
的
相
当
性
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
正

　
（
一
五
三
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）
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犯
が
正
当
防
衛
や
正
当
行
為
に
よ
っ
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
も
、
共
犯
が
成
立
す
る
余
地
は
あ
る（

164
）と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
混
合
惹
起
説
で
い
う
「
正
犯
不
法
」
の
意
味
は
、「
正
犯
の
違
法
性
」
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、「
構
成
要
件
に
該
当
す

る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
」
と
し
て
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る（

165
）。

し
た
が
っ
て
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
、
共
犯
は
正
犯

に
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
」
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
生
じ
さ
せ

る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
こ
で
の
正
犯
の
法
益
侵
害
・
危
険
は
、
正
犯
者
が
実
行
行
為
に
着
手
す
れ
ば
、
十

分
に
生
じ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
に
と
っ
て
は
正
犯
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
べ
き
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
正
犯
の
「
構
成
要
件
該
当
性
」
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
該
当
性

が
な
い
と
こ
ろ
に
は
共
犯
処
罰
も
な
い
は
ず
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
関
与
者
の
誰
か
の
行
為
が
構
成
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
こ

そ
、
共
犯
の
処
罰
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る（

166
）。

　

そ
れ
で
は
、
混
合
惹
起
説
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
見
解
の
中
で
如
何
な
る
も
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
ま
ず
、
制
限
従
属
性
説
と
混
合
惹
起
説
と
は
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
制
限
従
属
性
説
の
核
心
は
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
性
を
有
し
な
け
れ
ば
共
犯
は
成
立
し
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
と
い
え
る

か
ら
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
し
て
も
少
な
く
と
も
正
犯
の
違
法
性
ま
で
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
正
犯
が
違
法
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
、
違
法
の
相
対
性
は
何
の
意
味
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
間
接
正
犯
よ
り
も
教
唆
犯
と
し
た
方

が
よ
い
場
合
に
お
い
て
も
、
常
に
間
接
正
犯
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
理
論
構
成
を
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
間

接
正
犯
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
罰
す
べ
き
者
で
あ
っ
て
も
正
犯
が
違
法
性
を
具
備
し
て
い
な
い
限
り
は
、
共
犯
と
し
て
も
不
可
罰

と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
考
え
る
と
、
最
小
従
属
性
説
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
注
意
す
る
と
こ
ろ
は
、

　
（
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正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
従
属
し
て
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
既
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
の
問
題
は
、
単
に
正
犯
に
備
わ
っ
て
い
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
正
犯
が
一

定
の
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
し
て
い
な
け
れ
ば
共
犯
は
成
立
し
得
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
共
犯
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く

と
も
正
犯
の
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
形
で
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
小
従
属
性
説
を
理
解
す
る
に
当
た
っ

て
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該

当
す
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
連
帯
し
て
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
、「
構
成
要
件
該
当
性
の
連
帯
」
を
意
味
す

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
最
小
従
属
性
説
は
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
、
共
犯
が
問
題
と
な
り
得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
、

正
犯
の
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
」
が
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
意
味
で
、
混
合
惹
起
説
と
も
合
致

す
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
最
小
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
当
然
、
共
犯
関
係
に
お
け
る
各
関
与
者
の
法
的
判
断
も
相
対
的
に
考
え
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、自
己
の
犯
罪
実
現
の
た
め
に
一
方
の
正
当
防
衛
を
利
用
し
た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、正
犯
行
為
は
法
益
侵
害
・

危
険
を
惹
起
し
て
い
る
以
上
、
共
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
制
限
従
属
性
説
の
よ
う
に
、
共
犯

が
成
立
し
な
い
か
ら
、
間
接
正
犯
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
理
論
構
成
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

4
．
最
小
従
属
性
説
と
犯
罪
論
体
系

　

最
小
従
属
性
説
は
、
一
般
に
、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
だ
け
で
、
違
法
性
を
欠
く
行
為
に
対
す
る
共
犯
成
立
を
認
め
得
る
見

解
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
論
に
お
い
て
不
当
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た（

167
）。

し
か
し
、
共
犯
従
属
性
の
問
題
を
、
単
に

正
犯
が
具
備
し
て
い
る
犯
罪
成
立
要
素
が
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
る
と
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
可
能
で
あ
る
が
、
共
犯
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従
属
性
概
念
を
二
義
的
な
意
味
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る
と
、
そ
れ
は
妥
当
な
批
判
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
最
小
従
属

性
説
の
適
用
に
お
い
て
も
、「
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
」
と
、「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
と
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

⑴
　
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
し
て
の
最
小
従
属
性
説

　

共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
し
て
の
最
小
従
属
性
説
が
持
つ
意
味
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法
で
あ

る
こ
と
ま
で
は
要
求
せ
ず
、
少
な
く
と
も
正
犯
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
正
犯
が
行
っ
た
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
い
う
の
は
、
法
益
侵
害
・
危
険
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
正

犯
が
そ
の
よ
う
な
犯
罪
成
立
要
素
を
具
備
し
て
い
る
以
上
、
共
犯
成
立
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
共
犯
成

立
に
お
い
て
の
最
小
限
の
条
件
で
あ
り
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
共
犯
が
そ
れ
に
従
属
し
て
構
成
要
件
該
当
性
が
認

め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
従
来
の
一
般
的
な
理
解
で
は
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
を
具
備
し
て

い
れ
ば
、
そ
の
正
犯
要
素
が
共
犯
に
連
帯
す
る
と
い
う
印
象
を
残
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
十
河
教
授
の
指
摘
の
よ
う
に
、
通
説
と
さ
れ
て

い
る
制
限
従
属
性
説
に
い
う
「
違
法
な
正
犯
行
為
の
必
要
性
」（
つ
ま
り
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
し
違
法

で
あ
る
こ
と
が
必
要
）
の
意
味
が
、
そ
の
正
犯
行
為
の
違
法
性
が
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
た
め
に
必
要
と
な
る
要
件
で
あ
る
の

か
、
そ
れ
と
も
、
共
犯
の
違
法
性
を
認
め
る
要
件
と
し
て
正
犯
行
為
の
違
法
性
を
要
求
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
の
で
あ
る（

168
）。

　

思
う
に
、
共
犯
も
お
よ
そ
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
固
有
の
不
法
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
不
法
と
は
、
行
為
無
価
値
と
結

果
無
価
値
の
い
ず
れ
の
一
面
だ
け
で
構
成
さ
れ
も
の
で
な
く
、
両
者
が
具
備
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
不
法
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
共
犯

不
法
の
検
討
に
当
た
っ
て
も
、
固
有
の
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
有
責
性
の
存
否
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
共
犯
も
法
的

　
（
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判
断
を
個
別
的
に
行
う
べ
き
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

169
）。

　

そ
う
す
る
と
、
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
と
い
う
の
は
、
本
来
、
共
犯
も
固
有
の
法
的
判
断
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
正
犯
が
一
定
の
犯
罪
成
立
要
素
（
最
小
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
）
を
備
え
て
い
れ
ば
、

共
犯
も
そ
の
成
立
に
お
い
て
構
成
要
件
該
当
性
、
違
法
性
、
有
責
性
が
必
要
と
な
る
と
い
う
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
共
犯
は
、
正
犯
に
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
」
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し

て
法
益
侵
害
・
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
の
で
、
共
犯
従
属
性
に
お
い
て
は
最
小
従
属
性
説
を
と
る
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
で
、
正
犯
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
、
共
犯
と
し
て
は
じ
め
て
構
成
要
件
該
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

か
つ
違
法
性
と
有
責
性
に
お
い
て
の
特
別
の
事
情
の
存
否
も
相
対
的
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

⑵
　
最
小
従
属
性
説
に
お
け
る
正
犯
要
素
の
連
帯
性
と
犯
罪
論
体
系
と
の
関
係

　

最
小
従
属
性
説
に
よ
る
と
き
、
正
犯
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
（
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
を
充
足
す
る
）
と
、
共
犯
は
そ
の

成
立
に
お
い
て
構
成
要
件
該
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
正
犯

の
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
ま
さ
に
「
正
犯
要
素
の
連
帯
性
」
の
問
題
で
あ
る
。

　

上
記
で
検
討
し
た
よ
う
に
、
正
犯
要
素
の
連
帯
性
の
問
題
は
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
共
犯
は
、
自
ら
直
接
的
な
行
為

を
行
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
構
成
要
件
的
結
果
と
し
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
か
ら
、
正
犯
の
構

成
要
件
に
該
当
す
る
「
実
行
行
為
」
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
が
連
帯
す
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
実
行
行
為
は
構
成
要
件

要
素
で
あ
る
以
上
、
そ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
構
成
要
件
に
は
該
当
し
な
く
な
る
。
つ
ま
り
、
正
犯
の
実
行
行
為
性
が
否

定
さ
れ
、
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
共
犯
は
そ
の
成
立
の
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
が
行
っ
た
行
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為
は
そ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
三
つ
の
場
合
が
存
在
す
る
。
ま
ず
、
第
一
類
型
は
、
殺
人
罪
の
よ
う
に
誰
が
行

っ
て
も
そ
の
実
行
行
為
性
（
殺
害
行
為
）
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
万
人
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
類
型
と
し
て

は
、
あ
る
特
定
の
行
為
主
体
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
賄
賂
罪
の
場
合
は
、
公
務
員

の
よ
う
な
身
分
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
実
行
行
為
性
（
賄
賂
収
受
行
為
）
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
三
類
型
と
し
て
は
、

万
人
に
よ
っ
て
も
そ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
あ
る
特
定
の
行
為
主
体
に
よ
っ
て
違
法
性
が
加
減
さ
れ
た
り
、
あ
る
い

は
責
任
が
加
減
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
常
習
賭
博
罪
は
、
賭
博
行
為
は
万
人
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
実
行
行
為
性
（
賭
博
行
為
）

が
認
め
ら
れ
る
が
、
常
習
性
と
い
う
加
減
的
要
素
に
よ
っ
て
、
刑
が
加
重
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
連
帯
す
る
内
容
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
繰
り
返
し
て
い
う
と
、
共

犯
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
を
通
じ
て
構
成
要
件
的
結
果
と
し
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
か
ら
、
正
犯
が
如
何
な
る
行
為
主
体
的
性
格

を
持
っ
て
い
る
の
か
を
問
わ
ず
、
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
る
法
益
侵
害
・
危
険
が
連
帯
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

殺
人
罪
に
お
い
て
は
、
正
犯
の
殺
害
行
為
が
実
行
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
法
益
侵
害
・
危
険
が
共
犯
に
連
帯
し
、
ま
た
、
賄
賂
罪
に
お

い
て
は
、
正
犯
（
公
務
員
）
の
賄
賂
収
受
行
為
が
実
行
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
が
共
犯
に
連
帯
す
る
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
場
面
（
第
一
・
第
二
類
型
）
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
構
成
さ
れ
る
犯
罪
類
型
で
あ
り
、
相
違
が

あ
る
と
こ
ろ
は
、
万
人
に
よ
っ
て
も
不
法
行
為
類
型
と
し
て
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
か
、
特
定
の
身
分
が
あ
る
か
ら
こ
そ
不
法
行
為
類

型
と
し
て
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
（
構
成
的
違
法
身
分
）
か
で
あ
る

（
170
）。

そ
し
て
、
第
三
類
型
と
し
て
の
常
習
賭
博
罪
に
お
い
て
は
、
正

犯
（
常
習
者
）
の
賭
博
行
為
が
実
行
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
が
共
犯
に
連
帯
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
ケ

ー
ス
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
構
成
さ
れ
る
犯
罪
類
型
で
あ
る
と
同
時
に
、
正
犯
の
身
分
に
よ
っ
て
刑
の
変
更
が
あ
る
場
合
で

　
（
一
五
三
九
）
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あ
る
。
つ
ま
り
、
実
行
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
・
危
険
に
加
え
て
、
身
分
が
あ
る
が
ゆ
え
に
違
法
の
加
減
が
生
じ
た
り
（
加
減
的
違
法
身
分
）、

身
分
が
あ
る
が
ゆ
え
に
責
任
の
加
減
が
生
じ
る
（
加
減
的
責
任
身
分
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
性
が
み
と
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
実
行
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
・
危
険
が
共

犯
に
連
帯
す
る
の
で
あ
る
。

⑶
　
具
体
的
適
用

1
）
共
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合

①
　
一
般
犯
の
場
合

ⅰ
）
Ａ
が
Ｂ
に
Ｃ
の
殺
害
を
教
唆
し
て
既
遂
に
な
っ
た
場
合

　

Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
に
よ
っ
て
、法
益
を
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
し
て
い
る
か
ら
、

違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
殺
人
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
で
あ

る
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
充

足
）。
つ
ま
り
、
共
犯
Ａ
は
、
正
犯
Ｂ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
を

生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し
て
法
益
を
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
Ａ
は
、
正
犯
Ｂ
の
実
行

行
為
（
殺
害
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
が
連
帯
し
て
、
殺
人
罪
の
教
唆
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
違
法

性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
当
該
犯
罪
の
教
唆
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。 　

（
一
五
四
〇
）
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ⅱ
）
Ａ
が
Ｂ
に
Ｃ
の
殺
害
を
教
唆
し
た
が
未
遂
に
と
ど
ま
っ
た
場
合

　

Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
に
よ
っ
て
、
法
益
を
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
し
よ
う
と
し
た

が
、
未
遂
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
法
益
侵
害
へ
の
危
険
は
生
じ
て
い
る
か
ら
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を

阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
殺
人
未
遂
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
で
あ
る
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す

る
か
ら
、
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
充
足
）。
つ
ま
り
、
共
犯
Ａ
は
、
正
犯
Ｂ
の

構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
の
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し
て

法
益
を
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
の
危
険
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
Ａ
は
、
正
犯
Ｂ
の
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）

を
通
じ
た
法
益
侵
害
の
危
険
（
他
人
の
生
命
侵
害
に
対
す
る
未
遂
結
果
）
が
連
帯
し
て
、
殺
人
未
遂
罪
の
教
唆
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
認

め
ら
れ
、
特
に
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
当
該
犯
罪
の
教
唆
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。

②
　
身
分
犯
の
場
合

　
　

ⅰ
）
Ａ
（
非
身
分
者
）
が
Ｂ
（
公
務
員
）
に
賄
賂
罪
を
教
唆
し
た
場
合
（
構
成
的
身
分
犯
の
場
合
）

　

公
務
員
で
あ
る
Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
賄
賂
収
受
行
為
）
に
よ
っ
て
、
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
か
ら
、

違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
賄
賂
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
で
あ

る
公
務
員
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
非
身
分
者
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立

の
必
要
条
件
の
充
足
）。
つ
ま
り
、
共
犯
で
あ
る
非
身
分
者
Ａ
は
、
正
犯
で
あ
る
公
務
員
Ｂ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
賄
賂
収

受
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し
て
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
で
あ
る
非
身

分
者
Ａ
に
は
、
正
犯
で
あ
る
公
務
員
Ｂ
の
実
行
行
為
（
賄
賂
収
受
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
が
連
帯
し
て
、
賄
賂
罪
の
教
唆
犯
の
構
成
要

　
（
一
五
四
一
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

一
二
八

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
当
該
犯
罪
の

教
唆
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　

ⅱ
）
Ａ
が
Ｂ
（
常
習
者
）
に
賭
博
行
為
を
教
唆
し
た
場
合
（
加
減
的
身
分
犯
の
場
合
）

　

Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
賭
博
行
為
）
に
よ
っ
て
、
法
益
を
侵
害
し
て
お
り
、
さ
ら
に
常
習
性
持
つ
者
で

あ
る
か
ら
刑
の
加
減
が
生
じ
る
。
そ
し
て
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
常
習
賭
博
罪
の
罪

責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
で
あ
る
常
習
者
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が

問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
の
充
足
）。
つ
ま
り
、
共
犯
で
あ
る
Ａ
は
、
正
犯
で
あ
る
常
習
者
Ｂ
の
構
成
要
件
に
該
当

す
る
実
行
行
為
（
賭
博
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
、自
ら
も
共
犯
と
し
て
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

共
犯
で
あ
る
Ａ
に
は
、
正
犯
で
あ
る
常
習
者
Ｂ
の
実
行
行
為
（
賭
博
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
が
連
帯
し
て
、
単
純
賭
博
罪
の
教
唆
犯
の

構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
当
該

犯
罪
の
教
唆
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。

2
）
共
犯
に
構
成
要
件
に
は
該
当
す
る
が
、違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
（
非
身
分
者
Ａ
が
他
人
に
よ
る
急
迫
な
生
命
侵
害
の
脅
威
の
た
め
、

や
む
を
得
ず
公
務
員
Ｂ
に
賄
賂
罪
を
教
唆
し
た
場
合
）

　

公
務
員
Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
賄
賂
収
受
行
為
）
に
よ
っ
て
、
法
益
を
侵
害
し
て
い
る
か
ら
、
違
法
性

を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
賄
賂
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
で
あ
る
公
務

員
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
非
身
分
者
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立
の
必
要

　
（
一
五
四
二
）
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条
件
の
充
足
）。
つ
ま
り
、
共
犯
で
あ
る
非
身
分
者
Ａ
は
、
正
犯
で
あ
る
公
務
員
Ｂ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
賄
賂
収
受
行
為
）

を
通
じ
た
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら
も
共
犯
と
し
て
法
益
侵
害
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
犯
で
あ
る
非
身
分
者

Ａ
に
は
、
正
犯
で
あ
る
公
務
員
の
実
行
行
為
（
賄
賂
収
受
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
が
連
帯
し
て
、
賄
賂
罪
の
教
唆
犯
の
構
成
要
件
該
当

性
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
犯
で
あ
る
非
公
務
員
は
、
他
人
に
よ
る
急
迫
な
自
分
の
生
命
侵
害
を
回
避
す
る
た
め
、
や
む
を

得
ず
し
た
行
為
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
当
該
犯
罪
の
教
唆
犯
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

3
）
共
犯
に
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
（
Ａ
が
Ｂ
に
自
分
を
殺
害
す
る
よ
う
教
唆
し
た
が
未
遂
に
と
ど
ま
っ
た
場
合
）

　

Ｂ
は
正
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
に
よ
っ
て
、
法
益
を
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
し
よ
う
と
し
た

が
、
未
遂
に
と
ど
ま
っ
で
い
る
。
正
犯
で
あ
る
Ｂ
が
実
行
行
為
に
着
手
し
た
以
上
、
少
な
く
と
も
法
益
侵
害
へ
の
危
険
は
生
じ
て
い
る
か
ら
、

違
法
性
を
阻
却
す
る
事
由
、
あ
る
い
は
責
任
を
阻
却
す
る
事
由
が
な
い
限
り
、
嘱
託
殺
人
未
遂
罪
の
罪
責
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

正
犯
で
あ
る
Ｂ
の
実
行
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
Ａ
は
共
犯
と
し
て
そ
の
成
立
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
共
犯
成
立
の
必
要

条
件
の
充
足
）。
し
か
し
、
Ａ
は
、
正
犯
Ｂ
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）

の
危
険
性
は
生
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
Ａ
自
ら
は
共
犯
と
し
て
法
益
侵
害
（
他
人
の
生
命
侵
害
）
の
危
険
性
を
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
Ｂ
に
と
っ
て
は
他
人
の
生
命
侵
害
で
あ
る
が
、
Ａ
に
と
っ
て
は
自
分
の
生
命
で
あ
っ
て
、
法
益
と
し
て
保
護
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
に
は
、
正
犯
Ｂ
の
実
行
行
為
（
殺
害
行
為
）
を
通
じ
た
法
益
侵
害
の
危
険
性
が
連
帯
し
て
、
嘱
託
殺
人
未
遂
の
教
唆

犯
が
問
わ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
Ａ
に
と
っ
て
は
自
分
の
生
命
侵
害
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
最
初
か
ら
構
成
要
件
該
当
性
さ
え
な
く
、

Ａ
は
不
処
罰
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
五
四
三
）
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Ⅳ
．
結
び

　

共
犯
従
属
性
に
関
す
る
議
論
状
況
は
、
主
に
極
端
従
属
性
説
か
ら
制
限
従
属
性
説
へ
の
変
遷
で
あ
っ
て
、
最
小
従
属
性
説
は
一
般
に
排
斥

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
極
端
従
属
性
説
と
制
限
従
属
性
説
と
の
対
立
の
争
点
が
、
関
与
者
の
一
方
（
正
犯
）
が
有
責
で
あ
る
こ
と
を
要
求

す
る
か
否
か
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
小
従
属
性
説
に
よ
る
と
、
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
共
犯
成
立
に
十
分

で
あ
る
と
理
解
す
る
か
ら
、
正
犯
の
行
為
に
有
責
性
だ
け
で
な
く
、
違
法
性
を
も
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
共
犯
成
立
が
認
め
ら
れ
得
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
共
犯
従
属
性
概
念
は
、
二
義
的
な
意
味
を
持
つ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
犯
が
一
定
の
犯

罪
成
立
要
件
を
充
た
さ
な
け
れ
ば
共
犯
が
成
立
し
な
い
と
い
う
、
消
極
的
な
形
で
理
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
正
犯
が
そ
れ
ぞ
れ
の
要
件
を
備

え
た
場
合
に
、
そ
れ
ら
の
要
件
が
共
犯
に
お
い
て
も
当
然
に
共
通
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
べ

き
で
あ
る
（
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
）。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
が
充
た
さ
れ
た
場
合
に
、
如
何
な
る
正
犯
要
素
が
共

犯
に
影
響
を
及
ぶ
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
（
正
犯
要
素
の
連
帯
性
）。

　

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
共
犯
従
属
性
概
念
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正

犯
が
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
か
の
問
題
は
、
共
犯
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
正
犯
が
如
何
な
る
犯
罪
成
立
要
素
を
備

え
る
必
要
が
あ
る
の
か
の
問
題
で
も
あ
り
、
ま
た
、
共
犯
成
立
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る

の
か
の
問
題
は
、
共
犯
処
罰
に
あ
た
っ
て
、
正
犯
が
具
備
し
て
い
る
如
何
な
る
要
素
が
共
犯
に
連
動
す
る
の
か
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
共
犯
成
立
の
た
め
に
論
じ
ら
れ
る
共
犯
従
属
性
の
問
題
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
一
局
面
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
刑
罰
は
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
者
の
「
固
有
の
不
法
」
を
要
件
と
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
、
共
犯
も
犯
罪
で
あ
る
以
上
、
刑

　
（
一
五
四
四
）
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罰
に
値
す
る
者
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
相
応
す
る
共
犯
不
法
を
要
件
と
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
不
法
は
、
行
為

無
価
値
と
結
果
無
価
値
の
い
ず
れ
か
の
一
面
だ
け
で
構
成
さ
れ
も
の
で
な
く
、
両
者
が
具
備
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
不
法
と
な
る
と
い
う
点
か
ら

す
れ
ば
、
混
合
惹
起
説
が
最
も
優
れ
た
見
解
で
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
混
合
惹
起
説
は
、
共
犯
従
属
性
に
関
す
る
見
解
の
中
で
、
最
小

従
属
性
説
に
結
び
つ
く
と
も
い
え
る
。
た
だ
、
最
小
従
属
性
説
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
ず
、
正
犯
が
構
成
要
件
に
該
当
す
れ
ば
共
犯
も
そ
れ
に
連
帯
し
て
構
成
要
件
該
当
性
が
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
「
構
成
要
件
該
当
性
の
連
帯
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

以
上
を
総
合
し
て
い
う
と
、
共
犯
は
、
正
犯
に
「
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
」
を
生
じ
さ
せ
、
自
ら

も
共
犯
と
し
て
法
益
侵
害
・
危
険
を
惹
起
す
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
成
立
に
お
い
て
も
、
正
犯
行
為
が
構
成
要
件
に

該
当
し
て
は
じ
め
て
、
共
犯
と
し
て
の
構
成
要
件
該
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
際
に
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為

を
通
じ
た
法
益
侵
害
・
危
険
が
共
犯
に
連
帯
す
る
の
で
あ
る
。
特
に
、
正
犯
要
素
の
連
帯
性
に
お
い
て
は
、
正
犯
が
身
分
を
有
し
て
い
る
か

否
か
を
問
わ
ず
、
正
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
実
行
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
・
危
険
が
共
犯
に
連

帯
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
で
、
共
犯
も
正
犯
と
は
別
個
の
法
的
判
断
、
つ
ま
り
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任
の
判
断

が
行
わ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

（
1
）　

西
田
典
之
﹃
刑
法
総
論
﹄（
弘
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
一
〇
）
三
八
五
頁
。

（
2
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
十
河
教
授
は
、「
要
素
従
属
性
説
に
つ
い
て
通
説
と
さ
れ
て
い
る
制
限
従
属
性
説
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
正
犯
行
為
が
な
け
れ
ば
共

犯
は
成
立
し
な
い
と
す
る
が
、
こ
れ
が
、
共
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
た
め
に
は
正
犯
行
為
が
違
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
な
の
か
、
共
犯
の

違
法
性
阻
却
を
否
定
す
る
要
件
と
し
て
違
法
な
正
犯
行
為
の
存
在
を
要
求
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
と
す
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
の
批

判
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
十
河
太
朗
﹃
身
分
犯
の
共
犯
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
二
〇
三
頁
。

　
（
一
五
四
五
）
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（
3
）　

牧
野
英
一
﹃
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
三
七
）
四
一
一
―
四
一
二
頁
。이

건
호

, 
형
법
학
개
론

, 1964, 175면
참
조

; 
정
영
석

, 
형
법
총
론

, 1973, 

232면
참
조

.
（
4
）　

大
谷
實
﹃
刑
法
講
義
総
論
﹄（
成
文
堂
、
新
版
第
三
版
、
二
〇
〇
九
）
四
〇
七
頁
参
照
、
川
端
博
﹃
刑
法
総
論
講
義
﹄（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
）
五
二
七
頁

参
照
。

（
5
）　

木
村
亀
二
＝
阿
部
純
二
増
捕
﹃
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
増
補
版
、
一
九
七
八
）
三
九
六
頁
。

（
6
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
七
頁
。

（
7
）　

정
영
석

, 전
게
주
3

）, 232면

、そ
の
ほ
か
、共
犯
従
属
性
説
を
主
張
し
な
が
ら
も
、共
犯
を
、正
犯
か
ら
犯
罪
性
を
借
用
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
借
用
犯
罪
」
と
捉
え
る

見
解
も
あ
る
（황

산
덕

, 형
법
총
론

, 1974, 246면

）。

（
8
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
七
頁
参
照
、
川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
八
頁
。

（
9
）　

山
中
敬
一
﹃
刑
法
総
論
﹄（
成
文
堂
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
）
七
九
九
頁
注
23
）
参
照
。

（
10
）　

共
犯
は
、
正
犯
が
犯
罪
と
な
っ
て
処
罰
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
正
犯
と
同
一
の
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
で
処
罰
さ
れ
る
か
ら
、
共
犯
は
そ
の
犯
罪
お
よ
び
可
罰
性
を
正

犯
か
ら
借
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
を
い
う
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
学
説
と
し
て
、
一
種
の
共
犯
従
属
性
説
で
あ
る
。

（
11
）　

た
と
え
ば
、
共
犯
者
は
、
正
犯
に
犯
行
決
意
を
持
た
せ
た
こ
と
に
よ
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
精
神
的
・
物
質
的
な
補
助
行
為
に
よ
る
に
せ
よ
、
正
犯
に
因
果
的
に

関
係
す
る
と
こ
ろ
に
共
犯
の
処
罰
根
拠
が
あ
る
と
い
う
見
解
（Schönke-Schröder, Strafgesetzbuch, K

om
m

entar, 18. A
ufl., 1976, S. 328f

）
が
そ
れ
で
あ
る
。

（
12
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
九
頁
。

（
13
）　

平
野
龍
一
﹃
刑
法
総
論
Ⅱ
﹄（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
）
三
四
四
頁
以
下
、
団
藤
重
光
﹃
刑
法
綱
要
総
論
﹄（
創
文
社
、
第
三
版
、
一
九
九
〇
）
三
七
七
頁
以
下
、
大
塚

仁
﹃
刑
法
概
説
（
総
論
）﹄（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
八
）
二
八
四
―
二
八
五
頁
、
高
橋
則
夫
﹃
刑
法
総
論
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
）
四
〇
八
頁
、
林
幹
人
﹃
刑
法

総
論
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
第
二
版
、
二
〇
〇
八
）
四
二
〇
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
六
―
四
〇
七
頁
、
川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
六
頁
。

（
14
）　

백
남
억

, 형
법
총
론

, 1962, 280면
.　

同
じ
趣
旨
と
し
て
、남

흥
우

, 형
법
총
론

, 1975, 223면
이
하

で
は
、
さ
ら
に
、「
共
犯
従
属
性
の
理
論
に
お
い
て
も
、
共
犯
は
各

自
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
で
あ
り
、
決
し
て
他
人
の
責
任
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
他
人
の
犯
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
条
件
に
し
て
処
罰

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
正
犯
の
犯
罪
成
立
要
素
は
条
件
と
し
て
必
要
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。

（
15
）　

염
정
철

, 형
법
총
론

, 1966, 448면
, 466면

, 469면
참
조

.

（
16
）　

정
영
석

, 전
게
주
3

）, 233면
; 

同
じ
趣
旨
と
し
て
、이

재
상

, 형
법
총
론

, 2006, 484면
; 배
종
대

, 형
법
총
론

, 2001, 484면
; 이
형
국

, 형
법
총
론

, 2005, 266

―

　
（
一
五
四
六
）
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268면
참
조

.

（
17
）　

정
영
석

, 전
게
주
3

）, 233면
.

（
18
）　

대
판

 1970. 3. 10, 69도
2492

で
は
「
従
犯
は
正
犯
に
従
属
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、詐
欺
幇
助
罪
は
正
犯
た
る
本
犯
の
詐
欺
ま
た
は
詐
欺
未
遂
罪
の
証
明

が
な
い
か
ぎ
り
詐
欺
幇
助
罪
は
成
立
し
え
な
い
」
と
し
た
。
同
趣
旨
の
判
例
と
し
て
、대
판

 1974. 5. 28, 74도
509; 대

판
 1974. 6. 25, 74도

1231; 대
판

 1978. 2. 

28, 77도
3406; 대

판

 1979. 5. 22, 79도
552; 대

판
 1981. 11. 24, 81도

2422; 대
판

 1998. 2. 24, 97도
183; 대

판
 2000. 2. 25, 99도

1252

な
ど
。

（
19
）　

오
영
근

, 형
법
총
론

, 2006, 584면
; 김
일
수

, 형
법
총
론

, 2000, 518면
.

（
20
）　

斉
藤
信
治
﹃
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
第
六
版
、
二
〇
〇
八
）
二
四
三
―
二
四
四
頁
、 

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
七
頁
、
川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
八
頁
。

（
21
）　

通
説
的
立
場
は
日
本
刑
法
四
三
条
に
い
う
「
実
行
」
行
為
と
は
、
基
本
的
構
成
要
件
（
刑
法
各
本
条
）
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
と
す
る
た
め
、
正
犯
の
未
遂
よ

り
軽
く
処
罰
し
て
い
る
こ
と
か
ら
（
た
と
え
ば
、
破
壊
活
動
防
止
法
三
八
条
、
四
〇
条
）、
教
唆
の
未
遂
は
、
四
三
条
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
解
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
教
唆
未
遂
が
四
三
条
に
該
当
す
る
と
な
る
と
、
破
壊
活
動
防
止
法
の
場
合
の
よ
う
に
重
大
な
教
唆
行
為
に
限
っ
て
軽
く
処
罰
す
る
と
い
う
不
合
理
な
立

法
を
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
〇
八
頁
注
40
）
参
照
。

（
22
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
八
頁
、
川
端
・
前
掲
注
2
）
五
二
八
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
〇
八
頁
。

（
23
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
八
頁
。

（
24
）　

松
宮
孝
明
﹃
刑
法
総
論
講
義
﹄（
成
文
堂
、
第
四
版
、
二
〇
〇
九
）
二
八
一
頁
。

（
25
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
九
頁
。

（
26
）　

M
. E

. M
ayer, D

er allgem
eine Teil des deutschen Strafrechts, 1915, S. 390f.

（
27
）　

B
irkm

eyer, D
ie L

ehre von der Teilnahm
e und die R

echtsprechung des D
eutschen R

eichsgerichts, 1890, S. 149.

（
28
）　

B
irkm

eyer, a. a. O
. 

（A
nm

. 27

）, S. 155.

（
29
）　

F
rank, D

as Strafgesetzbuch für das D
eutsche R

eich, 18. A
ufl., 1931, S. 121; M

ezger, Strafrecht ein L
erhbuch, 2. A

ufl., 1933, S. 447; C
onrad, 

D
ie akzessorisch

e T
eiln

ah
m

e u
n

d
 sog. M

ittelb
are T

ätersch
aft u

n
ter B

erü
cksich

tigu
n

g d
es Ju

gen
d

gerich
tsgesetzes, S

trafrech
tlich

e 

A
bhandlungen, H

eft 374, 1937, S. 32ff.

（
30
）　

K
äpernick, D

ie akzessorische Teilnahm
e und sog. M

ittelbare T
äterschaft, 1932, S. 14f; V

gl. R
oxin, Strafrecht, A

llgem
einer Teil, B

and 2, 2003, 
§26 R

dnr. 33f; Z
im

m
erl, Z

ur L
ehre vom

 T
atbestand, Strafrechtliche A

bhandlungen, H
eft 237, 1928, S. 123f; Z

im
m

erl, T
äterschaft, Teilnahm

e, 

　
（
一
五
四
七
）
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M
itw

irkung, Z
StW

 54 

（1935

）, S. 585.  

西
田
典
之
﹃
共
犯
と
身
分
﹄（
成
文
堂
、
新
版
、
二
〇
〇
三
）
八
七
頁
以
下
参
照
。

（
31
）　

신
동
운

, 형
법
총
론

, 2006, 605면
참
조

.
（
32
）　

Jescheck/W
eigend, L

ehrbuch des Strafrechts. A
llgem

einer Teil, 5. A
ufl., 1996, §61 V

II 1; K
ühl, Strafrecht. A

llgem
einer Teil, 3. A

ufl, 2000, §20 

R
dnr. 134; 

一
方
、
正
犯
行
為
に
故
意
性
ま
で
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
他
人
の
過
失
行
為
に
故
意
に
関
与
し
た
場
合
や
、
直
接
行
為
者
に
故
意
が
な

い
と
背
後
者
が
誤
信
し
た
場
合
、
処
罰
の
間
隙
が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
正
犯
行
為
に
故
意
性
ま
で
要
求
す
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
議

論
の
余
地
が
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
十
河
・
前
掲
注
2
）
五
五
―
五
六
頁
注
11
）
参
照
。

（
33
）　

O
tto, G

rundkurs Strafrecht. A
llgem

eine Strafrechtslehre, 6. A
ufl., 2000, §22 R

dnr 1; B
aum

ann/W
eber/M

itsch, Strafrecht. A
llgem

einer Teil, 10. 

A
ufl, 1995, §28 R

dnr. 44.

（
34
）　

Jescheck/W
eigend, a. a. O

. 

（A
nm

. 32

）, S. 656; H
aft, Strafrecht. A

llgem
einer Teil, 9. A

ufl., 2004, S. 206; Stratenw
erth/K

uhlen, Strafrecht. 

A
llgem

einer Teil I, 5. A
ufl., 2004, §12 R

dnr. 126; F
rister, Strafrecht. A

llgem
einer Teil, 2. A

ufl., 2007, 25. K
apitel, R

dnr. 24; Schm
idt, Strafrecht. 

A
llgem

einer Teil, 7. A
ufl., 2008, R

dnr. 1037.

（
35
）　

山
口
厚
﹃
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
九
）
三
〇
九
頁
以
下
、
大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
八
頁
以
下
、
西
田
・
前
掲
注
1
）
三
八
六
頁
以
下
、
山
中
・

前
掲
注
9
）
七
九
六
頁
以
下
、
斉
藤
・
前
掲
注
20
）
二
四
六
頁
以
下
、
松
宮
・
前
掲
注
24
）
二
八
一
頁
以
下
な
ど
。
な
お
、
共
犯
従
属
性
を
、
実
行
従
属
性
、
犯
罪

従
属
性
、
可
罰
従
属
性
の
三
つ
に
分
類
す
る
見
解
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
、
可
罰
従
属
性
に
お
い
て
、
他
人
か
ら
可
罰
性
を
借
り
受
け
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、
現
在
、
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
は
存
在
し
な
い
。
植
田
重
正
「
共
犯
独
立
性
説
と
従
属
性
説
」
日
本
刑
法
学
会
編
﹃
刑
事
法
講
座
第
三
巻
﹄（
有
斐
閣
、
一

九
五
二
）
四
四
一
頁
参
照
。

（
36
）　

泉
二
新
熊
﹃
日
本
刑
法
論　

上
巻
（
総
論
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
二
三
）
六
三
〇
頁
、
滝
川
辛
辰
﹃
犯
罪
論
序
説
﹄（
有
斐
閣
、
改
訂
版
、
一
九
五
五
）
二
〇
五
頁
。

（
37
）　

最
決
昭
和
五
八
年
九
月
二
一
日
刑
集
三
七
巻
七
号
一
〇
七
〇
頁
。
他
方
、
極
端
従
属
性
説
を
と
っ
た
判
例
と
し
て
は
、
大
判
明
治
三
七
年
一
二
月
二
〇
日
刑
録
一

〇
輯
二
四
一
五
頁
、
大
判
大
正
八
年
六
月
二
〇
日
刑
録
二
五
輯
七
八
六
頁
、
大
判
昭
和
九
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
一
三
巻
一
五
九
八
頁
な
ど
。

（
38
）　

西
田
典
之
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
従
属
性
」
同
﹃
刑
法
の
争
点
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
七
）
九
五
頁
。

（
39
）　

松
宮
・
前
掲
注
24
）
二
八
三
頁
。

（
40
）　

斉
藤
・
前
掲
注
20
）
二
五
六
頁
。

（
41
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
一
一
頁
。

　
（
一
五
四
八
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

一
三
五

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

（
42
）　

島
田
聡
一
郎
「
適
法
行
為
を
利
用
す
る
違
法
行
為
」
立
教
法
学
五
五
号
（
二
〇
〇
〇
）
二
一
頁
以
下
参
照
、
大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
一
一
頁
。

（
43
）　

정
영
석

, 전
게
주
3

）, 235면
; 오
영
근

, 전
게
주
19

）, 587면
; 신
동
운

, 전
게
주
31

）, 608면

 이
하

.
（
44
）　

韓
国
刑
法
三
四
条
一
項
は
、「
あ
る
行
為
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
な
い
者
、
あ
る
い
は
過
失
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
者
を
、
教
唆
な
い
し
幇
助
し
て
犯
罪
行
為
の
結
果

を
発
生
さ
せ
た
者
は
、
教
唆
な
い
し
幇
助
の
例
に
よ
っ
て
処
罰
す
る
」
と
し
、
い
わ
ゆ
る
「
間
接
正
犯
」
を
規
定
し
て
い
る
。

（
45
）　

백
남
억

, 전
게
주
14

）, 283면

 이
하

; 정
영
석

, 전
게
주
3

）, 235면
.

（
46
）　

신
동
운

, 전
게
주
31

）, 610면
.

（
47
）　

신
동
운

, 공
범
론

 조
문
체
계
의

 성
립
에

 관
한

 연
혁
적

 고
찰

, 우
범

 이
수
성

 선
생

 화
갑
기
념
논
문
집

 인
도
주
의
적

 형
사
법
과

 형
사
정
책

, 2000, 69면

 이
하

 참
조

.

（
48
）　

오
영
근

, 전
게
주
19

）, 587

―588면
; 신
동
운

, 전
게
주
31

）, 608

―609면
참
조

.

（
49
）　

신
동
운

, 전
게
주
31

）, 609면
.

（
50
）　

た
と
え
ば
、
治
療
監
護
法
二
条
一
項
一
号
（
旧
社
会
保
護
法
八
条
一
項
一
号
）
で
は
、
心
身
障
害
者
（
責
任
無
能
力
者
）
の
違
法
を
、「
罪
」
を
犯
し
た
と
き
で
あ

る
と
表
現
し
て
い
る
。

（
51
）　

진
계
호

, 
형
법
총
론

, 1996, 549면
; 
정
성
근

/박
광
민

, 
형
법
총
론

, 2001, 502면
; 
임
웅

, 
형
법
총
론

, 2007, 393면
; 
배
종
대

, 
전
게
주
16

）, 485면
; 
이
형
국

, 

전
게
주
16

）, 269면
 .

（
52
）　

박
상
기

, 형
법
총
론

, 2005, 381면
; 이
재
상

, 전
게
주
16

）, 425면
.

（
53
）　

이
재
상

, 전
게
주
16

）, 425면
.

（
54
）　

이
형
국

, 전
게
주
16

）, 269면
; 임
웅

, 전
게
주
51

）, 393면
; 박
상
기

, 전
게
주
52

）, 381면
.

（
55
）　

오
영
근

, 전
게
주
19

）, 586면
.

（
56
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
二
八
頁
。

（
57
）　

大
谷
實
「
最
小
限
従
属
性
説
に
つ
い
て
」﹃
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集　

第
二
巻
﹄（
成
文
堂
、一
九
九
八
）、前
田
雅
英
﹃
刑
法
総
論
講
義
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、

第
三
版
、
二
〇
〇
四
）
三
九
九
頁
以
下
、
島
田
聡
一
郎
・
前
掲
注
42
）
な
ど
。

（
58
）　

松
宮
孝
明
﹃
共
犯
の
「
従
属
性
」
に
つ
い
て
﹄、
立
命
館
法
学
二
四
三
・
二
四
四
号
（
一
九
九
五
）
三
〇
二
頁
以
下
。

（
59
）　

そ
こ
で
、「
間
接
正
犯
」
が
問
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
60
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
三
一
頁
。

　
（
一
五
四
九
）
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（
61
）　

香
川
達
夫
﹃
刑
法
講
義
（
総
論
）﹄（
成
文
堂
、
第
三
版
、
一
九
九
五
）
三
五
三
頁
、
林
・
前
掲
注
13
）
四
二
二
頁
、
川
端
・
前
掲
注
4
）
五
三
一
頁
、
山
口
・
前
掲

注
35
）
三
一
一
―
三
一
二
頁
。

（
62
）　

山
口
・
前
掲
注
35
）
三
一
一
頁
。

（
63
）　

平
野
・
前
掲
注
13
）
三
五
四
頁
。

（
64
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
二
頁
参
照
。

（
65
）　

前
田
・
前
掲
注
57
）
三
九
九
頁
参
照
。

（
66
）　

も
ち
ろ
ん
、
犯
罪
論
体
系
を
不
法
と
責
任
と
捉
え
る
「
二
元
説
」
に
よ
れ
ば
、
最
小
従
属
性
説
に
よ
っ
て
も
違
法
は
原
則
的
に
連
帯
す
る
こ
と
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任
の
三
個
の
要
素
を
犯
罪
論
体
系
と
し
て
捉
え
る
現
在
の
通
説
に
よ
る
限
り
、
最
小
従
属
性
説
は
違
法
の
相
対
性
を
認

め
て
い
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
67
）　

前
田
・
前
掲
注
57
）
四
〇
〇
頁
。

（
68
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
一
一
―
四
一
二
頁
。

（
69
）　

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
六
八
頁
。

（
70
）　

大
谷
實
「
共
犯
論
に
お
け
る
最
小
限
従
属
性
説
に
つ
い
て
」
同
﹃
刑
事
司
法
の
展
望
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
八
）
一
五
五
―
一
五
六
頁
。

（
71
）　

佐
伯
千
仭
﹃
刑
法
講
義
（
総
論
）﹄（
有
斐
閣
、
四
訂
版
、
一
九
八
一
）
三
三
八
頁
、
浅
田
和
茂
﹃
刑
法
総
論
﹄（
成
文
堂
、
補
正
版
、
二
〇
〇
七
）
四
一
一
頁
、
山
中

敬
一
「
因
果
的
共
犯
論
と
責
任
共
犯
論
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
﹃
刑
法
基
本
講
座
四
巻　

未
遂
／
共
犯
／
犯
罪
論
﹄（
法
学
書
院
、
一
九
九
二
）
一
〇
一
―
一
〇
二
頁
。

（
72
）　

西
田
・
前
掲
注
1
）
三
九
五
頁
参
照
。

（
73
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
五
頁
参
照
。

（
74
）　

山
中
・
前
掲
注
9
）
八
〇
八
頁
。

（
75
）　

西
田
・
前
掲
注
1
）
三
九
五
頁
。

（
76
）　

大
判
明
治
三
七
年
一
二
月
二
〇
日
刑
録
一
〇
輯
二
四
一
五
頁
、
大
判
大
正
八
年
六
月
二
〇
日
刑
録
二
五
輯
七
八
六
頁
、
大
判
昭
和
九
年
一
一
月
二
六
日
刑
集
一
三

巻
一
五
九
八
頁
、
仙
台
高
判
昭
和
二
七
年
二
月
二
九
日
判
特
二
二
号
一
〇
七
頁
、
仙
台
高
判
昭
和
二
七
年
九
月
二
七
日
判
特
二
二
号
一
七
八
頁
、
広
島
高
裁
松
江
地

判
昭
和
二
九
年
一
二
月
一
三
日
高
刑
集
七
巻
一
二
号
一
七
八
一
頁
な
ど
。

（
77
）　

大
越
義
久
「
判
批
」
昭
和
五
八
年
度
重
要
判
例
解
説
（
ジ
ュ
リ
八
一
五
号
、
一
九
八
四
）
一
四
八
頁
、
渡
邊
忠
嗣
「
判
批
」
法
曹
時
報
三
八
巻
九
号
（
一
九
八
六
）

　
（
一
五
五
〇
）
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二
二
一
一
頁
、
園
田
寿
「
判
批
」
松
尾
造
也
ほ
か
編
﹃
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
一
九
九
七
）
一
四
九
頁
。

（
78
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
五
―
一
八
六
頁
参
照
。

（
79
）　

松
宮
・
前
掲
注
24
）
二
八
四
―
二
八
五
頁
。

（
80
）　

前
田
・
前
掲
注
57
）
四
〇
三
頁
。

（
81
）　

松
宮
・
前
掲
注
24
）
二
八
三
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
〇
〇
―
四
〇
一
頁
。

（
82
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
六
頁
。

（
83
）　

最
決
平
成
四
年
六
月
五
日
刑
集
四
六
巻
四
号
二
四
五
頁
。
こ
の
判
例
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
。

（
84
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
六
―
一
八
七
頁
。

（
85
）　

曽
根
威
彦
「
批
判
」
同
﹃
刑
事
違
法
論
の
研
究
﹄（
成
文
堂
、
一
九
九
八
）
二
七
五
頁
参
照 

。
ま
た
、
過
剰
防
衛
を
責
任
減
少
と
捉
え
る
も
の
と
し
て
、
福
田
平
﹃
全

訂
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
第
四
版
、
二
〇
〇
四
）
一
五
九
頁
以
下
、
西
田
・
前
掲
注
1
）
一
七
七
―
一
七
八
頁
、
浅
田
・
前
掲
注
71
）
二
三
七
頁
、
山
中
・
前
掲
注

9
）
四
九
八
頁
、
佐
伯
仁
志
「
正
当
防
衛
論
（
2
）」
法
学
教
室
二
九
二
号
（
二
〇
〇
五
）
八
一
頁
。
他
方
、
過
剰
防
衛
を
違
法
・
責
任
減
少
と
解
す
る
立
場
は
、
過

剰
防
衛
は
違
法
行
為
な
の
で
共
同
正
犯
は
成
立
す
る
が
、
相
手
方
の
違
法
減
少
に
よ
っ
て
一
方
の
共
同
正
犯
者
の
違
法
性
も
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
（
高

橋
・
前
掲
注
13
）
四
四
三
頁
）。

（
86
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
八
六
頁
注
36
）。

（
87
）　

高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
四
一
頁
。

（
88
）　

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
六
八
頁
参
照
。

（
89
）　

松
宮
・
前
掲
注
58
）
三
〇
四
頁
以
下
。

（
90
）　

松
宮
・
前
掲
注
58
）
三
〇
六
頁
。

（
91
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
二
〇
一
頁
。
松
宮
教
授
が
正
犯
要
素
の
連
帯
性
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
、
身
分
犯
に
対
す
る
共
犯
の
問
題
を
挙
げ
て
い
る
点
に
つ
い
て
、

十
河
教
授
は
、
正
犯
者
の
身
分
が
共
犯
者
に
も
及
ぶ
か
否
か
は
、
正
犯
と
同
じ
罪
名
が
共
犯
に
も
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
罪
名
従
属
性
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

す
る
。

（
92
）　

松
宮
・
前
掲
注
58
）
三
〇
六
頁
。

（
93
）　

瀧
川
幸
辰
﹃
犯
罪
論
序
説
﹄（
有
斐
閣
、
改
定
版
、
一
九
四
七
）
二
四
六
頁
以
下
、신

동
운

, 전
게
주
31

）, 594

―595면
.

　
（
一
五
五
一
）
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同
志
社
法
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六
二
巻
五
号

（
94
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
〇
七
頁
参
照
。

（
95
）　

西
田
・
前
掲
注
1
）
三
三
五
頁
参
照
。

（
96
）　

H
. M

ayer, D
as Strafrecht des deutschen V

olkes, 1936, S. 334.

（
97
）　

H
. M

ayer, Strafrecht A
llgem

einer Teil, 1953, S. 319.

（
98
）　

Jescheck/W
eigend, L

ehrbuch des Strafrecht A
T, 5. A

ufl., 1996, S. 685.

（
99
）　

豊
田
兼
彦
﹃
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
客
観
的
帰
属
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
八
頁
。

（
100
）　

西
田
・
前
掲
注
1
）
三
三
五
―
三
三
六
頁
。

（
101
）　

佐
久
間
修
﹃
刑
法
総
論
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
）
三
四
九
―
三
五
〇
頁
。

（
102
）　

井
田
良
﹃
講
義
刑
法
学
・
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）
四
八
一
頁
。

（
103
）　

西
原
春
夫
﹃
刑
法
総
論
（
下
）﹄（
成
文
堂
、
改
訂
準
備
版
、
一
九
九
三
）
三
七
八
頁
、
大
塚
仁
・
前
掲
注
13
）
二
九
〇
頁
。

（
104
）　

山
中
・
前
掲
注
9
）
八
〇
五
頁
参
照
。

（
105
）　

高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
一
三
頁
。

（
106
）　

前
田
・
前
掲
注
57
）
三
八
三
頁
。

（
107
）　

차
용
석

, 공
범
론

 서
설

, 고
시
연
구

（1991. 6

）, 22면
.

（
108
）　

T
rechsel, D

er Strafgrund der Teilnahm
e, 1967, S. 32.

（
109
）　

T
rechsel, a. a. O

（A
nm

. 108

）, S. 55. 양
화
식

, 공
범
의

 처
벌
근
거
에

 관
한

 고
찰

, 법
조

（1985. 6

）, 75면
참
조

.

（
110
）　

이
영
우

, 공
범
처
벌
의

 근
거

, 성
시
탁
교
수

 화
갑
기
념
논
문
집

, 504면
참
조

.

（
111
）　

H
oyer, System

atischer K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, A
llgem

einer Teil, 7. A
ufl., 2000, V

or §26 R
dnr. 8.

（
112
）　

豊
田
・
前
掲
注
99
）
一
〇
―
一
一
頁
。

（
113
）　

W
elzel, D

as D
eutsche Strafrecht, 11. A

ufl., 1969, S. 115.

（
114
）　

W
elzel, a. a. O

（A
nm

. 113

）, S. 213.

（
115
）　

Stratenw
erth, Strafrecht, A

llgem
einer Teil I, 2. A

ufl., 1976, R
dnr. 890f.

（
116
）　

Stratenw
erth, D

er agent provocateur, M
D

R
 1953, S. 720.

　
（
一
五
五
二
）
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九

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

（
117
）　

井
田
・
前
掲
注
102
）
四
八
一
頁
。

（
118
）　

不
法
共
犯
説
は
、
真
正
身
分
犯
に
加
功
し
た
非
身
分
者
も
、
身
分
者
を
社
会
統
合
解
体
に
陥
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
可
罰
的
と
な
る
と
す
る
。
そ
こ
で
、
真

正
身
分
犯
の
共
犯
を
処
罰
す
る
現
行
法
と
調
和
す
る
と
い
う
利
点
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
外
の
解
釈
論
的
帰
結
と
理
論
面
に
問
題
が
少
な
く
な
か
っ
た
た
め
、
少
数

説
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
佐
久
間
・
前
掲
注
101
）
九
頁
以
下
参
照
。

（
119
）　

차
용
석

, 형
법
상

 행
위
반
가
치
론
과

 결
과
반
가
치
론

, 한
양
대
학
교

 사
회
과
학
논
총

 2집

（1983

）, 427면
.

（
120
）　

R
udolphi, Inhalt und F

unktion des H
andlungsunw

ertes im
 R

ahm
en der personalen U

nrechtslehre, F
estschrift für M

aurach, 1972, S. 67.

（
121
）　

임
웅

, 전
게
주
51

）, 394면
; 손
동
권

, 형
법
총
칙
론

, 2001, 451면
참
조

.

（
122
）　

L
üderssen, Z

um
 Strafrecht der Teilnahm

e, 1967, S. 25.

（
123
）　

L
üderssen, a. a. O

.
（A

nm
. 122

）, S. 25, 119.

（
124
）　

高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
一
五
頁
。

（
125
）　

L
üderssen, a. a. O

.

（A
nm

. 122
）, S. 25.

（
126
）　

L
üderssen, a. a. O

.

（A
nm

. 122
）, S. 161ff.

（
127
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
西
田
教
授
は
、
証
拠
隠
滅
罪
を
例
と
し
て
挙
げ
、「
一
〇
四
条
（
証
拠
隠
滅
罪
）
は
、﹃
他
人
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
﹄
証
拠
を
隠
滅
す
る
行
為

を
処
罰
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
己
の
刑
事
事
件
に
関
す
る
証
拠
を
隠
滅
し
て
も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
犯
人
自
体
は
一
〇
四
条
の
主
体
か
ら
、
構

成
要
件
的
に
除
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
犯
人
自
身
に
よ
る
証
拠
隠
滅
に
は
、
期
待
可
能
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
益
侵
害
と

い
う
意
味
で
は
、
犯
人
自
身
に
よ
る
証
拠
隠
滅
も
、
本
来
は
違
法
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
。
た
と
え
ば
、
Ａ
と
い
う
弁
護
士
が
Ｂ
と

い
う
被
疑
者
に
対
し
て
、
Ｂ
の
刑
事
事
件
の
証
拠
隠
滅
を
教
唆
し
た
場
合
、
こ
の
弁
護
士
Ａ
は
、
一
〇
四
条
の
教
唆
犯
と
し
て
可
罰
的
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
純
粋
惹

起
説
は
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
法
益
侵
害
と
の
因
果
性
に
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
証
拠
隠
滅
罪
の
場
合
、
犯
人
が
証
拠
を
隠
滅
し
て
も
、
責
任
が
な
い
だ
け

で
法
益
侵
害
は
な
お
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
弁
護
士
Ａ
は
当
然
に
証
拠
隠
滅
罪
の
共
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
し
た
上
で
、「
正
犯
で
あ
る
犯
人
の
行
為

が
、
一
〇
四
条
の
構
成
要
件
を
実
現
し
て
い
な
い
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
純
粋
惹
起
説
に
よ
れ
ば
、
正
犯
行
為
に
構
成
要
件
該
当
性
が
な
く
と
も
共
犯
は
成
立
し
う

る
こ
と
に
な
る
と
し
て
、
批
判
し
て
い
る
。
西
田
・
前
掲
注
1
）
三
三
七
―
三
三
八
頁
。

（
128
）　

Jescheck/W
eigend, a. a. O

.

（A
nm

. 32

）, S.686; Stratenw
erth/K

uhlen, a. a. O
.

（A
nm

. 34

）, §12 R
dnr. 118; C

ram
er/H

eine, Schönke/Schröder, 

Strafgesetzbuch, K
om

m
entar, 27. A

ufl., 2006, V
or §25ff. R

dnr. 20; R
oxin, Z

um
 Strafgrund der Teilnahm

e, F
estschrift für Stree und W

essels, 

　
（
一
五
五
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志
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六
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1993, S. 365.
（
129
）　

L
üderssen, a. a. O

.

（A
nm

. 122

）, S. 137.

こ
れ
に
対
し
て
は
、
通
常
の
犯
罪
な
ら
、
正
犯
が
機
械
に
置
き
換
わ
れ
ば
背
後
者
は
正
犯
に
変
わ
る
（
正
犯
不
法
が

欠
け
て
も
背
後
者
の
可
罰
性
は
失
わ
れ
な
い
）
の
に
、
真
正
身
分
犯
の
場
合
は
、
正
犯
が
機
械
に
置
き
換
わ
れ
ば
構
成
要
件
実
現
自
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
身

分
者
の
不
法
が
な
け
れ
ば
非
身
分
者
の
可
罰
性
も
生
じ
な
い
）
と
い
う
こ
と
か
ら
、
真
正
身
分
犯
の
場
合
、
身
分
者
の
不
法
は
、
身
分
者
と
非
身
分
者
の
双
方
の
可

罰
性
の
中
心
的
・
規
範
的
要
件
で
あ
る
と
し
て
、L

üderssen

の
説
明
に
は
説
得
力
が
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。R

oxin, a. a. O
.

（A
nm

. 30

）, S. 132; Jakobs, 

Strafrecht A
llgem

einer Teil, 2. A
ufl., 1993, S. 660

―663.

（
130
）　

平
野
・
前
掲
注
13
）
三
五
六
頁
、
堀
内
捷
三
﹃
刑
法
総
論
﹄（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
〇
四
）
二
六
六
頁
、
曽
根
威
彦
﹃
刑
法
総
論
﹄（
弘
文
堂
、
第
四
版
、
二
〇

〇
九
）
二
四
五
頁
、
町
野
朔
「
惹
起
説
の
整
備
・
点
検
―
共
犯
に
お
け
る
違
法
従
属
と
因
果
性
―
」﹃
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
﹄（
有
斐
閣
、

一
九
九
四
）
一
二
一
頁
。

（
131
）　

山
中
・
前
掲
注
9
）
八
〇
六
頁
。

（
132
）　

十
河
・
前
掲
注
2
）
一
九
五
頁
参
照
。

（
133
）　

권
오
걸

, 공
범
불
법
의

 구
조

, 경
북
실
업
전
문
대
논
문
집

 16집
, 1997, 18면

 참
조

.

（
134
）　

豊
田
・
前
掲
注
99
）
一
一
頁
。

（
135
）　

Jescheck, L
ehrbuch des Strafrechts, A

T, 3. A
ufl., 1978, S. 558.

（
136
）　

Jescheck, a. a. O
.

（A
nm

. 135

）, S. 558.

（
137
）　

Jescheck, a. a. O
.

（A
nm

. 135

）, S. 535.

（
138
）　

M
aurach, D

eutsches Strafrecht, A
T., 4. A

ufl., 1971, S. 672.

（
139
）　

V
gl, R

G
St 15, 315; 59, 34.

（
140
）　

V
gl, B

G
H

St 4, 355; 5, 75; 9, 71; 15, 377; 17, 236; 19, 107.  

し
か
し
、
最
近
、
混
合
惹
起
説
を
支
持
す
る
見
解
が
増
え
て
お
り
、
修
正
惹
起
説
の
通
説
的
地

位
は
失
わ
れ
て
い
る
。
豊
田
・
前
掲
注
99
）
一
一
頁
注
31
）
参
照
。

（
141
）　

井
田
良
﹃
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
）
三
一
七
頁
。

（
142
）　

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
一
般
に
制
限
従
属
性
説
と
結
び
付
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
平
野
・
前
掲
注
13
）
三
五
六
頁
、　

이
재
상

, 
전
게
주
16

）, 428면
; 
이
형
국

, 

전
게
주
16

）, 271면
; 배
종
대

, 전
게
주
16

）, 487면
.

　
（
一
五
五
四
）
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（
143
）　

前
掲
注
140
）
参
照
。

（
144
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
四
頁
、
井
田
・
前
掲
注
102
）
四
八
一
頁
、
山
口
・
前
掲
注
35
）
三
〇
〇
頁
、
高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
一
六
頁
、
浅
田
・
前
掲
注
71
）
四

〇
七
頁
、
安
達
光
治
「
客
観
的
帰
属
論
―
犯
罪
体
系
論
と
い
う
視
点
か
ら
―
」
川
端
博
ほ
か
編
﹃
理
論
刑
法
学
の
探
求
①
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
）
九
〇
頁
な
ど
。

な
お
、
西
田
・
前
掲
注
1
）
三
三
八
頁
は
構
成
要
件
的
惹
起
説
と
呼
ぶ
。

（
145
）　

高
橋
・
前
掲
注
13
）
四
一
五
頁
。

（
146
）　

R
oxin, L

eipziger K
om

m
entar, 10. A

ufl., 1978, V
or §26 R

dnr. 2.

（
147
）　

R
oxin, a. a. O

.
（A

nm
. 146

）, V
or §26 R

dnr. 7.

（
148
）　

R
oxin, a. a. O

.
（A

nm
. 128

）, S. 370.

（
149
）　

R
oxin, a. a. O

.

（A
nm

. 146

）, V
or §26 R

dnr. 3; ders., a. a. O
.

（A
nm

. 128

）, S. 370.

（
150
）　

R
oxin, a. a. O

.

（A
nm

. 146
）, V

or §26 R
dnr. 4.

（
151
）　

R
oxin, a. a. O

.

（A
nm

. 30

）, S. 131.

（
152
）　

Sam
son, system

atischer K
om

m
entar zum

 Strafgesetzbuch, A
llgem

einer Teil, 5. A
ufl., 1993, V

or §26 R
dnr. 14f.

（
153
）　

Sam
son, a. a. O

.

（A
nm

. 152

）, V
or §26 R

dnr. 17f.

（
154
）　

そ
の
ほ
か
、
同
内
容
の
主
張
と
し
て
、Jakobs, Strafrecht A

llgem
einer Teil, 2. A

ufl., 1993, S. 659ff; Stratenw
erth/K

uhlen, a. a. O
.

（A
nm

. 34

）, S. 

297, 299, 322; C
ram

er/H
eine, Schönke/Schröder, a. a. O

.

（A
nm

. 128

）, V
or §25ff. R

dnr. 17a.

（
155
）　

山
口
・
前
掲
注
35
）
二
九
九
頁
。

（
156
）　

山
口
・
前
掲
注
35
）
二
九
九
―
三
〇
〇
頁
。

（
157
）　

山
口
・
前
掲
注
35
）
三
〇
〇
頁
。

（
158
）　

松
宮
孝
明
「﹃
共
犯
の
処
罰
根
拠
﹄
に
つ
い
て
」
同
﹃
刑
事
立
法
と
犯
罪
体
系
﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
三
）
二
八
一
頁
。

（
159
）　

井
田
・
前
掲
注
141
）
三
一
八
頁
。

（
160
）　

ま
た
、
大
谷
博
士
は
、
間
接
正
犯
と
す
る
よ
り
も
教
唆
犯
と
し
た
方
が
よ
い
場
合
が
あ
る
の
に
、
制
限
従
属
性
説
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
間
接
正
犯
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
と
考
え
ら
れ
て
き
た
と
指
摘
し
て
い
る
。 

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
七
二
頁
。

（
161
）　

大
谷
・
前
掲
注
4
）
四
〇
四
頁
。

　
（
一
五
五
五
）



共
犯
従
属
性
と
違
法
の
相
対
性

�

一
四
二

同
志
社
法
学　

六
二
巻
五
号

（
162
）　

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
七
三
頁
。

（
163
）　

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
七
二
―
四
七
三
頁
。

（
164
）　

大
谷
・
前
掲
注
57
）
四
七
三
頁
。

（
165
）　

混
合
惹
起
説
を
主
張
し
たR

oxin

は
、「
構
成
要
件
が
行
為
を
内
包
し
て
い
る
（
行
為
の
み
が
構
成
要
件
該
当
的
で
あ
り
う
る
）
よ
う
に
、
不
法
は
、
行
為
と
構
成

要
件
を
含
ん
で
い
る
。
構
成
要
件
該
当
行
為
の
み
が
刑
法
的
不
法
で
あ
り
う
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
性
は
刑
法
固
有
の
範
疇
で
は
な
く
、
全
法
秩
序
の
範
疇
で

あ
る
」
と
す
る
。
豊
田
・
前
掲
注
99
）
六
頁
注
6
）
参
照
。
ち
な
み
に
、
彼
も
、
結
果
に
対
し
て
因
果
的
な
あ
ら
ゆ
る
態
度
が
共
犯
と
な
る
こ
と
を
阻
止
す
る
た
め
、

共
犯
の
行
為
を
正
犯
の
構
成
要
件
的
行
為
に
従
属
さ
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
166
）　

西
田
・
前
掲
注
1
）
三
三
八
頁
。

（
167
）　

川
端
・
前
掲
注
4
）
五
三
〇
頁
。

（
168
）　

前
掲
注
2
）
参
照
。

（
169
）　

ま
た
、
西
田
教
授
は
、「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と
い
う
原
則
に
お
い
て
、
関
与
者
間
に
共
通
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
惹
起
さ
れ
た
実
体
と
し

て
の
法
益
侵
害
だ
と
い
う
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
Ａ
が
Ｘ
を
殺
害
し
た
場
合
、
Ｘ
の
死
亡
と
い
う
事
実
は
万
人
に
共
通
で

あ
る
。
し
か
し
、
Ａ
が
正
当
防
衛
と
し
て
殺
害
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
の
違
法
性
は
阻
却
さ
れ
る
。
そ
れ
は
違
法
性
阻
却
事
由
の
存
在
に
よ
っ
て
違
法
と
評
価
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
Ｘ
の
死
亡
と
い
う
不
法
事
実
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
よ
う
に
、
違
法
性
の
判
断
が
不
法
事
実
に
対
す
る
評
価
の
問
題

だ
と
す
れ
ば
、
複
数
の
犯
罪
関
与
者
が
い
る
場
合
に
は
、
各
人
に
つ
い
て
違
法
評
価
が
異
な
り
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
・
前
掲
注
38
）
九
五
頁
。

（
170
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
を
如
何
に
捉
え
る
か
（
違
法
行
為
類
型
と
い
う
立
場
・
違
法
か
つ
有
責
行
為
類
型
と
い
う
立
場
・
有
責
行
為
だ
け
を
類
型
化
し

た
も
の
も
あ
る
と
す
る
立
場
）
に
よ
っ
て
異
な
り
う
る
。
端
的
に
、
構
成
要
件
を 

有
責
行
為
だ
け
を
類
型
化
し
た
も
の
も
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
構
成
的
責
任

身
分
の
存
在
を
認
め
得
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
責
任
身
分
も
責
任
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
、
責
任
が
問
題
と
な
っ
て
犯
罪
類
型
化
さ
れ
た
と
す
る
の
は
、

論
理
的
に
妥
当
で
は
な
い
（
違
法
の
前
に
責
任
が
先
立
つ
）
と
思
わ
れ
る
。
は
た
し
て
、
構
成
的
責
任
身
分
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
点
は
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
し
て
は
、
今
後
の
課
題
と
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
（
一
五
五
六
）


