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共
同
正
犯
の
行
為
支
配
的
構
造
と

　
共
謀
共
同
正
犯
論

「
共
謀
共
同
正
犯
」
の
意
義

橋
本

正
　
博

　
本
稿
の
目
的
は
、
共
同
正
犯
を
基
磯
づ
け
る
理
論
と
し
て
行
為
支
配
諭

を
採
周
し
、
こ
の
観
点
伽
ら
共
謀
共
同
正
犯
の
構
造
を
考
察
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
共
同
正
犯
の
範
囲
を
画
す
る
老
え
方
の
適
筋
を
示
す
こ
と
で
あ

る
。
共
謀
共
同
正
犯
の
問
魑
自
体
に
つ
い
て
は
賛
否
い
ず
れ
の
側
か
ら
も

議
論
が
出
つ
く
し
た
観
の
あ
る
問
題
で
は
あ
り
、
文
猷
も
多
数
に
の
ぼ
っ

　
　
（
1
）

て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
共
謀
共
同
正
犯
に
対
す
る
賛
否
の

態
度
と
は
別
に
、
な
ぜ
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
「
一
部
実
行
－
全
部
責

任
」
を
認
め
る
の
か
と
い
う
間
題
と
関
連
し
て
共
謀
共
同
正
犯
の
問
題
を

捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
わ
た
く
し
は
既
に
、
最
高
裁
決
定
に
付
さ
れ
た
団
藤
意
見
を
素
材
に
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
こ
の
問
題
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
後
、
行
為
支
配
論
一
般

に
つ
い
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
塞
礎
に
し
て
、
改
め
て
と
く
に
共
謀
共
同

正
犯
に
対
す
る
考
え
方
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
老
え
た
。
行
為
支
配
論
に

よ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
基
礎
づ
け
が
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
、
わ
た
く
し
の
考
え
る
行
為
支
配
論
に
基

い
て
整
理
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

行
為
支
配
論
そ
の
も
の
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
、
共
謀
共
同
正
犯
を

め
ぐ
る
問
題
に
限
定
し
た
考
察
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
行
為
支
配
諭
に
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
茗
）
（
5

す
る
議
論
の
要
点
は
、
本
稿
の
範
囲
で
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
問
題
と
な
る
「
共
謀
共
同
正
犯
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
確
認

し
て
お
こ
う
。
本
稿
で
は
、
共
謀
共
同
正
犯
と
は
、
二
人
以
上
が
共
同
し

て
犯
罪
を
実
行
す
る
（
刑
法
六
〇
条
に
よ
り
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
）
者
と

し
て
、
自
ら
実
行
行
為
を
行
わ
な
い
者
を
も
正
犯
（
共
同
正
犯
）
と
す
る

場
合
、
こ
の
実
行
行
為
を
行
わ
な
い
〔
正
犯
〕
者
を
表
わ
す
こ
と
に
す
る
。

い
わ
ゆ
る
共
謀
共
同
正
犯
と
し
て
正
犯
と
さ
れ
る
者
の
う
ち
、
実
行
行
為

を
行
っ
た
者
は
含
ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
莱
謀
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
実
行
行
為
を
行
わ
な
い
共
同
正
犯
が
あ
り
う
る
、
い
い

か
え
れ
ぱ
、
実
行
行
為
を
行
わ
な
く
て
も
正
犯
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
共
謀
共
同
正

犯
」
と
い
う
概
念
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、

主
と
し
て
共
謀
を
直
接
の
契
機
と
し
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
5
〕

と
は
一
線
を
画
す
る
。

　
従
来
か
ら
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ

る
際
に
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
明
確
に
す
ぺ
き
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
る

が
、
わ
た
く
し
の
議
論
に
と
っ
て
も
重
要
な
点
で
あ
る
の
で
、
と
く
に
注

意
し
て
お
き
た
い
。
結
論
を
先
取
り
し
て
い
え
ぱ
、
私
見
で
は
、
従
来
い

わ
ゆ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
範
囲
に
は
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の

60



（61）研究ノート

の
う
ち
、
実
行
を
担
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
も
本
来
の
共
同
正
犯
と
し
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
共
謀
共
同
正
犯
概

念
」
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
別
の
根
拠
か
ら
、
す
な
わ
ち

「
共
謀
」
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
自
ら
実
行
行
為
を
行
う
い
わ
ゆ
る
実
行

共
同
正
犯
と
同
列
の
（
共
同
）
正
犯
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
一
共
謀
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
諸
理
論

　
（
一
）
共
同
意
恩
主
体
説

　
わ
が
国
の
判
例
で
「
莱
謀
共
同
正
犯
概
念
」
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

り
て
以
来
、
共
謀
共
同
正
犯
の
も
っ
と
も
正
統
的
な
理
論
的
裏
づ
け
と
し

て
自
他
と
も
に
許
す
こ
の
考
え
方
は
、
周
知
の
と
お
り
、
草
野
豹
一
郎
博

士
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
、
そ
の
後
も
有
カ
な
支
持
者
を
見
出
し
て
今
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
（
o
）

至
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
は
す
ぐ
に
厳
し
い
批
判
に

さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
に
応
え
て
論
者
に
よ
っ
て
修
正
を
経
て
き
て
い
る
。
こ

の
理
論
に
対
す
る
批
判
の
主
眼
は
、
具
体
的
な
個
人
を
越
え
た
抽
象
的
な

行
為
主
体
で
あ
る
共
同
意
恩
主
体
と
い
う
も
の
を
認
め
る
上
、
行
為
主
体

（
共
同
意
恩
主
体
）
と
責
任
の
帰
属
先
（
個
々
の
関
与
者
）
と
が
分
離
す

る
こ
と
に
な
り
、
個
人
責
任
の
原
則
と
相
容
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
共
同
意
思
主
体
説
は
、
共
同
正
犯
の
集
団
犯
と
し
て
の
現
実
の
形

態
の
あ
り
か
た
を
そ
れ
な
り
に
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
理
論
と
判
例
の
変
遷
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
述
べ
る
こ
と
も
な
い

の
で
、
い
ま
は
た
だ
、
判
例
の
共
謀
共
同
正
犯
理
論
を
確
立
し
た
と
目
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〕

れ
て
い
る
昭
和
一
一
年
の
大
審
院
連
合
部
判
決
に
よ
っ
て
、
概
略
こ
の
考

え
方
が
ど
ん
な
も
の
か
、
そ
の
中
核
に
つ
い
て
だ
け
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、

二
人
以
上
の
者
が
窃
盗
ま
た
は
強
盗
の
罪
を
犯
す
こ
と
を
謀
議
し
、
そ
の

う
ち
の
あ
る
者
が
こ
れ
を
実
行
し
た
と
き
は
、
そ
の
他
の
者
も
こ
れ
に
よ

っ
て
「
自
己
ノ
犯
意
ヲ
実
現
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
シ
テ
共
同
正
犯
タ
ル
ノ
黄
ヲ

負
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
解
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
」
と
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、

「
凡
ソ
共
同
正
犯
ノ
本
質
ハ
ニ
人
以
上
ノ
者
一
心
同
体
ノ
如
ク
互
二
相
俺

リ
相
援
ヶ
テ
各
自
ノ
犯
意
ヲ
共
同
的
二
実
現
シ
以
テ
特
定
ノ
犯
罪
ヲ
実
行

ス
ル
ニ
在
リ
共
同
者
力
皆
既
成
ノ
事
実
二
対
シ
全
責
任
ヲ
負
担
サ
セ
ル
ヘ

カ
ヲ
サ
ル
理
由
滋
二
存
ス
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
全
員
が
手
を
下
す
場

合
も
一
都
の
者
が
遂
行
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
「
均
シ
ク
協
心

協
カ
ノ
作
用
タ
ル
ニ
於
テ
其
ノ
個
値
異
ナ
ル
ト
コ
ロ
ナ
シ
」
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
判
例
だ
け
で
は
理
由
と
し
て
な
お
十
分
で
は
な
い
の
で
、
判
例
理

論
は
草
野
理
論
と
合
わ
せ
て
考
察
さ
れ
て
き
た
が
、
右
に
引
用
し
た
茎
言

に
よ
る
限
り
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
な
共
同
正
犯
の
集
団
犯
罪
と
し
て

の
性
樒
を
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ぱ
、
右
の
判
例
の
説
く
と
こ
ろ
も
一
定
の
含
理
性
を
有
し
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
共
同
正
犯
は
二
人
以
上
の
者
の
緒
合
が
基
礎
に
な
っ
て

い
る
以
上
、
実
際
に
謀
議
に
参
加
し
た
だ
け
で
共
同
正
犯
と
す
ぺ
き
「
同

価
値
性
」
を
有
す
る
か
は
別
と
し
て
、
個
々
の
関
与
者
の
寄
与
を
個
別
的

に
観
察
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
事
象
を
全
体
的
に
観
察
す
る
視
点

は
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
間
題
は
、
こ
の
よ
う
な

考
え
方
に
塞
い
て
、
近
代
刑
法
の
基
礎
を
な
す
個
人
責
任
の
原
則
に
合
致

す
る
よ
う
な
理
論
構
成
が
可
能
か
否
か
と
い
う
点
に
存
す
る
。

　
こ
こ
で
は
個
人
責
任
の
原
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
ぺ
き
）
か
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を
議
論
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
共
同
意
思
主
体
説
の
恩
考
は
、
や
は
り
行

為
主
体
と
貴
任
主
体
と
の
間
に
間
接
的
な
関
係
を
認
め
る
ほ
か
は
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
際
の
運
用
に
お
い
て
、
個
人
の
寄
与
に
応

じ
て
責
任
を
負
わ
せ
る
の
で
は
な
く
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
範
囲
が
拡
大
す

る
傾
向
を
示
し
て
き
た
の
も
、
そ
の
閻
接
性
が
弱
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
個
人
責
任
の
原
則
は
、
直
接
関
与
し
て
い
な
い
結

果
に
つ
い
て
、
団
体
に
属
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
責
任
を
負
わ
せ
て
は

な
ら
な
い
、
と
い
う
点
に
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
積
極
的
に

寄
与
し
た
者
に
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
何
ら
個
人
賛
任
の
原
則
に
反
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
も
の
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
も
み
ら
れ
る
。
行
為
主
体
を
共
同
意
思

主
体
と
い
う
形
で
観
念
的
に
構
成
す
る
こ
と
が
間
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
各
関
与
者
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
寄
与
に
基
い
て
責
任
を
負
う
と

い
う
形
の
直
接
的
費
任
を
理
論
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ぱ
、
共
謀
共
同

正
犯
を
認
め
る
こ
と
自
体
は
必
ず
し
も
個
人
責
任
の
原
則
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
際
に
は
、
各
々
の
寄
与
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
で

は
な
く
実
現
さ
れ
た
事
実
の
全
体
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
い
う
点
に
説

得
カ
の
あ
る
根
拠
づ
け
が
要
請
さ
れ
る
。

　
（
二
）
間
接
正
犯
類
似
の
理
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
〕

　
有
名
な
最
高
裁
判
所
の
「
練
馬
事
件
判
決
」
以
来
、
と
く
に
共
謀
共
同

正
犯
を
承
認
し
た
上
で
適
切
な
し
ぼ
り
を
か
け
る
と
い
う
方
向
か
ら
主
張

さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
よ
鯉
論
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
つ
い
て
も
改
め
て
こ

こ
で
述
ぺ
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
が

■
フ
o

代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
て
お
こ

　
「
練
馬
事
件
判
決
」
に
表
わ
れ
た
主
張
は
、
基
本
的
に
は
共
同
意
恩
主

体
説
に
立
ち
な
が
ら
も
、
「
共
謀
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
に
は
、
二
人
以

上
の
者
が
、
特
定
の
犯
罪
を
行
う
た
め
、
共
同
意
思
の
下
に
一
体
と
な
つ

て
互
に
他
人
の
行
為
を
利
用
し
、
各
自
の
意
思
を
実
行
に
移
す
こ
と
を
内

容
と
す
る
謀
議
を
な
し
、
よ
つ
て
犯
罪
を
実
行
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
た
が
つ
て
右
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
共
謀
に
参

加
し
た
事
実
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
直
接
実
行
行
為
に
関
与
し
な
い
者
で

も
、
他
人
の
行
為
を
い
わ
ぱ
自
己
の
手
段
と
し
て
犯
罪
を
行
つ
た
と
い
う

意
味
に
お
い
て
、
そ
の
間
刑
責
の
成
立
に
差
異
を
生
ず
る
と
解
す
べ
き
理

由
は
な
い
。
さ
れ
ぱ
こ
の
関
係
に
お
い
て
実
行
行
為
に
直
接
関
与
し
た
か

ど
う
か
、
そ
の
分
担
ま
た
は
役
割
の
い
か
ん
は
右
共
犯
の
刑
責
じ
た
い
の

成
立
を
左
右
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
を
相
当
と
す
る
」
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
従
来
の
判
例
お
よ
ぴ
そ
の
基
礎
を
提

供
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
共
同
意
志
主
体
説
が
、
現
実
の
犯
罪
事
実
は
共

同
意
思
主
体
の
活
動
で
あ
る
と
し
て
、
各
関
与
者
の
関
与
の
実
質
を
共
謀

の
み
に
求
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
理
由
づ
け
を
行

っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
常
識

的
に
は
、
共
同
正
犯
と
い
う
犯
罪
実
現
形
式
の
実
体
に
合
致
し
て
い
る
と

納
得
の
い
く
部
分
を
有
し
て
い
る
考
え
方
で
も
あ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
藤
木
英
雄
博
士
の
述
ぺ
る
と
こ
ろ
を
み
よ
う
。
「
本
判

例
に
お
け
る
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
も
、
共
謀
者
の
正
犯
性
の
論
証

の
一
つ
の
有
カ
な
方
向
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
実
行
行
為

者
は
、
間
接
正
犯
に
お
け
る
被
利
用
者
と
は
異
な
り
、
み
ず
か
ら
犯
罪
遂

行
を
目
標
と
し
て
行
馳
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
他
の
者
と
、
犯

鵬
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罪
の
共
同
遂
行
に
つ
い
て
意
見
を
合
致
さ
せ
、
合
意
し
た
相
手
方
の
存
在

が
実
行
の
際
に
実
行
者
の
念
頭
を
離
れ
ぬ
と
き
は
、
実
行
者
は
ま
っ
た
く

自
己
の
一
存
で
行
為
す
る
の
で
は
な
く
い
わ
ぱ
共
同
意
思
の
心
理
的
拘
束

の
も
と
に
行
為
す
る
者
で
あ
っ
て
、
逆
に
い
え
ぱ
、
共
同
意
思
に
よ
る
心

理
的
拘
東
を
実
行
者
に
及
ぽ
し
た
者
は
、
実
行
者
を
利
用
し
て
白
己
の
犯

罪
意
思
を
実
現
し
た
も
の
と
い
え
る
。
ま
た
、
共
謀
者
と
実
行
者
の
関
係

は
、
前
者
に
よ
っ
て
後
者
が
一
方
的
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
後
者

も
ま
た
、
前
者
の
存
在
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
、
実
行
を
鼓
吹
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
意
味
に
お
い
て
後
者
を
利
用
し
、
互
い
に
た
す
け
合
っ
て
い
る
と

い
え
る
。
そ
こ
に
、
共
同
実
行
と
し
て
の
共
同
正
犯
性
を
根
拠
づ
け
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
」

　
典
型
的
な
相
互
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す

る
批
判
の
焦
点
は
単
純
で
、
間
接
正
犯
の
成
立
を
限
定
す
る
た
め
に
実
際

の
行
為
を
行
う
者
を
「
道
具
」
と
し
て
構
成
す
る
間
接
正
犯
の
理
論
構
成

を
、
「
類
似
」
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
間
接
正
犯
の
道
具
理
論
は
、
価
値
的
に
み
て
、
背
後
の

者
の
行
為
を
実
行
行
為
を
自
ら
遂
行
し
た
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
た

め
の
根
拠
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
直
ち
に
こ
の
考
え
方
を
共
同
正

犯
に
及
ぼ
す
こ
と
に
は
相
当
の
留
保
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
間
接
正
犯
の
場

合
に
道
具
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
と
同
様
の
拘
束
・
利
用
関
係
が
、
共
同

正
犯
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
か
は
は
な
は
だ
凝
わ
し
い
。
ま
た
、
心
理

的
拘
東
と
い
う
こ
と
を
い
、
つ
の
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
む
し
ろ
被
教
唆
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蜆
）

心
理
的
拘
東
と
の
関
連
で
も
区
別
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
は
、
そ
れ
白
体
納
得
の
で
き
る
部
分

が
多
い
と
し
て
も
、
理
論
と
し
て
は
右
の
よ
う
な
難
点
を
有
し
て
お
り
、

こ
れ
に
十
分
に
納
得
の
い
く
解
答
を
出
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で

わ
た
く
し
は
、
こ
の
閲
接
正
犯
に
類
似
し
た
利
用
・
拘
束
関
係
と
い
う
も

の
を
、
さ
ら
に
、
実
現
さ
れ
た
犯
罪
事
象
（
事
実
）
に
対
す
る
関
係
で
捉

え
な
お
す
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯

に
対
応
す
る
理
論
を
直
接
応
用
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
単
独
正
犯
は

も
ち
ろ
ん
間
接
正
犯
・
共
同
正
犯
を
も
包
括
す
る
正
犯
一
般
の
要
件
と
な

る
よ
う
な
本
質
的
要
素
を
捉
え
な
お
し
、
こ
こ
か
ら
正
犯
性
の
基
礎
と
な

る
理
論
を
構
成
し
、
間
接
正
犯
・
共
同
正
犯
の
要
件
を
導
き
出
す
こ
と
に

よ
う
て
、
こ
れ
ら
の
批
判
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ぱ
、
間
接
正
犯
の
理
論
を
構
造
を
異
に
す
る

共
同
正
犯
に
適
用
で
き
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
な
く
、
と
も
に
本
来
の
正

犯
と
し
て
基
礎
づ
け
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
自
ら
実
行
行

為
を
行
わ
な
い
者
が
合
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
結
果
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は

な
い
。
次
に
と
り
あ
げ
る
行
為
支
配
論
も
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
考
察

す
る
必
要
が
あ
る
。

　
（
三
）
行
為
支
配
論

　
　
　
　
（
咀
）

　
行
為
支
配
論
は
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
挙
に
お
い
て
、
正
犯
・
共
犯
の
区
別

に
関
す
る
理
論
と
し
て
通
説
的
な
地
位
を
占
め
て
い
る
。
詳
紬
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
H
）

は
別
稿
に
ゆ
ず
る
が
、
要
す
る
に
、
あ
る
者
が
正
犯
と
さ
れ
る
た
め
の
本

質
的
な
要
件
は
、
自
己
の
意
思
に
基
い
て
実
現
さ
れ
る
ぺ
き
犯
罪
事
象
1
－

事
実
に
対
し
て
「
支
配
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
で

あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
支
配
」
と
は
、
当
該
の
事
象
を
、
そ
の
本
質
的
な

都
分
に
つ
い
て
、
自
己
の
主
観
的
・
客
観
的
寄
与
（
事
実
的
寄
与
）
に
基

63
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い
て
左
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
地
位
を
い
う
。
た
と
え
ぱ
、
笑
現
さ
れ
て

い
る
犯
罪
を
自
己
の
意
思
に
よ
っ
て
中
止
し
た
り
、
重
要
な
部
分
を
変
更

し
た
り
す
る
意
思
を
有
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
者
が

正
犯
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
論
に
よ

れ
ぱ
、
「
実
行
行
為
」
を
自
分
の
手
で
遂
行
す
る
と
い
う
形
式
的
な
条
件

は
、
必
ず
し
も
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
た
め
の
不
可
欠
の
条
件
で
は
な
く

な
る
。
共
謀
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
理
論
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
所

以
で
あ
る
。
た
だ
、
行
為
支
配
論
が
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
意
味
を
十
分
吟
味
し
て
み
る

　
　
　
（
旭
）

必
要
が
あ
る
。

　
行
為
支
配
論
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
間
接
正
犯
類
似
の
考
え
方
と
は
別

に
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
・

こ
の
説
が
共
同
正
犯
の
本
質
を
「
行
為
支
配
」
で
あ
る
と
説
く
と
き
、
第

一
義
的
に
は
、
実
際
の
行
為
を
行
う
者
の
「
意
思
」
あ
る
い
は
そ
の
「
行

為
」
を
支
配
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
は
間
接
正
犯
の
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
あ
く

ま
で
「
支
配
」
し
て
い
る
の
は
事
象
1
1
事
実
な
の
で
あ
る
。
（
間
接
正
犯

の
例
を
あ
げ
よ
う
。
た
と
え
ぱ
医
師
A
が
情
を
知
ら
な
い
B
に
指
示
し
て

患
者
C
に
毒
を
与
え
て
C
を
殺
す
場
合
、
A
は
B
と
い
う
遭
呉
を
使
っ
て

C
を
殺
す
と
説
明
さ
れ
る
。
行
為
支
配
論
的
に
い
え
ぱ
、
A
は
「
C
殺

害
」
と
い
う
事
象
1
1
事
実
を
支
配
し
て
い
る
か
ら
正
犯
と
な
る
の
で
あ
る
。

B
の
「
意
思
」
を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
B
の
「
行
為
」

を
意
の
ま
ま
に
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
。
）
共
同
正
犯
の
場
合
に
も
、
個
々
の
関
与
者
が
自
己
の
寄
与
に
よ
っ

て
当
該
の
犯
罪
事
象
の
主
要
都
分
を
左
右
す
る
こ
と
が
、
支
配
の
実
質
で

あ
る
。

　
た
と
え
ぱ
、
平
場
博
士
は
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
、
実
行
担
当
者
の
行

為
を
支
配
し
て
い
る
と
き
、
背
後
の
者
が
正
犯
と
な
る
の
と
同
様
に
、
他

の
関
与
者
の
行
為
を
も
自
己
の
も
の
と
す
る
形
の
支
配
が
あ
る
こ
と
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

っ
て
共
謀
共
同
正
犯
の
根
拠
と
し
て
お
ら
れ
る
。
詳
細
は
簡
潔
な
記
述
か

ら
は
定
か
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
・
わ
た
く
し
の
考

え
る
「
行
為
支
配
論
」
と
は
思
考
を
異
に
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
形
式

を
と
る
と
、
背
後
の
者
が
強
力
な
統
制
力
を
も
つ
場
合
に
隈
り
実
行
を
担

当
し
な
い
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
利
点
が
あ
る
し
、
ま
た
、
名

称
の
点
で
も
こ
れ
が
一
種
の
「
行
為
支
配
論
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
否

定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
間
接
正
犯
類
似
の
「
行
為
支
配
論
」

は
、
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
に
対
す
る
批
判
を
甘
ん
じ
て
受
け
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
一
方
、
私
見
は
右
に
み
た
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成
と

は
異
な
る
考
え
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

一
一
一
共
同
正
犯
の
行
為
支
配
的
構
造

　
（
一
）
共
同
正
犯
の
構
造

　
上
述
の
よ
う
に
、
共
同
正
犯
の
構
造
に
関
す
る
行
為
支
配
論
の
基
本
的

な
考
え
方
に
お
い
て
は
、
常
に
実
現
さ
れ
た
犯
罪
事
象
に
対
す
る
支
配
が

問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
行
を
担
当
し
た
者
の
行
為
や
意
思
に
対

す
る
支
配
そ
の
も
の
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
現
在
の
行
為
支
配

論
に
と
。
て
共
熊
叩
基
盤
と
な
る
ぺ
き
水
準
を
作
り
出
し
た
ロ
ク
シ
ン
の

「
機
能
的
行
為
支
配
」
と
い
う
考
え
方
が
そ
う
で
あ
る
。
口
ク
シ

ン
は
、

触
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共
同
正
犯
に
お
け
る
行
為
支
配
は
、
「
自
己
の
行
為
分
担
に
よ
っ
て
同
時

に
犯
罪
事
実
金
体
を
支
配
し
て
い
る
こ
と
に
基
く
。
個
々
の
行
為
分
担
部

分
が
欠
け
る
と
他
の
者
に
と
っ
て
も
計
画
が
失
敗
に
帰
す
る
」
と
い
う
こ

と
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
後
的
に
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、

「
各
共
同
正
犯
は
構
成
要
件
実
現
に
際
し
て
犯
罪
計
画
を
成
就
す
る
た
め

に
本
質
的
な
機
能
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ

る
。　

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ぱ
共
同
意
思
決
定
と
い
う
よ
う
な
集
団
の
形
成

に
重
点
を
お
き
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
行
為
支
配
を
「
共
同
的
な
い
し
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

団
的
行
為
支
配
」
と
し
て
構
成
す
る
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
の
場
合

で
も
同
様
で
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
共
同
犯
行
決
意
」
と

「
共
同
的
（
分
業
的
）
な
行
為
支
配
の
決
意
の
実
現
」
と
が
要
請
さ
れ
る
。

各
関
与
者
．
こ
と
に
こ
の
要
件
を
考
え
る
際
に
は
、
他
人
の
行
為
に
対
す
る

支
配
で
は
な
く
、
必
ず
実
現
さ
れ
た
支
配
の
対
象
た
る
全
体
と
し
て
の
犯

罪
行
為
、
構
成
要
件
を
充
足
す
る
事
象
に
対
す
る
支
配
が
問
題
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
単
独
で
は
そ
の
支
配
は
な
く
集
団
が
支
配
し
て
い

る
と
説
く
の
で
あ
る
。

　
行
為
支
配
論
は
し
た
が
っ
て
、
な
る
ほ
ど
間
接
正
犯
類
似
の
理
論
構
成

で
は
あ
る
が
、
間
接
正
犯
に
お
い
て
も
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
、
外
界
に

創
出
さ
れ
る
事
象
に
対
す
る
支
配
を
問
題
に
す
る
も
の
だ
、
と
い
う
意
味

で
間
接
正
犯
類
似
の
理
諭
構
成
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た

め
に
い
く
つ
か
の
類
型
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
第
一
は
、
A
が
B
と
共
謀
し
て
X
を
暴
行
し
て
金
員
を
奪
う
に
際
し
、

A
は
B
が
自
分
の
い
う
こ
と
を
き
く
の
を
利
用
し
て
、
X
を
ね
ら
え
、
し

か
じ
か
と
脅
せ
な
ど
と
指
示
し
て
実
際
の
犯
行
を
行
わ
せ
、
自
分
は
少
し

離
れ
て
見
て
い
た
と
し
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
B
に
対
す
る
強
制
や
B
の
責
任

能
カ
な
ど
の
点
で
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
き
は
別
で
あ
る
。

　
さ
て
、
B
の
意
恩
ま
た
は
行
為
に
対
す
る
支
配
を
間
題
に
す
れ
ぱ
、
こ

の
場
合
に
は
A
が
「
B
を
」
支
配
し
て
い
た
と
解
す
る
余
地
が
十
分
に
あ

る
。
（
大
麻
密
輸
入
の
事
案
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
類
型
に
つ
い
て
、

団
藤
裁
判
官
は
こ
れ
を
行
為
支
配
と
い
う
概
念
を
用
い
て
共
謀
共
同
正
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

と
す
る
意
見
を
付
さ
れ
た
。
）
し
か
し
、
先
に
述
ぺ
た
よ
う
な
考
え
方
に

よ
れ
ぱ
、
A
は
X
に
対
す
る
強
盗
を
実
現
す
る
こ
と
に
対
し
て
支
配
を
有

し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
B
が
自
由
に
行
動
す
る
限
り
、
た
と
え
ぱ

常
に
X
に
対
す
る
強
盗
を
実
現
し
な
い
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
い
つ
で

も
や
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
対
し
A
は
、
自
分
が
犯
罪
事
象
の
成

否
・
遂
行
の
態
様
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
そ
の
B
の
「
支

配
」
を
排
除
し
て
、
X
に
対
す
る
強
盗
を
自
分
の
思
う
よ
う
に
実
現
す
る

に
は
、
B
が
や
め
て
し
ま
っ
た
と
き
は
ま
っ
た
く
別
に
改
め
て
自
分
の
寄

与
を
必
要
と
す
る
、
そ
う
い
う
立
場
に
し
か
な
い
。

　
た
だ
こ
の
と
き
、
A
も
現
場
付
近
で
直
ち
に
犯
罪
実
現
へ
の
寄
与
が
可

能
で
あ
る
状
況
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
B
が
や
め
よ
う
と
し
た
と
き
に
は
、

自
分
が
そ
れ
に
対
応
し
て
犯
行
を
継
続
さ
せ
た
り
自
ら
継
続
し
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
、
当
該
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
現
実
の
支
配
が
あ
る

と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
何
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

と
こ
ろ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
い
れ
ぱ
支
配
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
の
か
と

い
っ
た
問
題
は
残
る
が
、
実
質
的
判
断
を
す
る
場
合
に
は
多
か
れ
少
な
か

れ
覚
悟
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
実
行
行
為
自
体
の
規
範
的
評
個

櫛
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と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
強
盗
の
現

場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
自
体
脅
迫
に
な
る
と
す
る
と
す
れ
ぱ
、
そ

れ
は
ど
の
範
囲
か
と
い
う
間
題
が
当
然
に
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

　
間
接
正
犯
の
場
合
と
共
同
正
犯
の
場
合
と
で
行
為
支
配
の
実
質
的
要
素

に
は
相
違
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
各
々
の
犯
罪
遂
行
形
態
の
特
質
か
ら
す

る
内
在
的
相
違
で
あ
っ
て
、
間
接
正
犯
の
場
合
に
は
、
媒
介
者
は
「
適

具
」
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
遺
具
」
で
あ
る
場
合
に
隈
り
背
後
の
者
が
正
犯

と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
背
後
者
は
現
場
に
い
る
必
要
は
な
い
。
い
わ
ぱ

因
果
の
経
過
と
し
て
犯
罪
が
実
現
さ
れ
る
。
共
同
正
犯
は
規
範
の
問
題
に

直
面
し
て
い
る
自
由
意
恩
の
人
間
相
互
の
結
合
で
あ
る
か
ら
、
時
間
的
も

空
間
的
に
も
遂
行
1
－
犯
罪
実
現
に
「
際
し
て
」
共
同
の
事
実
が
な
け
れ
ぱ

な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
特
に
結
合
犯
の
場
合
に
典
型
的
に
表
わ
れ
る
が
、
た
と
え
ぱ
、

同
等
の
立
場
の
A
・
B
が
強
盗
を
企
て
、
A
が
暴
行
し
て
相
手
の
低
抗
を

抑
圧
し
た
上
B
が
金
員
を
奪
い
と
っ
た
と
す
る
と
、
実
行
共
同
正
犯
論
者

は
、
A
・
B
は
実
行
行
為
を
分
担
し
て
い
る
か
ら
共
同
正
犯
で
あ
る
と
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
一
部
を
分
担
す
れ
ぱ
犯
罪
（
強
盗
）
を
「
実
行
」

し
た
と
い
え
る
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
純
粋
に
形
式
的
に
、
と
に
か
く

実
行
行
為
に
関
与
し
た
と
い
う
点
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
共
同
し

て
い
る
か
ら
金
体
と
し
て
実
行
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、
共
謀
共
同

正
犯
と
同
様
の
議
論
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
行
為
支
配
論
に
よ
れ
ぱ
、
実
質
的
な
考
慮
に
踏
み
込
ん
で
、
こ
の
場
合

は
、
A
も
B
も
強
盗
の
実
現
に
と
っ
て
本
質
的
な
寄
与
を
な
し
、
自
分
の

寄
与
に
よ
っ
て
犯
罪
事
象
の
成
否
・
態
様
を
左
右
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
っ
ま
り
、
A
も
B
も
、
犯
罪
事
象
に
対
し
て
支
配
が
あ
る
の
で
共
同

正
犯
と
な
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
実
質
的
な
考
慮
と
い
っ
て
も
、

「
本
質
的
な
寄
与
」
と
い
う
点
は
、
基
本
的
に
は
構
成
要
件
の
本
質
的
部

分
の
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
の
寄
与
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え

ぱ
単
な
る
見
張
り
で
は
、
構
成
要
件
の
本
質
的
部
分
と
は
無
関
係
で
あ
る

か
ら
正
犯
を
認
め
る
ぺ
き
寄
与
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
現
場
に
お
け

る
指
示
・
統
制
の
立
場
に
あ
る
者
が
直
接
実
行
に
関
与
し
な
か
う
た
と
し

て
も
、
そ
れ
は
現
実
の
構
成
要
件
該
当
事
実
の
実
現
に
と
っ
て
は
本
質
的

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
共
同
正
犯
と
な
る
と
評
個
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　
第
三
は
、
A
・
B
の
二
人
が
X
を
殺
害
し
よ
う
と
い
う
意
思
の
連
絡
の

下
に
共
に
X
を
ね
ら
っ
て
ビ
ス
ト
ル
を
撃
っ
て
殺
害
し
た
場
合
で
あ
る
。

こ
の
よ
ヶ
な
場
合
に
、
A
の
弾
丸
が
当
た
り
B
の
弾
丸
が
外
れ
た
と
す
れ

ぱ
、
事
後
的
に
み
れ
ぱ
B
の
寄
与
は
本
質
的
で
な
・
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

し
か
し
、
構
成
要
件
的
評
価
、
し
た
が
っ
て
犯
罪
実
現
に
と
っ
て
本
質
的

な
寄
与
を
な
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
は
「
行
為
」
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
と

考
え
る
ぺ
き
で
あ
り
、
B
の
行
為
は
殺
害
行
為
と
い
う
本
質
的
寄
与
で
あ

っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
例
で
A
の
弾
丸
も
B
の
弾
丸

も
X
に
当
た
っ
て
目
的
を
遂
げ
た
場
合
に
は
、
A
も
B
も
、
自
己
の
行
為

が
な
く
て
も
犯
罪
は
考
え
て
い
た
と
お
り
に
実
現
し
た
の
だ
か
ら
、
ど
ち

ら
も
本
質
的
寄
与
に
な
ら
な
い
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ

れ
も
、
そ
の
寄
与
自
体
が
構
成
要
件
実
現
に
と
っ
て
本
質
的
な
部
分
を
構

成
す
る
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
同
様
に
双
方
と
も
本
質

的
寄
与
で
あ
っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

66



（67）研究ノート

　
（
二
）
共
謀
共
同
正
犯
と
行
為
支
配
論

　
上
述
の
よ
う
に
、
私
見
に
よ
れ
ぱ
、
行
為
支
配
論
に
よ
っ
て
共
謀
共
同

正
犯
概
念
を
墓
礎
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
支
配
概
念
を
用
い
て
、

実
行
者
自
体
に
対
す
る
支
配
を
問
題
と
す
る
考
え
方
は
、
背
後
の
大
物
が

手
下
を
使
り
て
犯
罪
を
実
現
す
る
よ
う
な
場
合
で
、
閥
接
正
犯
に
類
似
し

た
利
用
・
支
配
関
係
が
存
す
る
と
き
に
限
り
共
同
正
犯
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
で
、
た
し
か
に
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
を
眼
定
す

る
方
向
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
理
諭
的
に
は
間
接
正
犯
に
類
似
す
る
と

い
う
こ
と
の
意
味
が
不
明
確
だ
と
思
わ
れ
る
。
間
接
正
犯
で
は
な
い
が
間

接
正
犯
と
類
似
し
た
支
配
が
あ
り
、
こ
れ
に
基
い
て
背
後
の
者
も
共
同
正

犯
と
な
る
と
い
う
理
論
構
成
に
は
、
諭
者
の
努
カ
に
も
か
か
わ
ら
ず
未
だ

不
分
明
な
点
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
共
談
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
自
体
は
既
に
肯
定
す
る
説
が
増
加
し
て

い
る
と
し
て
も
、
間
接
正
犯
に
類
似
し
た
支
配
と
い
う
不
明
確
な
基
準
に

従
う
と
き
に
は
、
依
然
と
し
て
こ
れ
を
拡
大
す
る
方
向
に
解
釈
す
る
可
能

性
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
大
塚
説
の
よ
う
に
、
間
接
正
犯
に
類
似
し
た
背

後
者
の
優
越
的
支
配
が
存
す
る
と
き
は
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
と
い
う

考
え
方
は
、
い
わ
ぱ
、
実
行
を
担
当
す
る
原
則
と
し
て
の
共
同
正
犯
と
間

接
正
犯
と
の
中
間
領
域
に
、
例
外
と
し
て
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
共
同
正
犯
で
あ
る
こ
と
自
体
、
こ
れ
を
理
論
的
に

説
明
す
る
こ
と
が
困
難
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
か
否
か
が
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
共
同
正

犯
の
本
質
を
な
す
構
造
に
つ
い
て
老
察
し
、
本
来
共
同
正
犯
と
な
る
ぺ
き

関
与
者
の
範
囲
を
画
す
る
こ
と
が
め
ざ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

共
同
正
犯
は
二
人
以
上
が
共
同
す
る
共
犯
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
。
し
か

し
、
刑
法
六
〇
条
は
正
犯
で
な
い
も
の
を
正
犯
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、

共
同
正
犯
は
本
来
的
に
正
犯
で
あ
り
、
単
独
正
犯
と
は
異
な
る
実
行
の
し

か
た
で
あ
っ
て
も
金
員
が
正
犯
と
な
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
解
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
結
果
、
行
為
支

配
論
に
よ
れ
ぱ
犯
罪
事
象
1
1
事
実
に
対
寺
る
支
配
を
有
す
る
者
が
共
同
正

犯
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
犯
罪
事
象
に
対
す
る
支
配
を
有
す
る
者
に
は
、
実

行
行
為
を
自
ら
行
わ
な
い
者
も
含
ま
れ
う
る
。
逆
に
い
え
ぱ
、
自
ら
実
行

行
為
を
行
わ
な
く
と
も
犯
罪
事
象
を
支
配
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う

点
に
、
二
人
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
者
が
関
与
す
る
間
接
正
犯
・
共
同
正
犯

の
特
質
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
二
こ
で
は
文
献
へ
接
近
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
さ
し
あ
た
り

　
　
下
村
康
正
『
共
謀
共
同
正
犯
と
共
犯
理
論
（
増
補
板
）
』
昭
和
五
八

　
　
年
を
あ
げ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

　
（
2
）
　
拙
稿
「
共
謀
共
同
正
犯
と
行
為
支
配
論
－
団
藤
説
を
中
心
に
1
」

　
　
（
一
橋
研
究
・
一
一
巻
一
号
＝
二
員
以
下
）

　
（
3
）
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
O
『
嘗
昂
ヵ
o
ぎ
夕
H
黛
o
冨
o
『
嘗
零
自
自
o
H
臼
．

　
　
；
胃
易
o
ぎ
員
6
a
一
ω
・
＞
畠
。
↑
湯
ρ
お
よ
ぴ
拙
稿
「
行
為
支
配

　
　
論
の
構
造
と
展
開
」
（
一
橋
大
学
研
究
年
報
『
法
挙
研
究
・
一
八
』

　
　
（
一
九
八
八
）
六
九
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
な
お
、
本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
む
し
ろ
と
く
に
学
習
上
重
要
な
論
点

　
　
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
挙
生
の
読
者
を
も
十
分
念
頭
に
お
い
た
。

　
（
4
）
　
わ
た
く
し
は
、
「
行
為
支
配
論
」
お
よ
ぴ
「
行
為
支
配
」
と
い

　
　
う
用
語
は
、
「
『
犯
罪
事
象
（
事
実
）
』
の
支
配
」
と
い
う
意
味
で
あ

柳
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る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
た
か
も
他
人
の
「
行
為
」
を
支
配
す
る

　
と
い
う
意
味
に
と
ら
れ
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
、
留
保

　
つ
き
と
い
う
意
味
を
こ
め
て
必
ず
か
ぎ
か
っ
こ
（
「
　
」
）
を
つ
け
て

　
表
記
し
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
ず
ら
わ
し
さ
も
否
定
で
き
な
い
の
で
、

　
本
稿
で
は
と
く
に
必
要
が
あ
る
場
合
の
ほ
か
こ
の
表
記
方
式
を
や
め

　
た
。

（
5
）
　
た
と
え
ぱ
、
犬
塚
教
授
の
「
優
越
支
配
共
同
正
犯
」
と
い
う
考

　
え
方
を
、
犬
塚
教
授
自
身
は
、
こ
れ
は
共
謀
共
同
正
犯
を
承
認
す
る

　
も
の
で
は
な
い
と
断
っ
て
い
る
（
『
犯
罪
論
の
基
本
問
魑
』
（
一
九
八

　
二
年
）
三
四
0
1
三
四
一
頁
、
「
共
同
正
犯
の
本
質
」
法
学
教
室
一

　
〇
九
号
（
一
九
八
九
年
）
三
二
頁
－
三
五
頁
）
　
一
方
、
従
来
か
ら
の

　
共
謀
共
同
正
犯
肯
定
諭
者
は
、
こ
れ
は
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
も

　
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
下
村
・
前
掲
書
二
一
九
頁
以
下
）
。

（
6
）
　
最
近
ま
で
の
議
諭
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
さ
し
あ
た
り
野
村

　
稔
「
共
謀
共
同
正
犯
（
上
・
下
）
」
（
法
挙
セ
ミ
ナ
ー
四
一
四
号
八
一

　
頁
以
下
、
四
一
五
号
一
〇
二
頁
以
下
）
、
下
村
・
前
掲
書
を
参
照
せ

　
よ
o

（
7
）
　
大
（
連
）
判
昭
和
一
一
年
五
月
二
八
目
刑
築
一
五
巻
七
一
五
頁
。

（
8
）
　
た
と
え
ぱ
、
野
村
・
前
掲
論
文
（
下
）
　
一
〇
四
員
、
福
田
平

　
「
犯
罪
行
動
の
集
団
化
と
共
謀
共
同
正
犯
」
（
福
田
平
・
犬
塚
仁
『
刑

　
法
総
論
1
』
（
有
斐
閣
大
学
叢
書
・
一
九
七
九
年
）
三
六
四
頁
）
な
ど
。

（
9
）
　
最
大
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
八
日
刑
集
＝
一
巻
八
号
一
七
一
八

　
頁
。

（
1
0
）
　
平
場
安
治
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
一
九
六
一
年
）
　
一
五
五
員
以

　
下
。
藤
木
英
雄
「
共
謀
共
同
正
犯
」
（
『
可
削
的
違
法
性
の
理
論
』
（
一

　
九
六
七
年
）
所
収
）
二
一
九
五
頁
以
下
、
と
く
に
三
二
四
頁
以
下
。

（
u
）
　
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
『
刑
法
判
例
百
選
1
（
総
論
）
』
七
二
「
共

　
謀
共
同
正
犯
」
一
五
九
頁
。

（
1
2
）
　
団
藤
璽
光
『
刑
法
綱
要
総
論
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
七
四
年
）
三

　
七
四
頁
注
二
七
、
犬
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
改
訂
版
』
（
一
九

　
八
八
年
）
二
六
四
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
H
呉
ぽ
『
冨
o
春
津
巴
塾
鶉
の
訳
語
と
し
て
用
い
て
い
る
。
注
4

　
参
照
。
＜
胴
F
局
臭
貝
H
黛
o
冨
o
壷
津
自
邑
H
宙
亭
睾
易
o
蕃
｛
叶
1

（
1
4
）
　
前
掲
（
注
3
）
拙
稿
参
照
。

（
1
5
）
　
た
と
え
ぱ
、
最
近
の
も
の
で
は
山
中
敬
一
「
共
同
正
犯
の
諸
問

　
題
（
下
）
」
（
法
挙
セ
ミ
ナ
ー
四
二
一
号
（
一
九
八
九
年
）
）
九
七
貫
。

（
1
6
）
　
平
場
・
前
掲
暫
、
　
一
五
五
頁
以
下
。

（
〃
）
　
射
o
辻
～
H
算
o
易
〇
一
曇
き
…
一
〇
↓
算
－
嵩
昌
眈
g
良
ゴ
餉
．
＞
自
邑
＝
ω
ー

　
ミ
㎞
饒
－

（
1
8
）
　
O
言
“
睾
ω
弐
鼻
彗
考
宰
；
一
ω
一
蔓
9
9
－
一
戸
≧
厨
o
昌
①
ぎ
9
H
耐
昌

　
一
ω
．
＞
自
o
二
ε
o
o
ポ
射
o
目
l
o
o
o
o
声

（
1
9
）
　
最
判
昭
和
五
七
年
七
月
一
六
日
刑
築
三
六
巻
六
号
六
九
五
貫
、

　
六
九
七
員
。
前
掲
（
注
2
）
拙
稿
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
専
任
講
師
）
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