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過
失
共
同
正
犯
の
理
論
的
基
礎

　
　
　
1
「
行
為
支
配
」
と
過
失
共
働
1

は
じ
め
に

　
過
失
犯
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
新
旧
過
失
論
争
の
段

階
を
経
て
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
構
成
要
件
該
当
行
為
す
な
わ
ち

実
行
行
為
が
観
念
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
か
な
り
定
着
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
過
失
犯
の
構
造
を
右
の
よ

う
に
捉
え
る
と
す
れ
ぱ
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
い
て
も
正
犯
行
為

と
し
て
の
実
行
行
為
が
存
在
し
、
こ
の
実
行
行
為
を
共
同
す
る
こ

と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
形
態

も
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
下
に
、
こ
こ

で
は
、
過
失
共
同
正
犯
の
基
礎
を
「
行
為
支
配
論
」
の
観
点
か
ら

理
論
的
に
考
察
し
、
「
過
失
共
働
」
と
い
わ
れ
る
現
象
が
「
行
為
支

橋
　
　
本

正
　
　
博

配
」
と
い
う
契
機
に
よ
ウ
て
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
過
失

共
同
正
犯
が
正
犯
の
統
一
的
基
礎
で
あ
る
「
行
為
支
配
」
に
基
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
）

正
犯
形
態
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
過
失
共
同
正
犯
」
の
意
義

　
過
失
犯
に
お
け
る
共
同
正
犯
と
い
う
概
念
の
内
容
に
つ
い
て
、

「
過
失
の
共
同
正
犯
」
と
い
づ
概
念
と
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

と
い
う
概
念
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
主
張
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
い
う
「
過
失
共
同
正
犯
」
概
念
は
、
過
失
犯
の

実
行
行
為
を
共
同
す
る
過
失
犯
の
共
同
正
犯
で
あ
り
、
ま
た
、
お

そ
ら
く
過
失
共
同
正
犯
に
は
ほ
か
の
形
態
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

＾
3
）

ろ
う
。
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
行
為
者
に
対
し
て
過
失
で
関
与
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（145）　過失共同正犯の理論的塞礎

■

す
る
場
合
、
あ
る
い
は
過
失
犯
に
対
し
て
故
意
を
も
っ
て
関
与
す

る
場
合
に
は
、
後
述
似
と
お
り
、
過
失
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
素

と
し
て
の
「
過
失
共
働
」
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
共
同
正
犯
と
し
て
の
実
質
を

欠
い
て
い
る
と
い
う
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
あ
る
犯
罪
的
事
象
に
つ
い
て
共
同
正
犯
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は

刑
法
各
則
の
構
成
要
件
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
特
殊
の
構

成
要
件
の
実
現
に
際
し
て
複
数
の
関
与
者
が
存
在
し
た
場
合
に
、

そ
れ
ら
が
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
さ
れ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
評
価
を
経
た
一
定
の
過
失

犯
の
観
念
の
下
に
の
み
共
同
正
犯
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

構
成
要
件
評
価
を
経
な
い
前
法
的
な
何
ら
か
の
事
実
が
存
在
す
る

場
合
に
、
第
一
に
そ
れ
が
共
同
正
犯
で
あ
る
か
否
か
が
間
魑
に
さ

れ
る
の
で
は
な
い
。
共
同
正
犯
は
本
来
の
正
犯
形
態
の
ひ
と
つ
と

し
て
構
成
要
件
の
問
題
領
域
に
属
し
て
い
る
が
、
単
独
正
犯
に
対

し
て
は
構
成
要
件
の
修
正
形
式
の
一
種
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

の
で
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
判
断
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
が
で

＾
4
〕

き
る
。

二
　
過
失
共
同
正
犯
否
捷
論

・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
従
来
か
ら
過
失
共
同
正
犯
に
対
し
て
は
重
要
な
否
定
諭
が
存
在

し
、
今
日
も
な
お
有
カ
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
そ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
？
〕

否
定
論
の
う
ち
の
代
表
的
な
議
論
を
検
討
す
る
。

　
過
失
共
同
正
犯
否
定
論
（
以
下
単
に
「
否
定
論
」
と
い
う
）
に

は
、
過
失
犯
の
構
造
認
識
か
ら
す
る
否
定
論
と
、
共
同
正
犯
の
本

質
に
関
す
る
認
識
に
基
く
も
の
と
が
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
者
は
、
過
失
犯
の
構
造
か
ら
い
っ
て
、
そ
も
そ
も
過
失
犯
に
は

「
共
同
」
と
い
う
観
念
を
容
れ
る
余
地
が
な
い
と
い
う
考
え
方
に

基
く
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
過
失
犯
に
も
主
観
的
構
成
要
件
要

素
と
し
て
客
観
的
注
意
義
務
違
反
を
実
体
と
す
る
構
成
要
件
的
過

失
が
存
在
す
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
過
失
行
為
を
共
同
す
る
可
能

性
は
認
め
る
と
し
て
も
、
共
同
正
犯
と
い
う
犯
罪
遂
行
形
態
に
必

要
と
さ
れ
る
「
共
同
」
な
い
し
「
共
同
実
行
」
と
い
う
こ
と
は
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
〕

失
犯
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両

者
に
は
表
嚢
を
な
す
点
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
、
過
失
犯
の
領
域
の
問
題
と
共
同
正
犯
の
領
域
の
問
題
と
を
分

け
て
認
識
し
て
お
く
こ
と
は
、
議
論
の
見
通
し
を
よ
く
す
る
た
め

に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
　
犯
罪
共
同
説
に
基
く
否
定
論
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従
来
、
過
失
共
同
正
犯
と
い
う
形
態
を
認
め
る
か
否
か
は
犯
罪

共
同
説
・
行
為
共
同
説
の
対
立
に
帰
着
し
、
犯
罪
共
同
説
に
立
て

ぱ
否
定
的
で
あ
り
、
行
為
共
同
説
に
立
て
ぱ
肯
定
的
で
あ
る
と
い

う
図
式
が
あ
っ
た
。
こ
の
図
式
自
体
は
そ
の
ま
ま
成
り
立
つ
も
の

で
は
な
い
が
、
犯
罪
共
同
説
か
ら
す
る
過
失
共
同
正
犯
否
定
論
の

論
拠
に
は
重
要
な
指
摘
が
あ
り
、
依
然
と
し
て
過
失
共
同
正
犯
の

理
論
的
基
礎
を
考
え
る
上
で
最
大
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
）

犯
罪
共
同
説
に
基
く
否
定
論
を
検
討
す
る
。

　
犯
罪
共
同
説
に
基
く
否
定
論
の
根
拠
と
な
ツ
て
い
る
主
張
と
し

て
重
要
な
の
は
、
「
犯
罪
の
共
同
」
と
い
う
こ
と
が
行
為
者
の
認

識
範
囲
と
し
て
包
括
す
る
の
は
ど
こ
ま
で
で
あ
る
か
と
い
う
問
題

で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
行
為
共
同
説
が
自
然
的
行
為
の
遂

行
を
共
同
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一

定
の
「
犯
罪
」
の
実
行
を
共
同
す
る
と
い
う
認
識
が
包
括
さ
れ
る

と
す
る
の
が
犯
罪
共
同
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
の
「
犯
罪
」
が
過

失
犯
で
あ
る
場
合
に
、
そ
の
実
行
を
共
同
す
る
と
い
う
認
識
に
は

具
体
的
・
現
実
的
に
は
ど
の
範
囲
ま
で
が
含
ま
れ
る
べ
き
か
が
間

題
に
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
的
結
果
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
故
意
犯
の
場
合
に
は
、
結
果
を
共
同
実
現

す
る
意
恩
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
共
同
正
犯

が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
惹
起

を
認
識
し
て
い
な
い
か
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
意
欲
し
て
い
な
い

過
失
犯
の
場
合
に
は
、
故
意
犯
の
場
合
の
よ
う
な
結
果
実
現
の
共

同
と
い
う
意
思
は
存
在
し
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
共
同
説

の
立
場
か
ら
は
、
結
果
を
実
現
す
る
意
恩
（
の
共
同
）
を
共
同
正

犯
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
と
考
え
る
か
否
か
が
、
肯
定

説
と
否
定
説
と
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
否
定
論
は
こ
こ
で
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
過
失
犯
は
過
失
に
よ

っ
て
結
果
を
発
生
さ
せ
る
犯
罪
で
あ
り
、
結
果
を
発
生
さ
せ
る
と

い
う
無
意
識
の
側
面
に
重
要
な
意
義
が
存
す
る
と
い
う
ぺ
き
で
あ

り
・
こ
の
側
面
を
無
視
し
て
共
同
実
行
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な

　
　
　
　
　
　
＾
8
〕

い
と
い
う
の
で
あ
る
。
犯
罪
共
同
説
が
し
ぱ
し
ぱ
故
意
の
共
同
を

犯
罪
の
共
同
と
同
視
す
る
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
実
は
こ
の
よ
う

な
恩
考
が
先
行
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
私

見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
が
犯
罪
共
同
説
に
基
く
否
定
論
、
す
な
わ
ち

共
同
正
犯
概
念
の
理
解
に
つ
い
て
の
側
か
ら
す
る
否
定
論
の
中
核

的
な
主
張
で
あ
る
。

（
検
討
）

　
過
失
犯
に
お
け
る
「
無
意
識
的
側
面
」
に
つ
い
て
少
し
考
察
し

て
み
る
と
、
単
独
犯
と
し
て
過
失
犯
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
に
も
無

897



‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

（14ア）　過失共同正犯の理諭的基礎

意
識
的
側
面
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
同
様
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反
を
基
礎
と
す
る
過
失
論
を
採

用
す
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ぱ
、
行
為
者
は
過
失
行
為
（
過
失
犯

の
実
行
行
為
）
を
行
な
う
の
で
あ
っ
て
、
結
果
惹
起
の
事
実
そ
れ

自
体
は
過
失
犯
の
実
行
行
為
に
は
属
し
て
い
な
い
。
行
為
者
は
、

非
故
意
に
結
果
を
惹
起
す
る
ご
と
と
い
う
よ
り
も
不
注
意
に
危
険

な
行
為
を
行
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
犯
罪
と
し
て
の
評
価
が
帰

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
法
益
侵
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ

た
こ
と
が
違
法
評
価
の
本
質
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い

な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
新
過
失
論
に
基
く
過
失
犯
の
構
成
要
件
的
構

造
に
即
し
て
考
え
る
と
、
一
定
の
過
失
行
為
を
行
な
っ
た
こ
と
そ

れ
自
体
に
つ
い
て
構
成
要
件
該
当
の
行
為
と
し
て
の
評
価
が
な
さ

れ
、
過
失
行
為
自
体
の
違
法
性
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

結
果
に
関
す
る
意
識
の
点
で
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（
無
意
識
的

側
面
）
と
い
う
の
は
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反
と
い
う
主
観
的
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

法
要
素
の
間
題
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
過
失
犯
の
場
合
に
も
故
意
犯
と
並
行
的
な
構
成

要
件
の
主
観
的
・
客
観
的
構
造
を
承
認
す
る
限
り
に
お
い
て
、
過

失
犯
の
共
同
現
象
を
考
え
る
際
に
も
、
関
与
者
が
な
し
た
実
行
行

為
に
つ
い
て
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
の
評
価
が
加
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
客

観
的
注
意
義
務
違
反
を
合
め
た
「
実
行
行
為
」
の
共
同
が
共
同
正

犯
を
基
礎
づ
け
る
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ
こ
か
ら
直
ち
に
共
同
正
犯
と
し
て
の
過
失
犯
が
成
立
す
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
。
過
失
犯
に
お
い
て
も
、
犯
罪
が
成

立
す
る
と
い
え
る
た
め
に
は
構
成
要
件
該
当
性
・
違
法
性
・
責
任

と
い
う
要
件
を
備
え
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

構
成
要
件
の
地
平
に
お
け
る
過
失
共
同
正
犯
の
間
題
と
は
区
別
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
m
〕

て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
実
定
法
上
の
根
拠
と
し
て
既
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
刑

法
六
〇
条
に
は
「
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
る
」
と
い
う
規
定

が
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
こ
こ
か
ら
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
結
果
に
対

す
る
認
識
を
必
要
で
あ
る
と
し
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
は
故

意
犯
に
限
る
と
い
う
解
釈
を
引
き
出
し
て
く
る
必
然
性
は
な
い
と

い
う
ほ
か
は
な
い
。
同
様
に
「
犯
罪
」
が
故
意
犯
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
必
然
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
犯
罪
」
が
過

失
犯
で
あ
る
場
合
に
は
過
失
行
為
“
過
失
犯
の
実
行
行
為
を
共
同

に
す
る
こ
と
で
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
に
足
り
る
実
質
を
備
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
）

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
と
こ
ろ
か
ら
、
理
論
上
・
実
定
法
上
、
共
同
正
犯
の
成
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立
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
「
客
観
的
注

意
義
務
違
反
の
共
同
」
な
い
し
「
過
失
共
働
」
の
実
質
は
何
か
、

つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
概
念
が
積
極
的
に
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け

る
も
の
で
あ
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
　
「
行
為
支
配
論
」
に
基
く
否
定
論

　
わ
た
く
し
は
「
行
為
支
配
論
」
に
よ
っ
て
過
失
共
同
正
犯
が
基

礎
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
者
で
あ
る
が
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
を

特
に
目
的
性
の
観
点
か
ら
区
別
す
る
考
え
方
に
よ
る
と
、
「
行
為

支
配
論
」
は
ま
さ
に
否
定
論
と
な
る
。
こ
れ
は
本
質
的
に
は
過
失

犯
の
構
造
認
識
か
ら
、
正
犯
性
の
条
件
と
し
て
の
「
行
為
支
配
」

を
過
失
犯
の
領
域
で
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
認
識
に
基

い
て
い
る
。

　
「
行
為
支
配
論
」
一
般
の
詳
細
を
論
じ
る
こ
と
は
こ
こ
で
の
主

題
で
は
な
く
、
ま
た
一
部
は
後
に
私
見
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
簡
単
に
触
れ
る
に
と
ど
め
る
が
、

「
行
為
支
配
論
」
の
主
眼
は
、
犯
罪
的
事
実
す
な
わ
ち
結
果
を
合

め
て
構
成
要
件
評
価
を
受
け
る
べ
き
客
観
的
・
主
観
的
事
象
を
現

実
的
に
支
配
す
る
地
位
に
あ
っ
た
者
、
具
体
的
に
は
自
ら
の
意
恩

に
従
っ
て
当
該
犯
罪
事
象
を
進
行
・
変
更
・
申
止
す
る
こ
と
が
で

き
る
者
が
正
犯
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ぱ
、

過
失
に
よ
る
結
果
惹
起
と
い
う
過
失
犯
の
事
象
全
体
を
「
支
配
」

す
る
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
問
題
外
の
こ
と
に
属
す
る
。
い
い

か
え
れ
ぱ
過
失
犯
の
場
合
、
結
果
発
生
を
操
作
す
る
と
い
う
こ
と

は
初
め
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
過
失
犯
の
領

域
に
お
い
て
は
「
行
為
支
配
」
に
基
い
て
正
犯
概
念
を
規
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

（
検
討
）

　
し
か
し
こ
れ
も
、
過
失
犯
と
い
う
犯
罪
的
事
象
に
着
目
し
て
考

察
す
る
な
ら
ぱ
、
過
失
の
行
為
者
は
当
該
の
過
失
行
為
を
行
な
う

こ
と
に
よ
っ
て
ほ
か
な
ら
ぬ
当
該
の
犯
罪
結
果
を
惹
起
し
た
と
い

う
点
に
お
い
て
、
ま
さ
に
そ
の
犯
罪
的
事
象
を
「
支
配
」
し
て
い

る
と
い
う
考
え
方
が
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
不
注

意
な
行
為
を
行
な
う
こ
と
は
、
注
意
義
務
に
か
な
っ
た
行
為
を
行

な
う
こ
と
に
よ
ウ
て
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
結
果
回

避
可
能
性
）
者
が
、
そ
の
注
意
義
務
に
反
し
て
あ
ユ
え
て
異
な
っ
た

行
為
を
行
な
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
過
失
行
為
者
は
確
か
に

犯
罪
的
事
象
を
進
行
さ
せ
、
変
更
し
、
あ
る
い
は
中
止
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
＾
u
）

が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
現
実
に
行
な
っ
た
過
失
行
為
が
過

失
犯
と
し
て
の
行
為
者
の
行
動
の
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
の
実
行
行
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■

為
に
よ
っ
て
犯
罪
的
事
態
を
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
過
失
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
行
為
者
が
「
支
配
」
を
有
し
て

い
た
こ
と
を
も
っ
て
、
犯
罪
的
事
象
に
対
す
る
現
実
的
支
配
を
有

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
の

よ
う
な
考
察
に
基
い
て
、
過
失
犯
に
お
い
て
も
、
客
観
的
注
意
義

務
に
違
反
し
た
行
為
が
行
な
わ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
行
為
支

配
」
が
認
め
ら
れ
る
隈
り
、
「
行
為
支
配
」
に
基
く
過
失
正
犯
概

念
が
肯
定
さ
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
過
失
犯
の
場
合
に
は
注
意
義
務
違
反
と
い
う
契
機
が

決
定
的
な
重
要
性
を
有
し
て
お
り
、
客
観
的
事
態
に
対
す
る
支
配

だ
け
で
は
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
十
分
な
要
素
と
は
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
過
失
犯

に
お
い
て
は
「
行
為
支
配
」
は
正
犯
性
を
確
定
す
る
た
め
の
必
要

条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
く
、
客
観
的
注
意
義
務
違
反

と
い
う
条
件
を
も
必
要
と
す
る
。

三
　
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論

　
我
が
国
に
お
け
る
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論
（
以
下
単
に
肯
定
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
4
）
　
　
　
　
＾
望

と
い
う
）
の
う
ち
「
過
失
共
働
の
理
論
」
（
内
田
説
）
と
大
塚
説

（
結
果
的
加
重
犯
の
共
同
正
犯
を
合
む
）
と
を
検
討
す
る
。
こ
れ

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

ら
は
近
時
の
肯
定
論
と
し
て
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き
有
カ
な
学
説

で
あ
り
、
そ
の
結
論
は
私
見
か
ら
も
原
則
と
し
て
承
認
さ
れ
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
　
「
過
失
共
働
の
理
論
」
（
内
田
説
）

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
並
行
的
構
造
を

確
立
す
る
こ
と
と
、
構
成
要
件
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と

い
う
構
造
を
確
立
す
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
過
失
共
同
正
犯
の
成

立
を
め
ぐ
る
問
題
領
域
に
お
い
て
も
一
定
の
展
望
が
開
け
る
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
背
景
に
し
て
「
過
失
共
働
の
理
論
」
が
成

立
す
る
。
す
な
わ
ち
、

　
「
過
失
行
為
が
刑
法
上
意
味
を
持
つ
の
は
、
意
識
的
部
分
そ
れ

自
体
に
お
い
て
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
無
意
識
的
都
分
そ
れ
自
体

．
に
お
い
て
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
で
い
え
ぱ
、
両
者
の
接
．

点
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
過
失
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い

て
は
、
近
時
こ
の
点
に
関
す
る
理
論
的
反
省
が
広
く
行
な
わ
れ
て

お
り
、
ま
た
一
方
、
共
犯
の
制
限
従
属
性
論
の
浸
透
と
共
に
、
共

同
正
犯
を
も
違
法
行
為
の
共
同
と
い
う
次
元
に
据
え
よ
う
と
す
る

態
度
が
し
だ
い
に
有
カ
に
な
ウ
て
き
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
広
い
つ
な
が
り
の
上
に
た
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つ
こ
と
に
よ
り
、
前
法
律
的
な
事
実
に
関
す
る
意
識
的
・
意
欲
的

共
働
が
不
注
意
の
共
有
と
い
う
契
機
を
帯
ぴ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
個
の
全
体
と
し
て
の
構
成
要
件
該
当
（
充
足
）
か
つ
違
法
な
行

為
↓
結
果
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
従
っ
て
そ
こ
に
過

失
共
同
正
犯
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
点
に
到
達
し
た

　
　
　
　
＾
1
6
〕

の
で
あ
っ
た
。
L

　
内
田
説
を
重
要
な
基
礎
と
し
て
い
る
と
目
さ
れ
る
大
塚
説
に
も

同
様
の
恩
考
が
見
ら
れ
る
。
注
意
義
務
の
共
同
性
が
ひ
い
て
は
注

意
義
務
違
背
の
共
同
性
を
結
果
す
る
と
さ
れ
、
こ
れ
に
基
い
て
過

失
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
は
「
過
失
の
共
同
」

な
い
し
「
過
失
共
働
」
と
い
う
概
念
が
鍵
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の

「
過
失
の
共
同
」
な
い
し
「
過
失
共
働
」
の
実
体
は
何
で
あ
る
か

と
い
う
問
題
が
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
結
果
に
対
す
る
共
同
が
存
在

し
な
い
の
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
発
生
し
た
結
果
に
対
し
て
二

部
実
行
1
1
全
部
責
任
L
を
負
う
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
根
拠
が
解
明

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
こ
の
「
共
同
」
の
実
体
が

よ
り
詳
細
に
分
析
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
過
失
犯
を
故
意
犯
と
並
行
的
に
捉
え
た
場
合
、
「
過
失
共
働

の
理
論
L
に
よ
れ
ぱ
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
（
内
田
説
が

提
示
し
て
い
る
不
注
意
の
共
有
と
い
う
意
味
の
）
「
過
失
共
働
」

が
故
意
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
意
思
の
連
絡
」
工
対
応
す
る
実
質

を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
内
田
説
は
、
こ

の
「
共
同
」
が
「
過
失
共
働
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
討
）

　
こ
の
理
論
が
提
示
し
た
「
過
失
共
働
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
こ

こ
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
関
与
者
相
互
の
意
恩
の

連
絡
と
い
う
次
元
に
お
い
て
十
分
に
説
得
カ
の
あ
る
議
論
を
展
開

し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
私
見
も
全
面
的
に
同

意
す
る
。
し
か
し
、
水
平
方
向
の
「
共
同
」
は
十
分
に
基
礎
づ
け

ら
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
垂
直
方
向
の
「
寄
与
」
、
つ
ま

り
共
働
の
帰
結
と
し
て
の
共
同
的
過
失
犯
罪
事
象
そ
れ
自
体
に
対

す
る
各
関
与
者
の
関
係
に
関
し
て
は
、
補
強
が
必
要
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
「
過
失
共
同
正
犯
」
が
「
共
同
」
正
犯
で
あ
る
こ

と
は
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
共
同
「
正
犯
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
確
認
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
過
失
共
同
正
犯

に
お
い
て
も
、
各
関
与
者
の
寄
与
が
直
接
に
犯
罪
事
象
に
結
ぴ
つ

い
て
い
る
と
い
う
構
造
を
強
調
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
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あ
る
。
そ
れ
が
「
行
為
支
配
」
に
よ
る
試
案
の
目
標
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
う
し
て
こ
そ
、
例
の
「
一
部
実
行
n
全
都
責
任
」
の
根
拠

を
確
固
た
る
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
　
犬
塚
説

　
さ
て
、
近
時
の
我
が
国
に
お
け
る
過
失
共
同
正
犯
論
と
し
て
注

目
さ
れ
る
の
は
、
大
塚
仁
教
授
の
過
失
共
同
正
犯
論
で
あ
る
。
そ

の
中
心
的
主
張
は
、

　
「
法
律
上
、
共
同
行
為
者
に
対
す
る
共
同
の
注
意
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
共
同
行
為
者
が
そ
の
注
意
義
務
に
共
同
し

て
違
反
し
た
と
み
ら
れ
る
客
観
的
事
態
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ

こ
に
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
が
あ
っ
た
と
い

え
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
共
同
行
為
者
の
各
自
に
責
任
過
失
も

認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
言
）

し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」

　
わ
た
く
し
は
原
則
と
し
て
、
こ
の
議
論
に
賛
成
す
る
。
す
な
わ

ち
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
ま
ず
狭
義
の
「
行
為
」
を
共
同
．

し
て
行
な
う
こ
と
が
前
提
と
な
り
、
こ
の
「
行
為
」
を
行
な
う
に

あ
た
っ
て
客
観
的
注
意
義
務
が
各
行
為
者
に
共
同
的
に
課
さ
れ
て

い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ
を
各
行
為
者
が
共
同
的
行
動
に
際
し

て
怠
っ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
過
失
犯
の
共
同
正
犯
1
1
過
失
共
同

正
犯
と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
構
成
要

件
の
間
題
と
し
て
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
実
際
に
故

意
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
犯
罪
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
、
責
任

の
判
断
を
待
た
な
け
れ
ぱ
決
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
既
に
触
れ
た
と

お
り
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
議
論
は
、
構
成
要
件
と
「
行
為
」
を
基
本
に
す
え
る

実
行
共
同
正
犯
論
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
新
過
失
論
を
採
用
し
た
場
合

の
帰
結
と
し
て
は
も
っ
と
も
筋
が
通
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る

し
、
わ
た
く
し
の
考
え
て
い
る
「
行
為
支
配
論
」
か
ら
し
て
も
相

当
な
結
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
は
こ

れ
を
一
応
の
結
論
と
し
て
定
立
し
た
上
で
、
．
そ
れ
に
関
す
る
若
千

の
考
察
を
試
み
る
。

四
　
「
行
為
支
配
論
」
と
共
同
正
犯
論

　
以
下
、
「
行
為
支
配
論
」
の
基
本
的
構
成
に
関
す
る
従
来
の
成

果
を
ふ
ま
え
て
「
過
失
共
同
正
犯
」
の
問
題
を
考
察
す
る
。
こ
の

際
、
第
一
に
、
既
述
の
と
こ
ろ
か
ら
過
失
共
同
正
犯
が
理
論
的
に

は
肯
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

そ
こ
で
、
第
二
に
、
過
失
共
同
正
犯
が
存
在
す
る
と
す
れ
ぱ
、
そ
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の
条
件
は
何
か
と
い
う
こ
と
と
が
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
故

意
犯
の
正
犯
理
論
と
し
て
の
「
行
為
支
配
論
」
に
基
い
て
過
失
共

同
正
犯
の
本
質
的
構
造
を
な
す
契
機
を
「
過
失
共
働
」
に
求
め
つ

つ
、
こ
れ
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
過
失
犯
を
も
含
め
て

「
行
為
支
配
論
」
に
基
く
統
一
的
な
正
犯
概
念
を
構
築
す
る
た
め

の
準
備
作
業
と
し
た
い
。

（
一
）
　
共
同
正
犯
の
「
行
為
支
配
論
」
に
よ
る
構
成

　
「
行
為
支
配
論
」
の
基
本
的
思
考
と
し
て
重
要
な
の
は
、
正
犯

概
念
を
構
成
す
る
場
合
に
主
観
的
契
機
と
客
観
的
契
機
と
を
総
合

し
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
正
犯
概
念
を
構
成
す
る
べ
き
だ
と
い
う

　
　
　
＾
㎎
）

主
張
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
行
為
支
配
論
」
の
恩
考
を
過
失
共
同

正
犯
論
に
及
ぽ
す
こ
と
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
ま
ず
前
提
問
題

と
し
て
（
故
意
の
）
共
同
正
犯
の
「
行
為
支
配
論
」
に
よ
る
構
成

を
確
認
し
て
お
く
。

　
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
行
為
支
配
論
」
に
よ
れ
ぱ
、
一
般

的
に
い
っ
て
、
犯
罪
的
事
象
・
犯
罪
行
為
に
対
す
る
「
行
為
支
配

（
H
酉
旨
彗
冨
0
5
3
」
を
有
す
る
者
が
正
犯
で
あ
る
。
さ
ら
に
な

お
、
こ
の
よ
う
な
正
犯
一
般
に
関
す
る
正
犯
規
定
の
見
地
か
ら
共

同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
を
よ
り
呉
体
的
な
概
念
と
し
て

構
成
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
共
同
正

犯
は
「
共
同
的
行
為
支
配
（
斤
O
＝
艮
ま
く
胃
H
凹
ま
竃
冨
0
3
｛
叶
）
」

に
基
く
正
犯
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
い
わ

ゆ
る
「
機
能
的
行
為
支
配
（
ま
邑
内
ま
o
篶
二
〇
H
ぎ
5
昌
㎝
o
夢
5
」

と
同
様
の
実
質
を
有
す
る
概
念
で
あ
る
。
今
日
で
は
有
力
な
支
持

者
を
獲
得
し
て
い
る
「
機
能
的
行
為
支
配
」
と
い
う
概
念
は
、

「
関
与
者
が
当
該
構
成
要
件
実
現
に
と
っ
て
不
可
欠
の
本
質
的
な

機
能
を
果
た
す
こ
と
」
が
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
だ

と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
共
同
の
意
思
決
定
の
存
在
に
「
機
能
」
と
し
て
の
重

要
性
を
お
く
見
解
を
採
っ
た
場
合
に
は
、
特
に
我
が
国
に
お
け
る

共
謀
共
同
正
犯
の
問
題
と
関
連
す
る
疑
念
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、

見
張
り
の
よ
う
な
単
純
な
請
助
的
行
為
を
正
犯
行
為
と
し
て
認
め

る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
の
に
、
「
不
可
欠
の
機
能
」
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
た

く
し
は
、
そ
の
「
機
能
」
を
明
瞭
に
指
示
す
る
主
観
的
・
客
観
的

契
機
は
「
事
実
的
寄
与
」
に
基
く
犯
罪
事
実
に
対
す
る
支
配
で
あ

る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
支
配
を
「
機
能
的
行
為
支
配
」
の
実
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
9
〕

な
根
拠
と
し
た
い
と
恩
う
の
で
あ
る
。

　
「
事
実
的
寄
与
」
と
い
う
概
念
は
客
観
的
・
外
形
的
な
寄
与
を
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意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
端
的
に
い
わ
ゆ
る
「
実
行
行
為
」

と
同
義
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
新
規
な
定

義
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
実
行
」
共
同
正
犯
論
に
よ
っ
て
も
採

用
さ
れ
て
い
る
定
義
を
繰
り
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え

ぱ
、
単
独
で
行
な
わ
れ
た
場
合
に
は
実
行
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な

い
よ
う
な
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暴
行
を
加
え
て
い
る

者
の
傍
ら
で
立
っ
て
い
る
こ
と
は
強
盗
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
と

み
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
全
体
的
考
察

が
必
要
と
さ
れ
、
「
実
行
行
為
」
の
一
部
の
分
担
で
足
り
る
と
さ

れ
る
所
以
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は
本
来
当
然

に
実
行
行
為
概
念
の
中
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
「
実

行
共
可
正
犯
」
論
を
主
張
す
る
こ
と
自
体
に
は
問
題
は
な
い
。

　
こ
こ
で
、
「
事
実
的
寄
与
」
を
も
っ
て
関
与
す
る
限
り
に
お
い

て
全
て
の
関
与
者
が
共
同
正
犯
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
共
同
正

犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
「
本
質
的
機
能
を
果
た
す
」
、
あ
る
い

は
「
犯
罪
的
事
象
を
進
行
・
変
更
・
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
い
う
意
味
の
「
支
配
」
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
実
際
「
行
為
支

配
論
」
は
正
犯
性
の
本
質
的
根
拠
は
「
行
為
支
配
」
に
あ
る
と
称

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
形
式
的
・
機
械
的
に
事
実
的
寄
与
が
存

在
す
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
正
犯
性
を
確
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
積
極
的
に
「
実
質
的
考
慮
」
を
正
犯
概
念
構
成
の
過
程
に
導

入
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
「
事
実
的
寄
与
」
を
強
調

す
る
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な
「
実
質
的
考
慮
」
に
伴
う
不
明
瞭
さ

や
不
安
定
さ
を
排
除
し
て
で
き
る
だ
け
明
確
に
正
犯
・
共
犯
の
隈

界
を
画
す
る
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
予
想

さ
れ
る
不
当
な
正
犯
範
囲
の
拡
犬
を
防
止
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
正
犯
性
を
判
断
す
る
本
質
的
基
準
は
正
犯
一
般
に

共
通
し
て
「
行
為
支
配
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
共
に
正
犯
と
し
て

の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
単
独
正
犯
の
正
犯
性
と
共

同
正
犯
の
正
犯
性
と
で
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
単
独
正
犯
の
場
合
に
は
実
行
行
為
を
自
ら
全
部
実
行
す
る
こ

と
以
外
に
構
成
要
件
を
実
行
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
い
（
し
た

が
っ
て
単
独
正
犯
に
お
け
る
「
事
実
的
寄
与
」
は
「
実
行
行
為
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
）
の
で
あ
る
か
ら
、
同
様
に
、
共
同
正
犯
に

お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
実
体
的
な
「
寄
与
活
動
」
が
存
在
し
て
い

な
け
れ
ば
正
犯
と
し
て
の
評
価
を
す
る
に
は
足
り
な
い
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
行
為
支
配
論
」
は
い
わ
ゆ
る
実
行

共
同
正
犯
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
一
般
に
、
正
犯
性
の
根
拠
は
本
質
的
に
は
「
犯
罪
事
実
に
対
す

508



一橘論叢　第98巻　第5号　（154）

る
支
配
L
で
あ
り
、
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
「
事
実
的
寄
与
」
は

犯
罪
事
実
を
現
実
に
「
支
配
」
す
る
に
足
る
事
実
と
し
て
の
寄
与

で
あ
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な

評
価
に
耐
え
な
い
「
寄
与
」
は
正
犯
性
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て

の
「
事
実
的
寄
与
」
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
全
く
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
を
ロ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

シ
ン
は
「
機
能
的
行
為
支
配
」
と
特
徴
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
、
「
共
同
的

行
為
支
配
」
の
問
題
に
進
む
。
“
う
ま
で
も
な
く
、
共
同
正
犯
に

お
い
て
は
、
各
関
与
者
が
「
意
思
を
通
じ
て
」
い
る
こ
と
、
す
な

わ
ち
「
共
同
実
行
の
意
恩
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
が
本
質
を

形
成
し
て
い
る
。
意
恩
的
側
面
に
お
い
て
も
事
実
的
側
面
に
お
い

て
も
、
そ
れ
ら
が
犯
罪
実
行
に
際
し
て
の
強
化
要
因
と
な
っ
て
お

り
、
そ
れ
こ
そ
が
、
「
共
同
正
犯
」
と
い
う
正
犯
形
態
が
独
自
の

存
在
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
限
り
に

お
い
て
、
自
己
の
行
為
か
ら
直
接
惹
起
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
え
な

い
結
果
で
あ
っ
て
も
、
共
同
正
犯
者
各
々
に
そ
の
結
果
が
帰
せ
ら

れ
る
（
一
部
実
行
1
－
全
都
責
任
）
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
共
同
正
犯
」
の
「
共
同
」
は
、
「
意
恩
の
連
絡
」
を
不
可

欠
の
要
素
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
共
同
実
行
の
事
実
が
存
在

し
な
け
れ
ぱ
共
同
正
犯
が
成
立
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る

が
、
．
こ
こ
で
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
主
観

的
側
面
に
も
重
要
な
機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
過
失
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
こ
の
意
思
の
連
絡

の
果
た
す
重
要
な
役
割
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
「
過
失

共
働
」
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
み
た

　
　
　
　
　
＾
2
1
）

と
お
り
で
あ
る
。

　
一
方
、
「
事
実
的
寄
与
」
概
念
は
客
観
的
寄
与
と
同
時
に
主
観

的
寄
与
を
も
念
頭
に
お
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
共
同
正
犯
の
客
観

的
条
件
と
し
て
の
共
同
実
行
の
事
実
を
意
味
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
「
共
同
実
行
の

意
思
」
と
「
共
同
実
行
の
事
実
」
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
「
行
為
支
配
論
」
に
よ
れ
ぱ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
行
為
支
配
」
の

主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
と
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
、
事
実
的
寄
与
と
い
う
要
素
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
行
為
支
配
」
概
念
が
主
観
的
・
客
観
的
な
総
合
的
構
造
を
有
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
明
確
に
構
成
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
と

　
　
　
　
　
＾
”
〕

思
う
の
で
あ
る
。

（
二
）
　
過
失
共
同
正
犯
に
お
け
る

「
行
為
支
配
」
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以
上
、
既
に
、
過
失
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
の
実

質
に
つ
い
て
も
論
じ
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
過

失
共
同
正
犯
に
関
す
る
「
行
為
支
配
論
」
の
構
想
を
要
約
し
て
示

し
、
そ
の
理
論
的
基
礎
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
過
失
共
働
」
は
過
失
同
時
犯
と
外
形
上
異
な
ら
な
い
犯
罪
的

事
象
を
共
働
現
象
と
し
て
結
ぴ
付
け
、
共
同
正
犯
と
し
て
各
関
与

者
に
帰
属
さ
せ
る
基
礎
を
提
供
す
る
。

　
一
方
、
「
行
為
支
配
」
は
、
構
成
要
件
の
主
観
的
要
素
と
客
観

的
要
素
と
に
対
応
し
て
「
行
為
支
配
」
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的

要
素
と
に
分
析
さ
れ
る
。
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
の

主
観
的
要
素
が
、
共
同
実
行
の
意
思
あ
る
い
は
意
恩
の
連
絡
で
あ

る
。
そ
し
て
過
失
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
「
過
失
共
働
」
が
「
行

為
支
配
」
の
主
観
的
要
素
を
形
成
す
る
。

　
他
方
、
過
失
犯
の
実
体
は
不
注
意
な
行
為
の
実
行
で
あ
る
と
み

な
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
こ
れ
を
共
同
し
て
行
な
う
こ
と
が
共

同
実
行
の
事
実
と
し
て
の
実
質
、
す
な
わ
ち
「
行
為
支
配
」
の
客

観
的
要
素
を
形
成
す
る
。

　
以
上
が
過
失
共
同
正
犯
の
基
本
的
構
造
に
つ
い
て
の
構
想
で
あ

る
。
過
失
犯
に
お
け
る
構
成
要
件
の
恩
考
を
基
礎
と
し
て
故
意
犯

と
の
対
比
関
係
に
お
い
て
、
構
成
要
件
の
主
観
的
要
素
・
客
観
的

要
素
に
対
応
す
る
「
行
為
支
配
」
の
主
観
的
・
客
観
的
要
素
を
そ

れ
ぞ
れ
「
過
失
共
働
」
と
過
失
実
行
行
為
の
共
同
実
行
と
に
求
め

る
と
い
う
構
造
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
過
失
犯
の
理
論

の
成
果
と
共
同
正
犯
を
め
ぐ
る
「
行
為
支
配
論
」
の
成
果
と
を
土

台
に
す
る
と
、
ご
く
自
然
に
帰
結
さ
れ
る
結
論
で
あ
る
と
恩
う
。

そ
し
て
、
二
の
よ
う
な
構
想
と
は
直
接
結
び
つ
か
な
い
恩
考
か
ら

出
発
し
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
「
過
失
共
働
の
理
論
」
お
よ

ぴ
犬
塚
説
が
同
様
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

結
論
自
体
の
妥
当
性
に
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら

に
「
行
為
支
配
」
に
基
く
統
一
的
正
犯
概
念
を
確
立
す
る
意
味
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
刎
〕

ら
、
右
の
よ
う
な
構
想
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
わ
た
く
し
は
正
犯
概
念
を
統
一
的
に
基
礎
づ
け
る
実
質
的
契
機

　
　
と
し
て
「
行
為
支
配
」
に
注
目
し
、
正
犯
・
共
犯
を
画
す
る
際
に

　
　
「
行
為
支
配
」
の
有
無
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え

　
　
て
い
る
（
「
行
為
支
配
論
」
）
。
な
お
、
拙
稿
「
『
行
為
支
配
論
』
の
構

　
　
造
と
展
開
」
（
一
橋
犬
挙
研
究
年
報
「
法
学
研
究
」
掲
載
予
定
）
に

　
　
お
い
て
「
行
為
支
配
」
一
般
に
つ
い
て
論
じ
た
b

　
（
2
）
　
中
山
研
一
、
『
刑
法
解
釈
挙
の
基
本
問
題
　
第
二
分
冊
』
（
一
九

　
　
七
三
）
、
＝
：
頁
で
は
、
狭
義
の
共
犯
と
共
同
正
犯
と
を
混
同
し

　
　
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
o

　
（
3
）
　
犬
野
平
吉
、
「
共
同
正
犯
論
の
周
辺
」
、
ロ
ー
・
ス
ク
ー
ル
四
八
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号
一
一
頁
参
照
。

（
4
）
　
主
観
主
義
の
「
行
為
共
同
説
」
が
、
社
会
的
事
実
と
し
て
の
共

　
同
現
象
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
構
成
要
件
論
か
ら
は
妥
当
で
な
い
よ

　
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
大
野
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
5
）
　
過
失
共
同
正
犯
否
定
論
（
も
ち
ろ
ん
肯
定
論
に
つ
い
て
も
）
の

　
主
張
に
つ
い
て
は
、
既
に
内
田
文
昭
教
授
に
よ
る
一
連
の
重
要
な
研

　
究
（
特
に
『
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
』
（
一
九
七
三
）
参

　
照
）
に
お
い
て
詳
紬
に
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
わ
た
く
し
の
議
論

　
も
当
然
な
が
ら
そ
の
成
果
に
多
く
を
負
う
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

　
こ
二
で
否
定
論
の
論
拠
に
関
し
て
深
入
り
す
る
こ
と
は
避
け
て
、
後

　
の
議
論
の
前
提
と
な
る
若
干
の
問
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。

（
6
）
　
団
藤
重
光
、
『
刑
法
綱
要
総
論
（
改
訂
版
）
』
（
一
九
七
九
）
、
三

　
六
七
員
に
お
け
る
、
過
失
共
同
正
犯
が
理
論
的
に
は
考
え
ら
れ
る
と

　
し
て
も
現
行
法
の
趣
旨
に
合
致
し
な
い
と
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、

　
や
は
り
本
来
正
犯
で
あ
る
共
同
正
犯
と
狭
義
の
正
犯
と
の
相
違
か
ら

　
考
え
て
、
現
行
法
が
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な

　
い
と
思
わ
れ
る
。
内
田
、
前
掲
書
を
参
照
。

（
7
）
　
行
為
共
同
説
の
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論
は
、
そ
れ
が
主
観
説
的

　
な
恩
考
を
基
礎
に
し
つ
つ
構
成
要
件
評
個
を
経
な
い
自
然
的
行
為
の

　
共
同
を
も
っ
て
共
同
正
犯
の
共
同
実
行
で
あ
る
と
考
え
み
点
に
お
い

　
て
、
妥
当
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
自
然
的
行
為
で
は
な
く

　
構
成
要
件
を
前
提
と
し
て
実
行
行
為
の
共
同
を
も
っ
て
共
同
正
犯
の
・

　
共
同
実
行
で
あ
る
と
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
妥
当
な
考
え
方
で
あ

　
ろ
う
。

　
　
犯
罪
共
同
説
・
行
為
共
同
説
と
い
う
名
称
自
体
が
多
義
的
に
用
い

　
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
既

　
に
語
り
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
私
見
に
近
い
形
で
議
論
を
整
理

　
し
た
も
の
と
し
て
と
り
あ
え
ず
金
沢
文
雄
、
「
犯
罪
共
同
説
か
行
為

　
莱
同
説
か
－
行
為
共
同
説
の
立
場
か
ら
－
」
（
中
義
勝
編
『
諭

　
争
刑
法
』
、
一
六
八
員
以
下
）
を
参
照
。

（
8
）
　
滝
川
幸
辰
、
『
改
訂
犯
罪
論
序
説
』
（
一
九
四
七
）
二
二
六
頁
以

　
下
、
特
に
ニ
ニ
九
員
、
団
藤
、
前
掲
書
、
三
六
七
員
以
下
参
照
。

（
9
）
　
ヴ
晶
ル
ツ
呂
ル
が
過
失
行
為
の
目
的
性
に
つ
い
て
論
じ
た
と
二

　
ろ
が
結
局
こ
う
し
た
考
え
方
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

　
て
は
、
平
野
龍
一
、
『
犯
罪
論
の
諸
問
魑
ω
総
論
』
（
一
九
八
一
）
、

　
九
三
頁
以
下
参
照
。

（
1
0
）
　
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
、
二
人
の
う
ち
一
人
に
は
主
観
的

　
注
意
義
務
違
反
が
認
め
ら
れ
他
方
の
一
人
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な

　
い
と
き
に
は
、
最
終
的
に
共
同
正
犯
と
し
て
の
過
失
犯
は
成
立
せ
ず
、

　
一
方
の
み
に
よ
る
単
独
の
過
失
犯
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
も
っ
と

　
も
実
際
に
は
こ
の
よ
う
な
場
合
は
稀
な
こ
と
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
1
）
　
内
田
、
『
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
』
、
三
九
頁
、
六
六

　
貢
等
を
参
照
。

（
1
2
）
　
「
行
為
支
配
論
」
の
創
始
着
と
目
さ
れ
る
ヴ
＾
ル
ツ
ェ
ル
は
も

　
と
よ
り
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
を
は
じ
め
、
近
時
に
至
る
ま
で
、
過
失
犯
に

　
ば
拡
張
的
正
犯
概
念
が
妥
当
す
る
と
い
う
の
が
通
説
的
で
あ
る
。

　
く
σ
o
－
．
§
㌻
皐
き
s
3
］
〕
雷
］
〕
o
■
蔚
o
－
o
望
量
序
8
巨
一
H
H
．
＞
目
p
一

　
s
s
一
ω
．
遷
一
§
ミ
§
㌻
肉
と
ミ
ぎ
ミ
一
望
墨
庁
8
巨
一
≧
－
o
百
o
目
9
富
『
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（15ア）　過失共同正犯の理論的基礎

　
H
9
卜
中
＞
自
邑
．
一
毫
N
ガ
ω
一
α
N
㎞
｛
1
一
い
竈
“
甘
s
ぎ
・
い
o
“
『
｝
軋
ミ
・
o
、
萬
§
ミ

　
望
量
宇
g
巨
一
昌
・
＞
自
p
一
醐
㎝
塞
R
＜
昌
g
昌
＝
射
o
冒
．
H
o
∴
ミ
ミ
～
－

　
冨
、
恥
弟
o
ミ
b
膏
ミ
ざ
ぎ
H
津
o
鶉
9
固
津
自
自
o
↓
9
巨
巴
一
昌
〇
一
5
ミ
一
吻

　
舳
目
H
ω
一
き
旨
雨
㌻
㌧
o
ぎ
註
§
｝
一
望
冨
津
8
g
一
＞
昌
o
q
o
昌
9
一
－
串
H
9
－
一

　
ε
■
＞
自
舳
。
一
吻
ご
－
■
な
お
、
ロ
ク
シ
ン
は
過
失
犯
に
関
し
て
、
当

　
初
「
義
務
犯
（
勺
ヨ
O
巨
ま
冒
ら
）
」
と
し
て
構
成
し
て
い
た
が
、
後
に

　
は
シ
ュ
ト
ラ
ー
テ
ン
ヴ
ェ
ル
ト
、
ヤ
コ
ブ
ス
、
ド
レ
ー
ア
ら
の
批
判

　
を
容
れ
て
、
通
説
的
見
解
に
肯
定
的
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

　
く
o
盲
－
・
完
o
ミ
｝
き
○
ぎ
ミ
吻
．
H
筆
o
碧
け
顯
津
…
古
H
箒
7
宰
易
9
鼻
篶
旧
1
＞
巨
声

　
6
α
N
ω
ω
・
㎞
§
－
雪
N
p
；
〇
十
＞
冒
o
’
6
o
o
♪
ω
．
ひ
s
〔

（
H
）
　
「
潜
在
的
行
為
支
配
」
（
勺
O
け
O
＝
幕
昌
O
↓
葭
；
雪
冨
〇
一
一
嘗
津
）
。
く
O
q
－

　
§
・
、
、
§
，
3
婁
一
．
き
ミ
ω
“
邑
§
一
員
≧
雪
目
彗
雪
崖
；
一
9

　
＞
自
O
1
－
ω
一
～
－
山
■

（
μ
）
　
内
田
、
『
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
』
、
『
過
失
と
共
犯
』

　
（
総
合
判
例
研
究
叢
奮
、
刑
法
o
⑤
）
（
一
九
六
五
）

（
1
5
）
　
大
塚
仁
、
『
刑
法
概
説
総
論
（
改
訂
版
）
』
、
（
一
九
八
七
）
、
二

　
五
二
頁
以
下
。
な
お
、
福
田
平
・
大
塚
仁
、
『
刑
法
総
論
1
』
（
犬
挙

　
叢
書
）
、
（
一
九
七
九
）
、
三
八
○
員
以
下
も
参
照
。

（
κ
）
　
内
田
、
『
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
』
、
六
一
員
。

（
〃
）
　
大
塚
、
前
掲
薔
、
二
五
三
、
二
五
四
頁
。

（
1
8
）
　
以
下
の
「
行
為
支
配
」
一
般
に
つ
い
て
は
肉
o
ぎ
ぎ
Q
§
ク

　
H
澤
睾
蜆
o
茅
津
…
旦
↓
串
亭
宰
冨
o
ま
｝
戸
十
＞
昌
二
筍
o
o
企
を
参
照
。

　
な
お
拙
稿
「
『
行
為
支
配
論
』
の
構
造
と
展
開
」
（
前
掲
注
一
）
で
私

　
見
を
述
ぺ
た
。

（
1
9
）
　
ロ
ク
シ
ン
の
「
本
質
的
機
能
」
と
い
う
用
謡
は
そ
れ
自
体
適
切

　
に
共
同
正
犯
の
正
犯
性
を
指
示
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
上
に
述
ぺ

　
た
よ
う
な
正
犯
範
囲
の
拡
犬
傾
向
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
誤
解
を

　
招
き
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
機
能
」
を
「
事
実
的
寄
与
」

　
と
い
う
実
体
的
．
客
観
的
因
子
に
よ
っ
て
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
の

　
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
共
同
的
」
と
い
う
用
語
は
「
機
能
」
以
上
に

　
抽
象
的
で
あ
る
。
た
だ
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
が
あ

　
く
ま
で
単
独
正
犯
に
お
け
る
「
行
為
支
配
」
を
基
礎
と
し
た
上
で

　
「
共
同
」
と
い
う
契
機
に
よ
。
て
修
正
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
■
う

　
こ
と
、
「
機
能
」
の
観
点
か
ら
「
共
同
」
の
実
質
を
判
断
す
る
こ
と

　
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
意
味
で
あ
る
。

　
な
お
§
ミ
、
畠
§
．
婁
這
．
§
ミ
ω
冨
｛
曇
員
≧
。
目
彗
。
一
冒
H
邑

　
“
α
・
＞
邑
；
ω
．
豊
ミ
ー
参
照
。

（
2
0
）
　
な
お
、
「
事
実
的
寄
与
」
と
い
う
の
は
、
一
般
に
今
目
の
西
ド

　
。
イ
ツ
の
文
献
に
い
わ
れ
て
い
る
〉
H
算
σ
9
斤
量
口
貝
〈
を
念
頭
に
置
い
た

　
観
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
〉
↓
牡
〈
が
「
行
為
H
回
彗
2
昌
σ
目
」
と

　
は
異
な
る
「
事
実
”
H
き
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

　
な
い
。
（
こ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
、
し
ぱ
し
ぱ
「
犯
罪
的
事

　
象
に
対
す
る
支
配
」
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
。
）

（
2
1
）
　
内
田
、
前
掲
魯
、
特
に
五
買
以
下
参
照
。

（
2
2
）
　
「
行
為
支
配
」
の
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素
に
つ
い
て
は

　
ミ
昌
ミ
、
竈
。
￥
．
o
｝
明
、
耐
』
．
N
o
ま
望
冨
h
冨
g
員
＞
＝
o
口
①
昌
9
冨
『
H
邑
“
α
．

　
＞
畠
’
ω
．
昌
o
ミ
ー
参
照
。

（
2
3
）
　
「
行
為
支
配
諭
」
の
も
つ
総
合
的
・
実
質
的
な
考
え
方
を
、
不
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法
構
成
要
件
段
階
に
お
け
る
間
題
と
し
て
目
的
論
的
な
実
質
的
恩
考

　
か
ら
過
失
共
同
正
犯
を
承
認
す
る
シ
＾
ミ
ト
ホ
イ
ザ
ー
の
過
失
共
同

　
正
犯
論
と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
出
発
点
は
異
な
る

　
が
、
恩
考
の
図
式
に
は
私
見
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
恩
わ
れ

る
。
く
。
竈
一
．
婁
§
§
婁
き
睾
・
㌻
ミ
ト
等
良
、
。
。
一
、
；
后
。
昌
。
一
、
。
、

　
H
o
ξ
2
目
a
o
旨
σ
昌
貝
N
－
＞
o
声
二
δ
o
o
ナ
昌
言
o
o

（
2
4
）
　
議
諭
が
勢
い
抽
象
的
に
な
っ
た
の
で
、
よ
く
あ
る
例
を
挙
げ
て

　
問
題
の
所
在
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
甲
と
乙
と
が
一
緒
に
森
に
狩
り

　
に
出
か
け
だ
と
す
る
。
森
の
中
で
、
一
人
の
打
っ
た
銃
の
弾
丸
が
、

　
た
ま
た
ま
そ
の
付
近
に
来
て
い
た
丙
に
誤
つ
て
命
中
し
、
丙
が
死
亡

　
し
た
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
甲
と
乙
と
は
確
か
に
共
同
し
て
狩
り
を
行
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て

　
も
ち
ろ
ん
、
狩
り
を
共
同
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
築
合
的
に
双
方
の

　
射
撃
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
過
失
致
死
と
い
う
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
は
、
漠
然

　
と
「
不
注
意
に
狩
り
を
す
る
」
こ
と
で
は
な
く
一
定
の
対
象
に
向
っ

　
て
「
不
注
意
に
銃
を
撃
つ
」
こ
と
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
甲
な
い
し

　
乙
の
撃
っ
た
弾
丸
が
丙
に
当
た
っ
た
そ
の
射
撃
行
為
を
評
価
し
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
当
該
の
射
撃
行
為
を
甲

乙
が
共
同
し
て
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
狩
り
」
の

よ
う
な
不
定
形
的
な
、
多
く
の
行
為
を
包
括
す
る
行
動
を
共
同
し
て

も
、
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
過
失
の
共
働
と
し
て
の
実
質
を
有
す

る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
両
者
は
、
当
該
の
過
失

致
死
と
い
う
犯
罪
的
事
象
を
自
ら
の
寄
与
に
よ
っ
て
左
右
（
支
配
）

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
甲
・
乙
が
屋
根
か
ら
瓦
を
外
す
作
業
を
共
同
し
て
行

な
っ
て
い
る
際
に
、
無
造
作
に
屋
根
の
上
に
置
い
て
あ
っ
た
瓦
の
束

が
落
ち
て
、
下
に
い
た
丙
に
当
た
っ
て
丙
が
死
亡
し
た
場
含
は
ど
う

か
。
も
ち
ろ
ん
具
体
的
な
場
合
に
よ
る
が
、
過
失
が
両
者
に
存
在
す

る
以
上
は
、
こ
の
場
合
は
過
失
共
同
正
犯
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
狩

り
」
の
場
合
に
く
ら
ぺ
て
「
瓦
を
外
す
」
作
業
は
、
具
体
的
な
行
為

を
両
者
が
認
識
し
、
こ
れ
を
自
ら
の
寄
与
に
よ
っ
て
支
配
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
甲
が
瓦
を
無
造
作
に
置
い
た
の
で
あ
o

て
も
、
乙
が
そ
う
し
た
の
で
あ
っ
て
も
、
両
者
が
正
犯
と
し
て
の
責

任
を
負
う
二
と
に
な
る
。
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一
橘
犬
学
尊
任
講
師
）
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