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過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
つ
い
て
の
一
考
察

'JO

甘

刺

航
　
　
司

l
　
は
じ
め
に

(
一
)
　
現
行
刑
法
は
'
六
十
条
で
　
｢
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を

実
行
し
た
者
は
'
す
べ
て
正
犯
と
す
る
｣
と
し
て
､
共
同
正
犯
に
つ

い
て
規
定
す
る
｡
刑
法
各
別
に
定
め
ら
れ
た
犯
罪
類
型
は
'
原
則
と

し
て
単
独
犯
を
前
提
に
規
定
し
て
い
る
た
め
へ
　
(
間
接
正
犯
が
成
立

す
る
と
い
っ
た
場
合
を
除
い
て
)
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負

わ
な
い
｡
そ
こ
で
､
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ
る
に
は
､

｢
処
罰
を
拡
張
す
る
｣
　
必
要
が
あ
り
､
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
が
い

(
-
)

わ
ゆ
る
六
十
条
以
下
の
　
｢
共
犯
規
定
｣
　
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
以
上
の

よ
う
に
処
罰
を
拡
張
し
な
が
ら
も
へ
　
な
お
関
与
者
を
｢
正
犯
｣
と
し

て
罰
す
る
も
の
が
共
同
正
犯
で
あ
る
｡

(
二
)
　
で
は
へ
　
こ
の
と
き
､
過
失
致
死
傷
罪
や
失
火
罪
と
い
っ
た

過
失
犯
の
場
合
に
も
刑
法
六
十
条
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
ろ
う
か
｡
つ
ま
り
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
あ
り
う
る
の
か
へ
　
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
確
か
に
へ
　
刑
法
六
十
条
の
文
言
上
は
へ
　
そ
の
成

(
2
)

立
を
故
意
に
限
定
し
て
い
な
い
｡
そ
の
た
め
へ
　
過
失
犯
の
場
合
も
十

分
あ
り
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
実
際
に
'
日
本
の
判
例
は
'
(
戟

(
3
)

前
に
お
い
て
は
否
定
し
て
き
た
の
に
対
し
)
戦
後
に
お
い
て
は
過
失

l
･
-
I

犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
て
き
た
｡
そ
し
て
､
日
本
で
は
学
説
上
も
肯

(
5
)

定
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
｡
だ
と
す
る
と
へ
　
過
失
犯
の
共
同
正

犯
を
肯
定
す
る
こ
と
に
は
特
に
問
題
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
と
こ

ろ
が
へ
　
ド
イ
ツ
に
目
を
転
じ
る
と
'
判
例
･
通
説
共
に
否
定
説
に

(
6
)

立
っ
て
い
る
｡
そ
う
す
る
と
へ
　
こ
こ
で
は
'
肯
定
説
の
論
理
は
説
得

的
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
す
る
余
地
が
出
て
く
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
へ
肯
定
説
に
よ
る
と
､
ど
の
よ
う
な
場
合
に
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過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
-
る
｡

そ
こ
で
へ
　
以
下
こ
の
よ
う
な
問
題
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
｡

二
　
日
本
の
肯
定
説
と
そ
の
問
題
点

日
本
に
お
い
て
は
'
行
為
共
同
説
に
依
拠
す
る
肯
定
説
と
も
　
目
的

的
行
為
論
に
依
拠
す
る
肯
定
説
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
へ
　
そ
の
二
つ
の

(
7
)

議
論
を
扱
う
｡

(
一
)
　
ま
ず
へ
行
為
共
同
説
に
よ
る
も
の
が
あ
る
｡
こ
の
見
解
は
､

共
犯
と
は
'
犯
罪
を
共
同
す
る
　
(
-
｢
犯
罪
共
同
説
｣
)
　
の
か
､
そ

れ
と
も
へ
　
行
為
を
共
同
す
る
　
(
-
｢
行
為
共
同
説
｣
)
　
の
か
と
い
う

so:

対
立
枠
組
み
を
呈
示
す
る
｡
そ
し
て
､
行
為
共
同
説
を
採
用
す
る
以

上
､
｢
数
人
が
共
同
し
て
一
定
の
　
〔
過
失
〕
　
行
為
に
出
で
た
る
場
合

(
9
)

に
於
て
､
其
の
数
人
は
過
失
犯
の
共
同
正
犯
た
る
こ
と
を
得
べ
し
｣

と
す
る
｡
つ
ま
り
'
共
同
正
犯
と
は
行
為
を
共
同
す
る
も
の
で
あ
る

(S)

か
ら
へ
　
そ
の
よ
う
な
も
の
は
故
意
で
も
過
失
で
も
可
能
で
あ
る
t
　
と

い
う
の
で
あ
る
｡

し
か
し
'
こ
の
よ
う
な
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
｡
ま
ず
へ
仮
に
へ

過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
も
の
を
肯
定
す
る
と
い
う
立
場
を
採
用

す
る
場
合
を
考
え
て
み
る
｡
確
か
に
へ
　
こ
こ
で
は
､
｢
事
前
に
｣
　
そ

れ
自
体
が
可
罰
的
評
価
を
得
る
よ
う
な
｢
犯
罪
｣
　
の
共
同
が
認
め
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
た
め
へ
　
｢
行
為
共
同
説
｣
　
と
い
う
立
場

を
採
用
し
な
け
れ
ば
'
肯
定
説
に
立
つ
こ
と
は
､
困
難
で
あ
る
よ
う

a
)

に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
だ
か
ら
と
い
っ
て
行
為
共
同
説
を
採
用
す

る
以
上
､
肯
定
説
に
立
つ
と
ま
で
は
い
え
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
と
い

う
の
も
､
同
説
に
は
バ
-
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
'
私
に
は
'
平
野

龍
一
が
述
べ
る
よ
う
に
｢
本
来
の
行
為
共
同
説
と
は
'
犯
罪
行
為
の

全
部
に
わ
た
っ
て
共
同
で
あ
る
必
要
は
な
-
へ
　
そ
の
1
部
の
共
同
で

(
2
0

も
よ
い
と
す
る
見
解
｣
　
に
過
ぎ
な
い
と
思
え
る
｡
そ
の
た
め
へ
　
行
為

共
同
説
に
立
ち
つ
つ
､
｢
〔
六
十
条
〕
　
の
　
『
二
人
以
上
共
同
し
て
』
は
'

特
別
の
規
定
が
な
い
以
上
『
故
意
に
二
人
以
上
共
同
し
て
』
と
い
う

(
2
)

意
味
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
　
〔
る
〕
｣
と
い
っ
た
理
解
も
可
能
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
二
)
　
次
に
あ
げ
る
も
の
は
'
目
的
的
行
為
論
に
よ
る
'
過
失
犯

に
お
け
る
意
識
的
要
素
に
着
目
す
る
見
解
で
あ
る
｡
こ
れ
は
へ
　
例
え

ば
　
｢
過
失
犯
の
実
行
行
為
は
-
不
注
意
な
目
的
的
行
為
の
遂
行
で
あ

る
｡
こ
の
　
(
構
成
要
件
的
に
重
要
で
は
な
い
結
果
に
向
け
ら
れ
た
)

目
的
的
行
為
に
つ
い
て
の
意
思
の
連
絡
が
あ
れ
ば
'
実
行
行
為
を
共

(
3
)

同
に
す
る
意
思
｣
　
を
肯
定
で
き
る
｡
な
い
し
は
へ
　
｢
過
失
犯
の
本
質

的
要
素
を
含
む
と
こ
ろ
の
意
識
的
な
行
為
の
部
分
を
基
礎
と
し
て
､

0

3

)

過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
論
じ
る
｣
と
さ
れ
る
｡

23
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こ
の
よ
う
な
立
場
に
対
し
て
は
､
目
的
的
行
為
論
と
は
､
そ
も
そ

も
過
失
犯
に
お
け
る
共
犯
現
象
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る

(S)

と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
る
｡
確
か
に
､
同
理
論
の
提
唱
者
の
見
解
は

･｢､

そ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
目
的
的
行
為
論
者
の
採
用
す
る
過
失
犯
の

理
解
が
問
題
で
あ
る
の
は
'
｢
意
識
的
な
｣
　
要
素
に
着
目
し
た
こ
と

に
あ
る
｡
例
え
ば
'
運
転
し
て
い
る
最
中
に
眠
気
が
襲
っ
て
き
た
が
'

運
転
を
継
続
し
た
｡
そ
の
た
め
､
運
転
中
に
眠
っ
て
し
ま
い
､
歩
行

者
を
負
傷
さ
せ
た
と
い
う
場
合
を
考
え
て
み
る
｡
こ
の
と
き
へ
眠
っ

て
し
ま
う
こ
と
自
体
は
'
｢
意
識
的
｣
　
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
だ
か

ら
と
い
っ
て
過
失
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で

あ
る
｡
確
か
に
､
認
識
あ
る
過
失
の
典
型
的
な
事
例
を
想
定
す
る
な

ら
ば
へ
　
｢
意
識
的
な
｣
　
要
素
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
｡
し
か
し
､
そ
の
よ
う
な
も
の
が
過
失
犯
の
類
型
の
大
部
分
を
占

め
る
わ
け
で
は
な
-
へ
　
こ
の
見
解
に
よ
る
過
失
犯
の
理
解
は
､
過
失

(
2
1

犯
の
本
質
に
即
し
た
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
更
に
へ
意
識
的
な

部
分
に
お
い
て
は
共
同
が
可
能
で
あ
る
へ
　
と
す
る
の
も
問
題
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
見
解
が
､
意
識
的
な
部
分
の
共
同
と
い
う

こ
と
に
言
及
し
て
肯
定
説
を
論
じ
る
と
き
'
実
は
へ
意
識
し
て
い
な

(
2
)

い
部
分
に
お
い
て
は
共
同
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
｡
と
す
る

と
へ
意
識
的
な
部
分
の
共
同
､
つ
ま
り
へ
　
そ
の
認
識
(
日
故
意
)
　
に

対
応
す
る
抽
象
的
危
険
犯
を
共
同
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
　
　
以

し
て
も
､
更
に
､
過
失
｢
結
果
｣
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
｡

(
三
)
　
以
上
あ
げ
た
二
つ
の
肯
定
説
に
は
問
題
が
あ
る
｡
も
ち
ろ

ん
､
今
述
べ
た
二
つ
の
考
え
は
'
肯
定
説
の
一
部
に
過
ぎ
な
い
｡
だ

が
'
そ
の
他
の
肯
定
説
も
'
例
え
ば
'
共
同
正
犯
の
成
立
に
必
要
な

(ァ)

共
同
実
行
や
意
思
連
絡
は
'
過
失
犯
で
も
あ
り
う
る
と
い
っ
た
か
た

ち
で
'
右
に
挙
げ
た
見
解
と
同
様
に
､
故
意
犯
の
共
同
正
犯
と
の
パ

(S)

ラ
レ
ル
な
構
造
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
よ
う
な

議
論
も
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
患
わ
れ
る
｡
実
は
へ
今

ま
で
挙
げ
た
よ
う
な
肯
定
説
の
問
題
点
は
'
次
に
述
べ
る
ド
イ
ツ
の

否
定
説
が
明
確
に
指
摘
す
る
の
で
あ
る
｡

三
　
ド
イ
ツ
の
否
定
説

ド
イ
ツ
の
通
説
は
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
｡
こ
こ
で

は
へ
　
そ
の
議
論
を
扱
う
｡

(
一
)
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
否
定
説
と
し
て
は
､
代
表
的
な
も
の
と

し
て
は
う
　
リ
ス
ト
と
M
･
E
･
マ
イ
ヤ
ー
の
議
論
が
あ
る
｡
-
ス
ト

は
､
共
同
正
犯
に
は
'
｢
残
余
の
共
同
正
犯
者
と
の
'
共
働
(
Z
u
s
a
m
･

m
e
n
w
i
r
k
e
n
)
　
の
認
識
｣
　
が
必
要
で
あ
り
､
こ
の
よ
う
な
共
働
の
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認
識
が
な
い
な
ら
ば
､
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い
､
と
す
る
｡
そ
し

て
へ
複
数
の
人
間
が
結
果
惹
起
に
つ
い
て
､
意
識
な
く
共
働
し
た
場

合
へ
つ
ま
り
過
失
の
共
同
(
M
i
t
w
i
r
k
s
a
m
k
e
i
t
)
に
つ
い
て
言
及

す
る
｡
具
体
例
と
し
て
は
｢
複
数
の
建
築
作
業
員
が
共
同
し
て
､
一

つ
の
木
材
を
-
建
物
の
足
場
か
ら
'
通
行
人
に
警
告
せ
ず
に
投
げ
下

ろ
し
た
と
こ
ろ
､
彼
ら
の
不
注
意
な
振
舞
い
に
よ
り
あ
る
者
を
死
に

至
ら
し
め
た
｣
と
い
う
場
合
を
挙
げ
へ
こ
の
と
き
は
同
時
犯
が
成
立

(
S
サ

す
る
に
す
ぎ
な
い
'
と
い
う
｡
そ
し
て
､
マ
イ
ヤ
ー
は
､
次
の
よ
う

に
述
べ
る
｡
確
か
に
､
過
失
的
共
働
に
お
い
て
も
､
何
か
を
一
緒
に

企
て
る
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
を
想
定
す
る
こ
と
は

で
き
る
｡
｢
し
か
し
'
過
失
的
共
働
に
お
い
て
は
'
結
果
を
共
同
で

惹
起
す
る
と
い
う
'
部
分
行
為
(
T
e
i
l
a
k
t
)
を
統
合
す
る
決
意
と

は
結
び
つ
か
な
い
｣
｡
そ
の
た
め
へ
共
同
正
犯
は
故
意
を
前
提
と
す

1
'
・
-
1
'

る
､
と
い
う
｡

以
上
の
二
つ
の
見
解
は
'
過
失
に
お
い
て
は
､
関
与
者
ら
が
結
果

に
向
け
て
何
ら
か
の
｢
共
同
(
共
働
)
｣
を
す
る
わ
け
で
は
な
い
以

上
へ
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
'
共
同
正
犯
規
定
の
想
定
す
る
も
の
と

し
て
は
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､

否
定
説
は
'
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
､
｢
意
識
的
か
つ
意
欲
的
な
共

(
3
)

働
｣
が
必
要
で
あ
る
が
'
過
失
犯
に
お
い
て
は
そ
れ
が
な
い
う
と
い

う
議
論
を
呈
示
す
る
こ
と
が
多
い
｡
つ
ま
り
'
否
定
説
は
'
各
自
の

行
為
を
　
(
共
同
正
犯
と
し
て
の
)
全
体
の
行
為
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
け
の
､
結
果
に
向
け
ら
れ
た
　
｢
意
識
的
か
つ
意
欲
的
な
共
働
｣

が
'
共
同
正
犯
成
立
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
へ
　
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
｡
確
か
に
へ
　
故
意
犯
に
お
い
て
は
､
｢
事
前
に
｣
　
犯
罪
で
あ
る
こ

と
が
明
確
で
あ
る
以
上
へ
故
意
犯
を
共
同
し
て
実
現
す
る
場
合
に
各

自
に
　
｢
一
部
実
行
の
全
部
責
任
｣
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
過
大
な
刑
事

的
介
入
と
は
い
え
な
い
｡
対
し
'
結
果
を
実
現
す
る
意
図
の
な
い
過

失
犯
に
お
い
て
は
､
否
定
説
が
述
べ
る
よ
う
に
､
全
体
を
帰
責
す
る

こ
と
が
妥
当
で
は
な
い
t
　
と
い
う
こ
と
は
一
貫
し
て
い
る
｡

(
二
)
　
そ
し
て
､
こ
こ
に
へ
　
実
は
先
ほ
ど
の
日
本
の
肯
定
説
の
問

題
点
が
出
て
-
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
た
と
え
過
失
犯
に
お
い
て
'

行
為
の
共
同
が
あ
る
と
し
て
も
､
ま
た
へ
　
｢
意
識
的
な
共
同
(
共

働
)
｣
　
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
う
　
更
に
は
､
何
ら
か
の
根
拠
に
基

づ
い
て
故
意
犯
の
共
同
正
犯
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
構
造
が
存
在
す
る
と

し
て
も
'
そ
れ
ら
が
あ
く
ま
で
も
結
果
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

い
以
上
へ
　
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
否
定
説
に
対
す
る
適
切

な
反
論
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
言
い
換
え
る
と
'
単
な
る
水
掛

け
論
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
'
肯
定
説
と
し
て
は
'

否
定
説
の
論
拠
を
明
確
に
退
け
る
議
論
を
呈
示
す
る
必
要
が
で
て
-
　
2
5
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る
の
で
あ
る
｡

な
お
付
言
す
る
と
､
先
ほ
ど
の
日
本
の
肯
定
説
に
お
い
て
は
'
目

的
的
行
為
論
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
｡
し
か
し
'
ド
イ
ツ

(
8
)

に
お
い
て
は
､
同
理
論
か
ら
は
否
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
た

め
へ
　
同
説
の
採
用
が
肯
定
説
の
有
利
な
論
拠
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で

-
｣
・
蝣
〇
°

四
　
ド
イ
ツ
の
肯
定
説
　
-
　
事
実
的
な
肯
定
説
　
-

ド
イ
ツ
の
肯
定
説
に
は
'
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ
る
｡
一
つ
は
､

故
意
犯
の
共
同
正
犯
と
の
パ
ラ
レ
ル
な
構
造
を
指
摘
す
る
説
で
あ
る
｡

こ
れ
は
へ
　
｢
事
実
的
な
｣
　
肯
定
説
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
へ
　
も
う
一
つ
は
､
故
意
犯
の
共
同
正
犯
と
の
構
造
上
の
差
異
に
着

目
す
る
説
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
｢
規
範
的
な
｣
　
肯
定
説
と
い
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
'
ま
ず
前
者
を
扱
う
｡

(
こ
事
実
的
な
肯
定
説
と
し
て
は
'
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
､

フ
ラ
ン
ク
と
メ
ツ
ガ
I
の
議
論
が
あ
る
｡
フ
ラ
ン
ク
は
'
故
意
行
為

と
過
失
行
為
そ
れ
ぞ
れ
の
属
す
る
責
任
内
容
に
応
じ
て
共
同
正
犯
が

あ
る
へ
　
と
す
る
｡
通
説
は
､
過
失
行
為
に
お
い
て
は
　
｢
相
互
了
解

(
E
i
n
v
e
r
s
t
a
n
d
n
i
s
)
｣
が
存
在
し
な
い
と
し
て
共
同
正
犯
を
否
定

す
る
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
正
し
く
な
い
､
と
い
う
｡
｢
と
い
う
の
も
'

相
互
了
解
は
'
必
ず
し
も
特
定
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
惹
起
　
〔
行

為
〕
　
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｣
｡
そ

し
て
へ
　
共
同
正
犯
と
は
'
そ
れ
ぞ
れ
が
構
成
要
件
該
当
行
為
を
為
す

と
い
う
方
法
で
'
複
数
人
が
　
｢
相
互
了
解
に
よ
っ
て
有
責
な
共
働
を

(
2
6
)

す
る
こ
と
｣
と
定
義
で
き
る
へ
　
と
す
る
｡
メ
ツ
ガ
I
も
同
様
の
議
論

を
呈
示
す
る
｡
ま
ず
へ
　
過
失
犯
に
お
い
て
は
'
最
終
結
果
を
意
図
し

た
も
の
で
は
な
い
以
上
へ
相
互
了
解
は
'
完
全
な
行
為
に
関
連
す
る

も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
'
例
え
ば
'
不
注
意
に
木
材
を
投
下
し
た

と
い
う
事
例
に
お
い
て
は
､
｢
身
体
的
な
　
(
k
o
r
p
e
r
l
i
c
h
)
　
行
為
｣

自
体
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
へ
　
こ
こ
で
は
'
十
分
共
同
し
て
意
欲
さ

(S3

れ
'
実
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
t
　
と
す
る
｡
つ
ま
り
'
過
失
の

領
域
に
お
い
て
も
｢
身
体
的
な
行
為
｣
が
あ
り
へ
　
こ
の
行
為
に
つ
い

て
の
相
互
了
解
は
可
能
で
あ
る
､
と
い
う
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
へ
否
定
説
は
､
過
失
犯
に
お
い
て
は
｢
意
識
的
か
つ
意

欲
的
な
共
働
か
な
い
｣
と
し
て
共
同
正
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
こ
と

が
多
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
は
'
次
の
よ
う
な
反
論
が
肯
定
説
か
ら
な

さ
れ
る
｡
例
え
ば
'
過
失
犯
に
お
い
て
も
て
　
(
結
果
に
向
け
ら
れ
て

は
い
な
い
が
)
意
識
的
か
つ
意
欲
的
な
共
働
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
は

(
-
-
)

あ
る
と
い
っ
た
も
の
や
'
｢
共
働
　
(
Z
u
s
a
m
m
e
n
w
i
r
k
e
n
)
｣
　
と
い

う
言
葉
は
'
そ
も
そ
も
共
に
結
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
意
味

26
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し
て
い
る
の
で
は
な
く
'
一
緒
に
　
(
z
u
s
a
m
m
e
n
)
　
｢
活
動
す
る

(g)

(
w
i
r
k
e
ロ
)
｣
と
い
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
は
ず
で
あ
る
へ
　
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
｡

(
二
)
　
し
か
し
'
以
上
の
よ
う
な
議
論
に
つ
い
て
は
､
す
で
に
述

べ
た
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
過
失
犯
に
お
い

て
も
｢
相
互
了
解
｣
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
も
　
ま
た
へ
過
失
犯
で

も
｢
共
働
｣
が
あ
り
う
る
と
述
べ
て
も
も
　
否
定
説
が
そ
れ
で
は
足
り

な
い
と
し
て
い
る
場
合
で
は
､
説
得
力
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
は
'
故
意
と
過
失
は
責
任
段
階
で
区
別
さ
れ
る
だ
け
で
あ

り
'
共
同
正
犯
は
故
意
か
過
失
か
と
い
う
こ
と
と
は
関
わ
ら
な
い
と

(ァ)

い
う
こ
と
を
強
調
す
る
見
解
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
｡
と
い
う
の
も
､

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
る
目
的
的
行
為
論
の
提
唱
時
ま
で
､
故
意
と
過

(｣)

矢
は
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
､
そ

れ
で
も
へ
　
そ
の
当
時
に
お
い
て
は
否
定
説
が
通
説
で
あ
り
､
三

(
一
)
　
で
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
実
は
へ
　
以
上
の
よ
う
な
肯
定
説
に
は
'
具
体
的
な
適
用

例
に
も
問
題
が
出
て
-
る
余
地
が
あ
る
｡
例
え
ば
､
フ
ラ
ン
ク
の
影

響
下
に
あ
る
エ
ク
ス
ナ
I
は
､
兄
弟
で
あ
る
A
と
B
が
日
没
後
に
二

台
の
自
転
車
に
そ
れ
ぞ
れ
へ
　
A
が
前
で
B
が
後
ろ
と
な
っ
て
'
無
灯

火
で
乗
っ
て
い
た
と
こ
ろ
へ
対
向
し
て
き
た
自
転
車
に
乗
っ
て
い
た

Ⅹ
が
　
(
A
と
B
を
現
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
)
　
B
に
衝

突
し
､
こ
の
こ
と
に
よ
り
X
が
重
傷
を
負
っ
た
と
い
う
説
例
を
挙
げ

る
｡
エ
ク
ス
ナ
-
は
'
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
裁
判
所
は
､
B

を
有
罪
と
L
t
 
A
に
つ
い
て
は
へ
　
因
果
関
係
が
欠
如
す
る
と
い
う
こ

と
か
ら
無
罪
と
し
た
が
､
A
も
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
可
罰
的

と
な
る
は
ず
で
あ
る
t
　
と
い
う
｡
｢
と
い
う
の
も
'
両
者
は
'
危
険

な
走
行
を
　
『
共
同
で
実
行
し
た
』
｣
　
の
で
あ
り
へ
　
両
者
と
も
へ
　
こ
の

共
同
の
行
為
に
つ
い
て
の
全
体
と
し
て
　
(
g
e
s
a
m
t
)
予
見
可
能
な

v
c
o
J

結
果
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
へ
　
と
述
べ
る
｡
し
か
し
､

こ
の
見
解
の
よ
う
に
も
過
失
犯
に
お
い
て
も
危
険
な
行
為
の
共
同

(
及
び
そ
れ
に
対
応
す
る
認
識
)
が
存
在
す
る
と
い
っ
た
理
由
で
'

ひ
と
た
び
共
同
正
犯
を
肯
定
し
て
し
ま
う
と
'
例
え
ば
､
今
の
設
例

を
修
正
し
て
'
無
関
係
な
A
と
B
が
､
た
ま
た
ま
相
前
後
し
て
走
っ

て
い
た
と
い
う
場
合
に
も
成
立
し
て
し
ま
い
､
そ
の
成
立
範
囲
に
限

定
が
な
-
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
出
て
-
る
の
で
あ
る
｡
否
定
説

が
懸
念
す
る
の
も
､
そ
の
よ
う
な
事
態
で
あ
ろ
う
｡

五
　
ド
イ
ツ
の
肯
定
説
　
-
　
規
範
的
な
肯
定
説
　
-

近
時
の
肯
定
説
は
'
否
定
説
の
批
判
萱
受
け
て
､
過
失
犯
の
共
同

正
犯
の
構
造
を
故
意
犯
に
お
け
る
の
と
は
違
っ
た
か
た
ち
で
構
成
す

/
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K
e
n
)

る
｡
こ
こ
で
は
'
そ
の
よ
う
な
議
論
を
扱
う
｡

(
一
)
規
範
的
な
肯
定
説
の
晴
夫
は
'
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
で
あ
る
｡

ロ
ク
シ
ン
は
う
　
従
来
の
議
論
は
'
相
互
了
解
と
い
っ
た
　
｢
故
意
犯
の

共
同
正
犯
の
基
準
を
そ
の
ま
ま
過
失
行
為
に
転
用
す
る
｣
　
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
拘
泥
し
て
き
た
へ
　
と
い
う
｡
し
か
し
'

過
失
の
単
独
犯
に
お
い
て
は
'
結
果
の
表
象
が
欠
け
て
も
よ
い
と
さ

れ
て
い
る
の
に
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
､
何
故
そ
の
よ

う
な
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
の
か
へ
　
と
疑
問
を
呈
す
る
｡
そ
し
て
へ

共
同
正
犯
が
｢
共
同
の
　
(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
)
正
犯
(
T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
)
｣

で
あ
る
以
上
へ
過
失
犯
の
共
同
正
犯
も
'
過
失
犯
の
正
犯
性
を
特
徴

付
け
る
も
の
と
の
み
結
び
つ
-
と
し
へ
　
そ
れ
は
､
｢
決
意
(
E
n
t
-

s
c
h
l
u
B
)
｣
　
で
は
な
-
'
｢
義
務
(
P
f
l
i
c
h
t
)
｣
　
で
あ
る
､
と
い
う
｡

そ
こ
か
ら
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
構
造
は
､
｢
共
同
義
務
の
共
同

(
3
)

侵
害
｣
　
で
あ
る
､
と
す
る
｡
以
上
の
よ
う
に
ロ
ク
シ
ン
は
'
過
失
犯

(
8
)

の
正
犯
性
を
　
｢
義
務
犯
　
(
P
f
l
i
c
h
t
d
e
l
i
k
t
)
｣
　
と
し
て
把
握
し
へ
　
そ

の
よ
う
な
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
共
同
｢
正
犯
｣
が
あ
り
う
る
の
か

と
い
う
議
論
を
展
開
す
る
｡
そ
こ
か
ら
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
導

く
根
拠
は
'
｢
共
同
の
義
務
違
反
性
に
存
す
る
の
で
あ
っ
て
､
意
思

連
絡
と
い
っ
た
も
の
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
｣
と
い
う
｡
具
体
例
と

し
て
は
'
一
人
の
子
供
を
二
人
の
女
性
が
世
話
を
し
て
い
る
場
合
に

お
い
て
へ
　
そ
の
二
人
の
女
性
が
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
へ
　
そ

の
子
供
が
負
傷
し
た
､
と
い
う
場
合
を
挙
げ
る
｡
こ
こ
で
は
､
同
一

の
対
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
義
務
が
あ
る
の
で
あ
り
へ
　
そ
し
て
へ
　
両

者
が
共
に
義
務
違
反
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
へ
　
法
益
侵
害
結
果
が
発

生
す
る
と
い
う
関
係
が
あ
る
.
つ
ま
り
､
こ
こ
で
は
'
一
人
だ
け
が

不
注
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
､
結
果
が
発
生
し
な
い
と
い
う
関
係
が

あ
る
へ
　
と
す
る
｡
そ
し
て
へ
　
こ
の
と
き
､
他
人
の
義
務
違
反
へ
の
予

見
可
能
性
が
な
い
場
合
で
も
な
お
共
同
正
犯
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
｡

何
故
な
ら
へ
　
こ
こ
で
は
､
｢
重
複
し
た
保
証
　
(
d
o
p
p
e
】
t
e
 
S
i
c
h
e
-

1
湘
J

r
u
n
g
)
｣
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
へ
　
と
述
べ
る
｡

(
二
)
　
し
か
し
'
以
上
の
見
解
に
つ
い
て
は
､
予
見
可
能
性
を
不

(fe)

要
と
す
る
の
は
'
責
任
原
理
に
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
L
へ
　
ま
た
､

｢
重
複
し
た
保
証
｣
　
が
　
｢
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ

(S)

る
の
か
は
こ
こ
で
は
明
ら
か
で
は
な
　
〔
い
〕
｣
　
と
い
っ
た
批
判
が
可

能
で
あ
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
更
に
問
題
な
の
は
'
過
失
犯
の
本
質

を
｢
義
務
に
反
す
る
こ
と
｣
と
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
｡
確
か
に
へ
　
通

常
､
過
失
犯
の
行
為
規
範
は
'
注
意
義
務
を
守
る
こ
と
へ
　
と
さ
れ
て

い
る
｡
し
か
し
'
過
失
｢
結
果
｣
犯
の
行
為
規
範
違
反
は
'
義
務
に

反
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
恩
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
'
こ
こ
で
は
そ

も
そ
も
法
益
を
侵
害
･
危
険
に
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず

2β
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で
あ
り
へ
　
そ
れ
と
関
係
の
な
い
　
｢
義
務
に
反
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

(
8
)

る
の
で
は
な
い
｣
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
｡
確
か
に
､
注
意
義
務
を
遵

守
す
る
こ
と
に
よ
り
､
結
果
を
回
避
で
き
る
可
能
性
は
高
ま
る
か
も

し
れ
な
い
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
｢
常
に
｣
　
で
は
な
い
｡
そ
の
た
め
へ

過
失
｢
結
果
｣
犯
の
行
為
規
範
が
'
結
果
を
回
避
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
以
上
､
規
範
内
容
は
'
｢
注
意
を
せ
よ
｣
　
で
は
な
い
は
ず
な

(ァ)

の
で
あ
る
｡

以
上
の
ロ
ク
シ
ン
説
は
'
ロ
ク
シ
ン
自
身
が
否
定
す
る
こ
と
と

(
5
)

な
っ
た
た
め
へ
　
そ
れ
以
上
は
発
展
し
な
か
っ
た
｡
し
か
し
'
従
来
の

肯
定
説
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
り
､
非
常
に
重
要
な
も
の
と

い
っ
て
よ
い
と
患
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
次
に
あ
げ
る
の
は
'
ロ
ク
シ

ン
と
同
様
に
'
故
意
犯
の
正
犯
性
と
過
失
犯
の
正
犯
性
は
異
な
る
と

し
た
う
え
で
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
論
ず
る
オ
ッ
ト
ー
の
見
解
で

あ
る
｡(

三
)
　
オ
ッ
ト
ー
は
､
ま
ず
､
過
失
犯
の
正
犯
性
の
基
準
と
し
て

｢
自
己
答
責
性
｣
　
に
着
目
す
る
｡
こ
れ
は
へ
　
｢
す
べ
て
の
個
人
は
､
原

則
と
し
て
自
ら
の
行
為
に
つ
い
て
答
責
的
な
の
で
あ
っ
て
､
他
人
の

3
師
的

行
為
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
｣
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
考

え
は
'
例
え
ば
'
急
い
で
い
る
乗
客
が
'
タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
に
制

限
速
度
を
超
え
て
走
っ
て
欲
し
い
旨
要
求
し
た
と
こ
ろ
へ
　
そ
れ
に

従
っ
た
タ
ク
シ
ー
運
転
手
が
事
故
を
犯
し
た
場
合
へ
　
ま
た
へ
例
え
ば

ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
に
同
乗
し
た
者
が
､
運
転
し
て
い
る
者
の
無
鉄
砲
な

(
3
)

運
転
に
賛
意
を
示
し
た
と
こ
ろ
へ
運
転
者
が
事
故
を
犯
し
た
場
合
を

考
え
る
と
明
白
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
へ
乗
客
及
び
同
乗
者
は
'
過
失

犯
の
責
任
を
負
う
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
｡
と
い
う

の
も
'
こ
こ
で
結
果
を
惹
起
し
た
の
は
'
あ
-
ま
で
も
運
転
を
し
て

い
る
者
で
あ
り
へ
　
そ
の
者
が
過
失
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
､

乗
客
及
び
同
乗
者
は
'
過
失
に
よ
る
教
唆
･
軒
助
に
過
ぎ
ず
､
そ
の

(
3
3

よ
う
な
者
は
処
罰
さ
れ
な
い
以
上
､
不
可
罰
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
｡
こ
こ
で
確
認
さ
れ
て
い
る
の
ほ
う
　
刑
法
と
い
う
も
の
が
'
基

本
的
に
自
分
の
為
し
た
こ
と
に
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
t
　
と
い
う

こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
へ
　
こ
の
よ
う
な
原
則
が
'
過
失
犯
で
も
成
り

立
つ
｡
今
述
べ
た
オ
ッ
ト
ー
の
基
本
的
な
考
え
は
､
そ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
よ
う
な
基
準
を
確
認
し
た
上
で
'
オ
ッ

ト
ー
は
､
次
の
よ
う
な
議
論
を
呈
示
す
る
｡

過
失
犯
の
共
同
正
犯
は
､
過
失
犯
の
正
犯
性
を
構
成
す
る
よ
う
な

基
準
に
よ
る
'
と
い
う
｡
ま
ず
へ
　
過
失
作
為
犯
に
お
け
る
正
犯
性
基

準
は
､
危
険
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
　
(
B
e
g
r
i
i
n
d
u
n
g
)
又
は
高
め
る

こ
と
　
(
E
r
h
o
h
u
n
g
)
　
に
よ
っ
て
へ
法
益
侵
害
を
現
実
化
し
た
こ
と

で
あ
る
｡
そ
し
て
､
｢
共
同
で
危
険
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
又
は
高
め

29
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る
こ
と
｣
　
に
よ
っ
て
､
法
益
侵
害
を
現
実
化
し
た
場
合
､
過
失
犯
の

共
同
正
犯
が
成
立
す
る
｡
な
お
へ
　
こ
の
と
き
関
与
者
に
お
い
て
､
危

険
が
実
現
す
る
こ
と
の
予
見
可
能
性
が
必
要
で
あ
る
へ
　
と
す
る
｡
以

上
を
ま
と
め
る
と
'
関
与
者
ら
が
'
｢
意
識
的
で
分
業
的
な
他
者
と

の
共
働
の
な
か
で
危
険
を
基
礎
づ
け
た
又
は
高
め
た
｣
場
合
に
へ
　
そ

の
危
険
が
予
見
可
能
な
か
た
ち
で
結
果
に
現
実
化
さ
れ
た
と
き
へ
　
結

(
4
5
)

異
に
対
し
て
共
に
答
量
的
で
あ
る
｡
以
上
の
よ
う
に
'
オ
ッ
ト
ー
は
'

過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
へ
不
作
為
犯

に
お
い
て
も
同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
｡

と
こ
ろ
が
､
不
作
為
領
域
に
お
い
て
は
､
関
与
者
問
に
お
い
て
'

す
で
に
存
在
す
る
危
険
を
防
止
し
た
り
'
回
避
し
な
い
こ
と
の
共
同

の
　
(
意
思
の
)
一
致
と
い
う
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
｢
事

実
的
な
要
素
｣
を
放
棄
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
特
定

の
危
険
の
防
止
又
は
低
下
に
つ
い
て
の
　
｢
共
同
の
法
的
な
答
責
性
｣(S)

と
い
う
も
の
を
設
定
す
る
と
き
へ
全
く
規
範
的
な
歩
み
が
な
さ
れ
る
､

と
い
う
の
で
あ
る
｡
で
は
'
そ
の
よ
う
な
｢
全
く
規
範
的
な
｣
肯
定

説
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
オ
ッ
ト
ー
は
､

次
の
よ
う
な
事
例
を
呈
示
す
る
｡
そ
れ
は
､
劇
場
の
支
配
人
D
は
､

防
火
装
置
を
水
で
満
た
す
こ
と
の
責
任
を
負
っ
て
い
た
｡
そ
し
て
､

消
防
士
F
は
､
そ
の
劇
場
で
火
事
が
起
こ
っ
た
場
合
へ
　
そ
れ
に
対
応

す
る
と
い
う
任
務
を
負
っ
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
へ
　
そ
の
劇
場
で
火
災

が
発
生
し
た
と
き
､
F
は
酔
っ
払
っ
て
い
た
た
め
､
消
火
作
業
が
で

き
ず
'
そ
の
た
め
Ⅹ
が
死
亡
し
た
｡
し
か
し
'
後
で
判
明
し
た
こ
と

で
あ
る
が
､
そ
の
日
は
そ
の
防
火
装
置
に
水
が
満
た
さ
れ
て
お
ら
ず
へ

(
r
･
1
/

い
ず
れ
に
せ
よ
消
火
は
で
き
な
か
っ
た
t
　
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
事
例
に
お
い
て
は
'
各
自
の
行
為
と
結
果
と
の
間
の
因
果
関

係
は
肯
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
'
自
分
が
適

切
な
行
為
を
し
た
と
し
て
も
て
　
い
ず
れ
に
せ
よ
　
(
他
者
の
不
適
切
な

行
為
に
よ
っ
て
)
結
果
が
発
生
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
す
る
と
へ

不
可
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
'
オ
ッ
ト
ー
は
､
両
者
に
は

明
確
な
取
り
決
め
は
な
い
'
つ
ま
り
事
実
的
な
要
素
は
な
い
が
､

｢
共
同
の
答
蔓
性
　
(
g
e
m
e
i
n
s
a
m
e
 
V
e
r
a
n
t
w
o
r
t
u
n
g
)
｣
　
が
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
､
両
者
を
一

体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
へ
　
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
せ

る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
｡
そ
し
て
へ
　
こ
の
よ
う
な
共
同
正
犯
の
構

造
は
'
故
意
犯
に
お
い
て
は
対
応
す
る
も
の
が
な
い
よ
う
な
も
の
で

(s;
あ
る
へ
　
と
述
べ
る
の
で
あ
る
｡

(
四
)
　
し
か
し
'
右
の
例
で
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
の

(
3
)

に
は
蹟
糟
が
あ
る
｡
と
い
う
の
も
'
そ
れ
を
認
め
て
し
ま
う
と
､
処

罰
範
囲
が
広
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
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オ
ッ
ト
ー
は
､
(
過
失
犯
の
)
　
正
犯
性
基
準
と
し
て
'
自
己
答
責
性

(g)

の
他
に
へ
更
に
操
縦
可
能
性
と
い
う
概
念
を
採
用
し
て
い
る
｡
こ
れ

は
､
い
わ
ば
､
自
分
で
事
象
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
否
か
と
い

ぅ
こ
七
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
.
し
か
し
､
右
の
例
で
､
他
者
の

不
注
意
な
行
為
に
つ
い
て
､
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
か
と
い
っ
た
ら

そ
れ
は
非
常
に
疑
問
で
あ
る
｡
ま
た
へ
　
(
そ
の
こ
と
と
関
わ
る
が
)

事
前
に
予
見
可
能
性
が
肯
定
で
き
る
か
と
い
う
と
そ
れ
も
疑
問
で
あ

る
｡
そ
の
た
め
へ
　
こ
こ
で
は
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
　
(
そ
の
論
拠
に
つ
い
て
は
､
六
　
〔
五
〕

も
参
照
)
0

で
は
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
も
の
は
'
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡

六
　
結
論
　
-
　
私
見
の
呈
示
　
-

こ
こ
で
は
'
結
論
と
し
て
'
私
見
を
呈
示
す
る
こ
と
と
す
る
｡

(
一
)
　
は
じ
め
に
確
認
す
べ
き
な
の
は
'
｢
刑
法
に
お
い
て
は
'
自

己
の
有
責
な
行
為
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
結
果
に
つ
い
て
の
み
各
自

(S)

が
そ
の
責
任
を
問
わ
れ
る
｣
と
い
う
原
則
(
-
自
己
答
責
性
)
が
成

り
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
対
等
な
個
人
間
に
お
い

て
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
い
う
構
成
を
経
ず
に
､
各
自
の
注
意
義

務
違
反
と
い
う
構
成
に
よ
っ
て
へ
同
時
犯
と
し
て
把
握
で
き
る
と
す

(S)

る
見
解
は
支
持
し
得
な
い
｡
過
失
領
域
に
お
い
て
も
も
対
等
な
個
人

間
に
お
い
て
､
他
人
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
が
'

{

・

C

O

>

単
独
正
犯
の
行
為
規
範
で
あ
る
は
ず
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
う
す

る
と
へ
対
等
な
他
者
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
に
は
､
あ
-
ま

で
も
(
日
本
で
い
う
)
共
犯
規
定
に
よ
り
処
罰
を
拡
張
す
る
こ
と
に

よ
り
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
こ
と
と
な
る
｡
勿
論
へ
　
過
失
犯
に
お
い

て
も
正
犯
と
　
(
狭
義
の
)
共
犯
の
区
別
を
つ
け
つ
つ
も
､
過
失
犯
の

共
同
正
犯
を
否
定
す
る
と
い
う
立
場
は
十
分
あ
り
う
る
｡
つ
ま
り
'

複
数
の
過
失
行
為
者
が
存
L
へ
因
果
関
係
が
不
明
確
で
あ
る
な
ら
ば

(
3
)

不
可
罰
で
あ
る
へ
　
と
す
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
で
は
あ
ま
り

に
法
益
保
護
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
り
支
持
で
き
な
い
｡
つ
ま
り
'

①
過
失
犯
の
正
犯
概
念
を
広
げ
る
と
い
う
'
個
人
責
任
原
理
に
反
す

る
事
態
を
回
避
し
'
同
時
に
､
②
過
失
領
域
で
複
数
の
対
等
な
関
与

者
が
い
る
場
合
に
常
に
不
可
罰
と
な
る
と
い
う
事
態
を
回
避
す
る
も

の
と
し
て
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
過

失
犯
の
共
同
正
犯
が
､
そ
の
成
立
要
件
を
故
意
犯
と
異
な
る
も
の
と

し
て
呈
示
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
､
否
定
説
の
い
う
批
判
は
当
た
ら
な

い
｡
以
上
よ
り
'
過
失
犯
に
も
正
犯
と
　
(
狭
義
の
)
共
犯
と
で
区
別

v
L
O
J

を
し
た
上
で
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
と
い
う
見
解
が
支
　
3
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(｣)

持
さ
れ
る
｡

こ
こ
で
､
肯
定
説
に
立
つ
と
し
て
も
'
更
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が

あ
る
｡
そ
れ
は
､
因
果
関
係
が
不
明
確
な
場
合
に
の
み
へ
　
肯
定
す
る

(｣)

と
い
う
議
論
の
存
在
で
あ
る
｡
確
か
に
へ
　
(
今
述
べ
た
と
お
り
)
　
肯

定
説
の
最
大
の
メ
-
ツ
ト
は
そ
う
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
'
そ
れ
は
'

故
意
犯
に
お
け
る
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
'
通
常
な
さ
れ
な
い
議
論

で
あ
る
｡
例
え
ば
､
A
と
B
が
意
思
連
絡
の
上
で
'
C
に
向
け
て
銃

を
撃
っ
て
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
場
合
を
考
え
て
み
る
｡
こ
こ
で
は
'

因
果
関
係
が
明
確
な
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
区
別
す
べ
き
で

あ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
｡
共
に
も
　
等
し
い
基
準
で
両

者
は
共
同
正
犯
に
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
そ
う
で
あ
る
以
上
へ
　
過
失
犯(S)

の
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
､
等
し
い
基
準
で
あ
る
は
ず
な
の
で
あ
る

つ
ま
り
､
因
果
の
始
点
は
､
個
別
の
行
為
で
は
な
-
'
常
に
全
体
行

/"OS>

為
な
の
で
あ
る
｡

(
二
)
　
そ
し
て
へ
　
次
に
､
ど
の
よ
う
な
成
立
要
件
で
あ
る
の
か
が

問
題
と
な
る
｡
こ
の
と
き
､
ま
ず
､
着
目
す
べ
き
な
の
は
'
共
同
正

犯
も
共
同
の
｢
正
犯
｣
　
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
過

失
犯
の
共
同
正
犯
は
'
過
失
犯
の
正
犯
性
原
理
に
服
す
る
は
ず
で
あ

(g)る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
｡
な
お
､
過
失
犯
の
行
為
規
範
は
'

｢
注
意
義
務
｣
　
を
守
る
こ
と
で
は
な
-
'
予
見
可
能
な
結
果
を
回
避

(S)

す
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
し
て
､
過
失
犯
に
お
い
て
は
｢
正
犯
｣
　
の
み
　
　
3

が
処
罰
さ
れ
､
か
つ
､
自
己
答
責
性
原
理
が
妥
当
す
る
｡
そ
う
す
る

と
へ
　
過
失
犯
の
正
犯
性
は
､
予
見
可
能
な
結
果
を
'
自
ら
直
接
的
に

コ
ン
-
ロ
ー
ル
で
き
る
　
(
直
接
的
に
結
果
を
回
避
で
き
る
)
　
者
と
い

う
こ
と
に
な
る
｡
関
与
者
ら
に
以
上
の
よ
う
な
正
犯
性
が
あ
る
こ
と

(S)

が
ま
ず
必
要
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
と
き
へ
　
以
上
の
よ
う
な
｢
正
犯

性
｣
　
の
理
解
か
ら
は
う
　
関
与
者
間
に
お
い
て
'
常
に
対
等
な
か
た
ち

で
結
果
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
た
め
へ
　
関
与
者
の
う
ち
へ
　
あ
る
者
の
方
が
他
の

者
よ
り
危
険
認
識
が
高
い
な
い
し
は
監
督
的
な
立
場
に
あ
る
と
い
っ

た
場
合
は
へ
　
そ
の
者
に
結
果
の
回
避
を
委
ね
た
方
が
刑
法
シ
ス
テ
ム

と
し
て
は
合
理
的
で
あ
り
'
結
果
を
直
接
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き

る
の
は
､
あ
く
ま
で
も
そ
の
者
で
あ
る
以
上
､
両
者
の
　
(
対
等
な
か

た
ち
で
の
)
正
犯
性
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
へ
過
失
犯
の
共
同

(｣)

正
犯
は
成
立
し
な
い
｡

そ
し
て
､
共
同
正
犯
は
'
単
に
　
｢
正
犯
｣
　
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
､

｢
共
同
の
｣
　
正
犯
で
あ
る
｡
つ
ま
り
'
単
独
犯
　
(
同
時
犯
)
　
と
は
異

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
へ
　
｢
共
同
｣
　
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
､
関
与
者
ら
が
い
わ
ば
｢
一
体
｣
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
を
意

味
す
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
う
す
る
と
､
成
立
要
件
は
､
そ
の
よ
う
な
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｢
共
同
性
｣
　
に
合
致
す
る
よ
う
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
｡
こ
の
と
き
､
｢
共
同
性
｣
　
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
の

意
味
は
､
当
該
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
(
も
し
く
は
構
成
要
件
的

結
果
の
阻
止
)
　
が
'
個
別
の
個
人
で
は
な
く
へ
複
数
の
個
人
の
共
働

c
c
o
J

に
依
存
し
て
い
る
　
(
a
b
h
a
n
g
e
n
)
　
と
い
う
こ
と
に
あ
る
.
で
は
､

ど
の
よ
う
な
場
合
が
依
存
し
て
い
る
と
い
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

問
題
と
な
る
が
'
そ
れ
は
'
関
与
者
ら
が
そ
の
よ
う
な
依
存
関
係
を

作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
場
合
で
あ
る
だ
ろ
う
｡
こ
れ
は
へ
　
オ
ッ
ト
ー

が
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
な
肯
定
説
で
述
べ
て
い
た
と
お
り
へ
　
｢
共
同
で
危

険
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
又
は
高
め
る
こ
と
｣
へ
　
私
な
り
の
言
い
方
に

よ
れ
ば
'
｢
共
同
で
危
険
を
設
定
す
る
こ
と
｣
　
に
求
め
る
こ
と
が
で

(S)

き
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
で
は
､
共
同
し
て
危
険
を
設
定
す
る
こ
と

に
よ
り
へ
　
結
果
が
関
与
者
ら
の
共
同
関
係
に
依
存
す
る
と
い
う
関
係

が
認
め
ら
れ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
へ
　
法
益
侵
害
結
果
は
､
そ
の
よ
う
な

(S)

共
同
関
係
に
よ
っ
て
回
避
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ

の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
'
｢
共
同
で
｣
　
危
険
を
設
定
し
た
関
与
者
ら

は
､
-
当
該
危
険
を
自
分
達
で
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
か

(｣)

ら
ー
｢
共
同
で
｣
結
果
を
回
避
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
t
　
と
い
う

こ
と
に
な
る
｡
そ
の
た
め
へ
共
同
で
危
険
を
設
定
す
る
と
い
う
事
実

が
な
け
れ
ば
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
は
成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
三
)
　
過
失
領
域
に
お
い
て
､
右
に
述
べ
た
よ
う
な
､
｢
正
犯
性
｣

と
｢
共
同
性
｣
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
が
､
過
失
犯
の
共
同
正

犯
で
あ
る
｡
で
は
'
行
為
者
の
主
観
面
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
｡
ま
ず
､
ロ
ク
シ
ン
が
述
べ
る
よ
う
に
'
意
思
連
絡
そ

れ
自
体
が
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
｡
そ
し
て
へ
　
過
失
犯
に
お
け
る
意
識
的
要
素
が
'
共
同
正
犯

を
基
礎
づ
け
る
わ
け
で
も
な
い
｡
し
か
し
'
共
同
正
犯
は
､
他
人
の

行
為
に
つ
い
て
も
責
任
を
負
う
も
の
で
あ
る
以
上
､
他
者
性
を
認
識

し
て
い
な
い
場
合
は
含
ま
れ
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
少
な
く
と
も
へ
　
心

理
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
の
な
い
同
時
犯
と
は
区
別
さ
れ
る
だ
け
の
'
主

観
的
な
要
素
は
必
要
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
､
関
与
者
に
は
'
共
同
で

危
険
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
が
必
要
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
へ

過
失
犯
の
主
観
的
要
件
が
｢
具
体
的
な
予
見
可
能
性
｣
　
で
あ
る
以
上
へ

こ
こ
で
は
'
危
険
設
定
時
に
お
け
る
へ
　
《
事
後
的
に
共
同
関
係
か
ら

発
生
す
る
結
果
》
　
の
予
見
可
能
性
が
要
求
さ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
①
共

同
で
｢
危
険
｣
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
の
認
識
へ
　
及
び
へ
②
そ
の
こ

と
に
よ
り
事
後
的
に
共
同
で
　
｢
結
果
｣
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
の
予
見

可
能
性
へ
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
必
要
な
の
で
あ
る
｡
な
お
､
す
で

に
述
べ
た
正
犯
性
の
理
解
か
ら
は
う
関
与
者
ら
の
関
与
が
対
等
で
あ

る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
､
こ
の
予
見
可
能
性
の
程
度
は
t
 
3
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結
果
実
現
ま
で
等
し
い
か
た
ち
で
存
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
｡

(
四
)
　
な
お
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
素
に
つ
い
て
は
へ

そ
の
認
識
が
結
果
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
た
め
､
限
定
要
素
と
し
て

弱
い
と
い
う
問
題
点
が
あ
る
｡
そ
の
た
め
へ
　
他
人
を
も
は
や
コ
ン
-

ロ
ー
ル
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
-
こ
れ
は
へ
　
い
わ
ば
　
｢
高
度
に
分
業

化
さ
れ
て
い
る
場
合
｣
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
-
が
客
観
的
に
認
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
､
も
は
や
過
失
犯
の
共
同
正
犯
は
成
立
し

[

・

C

O

-

i

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(

S

)

な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
共
同
で
危
険
を
設
定
し
た
と

い
え
る
が
､
結
果
発
生
時
に
お
い
て
は
'
高
度
に
分
業
化
さ
れ
て
い

(S)

た
と
い
う
場
合
は
'
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
｡

(
五
)
以
上
が
'
本
稿
の
理
解
す
る
過
失
犯
の
共
同
正
犯
で
あ
る
｡

以
下
へ
本
文
中
で
挙
げ
ら
れ
た
説
例
に
つ
い
て
､
本
稿
の
理
解
を
呈

示
す
る
こ
と
と
す
る
｡
ま
ず
へ
-
ス
ト
の
　
｢
木
材
投
下
事
例
｣
　
で
あ

る
｡
こ
こ
で
は
'
関
与
者
ら
に
､
共
同
で
木
材
を
投
下
す
る
と
い
う

こ
と
に
共
同
の
危
険
の
設
定
が
認
め
ら
れ
る
｡
そ
し
て
へ
　
こ
の
危
険

設
定
に
対
応
す
る
認
識
及
び
結
果
発
生
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
'
関
与
が
対
等
で
あ
る
な
ら
ば
､

関
与
者
ら
に
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
｡
な
お
､
こ
の
事
例

で
は
､
一
つ
の
木
材
を
投
下
す
る
場
合
と
'
別
個
に
投
下
す
る
場
合

と
で
区
別
さ
れ
な
い
｡
ま
た
へ
後
者
に
お
い
て
は
'
結
果
の
発
生
が

い
ず
れ
の
行
為
に
よ
る
も
の
か
が
明
確
な
場
合
と
不
明
確
な
場
合
と
　
　
朗

で
区
別
さ
れ
な
い
｡
何
故
な
ら
へ
　
因
果
の
始
点
は
'
あ
く
ま
で
も

｢
共
同
の
｣
　
行
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
エ
ク
ス
ナ
-
の

｢
自
転
車
乗
り
事
例
｣
　
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
､
確
か
に
へ
　
二
人
で
サ

イ
ク
-
ン
グ
を
し
て
い
た
と
い
え
る
な
ら
ば
へ
　
共
同
の
危
険
の
設
定

が
存
在
す
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
ぞ
れ
各
自
の
自
転
車
を
運
転
す
る
と

い
う
こ
と
に
'
(
｢
木
材
投
下
事
例
｣
　
と
は
異
な
り
)
　
｢
高
度
な
分
業

化
｣
が
認
め
ら
れ
る
　
(
場
合
が
通
常
で
あ
る
)
　
た
め
へ
　
過
失
犯
の
共

同
正
犯
は
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
｡
ま
た
へ
　
オ
ッ
ト
ー
の
挙
げ
た

｢
劇
場
管
理
人
と
消
防
士
の
事
例
｣
　
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
は
､
そ
も

そ
も
共
同
し
て
危
険
設
定
を
し
て
い
る
と
い
う
事
実
(
及
び
そ
れ
に

対
応
す
る
認
識
)
が
認
め
ら
れ
な
い
以
上
へ
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
は

成
立
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

(
-
)
　
山
口
厚
『
刑
法
総
論
』
(
二
〇
〇
一
年
)
　
二
五
l
頁
｡

(
2
)
　
こ
の
点
は
'
共
同
正
犯
を
定
め
る
､
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条

二
項
及
び
一
九
七
五
年
改
正
前
の
旧
四
七
条
も
同
じ
で
あ
る
｡

(
3
)
　
大
判
明
治
四
四
年
三
月
一
六
日
刑
録
一
七
-
三
八
〇
へ
　
大
判
大

正
三
年
一
二
月
二
四
日
刑
録
二
〇
-
二
六
一
八
､
朝
鮮
高
等
法
院
判

大
正
二
､
年
五
月
二
二
日
評
論
二
-
刑
法
一
八
六
､
大
判
大
正
一

一
年
1
0
月
二
三
日
新
聞
二
〇
五
七
-
二
一
な
ど
で
あ
る
｡
但
し
､
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大
判
昭
和
一
〇
年
三
月
二
五
日
刑
集
一
四
-
三
三
九
は
'
｢
被
告
人

両
名
の
判
示
所
為
は
刑
法
第
二
百
十
一
条
　
〔
及
び
〕
　
第
六
十
条
に
該

当
す
る
｣
と
し
た
原
審
の
判
断
を
'
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
｡

(
4
)
　
最
判
昭
和
二
八
年
1
月
二
三
日
刑
集
七
-
1
-
三
〇
を
端
緒
と

し
て
､
名
古
屋
高
判
昭
和
三
1
年
1
月
二
二
日
裁
特
三
-
二
1
-
i

〇
〇
七
へ
　
佐
世
保
簡
略
式
命
令
昭
和
三
六
年
八
月
三
日
下
刑
集
三
-

七
=
八
-
八
一
六
へ
　
京
都
地
判
昭
和
四
〇
年
五
月
一
〇
日
下
刑
集
七

-
五
1
八
五
五
､
名
古
屋
高
判
昭
和
六
一
年
九
月
三
〇
日
判
時
1
二

二
四
-
1
三
七
へ
　
東
京
地
判
平
成
四
年
1
月
二
三
日
判
時
1
四
l
九

-
一
三
三
､
札
幌
地
小
樽
支
部
判
平
成
一
二
年
三
月
二
一
日
判
時
一

七
二
七
-
1
七
二
へ
　
東
京
地
判
平
成
1
二
年
l
二
月
二
七
日
判
時
1

七
七
1
-
〓
ハ
八
等
の
下
級
審
判
例
が
あ
る
｡
但
し
へ
　
仙
台
高
判
昭

和
五
一
1
年
二
月
二
四
日
刑
集
三
二
-
1
-
二
九
は
'
｢
過
失
犯
に
つ

い
て
理
論
上
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
な
い
以
上
原
審
に
は
-
釈
明

義
務
を
怠
っ
た
審
理
不
尽
､
の
違
法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
｣
と
し
て
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
否
定
説
を
採
用
し
た
｡

(
5
)
　
肯
定
説
を
通
説
と
す
る
の
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
は
､
内
円
文

昭
『
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
働
の
理
論
』
(
一
九
七
三
年
)
　
で
あ
る
｡

(
6
)
　
学
説
に
　
つ
い
て
は
へ
S
c
h
o
n
k
e
-
S
c
h
r
o
d
e
r
,
S
t
r
a
f
g
e
-

s

e

t

z

b

u

c

h

,

2

6

.

A

u

f

1

.

,

2

0

0

1

,

V

o

r

b

e

m

訟

2

5

f

f

.

R

n

.

1

1

5

f

.

(

P

e

-

t
e
r
C
r
a
m
e
r
＼
G
u
n
t
e
r
H
e
i
n
e
)
を
参
照
｡
判
例
と
し
て
は
､
住
居

侵
入
窃
盗
を
企
て
た
被
告
人
両
名
が
'
灯
り
採
り
の
た
め
に
マ
ッ
チ

を
擦
っ
た
後
に
そ
の
マ
ッ
チ
を
捨
て
た
と
こ
ろ
へ
　
火
災
が
発
生
し
た

が
､
ど
ち
ら
の
マ
ッ
チ
に
よ
る
も
の
か
不
明
で
あ
っ
た
事
案
に
お
い

て
､
否
定
説
の
立
場
か
ら
失
火
罪
に
つ
い
て
無
罪
を
言
渡
し
た

O
L
G
 
S
c
h
l
e
s
w
i
g
,
N
S
t
Z
1
9
8
2
,
1
1
6
.
そ
し
て
､
ほ
ぼ
類
似
の
事

案
で
､
両
名
の
　
｢
l
致
し
た
意
思
｣
が
あ
る
と
し
て
　
(
共
同
正
犯
と

い
う
構
成
を
採
用
せ
ず
に
)
過
失
同
時
犯
の
成
立
を
認
め
た
B
a
y
-

O
b
L
G
,
N
T
W
1
9
9
0
,
3
0
3
2
･
ま
た
､
皮
革
ス
プ
レ
I
を
販
売
し
た
有

限
会
社
の
取
締
役
ら
が
'
自
社
製
品
に
よ
っ
て
健
康
被
害
が
続
出
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
原
因
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
､
取
締
役
会
に
お
い
て
不
回
収
の
決
定
を
し
た
と
こ
ろ
へ
　
さ

ら
に
健
康
被
害
が
続
出
し
た
と
い
う
事
案
で
'
不
回
収
決
定
後
の
発

生
結
果
に
つ
い
て
は
へ
　
取
締
役
ら
を
傷
害
罪
の
不
作
為
の
共
同
正
犯

を
認
め
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
不
回
収
決
定
前
の
発
生
結
果
に
つ

い
て
は
へ
　
取
締
役
ら
を
過
失
傷
害
罪
の
不
作
為
の
同
時
犯
を
認
め
た

に
過
ぎ
な
か
っ
た
B
G
H
S
t
3
7
,
1
0
6
.
(
い
わ
ゆ
る
　
｢
皮
ス
プ
レ
ー

判
決
｣
)
　
が
あ
る
｡
な
お
へ
　
ス
イ
ス
の
判
例
で
は
あ
る
が
'
二
人
で
'

相
互
に
石
を
投
下
し
た
こ
と
に
よ
り
へ
　
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
が
､

い
ず
れ
の
行
為
に
よ
り
結
果
が
発
生
し
た
の
か
不
明
な
事
案
で
'

(
共
同
正
犯
と
い
う
構
成
を
採
用
せ
ず
に
)
過
失
同
時
犯
の
成
立
を

認
め
た
B
G
E
 
l
1
3
I
V
,
5
8
.
が
あ
る
｡

(
7
)
　
勿
論
へ
　
日
本
に
お
け
る
否
定
説
も
存
在
す
る
が
'
そ
れ
は
ド
イ

ッ
の
否
定
説
の
議
論
と
ほ
ぼ
重
な
る
た
め
､
独
立
し
て
取
り
上
げ
な
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い
｡
な
お
､
日
本
の
否
定
説
と
し
て
は
､
井
田
良
｢
共
同
正
犯
の
構

成
要
件
｣
現
代
刑
事
法
三
六
号
(
二
〇
〇
二
年
)
　
二
五
-
二
六

頁
が
代
表
的
で
あ
る
｡

(
8
)
　
こ
の
対
立
枠
組
み
は
'
牧
野
英
1
に
よ
る
も
の
で
あ
る
O
　
同
･

『
刑
法
研
究
第
1
巻
』
(
一
九
一
九
年
)
　
1
頁
以
下
へ
　
同
･
『
重
訂
日

本
刑
法
上
巻
』
(
第
六
三
版
･
一
九
三
八
年
)
　
四
〇
八
-
四
〇
九
頁
｡

(
9
)
　
牧
野
･
前
掲
書
『
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
』
四
六
〇
頁
｡

(
2
)
　
例
え
ば
､
植
田
重
正
　
『
共
犯
の
基
本
問
題
』
　
(
l
九
五
二
年
)

l
二
三
頁
｡

(
2
)
　
更
に
へ
　
松
宮
孝
明
　
『
刑
法
総
論
講
義
』
　
(
第
三
版
･
二
〇
〇
四

年
)
　
二
五
一
貢
も
参
照
O

(
2
)
　
平
野
龍
1
　
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』
(
一
九
七
五
年
)
三
六
四
頁
｡

(
2
)
　
浅
田
和
茂
｢
共
犯
論
覚
書
｣
『
中
山
研
l
先
生
古
稀
祝
賀
論
文

集
第
三
巻
』
　
(
一
九
九
七
年
)
　
二
八
二
頁
｡

(
2
)
　
阿
部
純
二
｢
過
失
の
共
犯
｣
芝
原
邦
爾
編
『
刑
法
の
基
本
判

例
』
(
一
九
八
八
年
)
七
三
頁
｡

(
2
)
　
木
村
亀
二
　
｢
過
失
の
共
同
正
犯
｣
平
野
龍
一
ほ
か
編
『
判
例
演

習
(
刑
法
総
論
)
』
(
増
補
再
版
･
一
九
七
三
年
)
一
七
八
頁
｡

(
2
)
　
松
宮
孝
明
　
『
過
失
犯
論
の
現
代
的
課
題
』
　
(
二
〇
〇
四
年
)
　
三

一
九
頁
へ
同
頁
注
一
七
三
｡

(
1
5
)
　
H
a
n
s
W
e
l
z
e
l
,
S
t
u
d
i
e
n
z
u
m
S
y
s
t
e
m
d
e
s
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
,

Z
S
t
W
5
8
　
(
1
9
3
9
)
,
S
.
5
3
7
f
f
.
;
d
e
r
s
.
,
D
a
s
 
D
e
u
t
s
c
h
e
 
S
t
r
a
f
-

r
e
c
h
t
,
l
l
.
A
u
f
1
.
,
1
9
6
9
,
S
.
9
9
･
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
う
　
過
失
犯
の
正

犯
概
念
は
'
ド
グ
マ
-
テ
ィ
ク
の
中
心
に
存
在
す
る
目
的
的
な
正
犯

概
念
　
(
-
故
意
作
為
犯
の
正
犯
概
念
)
　
と
は
'
異
な
る
も
の
で
あ
り
､

日
常
的
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
注
意
に
反
す
る
非
故
意
の
行
為
は
'

(
原
則
と
し
て
)
す
べ
て
過
失
犯
の
単
独
正
犯
で
あ
る
､
と
し
て
い

る
o
　
つ
ま
り
'
過
失
犯
は
､
(
広
義
の
)
　
共
犯
規
定
と
一
切
-
ン
ク

し
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
｡
但
し
へ
　
H
e
i
k
o
 
H
.
L
e
s
c
h
,
T
a
t
e
r
-

s
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 
G
e
s
t
a
l
t
u
n
g
s
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
G
A
　
1
9
9
4
,
S
.
1
2
1
.

A
n
m
.
2
8
は
､
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
過
失
犯
の
正
犯
概
念
が
'
自
殺

行
為
へ
の
過
失
的
関
与
に
お
い
て
は
､
貫
徹
さ
れ
て
い
な
い
旨
示
唆

す
る
｡

(
2
)
　
団
藤
重
光
　
｢
過
失
犯
と
人
格
責
任
論
｣
　
『
過
失
犯
　
(
-
)
　
日
沖

憲
郎
博
士
還
暦
祝
賀
』
　
(
一
九
六
六
年
)
七
七
頁
｡
な
お
､
団
藤
は
､

｢
客
観
的
に
違
法
な
行
為
を
目
的
的
に
お
こ
な
う
｣
　
と
い
う
こ
と
は
､

そ
も
そ
も
｢
故
意
犯
の
構
造
を
も
つ
｣
　
の
で
は
な
い
か
､
と
述
べ
て

目
的
的
行
為
論
者
の
過
失
犯
の
理
解
を
批
判
す
る
　
(
同
七
四
頁
)
0

こ
の
よ
う
な
批
判
は
'
正
当
で
あ
る
と
い
え
る
｡

(
2
)
　
松
宮
･
前
掲
書
(
注
1
6
)
三
一
九
頁
｡

(
g
)
　
例
え
ば
､
大
谷
宴
『
新
版
･
刑
法
講
義
総
論
』
(
二
〇
〇
〇
年
)

四
三
九
頁
以
下
｡

(
｣
)
　
更
に
へ
　
塩
見
淳
｢
過
失
犯
の
共
同
正
犯
｣
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
四

六
号
(
l
九
九
四
年
)
　
五
三
貢
も
参
照
o
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(37)過失犯の共同正犯についての一考察

(
n
)
　
F
r
a
n
z
 
L
i
s
z
t
＼
E
b
e
r
h
a
r
d
 
S
c
h
m
i
d
t
.
L
e
h
r
b
u
c
h
 
d
e
s

D
e
u
t
s
c
h
e
n
 
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
,
2
5
.
A
u
f
1
.
,
1
9
2
7
,
S
.
3
2
3
1

(
S
3
)
　
M
a
x
 
E
r
n
s
t
 
M
a
y
e
r
･
D
e
r
 
A
l
l
e
e
m
e
i
n
e
r
 
T
e
i
l
 
d
e
s

d
e
u
t
s
c
h
e
n
 
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
,
2
.
A
u
f
1
.
,
1
9
2
3
,
S
.
3
8
2
.
こ
の
よ
う
な

見
解
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
日
本
の
否
定
説
と
し
て
､
瀧
川
幸
辰

『
犯
罪
論
序
説
』
(
一
九
三
八
年
)
三
〇
二
頁
｡

(
S
)
　
Z
.
B
.
W
a
l
t
e
r
 
G
r
o
p
p
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
T
e
i
l
,
2
.

A
u
f
1
.
,
2
0
0
1
,
S
.
3
4
7
.
な
お
､
否
定
説
に
立
つ
W
i
l
h
e
l
m
 
S
a
u
e
r
,

A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e
,
3
.
'
A
u
f
1
.
,
1
9
5
5
,
S
.
2
1
9
は
'
過

失
の
共
働
に
つ
い
て
へ
　
｢
法
的
な
意
味
｣
　
で
の
意
識
的
共
働
で
は
な

い
t
　
と
表
現
す
る
｡

(
｣
)
　
Z
.
B
.
R
e
i
n
h
a
r
t
 
M
a
u
r
a
c
h
/
K
a
r
l
 
H
e
i
n
z
 
G
o
s
s
e
l
/
H
e
i
n
z

Z
i
p
f
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
 
T
e
i
l
,
T
e
i
l
b
a
n
d
2
,
7
.
A
u
f
1
.
,

1
9
8
9
,
S
.
2
5
L
,
3
0
9
.

(
S
)
　
R
e
i
n
h
a
r
d
 
F
r
a
n
k
,
S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
 
f
u
r
 
d
a
s

D
e
u
t
s
c
h
e
 
R
e
i
c
h
,
1
8
.
A
u
f
1
.
,
1
9
3
1
,
S
.
1
1
4
f
.

(
S
)
　
E
d
m
u
n
d
M
e
z
g
e
r
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
3
.
A
u
f
1
.
,
1
9
4
9
,
S
.
4
2
2
.

(
c
S
)
　
V
g
1
.
G
e
o
r
g
 
K
u
p
p
e
r
,
Z
u
r
 
A
b
g
r
e
n
z
u
n
g
 
d
e
r
 
T
a
t
e
r
-

s
c
h
a
f
t
s
f
o
r
m
e
n
,
G
A
1
9
9
8
,
S
.
5
2
7
.

V
g
1
.
H
e
r
m
a
n
n
 
K
a
n
t
r
o
w
i
c
z
,
T
a
t
 
u
n
d
 
S
c
h
u
l
d
,
1
9
3
3
,

S.149f.

(
ァ
)
　
Z
.
B
.
E
b
e
r
h
a
r
d
 
S
c
h
m
i
d
h
管
s
e
r
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 
A
l
l
g
e
-

m
e
i
n
e
r
T
e
i
l
,
2
.
A
u
f
1
.
,
S
.
5
0
7
A
n
m
.
1
0
,
S
.
5
1
4
.

(
｣
)
　
藤
木
英
雄
　
『
過
失
犯
の
理
論
』
　
(
一
九
六
九
年
)
一
二
頁
以
下

を
t
*
1
,
脂F

r
a
n
z
 
E
x
n
e
r
,
F
a
h
r
l
a
s
s
i
g
e
s
 
Z
u
s
a
m
m
e
n
w
i
r
k
e
n
,
i
n
:

F

e

s

t

g

a

b

e

 

f

u

r

 

R

e

i

n

h

a

r

d

 

F

r

a

n

k

,

B

a

n

d

 

1

,

1

9

3

0

,

S

.

5

8

5

1

エ

ク
ス
ナ
I
が
こ
こ
で
挙
げ
る
説
例
は
､
R
G
S
t
6
3
,
3
9
2
.
で
あ
る
｡

f
C
O
¥
　
一
九
九
〇
年
代
以
降
は
'
｢
皮
ス
プ
レ
ー
判
決
｣
　
(
注
6
を
参

照
｡
)
　
の
影
響
を
受
け
へ
規
範
的
な
肯
定
説
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
｡
こ
れ
ら
の
議
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
､
別
稿
に
ゆ

だ
ね
る
こ
と
と
し
､
以
下
で
は
'
主
に
ロ
ク
シ
ン
と
オ
ッ
ト
ー
の
説

を
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
｡

(
S
S
)
　
C
l
a
u
s
 
R
o
x
i
n
,
T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 
T
a
t
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
2
.

A
u
f
1
.
,
1
9
6
7
,
S
.
5
3
1
f
.
な
お
へ
　
こ
の
よ
う
な
　
｢
共
同
義
務
の
共
同
侵

害
　
(
違
反
)
｣
　
と
い
う
考
え
は
'
日
本
で
も
継
受
さ
れ
へ
　
代
表
的
な

も
の
と
し
て
､
大
塚
仁
｢
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
｣
法
曹

時
報
四
三
巻
六
号
(
1
九
九
一
年
)
一
貢
以
下
が
あ
る
O

?
)
　
V
g
1
.
R
o
x
i
n
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
5
2
7
1

Roxin,a.a.0.,S.535.

更
に
へ
　
嶋
矢
貴
之
　
｢
過
失
犯
の
共
同
正
犯
論
　
(
二
･
完
)
｣
　
法

学
協
会
雑
誌
一
二
l
巻
一
〇
号
　
(
二
〇
〇
四
年
)
　
l
七
三
7
1
七
四

頁
の
分
析
も
参
照
｡
な
お
へ
　
ロ
ク
シ
ン
は
､
今
現
在
も
予
見
可
能
性

を
過
失
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
採
用
し
て
い
な
い
　
R
o
x
i
n
,
S
t
r
a
f
-
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r
e
c
h
t
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
T
e
i
l
,
B
a
n
d
1
,
3
.
A
u
f
1
.
,
1
9
9
7
,
S
.
9
2
3
f
.

r
c
o
¥

v
c
o
J
内
海
朋
子
｢
過
失
共
同
正
犯
肯
定
説
に
お
け
る
帰
責
問
題
に
つ

い
て
｣
法
学
政
治
学
論
究
四
八
号
(
二
〇
〇
l
年
)
八
六
貢
｡

木
村
静
子
｢
過
失
犯
に
お
け
る
行
為
の
危
険
性
｣
成
棋
法
学
1

二
号
(
一
九
七
八
年
)
l
〇
五
7
1
〇
六
頁
｡

(
3
)
今
現
在
､
′
ロ
ク
シ
ン
も
こ
の
こ
と
を
認
め
て
い
る
R
o
x
i
n
,
a
･

a
.
O
.
(
A
n
m
.
3
7
)
,
S
.
9
2
3
.
過
失
犯
を
注
意
義
務
違
反
と
す
る
と
､

過
失
作
為
犯
が
'
必
要
な
注
意
の
憐
息
と
い
う
不
作
為
犯
と
な
っ
て

し
ま
う
｡
そ
し
て
､
注
意
義
務
と
い
う
と
､
注
意
し
て
作
為
す
る
こ

と
が
命
じ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
が
､
し
か
し
'
こ
こ
で
命

じ
ら
れ
て
い
る
の
は
'
危
険
な
行
為
の
不
作
為
で
あ
る
t
と
述
べ
る
｡

(
5
0
R
o
x
i
n
,
T
a
t
e
r
s
c
h
a
f
t
u
n
d
T
a
t
h
e
r
r
s
c
h
a
f
t
,
3
.
A
u
f
1
.
,

1
9
7
5
,
S
.
6
0
1
1
な
お
､
ロ
ク
シ
ン
の
現
在
の
考
え
に
つ
い
て
は
､

R
o
x
i
n
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e
r
T
e
i
l
,
B
a
n
d
2
,
2
0
0
3
,
S
.
9
7
f
.

こ
こ
で
は
､
後
で
述
べ
る
オ
ッ
-
-
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
の
肯
定
説

(
注
4
5
の
本
文
該
当
箇
所
を
参
照
｡
)
に
親
近
性
を
示
し
て
い
る
｡

(
S
O
H
a
r
r
o
O
t
t
o
,
G
r
u
n
d
k
u
r
s
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
A
l
l
g
e
m
e
i
n
e

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
l
e
h
r
e
,
6
.
A
u
f
1
.
,
2
0
0
0
,
S
.
2
9
8
.

(
S
?
)
V
g
1
.
G
i
i
n
t
e
r
S
t
r
a
t
e
n
w
e
r
t
h
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
A
l
l
g
e
-

m
e
i
n
e
r
T
e
i
1
1
,
4
.
A
u
f
1
.
,
2
0
0
0
,
S
.
4
3
1
.

(
5
)
こ
の
こ
と
ば
へ
ド
イ
ツ
刑
法
典
上
は
明
白
で
あ
る
し
､
日
本
で

は
(
条
文
上
は
明
白
で
は
な
い
が
)
判
例
上
は
'
否
定
さ
れ
て
い
る
｡

富
良
野
簡
判
昭
和
三
四
年
七
月
l
四
日
下
刑
集
1
7
七
-
1
六
三
九
｡

以
上
は
'
O
t
t
o
,
a
.
a
.
0
.
.
S
.
2
9
9
.
な
お
へ
　
こ
こ
で
い
う
｢
危
険
｣

と
は
'
過
失
犯
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
以
上
へ
　
そ
れ
自
体
が
｢
犯

罪
｣
　
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

(

S

ァ

)

　

O

t

t

o

,

a

.

a

.

0

.

,

S

.

3

0

0

･

(
5
0
　
O
t
t
o
,
a
.
a
･
0
.
,
S
.
3
0
0
.
な
お
へ
類
似
の
事
案
と
し
て
'
d
e
r
s
.
,
T
a
-

t
e
r
s
c
h
a
f
t
 
u
n
d
 
T
e
i
l
n
a
h
m
e
 
i
m
 
F
a
h
r
l
a
s
s
i
g
k
e
i
t
s
b
e
r
e
i
c
h
,
i
n

‥
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
f
u
r
G
i
i
n
t
e
r
S
p
e
n
d
e
l
,
1
9
9
2
,
S
.
2
8
3
f
.
も
参
照
｡

(
?
?
)
　
O
t
t
o
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
2
)
.
S
.
3
0
0
.
こ
の
オ
ッ
ト
ー
の
議
論
は
'

大
企
業
の
組
織
的
な
過
失
犯
罪
を
も
視
野
に
入
れ
た
議
論
で
あ
る
｡

(
a
^
1
^
　
オ
ッ
ト
ー
説
の
そ
の
他
の
問
題
点
を
含
め
て
J
o
a
c
h
i
m
 
R
e
n
-

z
i
k
o
w
s
k
i
,
R
e
s
t
r
i
k
t
i
v
e
r
T
a
t
e
r
b
e
g
r
i
f
f
u
n
d
f
a
h
r
l
a
s
s
i
g
e
B
e
-

t
e
i
l
i
g
u
n
g
,
1
9
9
7
,
S
.
2
0
6
.
,
2
9
0
f
も
参
照
｡

(
g
)
　
O
t
t
o
,
a
.
a
.
O
.
(
A
n
m
.
4
2
)
,
S
.
6
3
f
f
.

(
S
)
　
藤
木
英
雄
　
『
新
版
･
刑
法
演
習
講
座
』
　
(
一
九
七
〇
年
)
　
二
二

五
頁
｡

例
え
ば
'
前
田
雅
英
　
『
刑
法
総
論
講
義
』
　
(
第
二
版
･
一
九
九

四
年
)
　
四
八
八
頁
､
木
村
光
江
｢
過
失
の
共
同
正
犯
｣
芝
原
邦
爾
は

か
編
　
『
刑
法
判
例
百
選
I
総
論
』
　
(
第
五
版
･
二
〇
〇
三
年
)
一
五

九
貢
｡

こ
の
こ
と
を
認
め
る
議
論
が
､
注
1
7
で
あ
げ
た
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

の
よ
う
な
議
論
で
あ
る
｡
日
本
で
こ
の
よ
う
な
広
い
過
失
犯
の
正
犯
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性
を
採
用
す
る
立
場
と
し
て
､
高
橋
則
夫
｢
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が

肯
定
さ
れ
た
事
例
｣
『
平
成
四
年
度
重
要
判
例
解
説
』
(
一
九
九
二

年
)
一
七
二
頁
｡

(
S
)
　
例
え
ば
､
曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
　
〔
総
論
〕
』
(
補
訂

版
･
1
九
九
六
年
)
　
三
一
四
頁
o

但
し
へ
　
肯
定
説
に
お
い
て
も
､
以
下
述
べ
る
よ
う
な
立
場
が
存

在
す
る
｡
ま
ず
へ
　
日
本
で
は
'
肯
定
説
に
立
ち
つ
つ
も
､
過
失
の

(
採
義
の
)
　
共
犯
を
可
罰
的
で
あ
る
と
す
る
立
場
　
(
内
田
文
昭
　
『
改

訂
刑
法
･
･
.
総
論
』
　
〔
補
正
版
･
7
九
九
七
年
〕
　
三
〇
九
頁
)
が
あ
る
｡

し
か
し
､
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
､
処
罰
範
囲
が
過
大
に
過
ぎ
る
と

い
う
批
判
が
妥
当
す
る
｡
そ
し
て
へ
　
肯
定
説
に
立
ち
つ
つ
も
う
　
統
1

的
正
犯
概
念
を
採
用
す
る
立
場
(
例
え
ば
'
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論

I
』
　
〔
l
九
九
九
年
〕
　
三
四
六
頁
へ
　
S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
,
a
.
a
.
0
.
,
S
･

5
0
2
)
　
も
存
在
す
る
｡
し
か
し
､
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
'
そ
の
よ

う
な
過
失
犯
の
広
い
正
犯
概
念
が
個
人
責
任
原
理
に
反
す
る
と
い
う

批
判
が
可
能
で
あ
る
｡

K
i
n
)
　
な
お
へ
　
付
言
す
る
と
へ
　
日
本
の
通
説
は
'
誤
想
防
衛
に
お
い
て

過
失
犯
成
立
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
｡
そ
の
た
め
､
そ
の
よ
う
な

見
解
を
採
用
す
る
否
定
説
は
､
例
え
ば
'
誤
想
防
衛
を
共
同
し
､
か

つ
'
誤
信
し
た
こ
と
に
　
｢
共
に
｣
過
失
が
あ
る
場
合
に
ど
の
よ
う
に

考
え
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
余
地
が
で
て
く
る
｡
何
故
な
ら
へ

こ
こ
で
は
､
法
益
侵
害
を
す
る
認
識
(
=
故
意
)
　
に
基
づ
い
て
共
同

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
大
場
茂
馬

:
判
汁
'
*
'
?
｣
'
'
欄
卜
#
j
j
'
'
j
e
 
i
-
j
年
｣
　
　
二
門
W
.
5
P

(
f
e
)
･
例
え
ば
'
西
田
典
之
｢
過
失
の
共
犯
｣
法
学
教
室
1
三
七
号

(
1
九
九
二
&
.
)
　
二
〇
頁
参
照
｡

K
m
)
　
な
お
､
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』
　
(
一
九
九
九
年
)
　
八
〇
二

-
八
〇
三
頁
は
'
E
B
果
関
係
が
明
確
な
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
に

お
い
て
判
断
構
造
を
異
に
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
本
文
で
述
べ
た
よ

う
な
理
由
に
よ
り
､
妥
当
で
は
な
い
｡

K
m
)
　
こ
の
こ
と
は
､
肯
定
説
に
お
い
て
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
｡
例
え
ば
'
R
e
n
z
i
k
o
w
s
k
i
,
a
.
a
.
0
.
,
S
.
2
8
9
∴
S
i
m
o
n
e

K

a

m

m

,

D

i

e

 

f

a

h

r

l

a

s

s

i

e

e

 

M

i

t

t

a

t

e

r

s

c

h

a

f

t

,

1

9

9

9

,

S

.

2

0

8

は

､

個
別
の
行
為
と
結
果
と
の
E
g
巣
関
係
を
不
要
と
す
る
｡

(
g
)
　
こ
の
よ
う
に
へ
　
直
接
正
犯
･
間
接
正
犯
･
共
同
正
犯
と
い
っ
た

正
犯
類
型
を
､
統
7
し
た
｢
正
犯
｣
基
準
か
ら
導
出
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
､
橋
本
正
博
　
『
｢
行
為
支
配
論
｣
　
と
正
犯

理
論
』
　
(
二
〇
〇
〇
年
)
　
を
参
照
O
　
但
し
､
橋
本
が
､
過
失
犯
の
正

犯
性
を
客
観
的
注
意
義
務
違
反
行
為
に
よ
る
行
為
(
-
事
実
)
支
配

と
す
る
　
(
同
書
1
九
五
頁
)
　
こ
と
に
は
'
疑
問
が
あ
る
｡

(
｣
)
　
更
に
へ
鈴
木
左
斗
志
｢
刑
法
に
お
け
る
結
果
帰
責
判
断
の
構

造
｣
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
三
八
巻
一
号
(
二
〇
〇
二
年
)
　
二
二

九
貢
も
参
照
｡

橋
本
･
前
掲
書
一
九
七
亘
は
､
関
与
者
ら
の
　
｢
寄
与
が
直
接
に
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犯
罪
事
実
の
実
現
に
結
び
つ
い
て
い
る
｣
　
こ
と
を
過
失
犯
の
共
同
正

犯
に
お
け
る
｢
正
犯
性
｣
と
し
て
必
要
と
す
る
が
､
本
稿
も
そ
の
よ

う
な
理
解
は
､
正
当
で
あ
る
と
考
え
る
｡

(
8
)
　
日
本
の
判
例
も
'
監
督
者
と
そ
の
者
の
指
示
に
従
う
者
と
の
問

で
の
'
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
て
い
な
い
｡
秋
田
地
判
昭
和
四

〇
年
三
月
三
一
日
下
刑
集
七
-
三
-
五
三
六
｡

(
S
)
　
V
g
1
.
K
a
m
m
,
a
.
a
.
0
.
.
S
.
2
0
2
f
f
.

(
S
o
)
　
R
e
n
z
i
k
o
w
s
k
i
,
a
.
a
･
0
.
,
S
.
2
8
8
は
'
共
同
の
　
｢
行
為
計
画

(
H
a
n
d
H
u
n
g
s
p
r
o
i
e
k
t
)
｣
　
の
下
へ
　
全
体
行
為
が
客
観
的
に
　
｢
法
的

に
承
認
さ
れ
て
い
な
い
危
険
の
設
定
｣
　
と
し
て
現
れ
る
こ
と
を
要
求

す
る
が
'
こ
の
よ
う
な
理
解
も
こ
こ
に
連
ね
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡

｢
共
同
義
務
の
共
同
侵
害
　
(
違
反
)
｣
説
が
､
関
与
者
ら
に
　
｢
共

同
義
務
｣
が
課
さ
れ
る
､
と
す
る
こ
と
の
論
拠
も
そ
の
よ
う
な
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡

(
｣
)
　
山
口
厚
｢
共
犯
論
の
課
題
｣
山
口
厚
編
著
『
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

刑
怯
総
論
』
(
二
〇
〇
三
年
)
　
二
五
1
貢
O

内
田
･
前
掲
書
(
注
5
)
　
二
六
四
頁
｡

そ
し
て
､
こ
の
こ
と
は
､
日
本
の
判
例
も
認
め
て
き
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
と
い
う
の
も
､
確
か
に
故
意
の
領
域
に
お
い
て
は
'
判

例
は
'
共
謀
共
同
正
犯
に
顕
著
な
よ
う
に
､
共
同
正
犯
の
成
立
を
極

め
て
広
範
に
認
め
て
い
る
｡
し
か
し
､
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
肯
定

判
例
　
(
注
4
を
参
照
｡
)
　
は
'
時
間
的
に
も
場
所
的
に
も
非
常
に
近

接
し
た
場
合
で
の
み
へ
そ
の
成
立
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
れ

は
結
局
へ
｢
高
度
な
分
業
化
｣
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

(
｣
)
従
来
か
ら
へ
肯
定
説
は
'
｢
狩
を
す
る
｣
場
合
に
過
失
犯
の
共

同
正
犯
を
否
定
す
る
こ
と
が
多
い
(
例
え
ば
'
橋
本
･
前
掲
書
二
〇

〇
頁
)
｡
ま
た
へ
チ
ー
ム
医
療
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
例
え
ば
'

杉
田
宗
久
｢
過
失
犯
の
共
同
正
犯
｣
大
塚
仁
ほ
か
編
『
新
実
例
刑
法

(
総
論
)
』
〔
二
〇
〇
1
年
〕
三
五
1
-
三
五
二
貢
)
が
､
本
稿
の
理

解
か
ら
は
う
以
上
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
根
拠
は
､

関
与
者
ら
に
｢
高
度
な
分
業
化
｣
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
事
実
上
多

い
､
と
い
う
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
｡

1
｡
｡
W
1
8
-
H
I
m
;
I
a

l
O
O
U
W
i
i
|
t
m
i
l
^
肇
削
軋

(
一
橋
大
学
大
学
院
博
士
課
程
)
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