
法
律
概
念
を
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訳
す
る
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し
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↓
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冨
ま
く
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V
と
「
未
遂
」
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青
　
　
木

人
　
　
志

（31）法律概念を翻訳する難しさ

法
律
文
の
評
判
の
悪
さ

　
成
文
法
令
（
条
文
）
や
判
例
（
判
決
文
）
と
い
っ
た
存
在
形
態

を
と
る
実
定
法
（
o
o
ω
三
く
①
5
峯
）
は
も
ち
ろ
ん
、
自
然
法
（
冨
寸

冒
凹
＝
印
ミ
）
も
ま
た
、
言
語
に
よ
ら
ず
し
て
そ
の
内
容
を
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
碧
海
純
一
の
言
う
と
お
り
、
す
べ
て
の
法

は
言
語
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
法
と
言
語
の
関
係
は
格
別
に
密
接

な
奉
の
な
の
で
あ
る
（
碧
海
純
一
〔
一
九
九
三
年
〕
九
頁
）
。
そ

う
だ
と
す
れ
ぱ
、
法
律
に
関
わ
る
者
は
す
べ
か
ら
く
「
言
葉
」
に

つ
い
て
の
鋭
敏
な
感
覚
を
も
つ
べ
き
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
立
法

者
や
裁
判
官
さ
ら
に
は
法
学
者
の
言
語
セ
ン
ス
に
対
し
て
は
、
批

判
ぱ
か
り
聞
こ
え
て
く
る
。

　
も
っ
と
も
頻
繁
に
加
え
ら
れ
る
批
判
は
、
法
令
、
判
決
、
法
学

論
文
の
文
章
が
い
ず
れ
も
「
悪
文
」
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
か

つ
て
言
語
学
者
の
大
久
保
忠
利
は
、
法
令
文
の
問
題
点
を
診
断
し
、

そ
の
病
弊
を
、
「
長
文
病
」
、
「
修
飾
語
句
長
す
ぎ
病
」
、
「
主
述
は

な
れ
病
」
、
「
省
略
文
索
無
意
識
病
」
、
「
条
件
文
の
や
た
ら
は
さ
み

こ
み
病
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
命
名
し
た
（
大
久
保
忠
利
〔
一
九
五
九

年
a
〕
）
。
大
久
保
は
、
ひ
き
つ
づ
き
判
決
の
文
章
を
「
鼻
血
の
出

る
よ
う
な
苦
し
み
」
（
！
）
を
味
わ
い
つ
つ
読
ん
で
診
断
し
、
「
ケ

タ
外
れ
長
文
病
」
、
「
全
体
の
整
理
不
十
分
病
」
、
「
そ
の
段
落
に
何

が
出
て
く
る
の
か
予
告
な
し
病
」
、
「
『
結
論
』
な
か
な
か
示
さ
れ

ず
病
」
、
「
『
準
直
接
話
法
』
的
引
用
文
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か

予
告
さ
れ
な
い
病
」
と
い
う
五
種
の
病
に
冒
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、

あ
わ
せ
て
発
見
し
た
（
大
久
保
忠
利
〔
一
九
五
九
年
b
〕
）
。
ま
た
、

つ
い
最
近
も
、
国
語
学
者
の
大
野
晋
が
、
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
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う
た
著
作
の
な
か
で
、
「
法
律
の
権
威
を
背
後
に
も
っ
て
い
る
せ

い
か
、
法
学
者
の
文
章
は
、
［
口
本
語
と
し
て
の
分
か
り
や
す
さ
に

配
慮
し
な
い
も
の
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
」
と
酷
評
し
、
す
で

に
地
に
落
ち
て
い
た
法
律
文
の
評
判
に
、
駄
目
押
し
の
一
撃
を
加

え
た
（
大
野
晋
〔
一
九
九
八
年
〕
六
二
頁
か
ら
六
三
頁
）
。

　
か
く
し
て
、
「
法
律
文
イ
コ
ー
ル
悪
文
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、

い
ま
や
国
民
的
常
識
と
な
う
た
感
す
ら
あ
る
が
、
指
摘
さ
れ
た

「
病
状
」
の
中
に
は
法
律
の
特
性
か
ら
い
っ
て
避
け
が
た
い
部
分

も
あ
る
こ
と
に
、
法
律
家
な
ら
誰
し
も
気
づ
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
言
語
学
者
や
国
語
学
者
が
病
理
現
象
と
す
る
も
の
の
な

か
に
は
、
法
律
文
ゆ
え
の
健
全
な
生
理
現
象
も
一
部
合
ま
れ
て
い

る
と
い
う
の
が
、
法
律
家
の
言
い
分
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
法
文
の
作
り
手
の
側
か
ら
、
惰
理
を
尽
く
し
た
反
論
や

弁
明
が
す
で
に
行
な
わ
れ
て
い
る
（
林
修
三
二
九
五
九
年
〕
、

佐
藤
勲
平
〔
一
九
八
一
年
〕
）
の
で
、
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
り
、

こ
こ
で
は
ひ
と
つ
だ
け
付
け
加
え
て
お
こ
う
。
大
野
が
「
わ
か
り

に
く
い
」
悪
文
と
し
て
櫨
玉
に
あ
げ
た
の
は
、
故
・
川
島
武
宜

（
著
名
な
民
法
学
者
）
の
文
章
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
川
島
の

書
い
た
別
の
文
章
を
、
波
多
野
完
治
は
「
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す

い
」
と
絶
賛
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
波
多
野
完
治
〔
一
九
八
一

年
〕
二
…
二
頁
）
。
法
学
者
に
も
名
文
を
も
の
す
人
は
い
る
。
し

か
し
そ
の
同
じ
法
学
者
が
、
悪
文
を
書
い
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。

真
実
は
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
、
言
語
学

者
や
国
語
学
者
の
辛
辣
な
批
判
が
、
具
体
的
な
テ
キ
ス
ト
を
超
え

て
、
法
律
家
の
書
く
文
章
一
般
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
は
い
く
ら
か
割
り
引
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
「
悪
文
」
批
判
と
双
壁
を
な
す
第
二
の
批
判
は
、
「
法
律
用
語
が

難
解
だ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

弁
解
の
余
地
が
な
い
感
じ
が
す
る
。
わ
が
国
は
、
明
治
時
代
に
西

欧
的
な
近
代
法
典
を
一
気
呵
成
に
作
り
あ
げ
た
。
そ
の
際
、
西
欧

法
の
諸
概
念
を
適
切
に
表
現
す
る
目
常
語
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な

か
っ
た
た
め
、
た
く
さ
ん
の
法
律
用
語
が
西
欧
語
か
ら
の
「
漢
語

訳
」
に
よ
っ
て
急
造
さ
れ
た
。
お
ま
け
に
当
時
は
、
民
衆
が
読
ん

で
分
・
か
り
や
す
い
法
律
を
作
ろ
う
と
い
う
民
主
的
配
慮
も
希
薄
で

あ
っ
た
か
ら
、
い
き
お
い
非
日
常
的
で
難
解
な
用
語
が
法
文
の
な

か
に
多
用
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
法
学
の
世
界
で
定
着
し
現
在
に
い
た

っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
穂
積
陳
重
の
回
想
に
よ
る
と
、
明
治
十
四
年
頃
の
東
京
大
学
で

は
、
法
学
の
諸
科
目
の
講
義
に
は
外
国
語
の
教
科
書
を
使
っ
た
り

英
語
で
講
義
し
た
り
し
て
い
た
が
、
「
明
治
二
十
年
の
頃
に
至
っ
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（33）法律概念を翻訳する難しさ

て
、
始
め
て
用
語
も
大
体
定
ま
り
、
不
完
全
な
が
ら
諸
科
目
と
も

に
邦
語
で
講
義
を
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
L
と
い
う

（
穂
積
陳
重
〔
一
九
八
O
〕
　
一
七
二
頁
）
。
わ
が
国
最
初
の
西
欧
型

法
典
で
あ
る
「
刑
法
」
と
「
治
罪
法
」
（
現
在
の
刑
事
訴
訟
法
に

あ
た
る
）
が
公
布
さ
れ
た
の
は
明
治
十
三
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、

穂
積
の
い
う
明
治
二
十
年
に
ぽ
、
憲
法
典
（
大
目
本
帝
国
憲
法
）

も
民
法
典
も
商
法
典
も
ま
だ
出
来
て
い
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
時
期

に
す
で
に
、
大
体
の
法
律
科
目
を
日
本
語
で
講
義
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
法
律
用
語
の
翻
訳
に
あ
た
っ
た
先
人

の
苦
労
は
並
大
抵
の
も
の
で
は
な
い
（
三
ケ
月
章
〔
一
九
七
八

年
〕
二
九
〇
頁
、
吉
井
蒼
生
夫
〔
一
九
九
六
年
〕
三
八
二
頁
）
。

　
以
下
、
本
稿
で
は
、
「
未
遂
」
と
い
う
用
語
に
焦
点
を
合
わ
せ

つ
つ
、
西
欧
生
ま
れ
の
法
律
概
念
を
翻
訳
す
る
作
業
に
随
伴
す
る

困
難
の
一
端
を
具
体
的
に
示
し
た
い
。
法
律
用
語
が
難
解
で
あ
る

と
い
う
批
判
は
謙
虚
に
闘
。
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
が
、
外
国
語
の
法
概

念
を
正
確
に
か
つ
わ
か
り
や
す
く
翻
訳
す
る
こ
と
が
、
そ
う
容
易

な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の
さ
い
ぜ
ひ
理
解
し
て
も
ら
い
た

い
と
思
う
の
で
あ
る
。

二
　
未
遂
・
着
手
未
遂
・
実
行
未
遂

　
「
未
遂
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
が
国
の
法
律
用
語
の
な
か
で
は
、

む
し
ろ
わ
か
り
や
す
い
部
類
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

「
寄
附
行
為
」
（
財
団
法
人
の
規
約
の
こ
と
）
、
「
債
務
名
義
」
（
強

制
執
行
で
実
現
さ
れ
る
べ
き
請
求
権
の
存
在
と
内
容
を
公
証
す
る

文
書
の
こ
と
）
、
「
疎
明
」
（
裁
判
官
が
一
応
確
か
ら
し
い
と
推
測

す
る
よ
う
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
）
、
「
心
神
耗
弱
」
（
精
神
の
障

害
に
よ
り
是
非
善
悪
の
弁
別
が
著
し
く
困
難
な
状
態
の
こ
と
）
と

い
っ
な
言
葉
は
、
法
律
学
を
学
ん
だ
者
で
な
け
れ
ぱ
、
字
面
を
み

た
だ
け
で
は
、
そ
の
意
味
を
推
測
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
。
こ
れ

に
対
し
て
、
「
未
遂
」
は
、
厳
密
な
法
律
学
的
定
義
は
と
も
か
く
、

お
お
よ
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
人
は
む
し
ろ
例
外
だ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
い
ま
だ
日
常
用
語
と
は
言
え
ぬ
ま
で
も
、
「
や
り
は

じ
め
た
が
や
り
と
げ
な
か
っ
た
」
こ
と
を
、
ふ
だ
ん
の
会
話
の
な

か
で
、
若
干
の
ユ
ー
モ
ア
を
込
め
つ
つ
、
「
未
遂
」
と
表
現
す
る

こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
の
ダ
イ
エ
ッ
ト
計
画
は

ま
た
未
遂
に
終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
の
。
」
と
い
っ
た
具
合
に
。

　
し
か
し
、
厳
密
な
法
偉
用
語
と
し
て
の
「
未
遂
」
は
、
あ
ん
が

い
曲
者
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
人
を
殺
す
決
意
を
固
め
た
者
が
金

物
屋
に
行
っ
て
殺
人
用
に
包
丁
を
購
入
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
購

入
行
為
は
ま
だ
殺
人
の
「
未
遂
」
と
は
い
わ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
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行
為
は
せ
い
ぜ
い
殺
人
の
「
予
備
」
に
す
ぎ
な
い
。
わ
が
刑
法
に

は
、
殺
人
未
遂
罪
の
前
段
階
を
処
罰
す
る
殺
人
予
備
罪
と
い
う
犯

罪
も
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
づ
た
い
ど
こ
ま
で
が
「
予
備
」
で
、
ど

こ
か
ら
「
未
遂
」
と
な
る
か
は
、
法
律
学
の
重
要
な
研
究
課
題
に

な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
迷
信
深
い
者
が
、
藁
人
形
に
五
寸
釘
を

打
ち
込
ん
で
人
を
呪
い
殺
そ
う
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
あ
く

ま
で
も
本
人
は
、
そ
れ
に
よ
う
て
人
が
殺
せ
る
と
本
気
で
信
じ
て

い
る
と
仮
定
し
て
の
話
で
あ
る
。
は
た
し
て
こ
れ
を
殺
人
未
遂
と

す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
や
め
た
方
が
よ
さ
そ
う
だ
。
で
は
、

ス
リ
が
満
員
電
車
の
中
で
隣
の
ご
婦
人
の
ハ
ン
ド
バ
ッ
グ
に
手
を

入
れ
た
が
、
じ
つ
は
そ
の
バ
ッ
グ
は
買
っ
た
ぱ
か
り
で
中
身
は
空

づ
ぽ
だ
っ
た
場
合
は
ど
う
か
。
こ
ち
ら
は
窃
盗
未
遂
で
も
よ
さ
そ

う
な
気
も
す
る
。
で
も
、
藁
人
形
と
空
バ
ッ
グ
は
ど
こ
が
ど
う
違

う
の
か
。
藁
人
形
で
人
を
殺
す
の
が
不
可
能
だ
と
い
う
な
ら
ば
、

空
の
バ
ッ
グ
か
ら
物
を
盗
む
の
も
絶
対
に
不
可
能
な
こ
と
で
は
な

い
か
。
こ
う
い
う
問
題
に
答
を
出
す
の
も
、
こ
れ
ま
た
法
律
学
の

仕
事
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
述
べ
た
こ
と
だ
け
で
も
「
未
遂
」
と
い
う
概
念
を
正

確
に
理
解
す
る
の
が
か
な
り
難
し
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
た

と
恩
う
が
、
さ
ら
に
厄
介
な
の
は
、
「
未
遂
」
の
中
に
、
「
着
手
未

遂
L
（
「
未
終
了
未
遂
」
と
も
い
う
）
と
「
実
行
未
遂
」
（
「
終
了
未

遂
」
と
も
い
う
）
と
い
う
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
じ

つ
は
こ
の
二
分
法
は
、
刑
法
学
の
分
野
で
は
ご
く
基
本
的
な
知
識

に
属
す
る
の
だ
が
、
そ
の
名
称
か
ら
二
種
類
の
未
遂
の
違
い
を
知

る
の
は
、
素
人
に
は
至
難
の
業
だ
ろ
う
。
だ
い
た
い
未
遂
は
未
終

了
に
決
ま
づ
て
い
る
の
に
「
未
終
了
未
遂
」
と
は
こ
れ
い
か
に
。

未
遂
な
の
に
「
終
了
」
と
は
な
に
，
こ
と
か
。
そ
う
自
問
す
る
人
も

い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
種
明
か
し
を
す
る
と
、
「
着
手
未
遂
」
と
い

う
の
は
、
た
と
え
ぱ
、
人
を
殺
そ
う
と
し
て
日
本
刀
を
振
り
下
ろ

し
か
け
た
と
こ
ろ
で
誰
か
に
腕
を
つ
か
ま
れ
て
未
遂
に
終
わ
っ
た

場
合
な
ど
を
指
し
、
「
実
行
未
遂
」
と
い
う
の
は
、
人
を
殺
そ
う

と
思
っ
て
ピ
ス
ト
ル
を
発
砲
し
た
が
、
弾
が
外
れ
て
未
遂
に
終
わ

っ
た
よ
う
な
場
合
を
指
す
。
一
般
的
に
定
義
す
れ
ば
、
犯
罪
の
実

行
行
為
そ
の
も
の
が
終
了
し
な
い
ま
ま
結
果
の
不
発
生
が
確
定
し

た
場
合
が
「
着
手
未
遂
（
未
終
了
未
遂
）
」
で
、
実
行
行
為
は
終

了
し
た
が
予
期
し
た
結
果
が
発
生
し
な
か
っ
た
場
合
が
「
実
行
未

遂
（
終
了
未
遂
）
」
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
わ
か
り
づ
ら
い
用
語
が

通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
十
分
理
解
す
る
た

め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
明
治
初
年
ま
で
時
を
遡
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
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（35）法律概念を翻訳する難しさ

な
い
。

三
　
箕
作
麟
祥
の
苦
闘

　
明
治
維
新
直
後
、
参
議
副
島
種
臣
は
、
天
才
的
語
学
力
で
知
ら

れ
た
外
国
官
（
現
在
の
外
務
省
）
翻
訳
御
用
係
・
箕
作
麟
祥
（
み

つ
く
り
・
り
ん
し
ょ
う
）
に
命
じ
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
法
典
の
翻
訳

を
開
始
さ
せ
た
。
わ
が
国
が
、
幕
末
に
欧
米
列
強
と
の
間
で
相
次

い
で
締
結
し
た
不
平
等
条
約
を
改
正
し
、
真
の
独
立
国
家
と
し
て

欧
米
諸
国
に
伍
し
て
行
く
た
め
に
は
、
ま
ず
は
近
代
的
（
西
欧

的
）
法
典
を
整
傭
し
、
法
治
国
の
外
見
を
作
り
出
す
こ
と
が
不
可

欠
な
急
務
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
初
代
司
法

卿
と
な
っ
た
江
藤
新
平
（
の
ち
佐
賀
の
乱
で
刑
死
）
も
、
箕
作
の

訳
稿
を
見
て
フ
ラ
ン
ス
法
の
優
秀
さ
を
俄
然
悟
り
、
「
誤
訳
を
も

亦
妨
げ
ず
、
唯
、
速
訳
せ
よ
。
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
を
吐
い
て

箕
作
の
翻
訳
作
業
を
督
励
し
た
こ
と
は
、
明
治
法
学
史
の
い
と
お

し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
、
繰
り
返
し
語
り
継
が
れ
て
い
る
（
穂

積
陳
重
〔
一
九
八
O
〕
二
一
〇
頁
、
吉
井
蒼
生
夫
〔
一
九
九
六

年
〕
三
八
四
頁
）
。
近
代
的
な
「
未
遂
」
概
念
を
わ
が
国
へ
移
入

す
る
作
業
も
ま
た
こ
の
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
。

　
さ
て
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
は
、
そ
の
第
二
条
に
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
未
遂
規
定
を
置
い
て
い
た
。

　
【
キ
け
．
N
】
↓
昌
8
8
巨
塁
＜
①
箒
o
ユ
昌
①
ε
一
讐
冨
Φ
蒜

昌
彗
岸
窃
a
⑦
O
胃
仁
コ
8
昌
昌
①
自
8
昌
彗
↓
匝
．
①
急
ε
巨
O
貝
色

①
＝
Φ
目
．
與
Φ
蒜
竃
名
彗
α
冨
昌
ω
一
①
＝
①
自
．
｝
ヨ
彗
o
忌
8
目

①
弐
g
o
冨
寝
『
忌
ω
o
マ
8
易
↓
曽
8
ω
巨
o
曾
彗
島
鼻
①
ω
忌
一
饅

く
◎
一
昌
需
忌
ω
昌
彗
3
冒
一
Φ
g
o
o
冨
巳
9
宥
8
ヨ
∋
①
一
Φ

O
『
一
ヨ
］
①
目
一
①
目
一
①
．

こ
の
条
文
を
平
明
に
訳
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
【
第
二
条
】
実
行
の
着
手
に
よ
っ
て
表
出
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
重

罪
の
企
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
行
為
者
の
意
恩
と
無
関
係
な
事
情
に
よ

っ
て
中
断
さ
れ
、
ま
た
は
、
そ
の
結
果
を
欠
い
た
と
き
は
、
重
罪

そ
の
も
の
と
み
な
す
。

　
こ
の
規
定
の
沿
革
と
意
義
に
つ
い
て
の
詳
し
い
解
説
は
別
稿

（
青
木
人
志
〔
一
九
九
〇
年
〕
）
に
ゆ
ず
り
、
法
理
論
的
な
要
点
を

述
べ
る
と
、
つ
ぎ
の
三
点
が
重
要
で
あ
る
。
①
「
実
行
の
着
手
」

（
8
昌
∋
彗
s
ヨ
竃
↓
旦
、
①
急
昌
ま
g
）
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
未
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遂
の
成
立
範
囲
を
画
し
た
こ
と
。
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
端
を
発
し
そ

の
後
世
界
各
国
の
未
遂
規
定
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
の
概
念

は
、
先
に
述
べ
た
「
予
備
」
と
「
未
遂
」
の
境
界
を
定
め
る
重
要

な
意
味
を
も
つ
。
②
行
為
者
の
意
恩
と
無
関
係
な
事
情
で
、
「
企

て
」
（
8
暮
き
毒
）
が
「
中
断
さ
れ
た
」
（
竃
〇
一
『
心
蒜
竃
名
彗
・

旨
Φ
）
場
合
と
、
「
結
果
を
欠
い
た
」
（
婁
O
マ
∋
彗
O
急
ω
昌

⑦
津
g
）
場
合
を
併
せ
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
。
前
者
が
い
わ
ゆ

る
「
着
手
未
遂
」
、
後
者
が
「
実
行
未
遂
」
に
あ
た
る
。
③
未
遂

は
「
重
罪
そ
の
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
の
で
、
既
遂
同
様
に
処
罰

さ
れ
る
こ
と
。

　
さ
て
、
こ
の
規
定
を
箕
作
は
ど
う
訳
し
た
だ
ろ
う
か
。
明
治
三

年
に
刊
行
さ
れ
た
木
版
摺
り
和
綴
じ
の
『
官
版
・
佛
蘭
西
法
律

書
』
（
文
部
省
蔵
版
）
に
は
こ
う
あ
る
。
な
お
、
括
弧
内
は
箕
作

が
つ
け
た
ル
ビ
で
あ
る
。

　
【
第
二
条
】
重
罪
ノ
犯
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
者
己
レ
ノ
意
外
ノ
景
況

二
於
テ
其
事
ヲ
中
止
シ
又
ハ
誤
機
ス
（
シ
ソ
ン
ス
ル
）
ト
雄
ト
モ

英
所
為
ヲ
即
チ
重
罪
ト
為
ス
可
シ

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
も
と
に
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
条
文

の
最
大
の
理
論
的
意
義
は
、
「
実
行
の
着
手
」
を
未
遂
概
念
の
中

核
的
な
要
素
に
据
え
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
訳
で
は
ど
う

も
そ
れ
が
判
然
と
し
な
い
。
し
い
て
言
え
ば
「
其
事
」
と
い
う
部

分
が
「
実
行
の
着
手
」
に
対
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
〈
8
昌
－

∋
彗
8
ヨ
竃
↓
〉
が
訳
出
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
箕
作
が
「
実
行

の
着
手
」
概
念
の
重
要
性
を
意
識
し
て
い
た
と
は
や
は
り
考
え
に

く
い
。
箕
作
の
天
才
を
も
っ
て
し
て
も
、
近
代
法
律
学
の
知
識
な

し
に
欧
文
の
法
文
の
意
義
を
的
確
に
理
解
す
る
の
が
ど
ん
な
に
困

難
な
こ
と
で
あ
っ
た
か
を
、
こ
の
小
さ
な
訳
文
か
ら
も
垣
問
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
じ
っ
さ
い
箕
作
本
人
も
、
後
年
こ
の
翻
訳
作
業

を
回
想
し
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

　
「
明
治
二
年
に
、
明
治
政
府
か
ら
『
フ
ラ
ン
ス
』
の
刑
法
を
翻

訳
し
ろ
と
云
ふ
命
令
が
下
り
ま
し
た
。
…
…
そ
ん
な
翻
訳
を
言
付

け
ら
れ
て
も
、
ち
つ
と
も
分
り
ま
せ
ん
だ
つ
た
。
尤
も
、
全
く
分

ら
ぬ
で
も
無
い
が
、
先
づ
分
ら
ぬ
方
で
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
か
し

て
翻
訳
し
た
い
と
思
ふ
の
で
、
翻
訳
に
か
㌧
つ
．
た
こ
と
は
か
㌧
り

ま
し
た
と
こ
ろ
が
、
註
解
書
も
な
け
れ
ば
、
字
引
も
な
く
、
教
師

も
な
い
と
云
ふ
や
う
な
訳
で
、
実
に
五
里
霧
中
で
あ
り
ま
し
た
。

…
…
誠
に
膝
縢
と
し
た
こ
と
で
、
翻
訳
を
し
ま
し
た
。
諸
君
も
、
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御
承
知
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
が
、
そ
れ
を
、
文
部
省
で
木
版
に
彫
り

ま
し
て
、
美
濃
判
の
大
き
な
間
違
ひ
だ
ら
け
の
本
を
持
へ
ま
し

た
。
L
（
大
槻
文
彦
〔
一
九
〇
七
年
〕
一
〇
〇
頁
か
ら
一
〇
一
頁
）

　
【
第
二
条
】
重
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
謀
ル
者
己
レ
ノ
意
二
管
セ
サ
ル

景
況
二
因
テ
其
謀
試
ヲ
止
メ
又
ハ
其
謀
試
ヲ
仕
損
ス
ル
ト
難
ト
モ

其
謀
試
ヲ
以
テ
即
チ
重
罪
ナ
リ
ト
看
倣
ス
可
シ

（37）法律概念を翻訳する難しさ

　
フ
ラ
ン
ス
刑
法
の
未
遂
規
定
に
関
し
、
箕
作
の
翻
訳
で
つ
ぎ
に

注
目
す
べ
き
は
、
〈
↓
雪
冨
甘
き
〉
と
い
う
名
詞
の
訳
し
方
で
あ
る
。

こ
の
言
葉
に
対
応
す
る
部
分
は
、
「
為
ン
ト
ス
ル
者
－
・
：
其
事
ヲ
」

と
い
う
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
〈
“
彗
冨
庄
く
①
V
と
い
う
抽
象
名

詞
が
主
語
に
な
っ
て
い
る
受
動
態
の
条
文
を
、
人
問
を
主
語
と
す

る
自
然
な
能
動
態
に
直
し
た
、
な
か
な
か
よ
く
考
え
た
訳
で
あ
る
。

（
た
だ
し
後
に
み
る
よ
う
に
、
箕
作
は
後
年
フ
ラ
ン
ス
語
原
文
の

構
造
に
近
い
逐
語
的
な
訳
を
採
用
す
る
。
）

　
箕
作
は
、
『
佛
蘭
西
法
律
書
』
を
そ
の
後
何
度
も
改
訳
し
て
い

る
。
そ
の
訳
文
の
変
遷
を
追
っ
て
み
る
と
、
箕
作
の
茜
欧
法
理
解

の
度
合
い
が
徐
々
に
進
ん
で
い
く
様
子
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
箕
作
個
人
を
超
え
て
、
わ
が
国
の
法
律
学
の
進
歩
を
も
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
、
明
治
十
一
年
の
訳
（
翻
訳
局
訳
述
『
佛
蘭
西
法
律

善
』
印
書
局
印
行
）
は
こ
う
な
っ
て
い
る
。

　
明
治
三
年
の
最
初
の
翻
訳
と
の
違
い
は
、
い
っ
た
ん
は
そ
の
意

味
を
汲
ん
で
「
犯
ヲ
為
ン
ト
ス
ル
者
…
－
其
事
ヲ
」
と
い
う
表
現

の
う
ち
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
く
8
巨
き
く
⑦
V
と
い
う
名
詞
に
、

あ
ら
た
め
て
「
謀
試
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

藁
科
勝
之
の
国
語
学
的
研
究
に
よ
る
と
、
箕
作
の
造
語
と
推
定
さ

れ
る
こ
の
訳
語
は
、
明
治
八
年
の
訳
（
わ
た
く
し
は
未
見
）
で
も

す
で
に
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
（
藁
科
勝
之
〔
一
九
八
七
年
〕
二

四
頁
）
。
箕
作
が
な
ぜ
、
こ
の
「
謀
試
」
と
い
う
訳
語
を
採
用
し

た
か
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
た
証
拠
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、

彼
は
西
欧
的
法
概
念
と
し
て
の
く
冨
巨
警
く
①
V
の
重
要
性
に
気

づ
き
、
そ
れ
を
ひ
と
こ
と
で
言
い
表
す
訳
語
（
名
詞
）
を
作
っ
て

お
く
こ
と
が
便
宜
だ
と
考
え
た
と
い
う
の
が
わ
た
く
し
の
推
測
で

あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
明
治
十
三
年
に
公
布
さ
れ
た
旧
刑
法
の
起
草

過
程
の
記
録
を
み
る
と
、
日
本
人
委
員
は
会
議
中
さ
か
ん
に
「
タ

ン
タ
チ
ー
フ
」
と
い
う
原
語
を
口
に
し
て
い
る
（
早
稲
田
大
学
鶴

田
文
書
研
究
会
〔
一
九
七
六
年
〕
四
三
八
頁
以
下
）
が
、
こ
れ
な
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ど
は
訳
語
が
定
ま
っ
て
い
な
い
不
便
を
物
語
る
話
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
は
、
明
治
十
一
年
に

な
っ
て
も
、
「
実
行
の
着
手
」
の
重
要
性
を
、
箕
作
は
な
お
認
識

し
て
い
な
い
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
明
治
二
十
年

の
訳
と
対
比
し
て
み
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　
明
治
二
十
年
訳
（
『
増
訂
・
佛
蘭
西
法
律
書
』
博
文
社
発
行
、

明
治
十
六
年
初
版
）
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
【
第
弐
条
】
凡
ソ
執
行
ノ
開
端
二
依
リ
顕
ハ
レ
タ
ル
重
罪
ノ
謀

試
ハ
其
犯
人
ノ
意
二
関
セ
サ
ル
景
況
ノ
ミ
ニ
依
テ
之
ヲ
停
止
シ
又

ハ
之
ヲ
仕
損
シ
タ
ル
時
ハ
即
チ
重
罪
ト
看
傲
ス
可
シ

　
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
〈
O
O
冒
昌
①
目
8
目
①
葦
O
、
①
X
9
巨
ご
O
目
V
と

い
う
概
念
に
対
応
す
る
、
「
執
行
ノ
開
端
」
と
い
う
訳
語
が
、
よ

う
や
く
明
示
的
に
採
用
さ
れ
た
。

　
さ
て
、
つ
い
さ
き
ほ
ど
、
箕
作
訳
の
変
遷
は
「
西
欧
法
理
解
の

度
合
い
が
徐
々
に
進
ん
で
い
く
様
子
」
を
示
し
、
そ
れ
は
「
わ
が

国
の
法
律
学
の
進
歩
を
も
物
語
る
」
と
述
べ
た
。
そ
の
舌
の
根
も

乾
か
ぬ
う
ち
に
こ
う
言
う
の
も
な
ん
だ
が
、
は
た
し
て
箕
作
は
白

分
の
翻
訳
に
満
足
し
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
と

恩
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
表
現
の
日
本
語
ら
し
さ
」
と
い
う
観
点

か
ら
は
、
む
し
ろ
最
初
の
翻
訳
、
す
な
わ
ち
、
〈
↓
彗
↓
き
毒
〉
の

法
概
念
と
し
て
の
重
要
性
も
、
〈
8
昌
昌
彗
8
昌
彗
↓
｛
．
買
ひ
昌
－

け
昌
V
の
意
義
も
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
頃
の
訳
文
の
方
が
、

す
ぐ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
－
か
と
い
う
疑
問
を
捨
て
き
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
箕
作
が
最
後
に
辿
り
着
い
た
「
執
行
ノ
開
端
二
依
リ

顕
ハ
レ
タ
ル
重
罪
ノ
謀
試
」
と
い
う
表
現
は
、
ど
う
み
て
も
流
麗

な
日
本
語
で
は
な
い
。
人
並
み
外
れ
た
語
学
セ
ン
ス
を
も
っ
て
い

た
箕
作
に
は
、
あ
る
い
は
複
雑
な
思
い
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。

　
こ
の
問
題
を
一
般
的
な
形
で
述
べ
る
と
こ
う
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
西
欧
起
源
の
法
律
概
念
を
用
い
て
議
論
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ

り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
訳
語
が
な
い
と
、
西
欧
法
学
の
成
果
を
す

ば
や
く
吸
収
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
西
欧
法
学
者
と
機
能
的
な
対

話
を
行
な
う
こ
と
も
困
難
に
な
る
。
し
か
し
、
西
欧
的
な
概
念
を

忠
実
に
な
ぞ
ろ
う
と
す
れ
ぱ
す
る
ほ
ど
、
彼
我
の
言
語
構
造
の
相

違
に
由
来
す
る
違
和
感
は
拡
大
の
一
途
を
た
ど
る
。
わ
が
国
の
法

律
用
語
や
法
律
文
が
不
評
な
の
は
、
箕
作
に
代
表
さ
れ
る
明
治
の

先
達
た
ち
が
、
日
本
語
の
流
麗
さ
と
ひ
き
か
え
に
、
西
欧
的
諸
概

念
を
自
家
薬
寵
中
の
も
の
に
し
た
と
こ
ろ
に
そ
も
そ
も
の
原
因
が
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あ
る
。
わ
た
く
し
は
日
本
語
を
愛
す
る
点
で
は
人
後
に
落
ち
な
い

つ
も
り
だ
が
、
箕
作
た
ち
の
こ
の
選
択
は
正
し
か
っ
た
と
思
う
。

三
ケ
月
章
が
言
う
よ
う
に
、
西
欧
法
の
日
本
語
化
が
僅
々
二
十
年

の
う
ち
に
成
し
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
文
化
史

的
意
義
を
も
ち
（
三
ケ
月
章
〔
一
九
七
八
年
〕
二
九
〇
頁
）
、
そ

れ
が
そ
の
後
の
わ
が
国
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
た
こ
と
は
、
疑

い
を
容
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

四
　
「
未
遂
」

と
い
う
訳
語
の
定
着

　
さ
て
、
ふ
た
た
び
話
は
〈
一
彗
冨
ゴ
く
①
〉
に
も
ど
る
。

　
右
に
見
た
よ
う
に
、
箕
作
は
こ
の
概
念
に
対
す
る
訳
語
と
し
て

「
謀
試
」
と
い
う
訳
語
を
提
案
し
た
の
だ
が
、
こ
の
用
語
は
つ
い

に
定
着
す
る
こ
と
は
な
く
、
今
や
完
全
に
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
の
代
わ
り
、
〈
8
葦
き
亮
V
の
訳
語
と
し
て
定
着
し
た
の

は
、
「
未
遂
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
。
現
在
出
版
さ
れ
て
い
る

刑
法
学
の
教
科
書
や
法
律
学
辞
典
の
類
に
は
、
「
未
遂
」
に
対
応

す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
〈
け
竃
s
巨
く
①
〉
が
必
ず

挙
げ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
で
は
、
「
未
遂
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
つ
頃
か
ら
使
用
さ
れ
始

め
た
の
だ
ろ
う
か
。
藁
科
勝
之
の
調
査
に
よ
る
と
、
す
で
に
明
治

八
年
に
、
〈
冨
算
き
く
①
V
を
「
未
遂
犯
罪
」
と
訳
し
て
い
る
例
が

見
出
さ
れ
る
（
藁
科
勝
之
〔
一
九
八
七
年
〕
二
二
頁
）
と
い
う
。

そ
し
て
そ
の
後
は
、
旧
刑
法
の
編
纂
過
程
に
あ
ら
わ
れ
た
草
案
中

に
も
、
同
じ
言
葉
が
頻
繁
に
現
れ
始
め
る
（
野
村
稔
二
九
八
四

年
〕
五
〇
頁
以
下
）
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
、
こ
の
言
葉
の
定
着
に

決
定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
明
治
十
三
年
に
完
成

し
た
旧
刑
法
の
未
遂
規
定
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
条
文
で

あ
っ
た
。

　
【
第
百
十
二
条
】
罪
ヲ
犯
サ
ン
ト
シ
テ
已
二
其
事
ヲ
行
フ
ト
難

モ
、
犯
人
意
外
ノ
陣
擬
若
ク
ハ
舛
錯
（
せ
ん
さ
く
）
二
因
リ
未
ダ

遂
ゲ
ザ
ル
時
ハ
、
已
二
遂
ゲ
タ
ル
者
ノ
刑
二
一
等
又
ハ
ニ
等
ヲ
滅

ズ　
は
じ
め
て
も
っ
た
近
代
的
刑
法
典
の
条
文
中
に
「
未
ダ
遂
ゲ
ザ

ル
」
と
い
う
表
現
を
得
て
、
「
未
遂
」
と
い
う
言
葉
は
、
わ
が
国

の
法
律
用
語
と
し
て
一
種
の
公
定
表
現
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ

以
来
、
〈
↓
雪
＄
ご
く
①
〉
を
「
未
遂
」
と
訳
す
慣
行
が
、
徐
々
に
定

着
し
て
い
っ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
旧
刑
法
の
公
布
と
同
じ
年
に
出
版
さ
れ
た
宮
城
浩
蔵
の
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教
科
書
の
な
か
に
は
、
「
着
手
未
遂
」
と
い
う
言
葉
も
す
で
に
使

わ
れ
て
い
る
（
宮
城
浩
蔵
〔
一
九
九
八
年
〕
六
五
一
頁
）
。
た
だ

し
、
そ
の
同
じ
著
作
中
に
は
「
実
行
未
遂
」
も
し
く
は
「
終
了
未

遂
」
と
い
う
用
語
は
ま
だ
あ
ら
わ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
概
念
を
あ

ら
わ
す
用
語
と
し
て
は
、
「
着
手
既
遂
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ

て
い
た
（
宮
城
浩
蔵
〔
一
九
九
八
年
〕
六
五
五
頁
以
下
）
。
「
未

遂
」
の
一
形
態
と
し
て
着
手
「
既
遂
」
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
な
ん

と
も
わ
か
り
に
く
－
い
話
で
あ
る
。
「
実
行
未
遂
」
の
訳
語
が
い
つ

あ
ら
わ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
び
ら
か
に
し
な
い
が
、
す

く
な
く
と
も
大
正
十
一
年
に
発
行
さ
れ
た
岡
田
朝
太
郎
の
著
作
に

は
、
「
実
行
未
遂
犯
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

「
既
行
未
遂
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
聞
き
な
れ
ぬ
用
語
が
併
記
さ

れ
て
い
る
（
岡
田
朝
太
郎
〔
一
九
二
二
年
〕
ニ
ハ
八
頁
）
と
こ
ろ

を
み
る
と
、
「
実
行
未
遂
」
の
訳
語
が
定
着
す
る
ま
で
に
は
、
用

語
法
の
混
乱
が
か
な
り
あ
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
〈
↓
竃
訂
ゴ
く
①
V
を
機
械
的
に
「
未
遂
」
と
訳
す
と

決
め
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
ル
ー
ル
を
共
有
し
て
い
る
者
の
問
で
は
、

効
率
的
な
議
論
が
可
能
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
企
て
」

を
意
味
す
る
く
一
昌
冨
ま
く
①
V
を
「
未
遂
」
と
訳
す
の
は
、
じ
つ

は
か
な
り
乱
暴
な
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
者
が
主
体

的
な
「
行
為
」
に
照
準
を
合
わ
せ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
事

態
の
「
帰
結
態
様
」
を
客
観
的
に
記
述
す
る
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
刑
法
第
二
条
の
規
定
が
、
〈
↓
雪
訂
ま
く
①
V
が
「
中
止
さ

れ
」
た
り
「
結
果
を
欠
い
た
」
場
合
を
想
定
で
き
た
の
は
、
そ
れ

が
「
行
為
」
を
表
す
言
葉
だ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
反
対
に
、

「
終
了
未
遂
」
や
「
未
終
了
未
遂
」
と
い
う
わ
が
法
学
用
語
が
、

日
本
語
表
現
と
し
て
著
し
く
難
解
な
の
は
、
そ
の
点
を
ま
っ
た
く

無
視
し
た
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
箕
作
麟
祥
の
明
治
二
十
年
の
訳
を
も
う
一
度
見
直
し

て
ほ
し
い
。
旧
刑
法
が
公
布
さ
れ
、
「
未
遂
」
と
い
う
言
葉
が
法

文
上
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
得
て
、
〈
↓
雪
訂
弍
く
①
〉
に
対
応
す
る
学
術

用
語
と
し
て
も
定
着
し
始
め
た
後
も
、
箕
作
は
か
た
く
な
に
「
謀

試
」
と
い
う
訳
語
を
使
い
つ
づ
け
て
い
る
。
西
欧
法
概
念
の
移
植

の
た
め
に
は
、
目
本
語
の
自
然
さ
を
あ
る
程
度
ま
で
犠
牲
に
す
る

こ
と
を
い
と
わ
な
か
っ
た
箕
作
で
は
あ
る
が
、
〈
訂
巨
き
く
①
〉
を

「
未
遂
」
と
訳
す
こ
と
は
、
ど
う
に
も
承
服
で
き
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
。
う
が
ち
す
ぎ
と
言
わ
れ
よ
う
が
、
わ
た
く
し
は
こ
こ

に
、
箕
作
の
さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
見
て
取
る
の
だ
。
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