
Title 賍物罪と本犯との關係 (一)
Sub Title Das Verhältnis der Sachhehlerei zur Vortat (1)
Author 中谷, 瑾子(Nakatani, Kinko)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1960

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.33, No.4 (1960. 4) ,p.21- 45 

JaLC DOI
Abstract
Notes 論說
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19600415-0021

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


貯
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

（
一
）

中

谷

瑛

子

六五四三二二一

ま
え
が
き

賠
物
罪
の
本
質
に
關
す
る
諸
學
読

賠
物
罪
に
お
け
る
本
犯
へ
の
從
周
の
問
題
魚
上
本
號
）

本
犯
關
與
者
（
本
犯
の
共
犯
者
）
と
賠
物
罪
の
行
爲
者
性
の
問
題

駐
物
罪
行
爲
の
個
別
的
考
察

む
　
す
　
び

　
駐
物
罪
が
本
犯
の
共
犯
關
係
と
し
て
で
は
な
く
、
又
藏
匿
罪
か
ら
も
分
離
し
て
、
全
く
獅
立
の
犯
罪
と
し
て
観
念
せ
ら
れ
、
規
制
せ
ら
れ
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
に
な
つ
た
の
は
、
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
現
象
的
に
も
、
又
理
論
的
に
も
、
一
般
に
重
大
か
つ
困
難
な
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
純
然
た
る
刑
法
各
論
の
問
題
の
中
で
、
際
だ
つ
て
籔
多
く
論
ぜ
ら
れ
、
又
到
例
の
動
揺
が
顯
著
で
あ
る
こ
と
、
又
、

わ
が
國
に
お
い
て
も
、
犯
罪
統
計
上
か
な
り
の
歎
が
計
上
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
霧
し
い
到
例
批
評
の
他
に
、
到
例
批
評
の
域
を
出
て
、
本
格
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

研
究
が
襲
表
さ
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
等
、
何
れ
も
そ
の
誰
左
と
い
う
こ
と
が
で
き
ょ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
述
に
お
い
て
は
、
何
と
云
つ
て

　
　
　
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
　
　
（
八
六
五
）



　
　
　
　
賠
物
罪
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本
犯
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關
係
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（
八
六
六
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
5
）

も
駐
物
罪
の
本
質
に
重
黙
が
お
か
れ
た
の
で
あ
り
、
又
お
よ
そ
駐
物
罪
に
關
し
て
論
ず
る
に
あ
た
つ
て
は
、
そ
の
本
質
を
め
ぐ
る
見
解
の
相
違
が

終
始
問
題
の
解
決
に
微
妙
に
影
響
し
て
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
當
然
に
、
本
稿
も
そ
の
問
題
を
度
外
覗
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
本
稿
は
と
く

に
駐
物
罪
の
、
そ
の
本
犯
と
の
關
係
に
焦
勲
を
し
ぼ
つ
て
、
こ
れ
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
総
括
し
、
と
り
わ
け
駐
物
罪
に
お
い
て
、
本
犯
に
封
し
、

一
種
の
從
属
關
係
を
認
め
る
ド
イ
ッ
の
通
詮
が
、
故
意
を
め
ぐ
る
新
し
い
理
論
（
目
的
的
行
爲
論
）
の
蓬
頭
と
、
共
犯
に
關
す
る
實
定
法
の
修
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

（
極
端
從
厩
形
式
か
ら
制
限
從
厨
形
式
へ
）
と
の
關
蓮
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
當
否
、
更
に
は
、
戦
後
、
ド
イ
ッ
蓮
邦
裁
到
所
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
到

所
の
從
來
の
到
例
を
攣
更
し
、
後
に
再
び
ラ
イ
ヒ
裁
到
所
の
見
解
に
立
ち
戻
る
と
い
う
顯
著
な
動
揺
を
示
し
た
行
爲
者
性
ー
と
く
に
本
犯
行
爲

に
關
與
し
た
者
の
そ
れ
ー
の
間
題
に
重
黙
を
お
き
な
が
ら
、
專
ら
わ
が
國
の
實
定
法
と
の
關
蓮
に
お
い
て
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
1
）
　
賠
物
罪
の
沼
革
に
つ
い
て
は
と
く
に
O
H
9
Φ
昌
①
屈
国
Φ
㎎
α
屋
註
磯
ロ
5
ひ
q
目
β
画
自
①
げ
一
霞
Φ
一
日
岳
9
8
粧
o
ぴ
自
o
㎎
B
餌
賦
8
げ
R
U
即
騒
濫
目
q
β
寧
一
〇
〇
お
｝

＝
Φ
ぎ
冨
お
⑦
眞
U
一
①
目
亀
轟
げ
琶
Φ
帥
目
＜
Φ
H
再
o
魯
窪
日
O
o
8
欝
磯
Φ
げ
琶
単
寓
①
韻
o
異
N
自
国
9
琶
。
包
巨
騎
留
凄
o
騎
・
浮
鶏
言
げ
o
匡
霞
Φ
舘
鴇
貫

　
を
●
切
鮮
語
”
幹
躍
O
論
こ
簡
輩
な
も
の
と
し
て
の
餌
‘
Φ
ご
の
唄
警
O
巨
山
霧
の
訂
即
隔
困
8
げ
冨
一
尉
⑦
8
昌
α
9
膚
O
戸
一
〇
鰹
｝
OO
・
一
爲
庸
・
参
照
。
わ
が
國
の
丈
献

　
と
し
て
は
耶
野
龍
一
・
貯
物
罪
の
一
考
察
（
小
野
博
士
還
暦
記
念
刑
事
法
の
理
論
と
現
實
e
刑
法
所
牧
）
三
四
五
頁
以
下
、
高
田
義
丈
・
駐
物
罪
（
刑
事
法
講
座

　
第
四
巻
所
牧
）
八
九
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
2
）
例
え
ば
の
薗
β
Φ
び
騨
鉾
ρ
Oo
。
屋
O
．

（
3
）
　
と
く
に
本
犯
と
の
關
係
、
本
犯
關
與
者
の
賠
物
犯
と
し
て
の
行
爲
者
性
の
間
題
に
つ
き
判
例
は
動
揺
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
丈
三
及

　
び
四
滲
照
。

（
4
）
　
前
掲
註
1
参
照
。
荷
こ
の
他
に
谷
口
正
孝
・
貯
物
罪
に
つ
い
て
（
法
曹
時
報
四
巻
四
號
三
頁
以
下
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
剣
例
批
評
と
し
て
は
彩
し

　
い
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
高
田
・
前
掲
書
丈
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
）
　
早
野
教
授
の
前
掲
論
丈
は
法
盆
論
に
封
す
る
批
剣
の
手
が
か
り
と
し
て
考
察
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
荷
鮭
物
罪
の
本
質
を
め
ぐ
る
間
題
の
提
示
と
も
見
ら

　
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
ち

（
6
）
　
ド
イ
ッ
刑
法
第
四
八
條
及
び
四
九
條
は
從
來
可
罰
的
行
爲
9
挙
浄
胃
Φ
国
騨
β
亀
自
β
磯
に
封
す
る
教
唆
及
び
蓄
助
を
規
定
し
て
い
た
た
め
、
共
犯
に
つ
い
て



解
繹
論
上
極
端
從
屑
形
式
を
探
用
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
通
読
で
あ
つ
た
が
、
一
九
四
三
年
の
刑
法
改
正
に
よ
り
「
可
罰
的
行
爲
」
の
代
り
に
「
刑
罰
を
規
定

さ
れ
た
行
爲
目
騨
ω
時
ゆ
瀞
ご
Φ
弩
o
辟
①
自
9
昌
儀
冒
昌
瞬
」
　
と
い
う
言
葉
に
墜
更
さ
れ
た
爲
に
制
限
從
馬
形
式
に
な
つ
た
の
だ
と
説
か
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と

は
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
後
述
三
本
丈
参
照
。

二

　
駐
物
罪
の
客
髄
は
云
う
ま
で
も
な
く
「
駐
物
」
で
あ
る
が
、
そ
の
駐
物
概
念
も
駐
物
罪
の
本
質
を
い
か
様
に
解
す
る
か
に
よ
つ
て
異
る
。
駐
物

罪
の
本
質
に
關
し
て
は
わ
が
國
で
は
や
や
古
く
大
審
院
が
「
駐
物
二
關
ス
ル
罪
ハ
…
…
駐
物
ノ
占
有
ヲ
不
法
二
取
得
シ
以
テ
所
有
者
ノ
物
二
謝
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

ル
追
求
椹
ノ
實
行
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
本
質
ト
ス
」
と
し
、
戦
後
、
最
高
裁
到
所
も
亦
「
駐
物
に
關
す
る
罪
の
本
質
は
、
駐
物
を
韓
々
し
て
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
2
）

害
者
の
返
還
請
求
権
の
行
使
を
困
難
も
し
く
は
不
能
な
ら
し
め
る
黙
に
あ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、
通
論
も
同
様
の
見
解
で
あ
る
。
こ
の
間

に
あ
つ
て
、
木
村
教
授
は
、
駐
物
罪
を
以
つ
て
「
犯
罪
に
よ
つ
て
違
法
に
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
る
財
産
歌
態
を
維
持
存
績
せ
し
め
る
こ
と
を
内
容

と
す
る
」
と
解
し
、
又
通
読
が
本
犯
行
爲
は
財
産
犯
た
る
べ
き
行
爲
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
の
に
封
し
、
凡
そ
財
産
穫
の
侵
害
を

内
容
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
足
り
、
必
ら
ず
し
も
財
産
罪
た
る
こ
と
ま
で
は
必
要
で
は
な
く
、
叉
駐
物
罪
の
成
否
は
私
法
上
の
返
還
請
求
権
の
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

無
と
は
關
係
な
く
、
從
つ
て
例
え
ば
不
法
原
因
給
付
物
に
つ
い
て
も
な
お
駐
物
罪
は
成
立
す
る
と
さ
れ
、
叉
李
野
教
授
は
べ
ー
リ
ン
グ
の
事
後
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
×
5
）

犯
読
に
加
え
て
肚
會
學
的
犯
罪
類
型
の
観
黙
か
ら
、
い
わ
ば
新
し
い
事
後
從
犯
詮
を
主
張
さ
れ
る
。
こ
の
事
後
從
犯
読
は
既
に
周
知
の
よ
う
に
、

イ
タ
リ
ア
註
繹
學
派
以
來
一
九
世
紀
に
至
る
ま
で
諸
國
（
と
く
に
ド
イ
ッ
）
に
お
い
て
支
配
的
な
理
論
で
あ
つ
た
し
、
古
い
事
後
從
犯
論
が
克
服

さ
れ
た
近
代
に
な
つ
て
も
、
な
お
、
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
新
し
い
装
い
を
つ
け
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
わ
が

國
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
雫
野
教
授
が
、
こ
れ
を
新
し
く
主
張
さ
れ
て
以
來
、
最
高
裁
到
所
の
到
例
中
に
は
未
だ
見
ら
れ
な
い
と
し
亡
も
、
高
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

裁
到
所
の
到
決
の
中
に
は
す
で
に
こ
の
立
場
か
ら
駐
物
罪
の
本
質
を
論
じ
た
も
の
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
は
注
目
に
憤
し
よ

　
　
　
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
　
　
　
（
八
六
七
）



　
　
　
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四
　
　
　
（
八
六
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

う
。
更
に
叉
か
つ
て
宮
本
英
脩
博
士
は
い
わ
ゆ
る
「
間
接
領
得
罪
」
読
を
主
張
せ
ら
れ
、
谷
口
到
事
の
前
掲
資
料
は
之
を
支
持
す
る
態
度
を
明
ら

か
に
し
て
お
ら
れ
る
。

　
右
に
瞥
見
し
た
よ
う
に
、
我
が
國
に
お
い
て
、
駐
物
罪
の
本
質
に
關
し
て
は
冒
頭
に
も
述
べ
た
よ
う
に
「
所
有
者
の
物
に
封
す
る
追
求
穫
の
實

行
を
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と
」
と
解
す
る
の
が
通
読
、
到
例
と
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
根
彊
い
反
封
読
の
あ
る
事
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
國
の
通
読
は
ド
イ
ッ
の
「
維
持
読
」
（
卜
民
冨
。
耳
o
昌
葺
巨
鴨
淳
8
比
ρ
田
封
9
g
一
臼
巨
暢
浮
8
慧
o
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い

　
　
　
（
8
）

と
云
わ
れ
、
ド
イ
ッ
で
も
維
持
読
（
正
し
く
は
違
法
歌
態
維
持
説
）
が
通
読
と
さ
れ
て
い
る
。
L
か
し
ド
イ
ッ
で
も
こ
の
維
持
読
が
不
動
に
近
い
輩
固

な
地
位
に
安
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
ザ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
駐
物
罪
の
構
成
要
件
の
根
本
思
想
に
關
す
る
見
解
は
客
観
論
と
主
観
論
と
に
大
別
さ
れ
、
各
々
が
更
に
二
分
さ
れ
る
。

　
①
客
観
読
と
し
て
は
、
翫
　
本
犯
に
よ
つ
て
創
ら
れ
た
違
法
歌
態
の
維
持
及
び
糧
績
卜
β
守
8
辟
o
旨
巴
ε
目
㎎
眉
呂
＜
〇
二
ぎ
鴨
旨
β
騎
（
頴
撃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

b
9
巨
Φ
霊
轟
）
と
解
す
る
読
と
h
　
a
の
見
解
を
こ
え
て
更
に
違
法
駄
態
の
軍
な
る
維
持
で
は
な
く
し
て
こ
れ
を
更
に
一
暦
強
化
し
悪
化
さ
せ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
＜
①
諾
9
晋
皆
昌
鴫
賃
温
く
曾
8
巨
ゆ
日
目
①
昌
昌
㎎
も
、
犯
罪
に
よ
つ
て
得
た
利
盆
を
軽
韓
さ
せ
る
こ
と
も
庭
罰
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

⑧
主
観
読
と
し
て
は
ま
ず
乱
　
い
わ
ゆ
る
共
犯
読
（
フ
ー
ゴ
ー
．
マ
ィ
ヤ
ー
の
意
味
で
の
「
事
後
共
犯
旨
。
辟
鼠
範
ざ
富
円
毘
巨
日
Φ
」
）
と
h
　
利
用
読

　
　
　
　
　
　
　
　
（
認
）
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

卜
瑳
げ
窪
言
昌
暢
爵
①
o
昌
o
と
に
分
け
ら
れ
る
。

　
今
こ
れ
ら
の
學
読
の
詳
細
な
紹
介
と
こ
れ
に
封
す
る
批
到
を
加
え
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
か
ら
省
略
す
る
こ
と
と
し
て
も
、
維
持
読

の
他
に
相
封
立
す
る
學
読
が
し
か
も
か
な
り
有
力
な
學
者
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
事
實
（
註
9
～
1
3
参
照
）
の
み
は
明
ら
か
に
し
得
た
こ
と
と

思
う
。
更
に
、
こ
の
間
題
に
關
し
て
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
わ
が
駐
物
罪
の
規
定
と
ド
イ
ッ
の
そ
れ
と
は
規
定
の
形
式
、
位
置

を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帥
ち
わ
が
駐
物
罪
は
、
司
法
権
と
い
う
國
家
的
法
盆
に
封
す
る
罪
と
し
て
の
犯
人
藏
匿
罪
や
詮
懸
涯
滅
罪
と

は
明
ら
か
に
匿
別
し
て
個
人
的
法
盆
（
と
り
わ
け
財
産
）
に
封
す
る
罪
と
し
て
、
財
産
罪
と
し
て
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
て
猫
立
に
規
定
せ
ら
れ
て



い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
ド
イ
ッ
刑
法
に
お
い
て
は
、
駐
物
罪
は
窃
盗
及
び
横
領
の
罪
と
詐
欺
及
び
背
任
の
罪
と
の
間
の
第
二
一
章
に
凋
立
罪
と
し

て
規
定
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
な
お
犯
人
藏
匿
罪
と
並
ん
で
規
定
せ
ら
れ
、
規
定
の
位
置
か
ら
し
て
犯
罪
庇
護
的
性
格
が
明
瞭
に
看
取
さ
れ
る

ば
か
り
で
は
な
く
、
客
髄
は
明
文
上
「
可
罰
的
行
爲
。
。
需
謀
び
曽
①
閏
蝉
昌
冒
β
㎎
」
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
物
で
あ
る
か
ら
、
本
犯
は
可
罰
的
で
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

ば
よ
く
、
財
産
罪
に
限
定
さ
れ
な
い
こ
と
、
又
行
爲
者
は
「
自
己
の
利
盆
の
た
め
に
器
ぎ
霧
＜
o
詳
Φ
冴
零
Φ
鐙
臼
」
行
爲
す
る
こ
と
を
要
し
、
行

爲
の
態
様
も
「
隠
匿
す
る
お
昌
①
一
目
一
一
9
雪
」
、
「
買
取
る
き
匿
硅
臼
」
、
「
質
に
と
る
営
b
壁
邑
器
げ
白
窪
」
、
「
自
己
の
手
に
牧
め
る
き
。。
δ
草

訂
甘
㎎
窪
」
、
「
（
他
人
へ
の
）
費
却
に
協
力
す
る
旨
目
ト
げ
舞
言
目
詳
且
詩
Φ
昌
」
の
五
つ
が
列
奉
さ
れ
、
わ
が
駐
物
罪
の
行
爲
態
様
と
は
必
ら
ず

し
も
｝
致
せ
ず
、
刑
罰
も
亦
わ
が
二
五
六
條
の
一
項
は
別
と
し
て
二
項
が
本
犯
た
る
窃
盗
、
詐
欺
等
一
般
の
財
産
犯
の
法
定
刑
よ
り
も
重
く
、
本

犯
と
し
て
豫
想
さ
れ
る
財
産
罪
で
二
項
駐
物
罪
の
刑
よ
り
重
い
も
の
は
強
盗
罪
の
み
で
あ
る
の
に
封
し
、
ド
イ
ッ
刑
法
の
そ
れ
は
す
べ
て
一
律
に

輕
懲
役
（
ル
期
鵬
祉
）
で
、
軍
純
窃
盗
と
等
し
文
強
盗
罪
は
も
と
よ
り
、
加
重
窃
盗
、
加
重
詐
欺
、
更
に
は
恐
喝
、
背
任
よ
り
も
輕
い
。
こ
の
よ

う
な
實
定
法
上
の
相
違
を
考
え
る
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
理
論
が
そ
の
ま
ま
わ
が
法
に
安
當
し
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
當
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
叉

こ
の
問
題
と
も
關
蓮
し
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
の
一
は
一
般
に
本
質
問
題
を
論
ず
る
に
當
つ
て
、
×
×
の
本
質
と
か
×
×
の
法
的
性
質
と
か

い
う
場
合
の
×
×
と
は
純
粋
に
観
念
的
な
概
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
實
定
法
上
の
概
念
と
し
て
の
そ
れ
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
場
合
に
よ
つ
て
は
、
と
い
う
よ
り
は
寧
ろ
通
例
そ
の
間
に
は
多
少
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
あ
る

事
が
否
め
な
い
の
で
あ
つ
て
、
俗
な
比
喩
を
用
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
に
は
理
想
と
現
實
と
の
距
り
ぐ
ら
い
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
の
爾
者
の
差
異
を
素
直
に
認
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
の
種
の
間
題
を
め
ぐ
る
必
要
以
上
の
封
立
、
錯
綜
が
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
以
上
の
諸
考
慮
を
前
提
と
し
て
、
あ
ら
た
め
て
わ
が
二
五
六
條
の
規
定
を
見
る
な
ら
ば
、
ド
イ
ッ
の
規
定
と
比
較
し
て
犯
罪
庇
護
的
要
素
は
後

退
し
て
猫
立
の
財
産
罪
と
し
て
の
性
格
の
強
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
し
乍
ら
、
李
野
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
　
一
項
の
牧
受
（
し
か
も

こ
れ
は
無
償
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
）
と
二
項
の
運
搬
・
寄
藏
・
牙
保
（
有
償
．
無
償
を
問
わ
な
い
）
・
故
買
（
こ
れ
は
有
償
の
場
合
に
限
ら
れ
る
）
と
は
多

　
　
　
粧
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
　
　
　
（
八
六
九
）



　
　
　
賠
物
罪
と
本
狙
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六
　
　
　
（
八
七
〇
）

分
に
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
項
が
軍
に
本
犯
の
利
盆
に
與
る
行
爲
で
あ
る
の
に
謝
し
て
二
項
は
よ
り
利
慾
犯
的
性
格
が
ま
さ
つ
て
い

る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
二
項
該
営
の
行
爲
の
中
に
も
專
ら
本
犯
の
利
猛
の
た
め
、
本
犯
庇
護
の
た
め
の
行
爲
も
含
ま
れ
る

と
解
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
黙
「
自
己
の
利
盆
の
た
め
器
口
霧
＜
o
詳
①
宏
名
β
窪
」
と
規
定
す
る
ド
イ
ッ
法
よ
り
廣
範
に
及
ぶ
も
の
と
解

す
べ
き
で
あ
り
、
か
く
解
す
る
限
り
、
二
項
も
一
項
と
相
侯
つ
て
犯
罪
庇
護
的
（
事
後
從
犯
的
）
要
素
を
沸
拭
し
き
つ
て
は
い
な
い
と
見
る
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
又
手
績
的
に
見
て
も
訴
訟
法
上
犯
人
藏
匿
罪
、
誰
懸
厘
滅
罪
、
儒
謹
罪
、
虚
儒
の
鑑
定
通
課
の
罪
と
並
ん

で
駐
物
罪
と
そ
の
本
犯
と
は
共
に
犯
し
奄
の
と
委
さ
れ
、
關
蓮
事
件
と
し
て
の
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
（
鐸
は
、
主
と
し
て
霧
が
共
通

す
る
こ
と
か
ら
、
實
髄
的
眞
實
の
獲
見
と
訴
訟
経
濟
と
に
出
る
も
の
で
あ
る
と
は
云
い
な
が
ら
、
又
實
髄
法
上
も
上
述
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
も
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
に
見
て
來
る
と
、
駐
物
罪
規
定
の
根
本
思
想
は
、
わ
が
實
定
法
上
、
主
観
的
に
は
多
分
に
職
業
的
、
利
慾
的
な
も
の
と
、
犯
罪
庇
護

的
、
從
犯
的
な
面
と
を
包
含
し
、
客
観
的
に
は
、
本
犯
に
よ
つ
て
作
ら
れ
た
違
法
な
財
産
欣
態
を
肯
定
し
、
こ
れ
を
維
持
も
し
く
は
加
重
す
る
と

い
う
面
を
併
せ
考
慮
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
（
も
つ
と
も
、
こ
の
場
合
ド
ィ
ツ
の
通
説
、
又
は
木
村
博
士
の
説
か
れ
る
違
法
欣
態
維
持
説
の
よ
う
に
、

本
犯
行
爲
は
可
罰
行
爲
で
あ
れ
ば
足
り
る
の
で
は
な
く
、
わ
が
法
上
は
や
は
り
財
産
罪
に
限
定
し
て
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
わ
が
二
五
六
條
が
、
ド
イ
ッ
の
賠

物
罪
の
規
定
の
よ
う
に
廣
く
可
罰
的
行
爲
で
足
り
る
と
の
明
丈
を
も
た
な
い
だ
け
で
な
く
、
後
述
の
よ
う
に
、
他
の
法
規
と
の
關
連
に
お
い
て
導
か
れ
る
論
結
で
あ

る
。
荷
後
述
四
一
責
註
－
参
照
）
。
從
つ
て
一
義
的
に
維
持
読
を
も
つ
て
解
す
る
こ
と
も
不
充
分
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
事
後
從
犯
読
に
よ
つ
て
も
な

お
問
題
は
解
決
し
つ
く
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
し
か
し
、
一
つ
の
犯
罪
類
型
が
か
な
り
異
質
的
な
諸
要
素
・
諸
行
爲
を
包

含
し
、
叉
藪
個
の
保
護
法
盆
を
持
つ
こ
と
は
駐
物
罪
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
く
、
そ
こ
で
も
な
お
も
つ
と
も
ウ
ェ
イ
ト
の
お
か
れ
て
い
る
も
の

（
つ
ま
り
本
質
）
が
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
黙
で
わ
が
刑
法
上
の
駐
物
罪
は
、
そ
の
規
定
の
文
言
、
位
置
等
か
ら
推
し
て
、

重
黙
は
何
と
云
つ
て
も
本
犯
と
は
獅
立
の
財
産
的
侵
害
と
い
う
外
部
的
客
観
面
に
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
し
、
他
の
財
産
罪
（
本
犯
）
を
蓄



助
し
、
又
は
積
極
的
に
助
長
、
促
進
す
る
と
い
う
面
は
、
駐
物
罪
に
よ
る
む
し
ろ
副
次
的
な
効
果
と
云
つ
た
方
が
安
當
で
あ
る
か
も
知
れ
ず
、
そ

の
限
り
で
通
読
は
な
お
正
當
な
も
の
と
云
え
よ
う
。
し
か
し
駐
物
罪
の
中
に
前
述
の
よ
う
に
本
來
異
質
的
な
諸
要
素
・
諸
考
慮
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
駐
物
罪
の
解
繹
に
當
つ
て
か
な
り
重
要
な
作
用
を
も
つ
の
て
あ
つ
て
、
そ
の
よ
う
な
洞
察
が
あ
つ
て
こ
そ
よ
り

銘
o
匡
油
9
な
、
正
鵠
な
解
繹
が
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）事

は
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
示
唆
さ
れ
て
事
後
從
犯
説
を
と
ら
れ
た
こ
と
に
な
つ
て
い
る

中
野
判
事
が
ビ
ソ
デ
ィ
ン
グ
の
示
唆
を
受
け
ら
れ
た
こ
と

は
事
實
と
し
て
も

つ
て
ビ
ソ
デ
ィ
ン
グ
に
示
唆
さ
れ
た
事
後
從
犯
説
と
い
う
の
は
必
ら
ず
し
も
正
確
と
は
云
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

唆
に
負
う
も
の
だ
と
さ
れ
た
の
は
軍
に
賠
物
牙
保
を
そ
の
本
質
は
他
の
賠
物
行
爲
の
幕
助

と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
黙
に
あ
り
、

と
い
う
の
も
必
ら
ず
し
も
明
確
と
は
云
い
得
な
い
が
、

う
に
見
う
け
ら
れ
る
。

し
、
『
そ
れ
は
「
貯
物
ノ
返
還
請
求
椹
ノ
行
使
ヲ
困
難
ナ
ラ
シ
ム
ル
該
犯
罪
ノ
性
質
上
然
ラ
シ
ム
ル
モ
ノ
」
（
茄
肱
旺
距
灘
隼
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
牧
受
・

故
買
・
寄
藏
・
蓮
搬
等
、
刑
法
二
五
六
條
所
定
の
概
念
は
、
い
ず
れ
も
物
の
移
動
を
意
味
す
る
も
の
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
と
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と

す
れ
ば
、
牙
保
に
つ
い
て
も
積
極
説
（
こ
こ
で
は
牙
保
の
成
立
に
つ
き
費
買
が
現
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
説
f
筆
者
註
）
を
と
る
こ
と
が
理
由
あ
る
こ

と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
』
と
さ
れ
、
こ
れ
が
上
告
論
旨
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
判
例
批
詳
の
結
論
と
し
て
は
「
わ
た
く
し
は
、
こ
の
問

題
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
上
告
論
旨
に
賛
成
し
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
他
方
、
わ
が
國
の
賠
物
牙
保
罪
に
あ
た
る
ド
イ
ッ
の
「
費
却
の
た
め
の
協

力
」
に
關
す
る
解
繹
の
中
で
、
賠
物
罪
の
犯
人
庇
護
罪
的
性
格
を
重
覗
す
る
清
極
読
（
周
旋
の
事
實
さ
え
あ
れ
ば
、
責
買
實
行
の
有
無
を
問
わ
な
い
と
す
る
説
i

　
　
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
　
（
八
七
一
）

大
審
院
判
決
大
正
一
一
年
七
月
一
一
日
刑
集
一
巻
三
九
三
頁
。

最
高
裁
判
決
昭
和
二
三
年
一
一
月
九
日
刑
集
二
巻
一
五
〇
四
頁
。

木
村
塾
二
・
刑
法
各
論
（
復
刊
）
一
六
六
－
八
頁
、
同
・
新
刑
法
讃
本
（
全
訂
版
）
一
コ
ニ
ー
五
頁
。

卒
野
・
前
掲
論
丈
、
と
く
に
三
五
四
i
九
頁
。

わ
が
國
に
お
け
る
新
し
い
事
後
從
犯
説
の
主
張
に
關
し
て
は
一
部
に
や
や
誤
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
印
ち
谷
口
正
孝
剣
事
に
よ
れ
ば
、
中
野
次
雄
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
谷
口
・
賠
物
罪
に
つ
い
て
ー
法
曹
時
報
四
巻
四
號
八
一
ー
二
頁
）
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
野
・
賠
物
牙
保
罪
と
周
旋
に
か
か
る
責
買
の
成
否
－
警
察
研
究
二
二
巻
一
號
八
九
i
九
〇
頁
）

　
　
　
　
、
ビ
ソ
デ
ィ
ン
グ
自
身
は
維
持
読
の
主
張
者
で
あ
り
、
又
中
野
判
事
の
前
掲
判
例
批
評
も
事
後
從
犯
説
を
と
つ
て
お
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
從

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
野
剣
事
が
自
説
に
つ
き
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ビ
ソ
デ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
故
買
の
、
中
野
剣
事
は
賠
物
責
却
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
に
判
事
が
「
牙
保
を
犯
罪
と
す
る
の
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
駐
物
責
却
の
耕
助
行
爲
を
虎
罰
す
る
趣
旨
云
々
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
積
極
的
に
駐
物
罪
全
般
に
つ
い
て
ま
で
轄
助
的
（
從
犯
的
）
性
質
を
認
め
よ
う
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
よ

　
　
　
　
　
　
そ
の
事
は
右
の
肢
述
の
一
寸
前
に
駐
物
罪
の
成
立
す
る
た
め
に
貯
物
の
占
有
移
韓
を
要
す
る
こ
と
が
判
例
・
通
説
で
あ
る
こ
と
を
指
摘



賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

二
八

（
八
七
二
）

ー
筆
者
註
）
を
批
判
し
て
「
わ
が
國
に
お
い
て
は
、
そ
の
規
定
の
位
置
か
ら
み
て
も
賠
物
罪
は
ド
イ
ッ
刑
法
以
上
に
庇
護
罪
的
性
格
を
脆
却
し
て
い
る
と
考
う
べ

　
き
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
。
以
上
に
よ
つ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
野
判
事
は
、
む
し
ろ
通
設
の
立
場
に
立
つ
て
、
こ
れ
を
一
貫
さ
せ
る
た
め
に
は
、
賠
物

　
牙
保
罪
の
場
合
も
契
約
が
成
立
し
、
賠
物
の
移
韓
が
あ
つ
て
始
め
て
成
立
す
る
と
解
す
べ
き
で
、
こ
こ
で
と
り
あ
げ
ら
れ
た
判
例
の
よ
う
に
、
仲
介
周
旋
の
事
實

　
さ
え
あ
れ
ば
、
責
買
契
約
は
成
立
し
な
く
て
も
貯
物
牙
保
罪
の
成
立
を
妨
げ
な
い
と
す
る
こ
と
は
妥
當
で
は
な
い
と
す
る
趣
旨
と
解
さ
れ
る
。
又
、
谷
口
剣
事
が

　
中
野
判
事
に
調
す
る
批
判
の
た
め
に
引
用
さ
れ
た
言
葉
（
谷
口
・
前
掲
資
料
八
二
頁
）
も
、
私
の
見
た
限
り
、
中
野
判
事
の
本
文
と
は
か
な
り
異
つ
た
も
の
で
あ

　
り
、
こ
と
に
「
從
つ
て
、
こ
の
駐
物
罪
の
事
後
從
犯
た
る
の
性
質
か
ら
し
て
云
々
」
の
部
分
は
本
文
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
引
用
を
示
す

　
「
　
」
内
に
入
れ
る
こ
と
は
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
6
）
．
例
え
ぽ
「
元
來
駐
物
牙
保
の
罪
は
當
然
に
事
後
從
犯
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
刑
法
は
そ
の
こ
と
を
當
然
に
豫
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
結
果
に
お

　
い
て
財
産
犯
を
誘
爽
す
る
弊
害
を
有
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
こ
れ
を
濁
立
罪
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
」
（
櫃
鳴
鳩
峨
欄
融
鼓
錦
劃
獺
濫
八
．
）
、
「
惟
う
に
、
駐
物
運

　
搬
の
罪
は
、
他
人
が
不
法
に
領
得
し
た
物
を
、
そ
の
情
を
知
り
な
が
ら
、
本
犯
の
利
盆
の
た
ゐ
に
、
こ
れ
に
協
力
し
て
物
の
所
在
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
成

　
立
し
、
通
常
本
犯
の
意
圖
す
る
場
所
へ
物
の
所
在
を
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
事
後
從
犯
と
別
稻
せ
ら
る
る
所
以
こ
こ
に
あ
り
と
解
す
る
」
（
酩
嗜
握
腐
職
捌
欄
罷

驚
加
）

　
　
「
窃
盗
罪
と
駐
物
罪
は
い
ず
れ
も
他
人
の
所
有
に
係
る
駐
物
の
領
得
に
關
す
る
犯
罪
で
あ
つ
て
、
互
に
密
接
な
關
係
い
わ
ゆ
る
事
後
從
犯
の
關
係
が
あ
る
」

（
汰
議
矯
理
知
ε
）
等
．

（
7
）
　
宮
本
博
士
は
、
さ
き
に
「
賠
物
に
關
す
る
罪
は
他
人
が
椹
利
な
く
し
て
領
得
し
た
第
三
者
の
財
物
を
更
に
領
得
す
る
罪
を
い
」
い
、
「
通
常
の
領
得
罪
が

　
新
に
領
得
を
爲
す
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
賠
物
罪
は
前
記
の
領
得
を
縫
受
し
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
被
害
者
を
し
て
財
物
の
同
復
を
一
層
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と

　
を
も
つ
て
特
色
と
す
る
」
（
宮
本
・
刑
法
大
綱
三
九
八
頁
）
と
さ
れ
た
か
後
に
更
に
「
間
接
領
得
罪
」
の
概
念
を
明
ら
か
に
し
て
次
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
。

　
「
私
は
、
共
犯
又
は
類
似
の
観
念
を
籍
る
こ
と
な
く
、
輩
に
今
日
の
賠
物
罪
の
規
定
の
み
を
も
つ
て
し
て
、
果
し
て
可
罰
的
憤
値
あ
る
一
切
の
問
接
領
得
の
場
合

　
を
塵
罰
し
得
る
や
を
疑
ふ
も
の
で
あ
る
（
私
は
駐
物
罪
の
被
害
法
盆
を
も
つ
て
被
害
者
の
有
す
る
駐
物
返
還
請
求
穫
と
解
す
る
説
を
排
し
、
賠
物
罪
を
も
つ
て
本

　
犯
と
目
的
物
を
同
じ
く
す
る
間
接
領
得
の
罪
と
解
す
る
）
」
（
宮
本
・
横
領
後
の
横
領
行
爲
の
性
質
（
再
び
）
（
草
野
及
び
牧
野
爾
氏
に
答
へ
て
）
、
法
學
論
叢
三
五

　
巻
三
號
八
二
三
頁
、
こ
の
鮎
に
つ
き
卒
野
前
揚
論
丈
、
谷
口
剣
事
前
掲
賓
料
の
宮
本
博
士
の
丈
献
引
用
は
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
）

　
　
す
で
に
耶
野
教
授
が
前
揚
論
丈
．
」
お
い
て
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
宮
本
博
士
の
間
接
領
得
罪
説
は
い
わ
ゆ
る
事
後
從
犯
説
に
似
て
非
な
る
も
の
で
、
事
後
從
犯

　
説
が
本
犯
行
爲
に
封
す
る
事
後
的
共
犯
で
あ
る
と
解
す
る
の
に
封
し
て
、
個
々
の
不
可
罰
的
事
後
行
爲
（
こ
れ
も
本
來
犯
罪
を
成
立
さ
せ
る
べ
ぎ
行
爲
で
は
あ
る

　
が
、
正
犯
者
に
は
一
身
的
免
刑
事
由
が
具
わ
る
た
め
に
不
可
罰
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
免
刑
事
由
の
具
わ
ら
な
い
第
三
者
が
こ
れ
に
加
功
し



　
た
と
き
は
富
然
に
犯
罪
が
成
立
す
る
と
解
す
る
）
に
封
す
る
共
犯
で
あ
る
と
す
る
鮎
で
明
ら
か
に
匪
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
演
、
博
士
は
事
後
共

　
犯
に
つ
い
て
は
次
の
よ
り
に
論
い
て
お
ら
れ
る
。

　
「
事
後
共
犯
の
意
義
を
如
何
に
解
す
べ
ぎ
か
は
別
問
題
と
し
て
、
と
に
か
く
状
態
犯
と
い
う
観
念
を
認
め
る
立
場
に
お
い
て
は
、
最
初
の
犯
罪
行
爲
と
歌
態
犯
と

　
の
關
係
は
、
軍
に
後
者
が
罪
と
な
ら
ぬ
と
い
ふ
た
け
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
行
爲
で
あ
る
。
從
つ
て
從
驕
犯
詮
に
在
つ
て
も
、
歌
態
犯
が
罪
と
な

　
ら
ぬ
の
は
、
犯
人
に
と
つ
て
一
身
的
冤
刑
原
因
が
具
わ
る
か
ら
で
あ
つ
て
、
第
三
者
た
る
加
功
者
に
と
つ
て
は
、
相
封
的
に
犯
罪
で
あ
る
と
い
ふ
や
う
に
、
何
等

　
か
の
理
由
に
よ
つ
て
犯
罪
的
意
義
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
な
ら
ぽ
、
こ
れ
に
野
し
て
も
共
犯
が
認
め
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

　
故
に
も
し
謂
は
ゆ
る
事
後
共
犯
が
斯
か
る
揚
合
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
刑
法
理
論
が
叉
斯
か
る
事
後
共
犯
を
認
め
ぬ
と
い
ふ
な
ら
ば
私
は
寧
ろ
斯
か

　
る
刑
法
理
論
が
再
批
判
を
受
く
へ
ぎ
で
は
な
い
か
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
」
（
宮
本
前
掲
論
丈
八
二
二
頁
）

　
　
な
お
、
博
士
の
間
接
領
得
罪
論
に
つ
い
て
は
、
賠
物
罪
は
た
し
か
に
本
犯
と
目
的
物
は
共
通
で
あ
る
が
、
そ
の
侵
害
の
態
様
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
犯
罪

　
類
型
は
軍
に
目
的
物
の
異
同
の
み
な
ら
ず
、
侵
害
の
態
様
に
よ
つ
て
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
窃
盗
、
詐
欺
、
恐
喝
等
財
物
の
所
持
を

　
奪
う
勲
で
は
同
一
で
も
行
爲
の
態
様
に
よ
つ
て
匠
別
さ
れ
る
）
こ
と
を
考
慮
す
る
と
き
、
か
な
り
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
8
）
　
し
か
し
、
本
丈
に
も
前
述
し
た
よ
う
に
正
確
に
は
わ
が
國
の
通
説
と
ド
イ
ッ
の
維
持
説
と
は
同
一
で
は
な
い
。
ド
イ
ソ
の
維
持
読
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
主
張

　
し
て
お
ら
れ
る
の
は
木
村
教
授
で
、
わ
が
國
の
通
読
と
F
イ
ッ
の
維
持
説
と
の
間
に
は
從
つ
て
木
村
教
授
の
説
に
つ
い
て
本
丈
に
読
い
た
と
同
一
の
相
違
貼
が
指

　
摘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
9
）
　
通
説
。
ザ
ウ
ァ
ー
は
こ
の
説
を
主
張
し
て
い
る
者
と
し
て
ナ
ー
グ
ラ
！
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
マ
ウ
ラ
ッ
ハ
、
ラ
ン
ゲ
を
あ
げ
て
い
る
が
、
ラ
イ
プ
ツ
ィ
ガ
！
．

　
コ
ン
メ
ソ
タ
ー
ル
は
、
　
ナ
ー
グ
ラ
：
の
後
を
受
け
て
ヤ
ー
グ
シ
ュ
が
や
は
り
こ
の
読
を
説
い
て
い
る
。
臼
騨
瞬
q
の
o
ダ
■
Φ
甘
区
磯
霞
国
o
巨
ヨ
Φ
暮
胃
oo
●
》
q
津
。

　
国
q
」
ト
一
綜
o
o
｝
ψ
蕊
o
。
栖
そ
の
他
O
b
O
・
切
冨
q
目
o
o
o
げ
要
包
堕
Z
q
ミ
，
．
お
｝
ω
餐
ド
等
お
び
た
だ
し
い
剣
例
が
あ
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
0
）
　
こ
こ
に
は
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ェ
の
一
告
説
、
リ
ス
ト
腿
シ
ュ
ミ
ヅ
ト
、
マ
イ
ヤ
ー
H
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
、
フ
ラ
ン
ク
、
ヒ
ソ
ペ
ル
、
シ
ュ
レ
！
ダ
ー
等
が
あ
げ
ら
れ
、

　
更
に
、
鮭
物
罪
は
犯
人
庇
護
と
同
様
國
家
的
法
義
務
違
反
て
あ
る
と
す
る
古
い
ヘ
ル
シ
ュ
ナ
ー
、
メ
ル
ケ
ル
、
レ
ー
ニ
ン
グ
（
界
b
α
昆
昌
㎎
）
の
説
も
こ
れ
に
含

　
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
o

（
1
1
）
　
例
え
ば
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
　
ヘ
ル
ム
ー
ト
マ
イ
ヤ
ー
、
　
マ
イ
ヤ
ー
“
ア
ル
フ
ェ
ル
ト
、
べ
ー
リ
ン
グ
等
が
主
張
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
こ
こ
に
も
通
読
に
劣
ら
ぬ
程
多
く
の
學
者
、
論
丈
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の
説
は
コ
ー
ラ
ー
の
教
科
書
、
フ
ォ
ソ
・
バ
ー
ル
の
「
法
規
と
責
任
」
に
・
て
の
萌

　
芽
が
み
と
め
ら
れ
、
ザ
ウ
ァ
ー
の
「
犯
罪
祉
會
學
」
（
一
九
三
五
年
）
に
お
い
て
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
ブ
ッ
シ
ュ
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
、
ガ
ラ
ス
、
シ
ュ
メ
ー
リ
ン

　
グ
、
二
ー
ト
ハ
ン
マ
…
、
コ
ブ
レ
ソ
ツ
、
シ
ェ
ー
ン
ケ
、
メ
ツ
ガ
i
、
ベ
プ
ラ
ー
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
等
々
が
こ
の
立
場
、
叉
は
こ
れ
に
似
た
、
或
い
は
こ
れ
に
近

貯
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

二
九

（
八
七
三
）



賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

三
〇

（
八
七
四
）

　
い
立
場
を
と
る
も
の
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
ω
螢
口
o
き
騨
鉾
9
ω
●
に
O
拝
と
く
に
ト
層
β
一
～
劇
参
照
。

（
1
4
）
　
も
つ
と
も
ド
イ
ッ
で
も
通
説
に
よ
れ
ば
賠
物
罪
は
「
違
法
な
財
産
状
態
の
維
持
」
と
し
て
財
産
罪
の
一
種
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
本
犯
は
可
罰
的
で

　
あ
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
、
又
そ
う
か
と
い
つ
て
本
犯
は
固
有
の
財
産
罪
に
限
定
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
「
他
人
の
財
産
を
侵
害
し
、
違
法
に
財
産
釈

　
態
を
憂
更
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
行
爲
が
本
犯
と
し
て
問
題
と
な
る
」
と
さ
れ
る
鼠
σ
⇔
垢
o
鋼
空
鉾
9
¢
お
ρ
そ
の
他
同
様
に
し
て
「
他
人
の
財
産
樺
に
封
す

　
る
侵
害
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
説
と
し
て
国
o
巨
冨
垢
魯
－
■
90
β
瞬
Φ
…
ω
嘗
即
隔
瞬
Φ
器
嘗
げ
ま
ン
亀
●
ト
ロ
顕
お
罰
｝
ψ
9
0
｝
旨
酋
霞
8
π
U
Φ
ロ
駐
魯
霧

乙o

訂
帥
坤
Φ
o
詳
」
W
Φ
o
。
o
民
霞
唱
巴
一
噂
b
。
●
＞
島
’
一
。
㎝
9
ω
．
。。
圏
9
0
。

（
1
5
）
　
例
え
ば
緊
急
避
難
の
法
的
性
質
を
め
ぐ
る
論
雫
な
ど
も
そ
の
一
例
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
し
か
に
緊
急
避
難
の
す
べ
て
の
場
合
を
違
法
性

　
阻
却
事
由
と
解
す
る
こ
と
に
は
疑
問
も
あ
る
が
、
自
己
又
は
親
族
の
生
命
若
し
く
は
身
艦
に
封
す
る
危
難
を
さ
け
る
た
め
に
の
み
許
さ
れ
る
ド
イ
ッ
法
と
違
つ
て

　
他
人
の
、
し
か
も
生
命
・
身
盟
以
外
の
法
盆
に
野
す
る
場
合
に
も
之
を
認
め
、
か
つ
危
瞼
に
さ
ら
さ
れ
た
法
盆
と
現
實
に
損
害
を
生
じ
た
法
盆
と
の
椹
衡
を
要
す

　
る
わ
が
法
制
の
下
で
は
輩
純
に
自
己
保
存
本
能
の
法
理
に
よ
つ
て
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
責
任
阻
却
事
由
説
に
よ
つ
て
は
法
盆
の
椹
衡
を
要
す
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
や
　
　
も

　
す
る
法
の
趣
旨
を
読
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
又
過
剰
避
難
と
の
差
異
も
読
明
で
き
な
く
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
解
繹
論
と
し
て
は
わ
が
刑
法
上
の
緊
急

　
避
難
は
責
任
阻
却
事
由
説
に
よ
る
こ
と
も
二
分
説
に
よ
る
こ
と
も
適
當
で
は
な
く
違
法
性
阻
却
事
由
説
に
よ
つ
て
の
み
理
解
で
ぎ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
解
す
る

　
こ
と
が
不
當
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
解
繹
論
の
範
園
外
と
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
1
6
）
　
牧
野
博
士
も
わ
が
賠
物
罪
規
定
の
從
犯
的
要
素
を
認
め
て
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
「
賠
物
に
關
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
事
後
土
ハ
犯
の
観
念
に
基
づ
い
て
規
定

　
が
設
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
す
な
は
ち
、
牧
受
、
運
搬
、
寄
藏
、
故
買
及
び
牙
保
が
犯
罪
と
し
て
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
に
止
ま
る
。
（
中
略
）
賠
物
に
關
す
る
罪
と
し
て

　
規
定
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
原
犯
の
行
爲
に
封
し
、
い
は
ば
共
同
の
意
思
を
も
つ
て
加
功
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
得
よ
う
。
」
（
賠
物
に
封
す
る
籍
盗
及

　
び
横
領
、
刑
法
研
究
九
巻
四
五
七
頁
）

三

駐
物
罪
は
、

れ
た
財
物
で
、

わ
が
刑
法
二
五
六
條
に
よ
れ
ば
、
行
爲
の
客
髄
が
駐
物
、
帥
ち
わ
が
通
論
に
よ
れ
ぽ
「
財
産
罪
た
る
犯
罪
行
爲
に
よ
つ
て
領
得
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

被
害
者
が
法
律
上
そ
れ
を
追
求
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
叉
ド
イ
ッ
刑
法
二
五
九
條
に
よ
れ
ば
「
可
罰



的
行
爲
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
目
一
騨
①
一
ω
o
言
R
ω
嘗
”
守
賀
窪
団
弩
臼
β
昌
暁
①
巳
弩
讐
の
甘
q
物
」
と
規
定
さ
れ
、
更
に
フ
ラ
ン
ス
刑
法
四
六
〇

條
（
一
九
一
五
年
五
月
三
百
法
律
）
に
よ
れ
ば
よ
り
明
白
に
「
重
罪
叉
は
輕
罪
に
よ
り
奪
取
、
横
領
又
は
取
得
し
た
物
3
鼠
辰
q
8
号
8
8
Φ
㌣

δ
＜
曾
。
。
曽
象
ε
弩
激
窃
2
0
び
叶
窪
霧
餅
一
、
毘
魯
q
、
β
昌
o
ユ
日
Φ
2
Ω
、
q
昌
隷
ま
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
當
然
に
本
犯
＜
o
詳
暮

（
諜
麟
錠
盤
犯
）
1
を
え
そ
こ
騒
定
さ
れ
る
本
犯
の
範
園
に
寡
の
護
あ
つ
て
も
ー
の
存
豪
問
貌
な
け
れ
婆
髪
い
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

そ
の
意
味
で
高
田
義
文
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
駐
物
の
概
念
は
、
必
然
的
に
本
犯
概
念
に
從
属
」
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
間

題
に
關
し
て
最
も
詳
細
な
分
析
を
試
み
て
お
ら
れ
る
の
は
前
記
高
田
氏
で
あ
つ
て
、
氏
は
更
に
こ
れ
を
ω
本
犯
の
性
質
に
つ
い
て
の
從
属
性
、
㈲

本
犯
の
存
在
に
つ
い
て
の
從
属
性
、
⑲
本
犯
と
の
因
果
的
從
属
性
、
◎
本
犯
の
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
す
る
程
度
に
つ
い
て
の
從
属
性
に
分
析
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

到
例
と
の
關
係
で
そ
の
各
々
を
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
駐
物
概
念
の
本
犯
概
念
へ
の
從
属
が
問
題
覗
さ
れ
た
の
は
わ
が
國
で
は
お
そ
ら

く
高
田
氏
を
以
つ
て
最
初
と
し
、
叉
ド
イ
ツ
で
も
本
犯
へ
の
從
属
性
を
論
じ
乍
ら
高
田
氏
の
よ
う
な
分
析
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
黙

高
田
氏
の
分
析
は
高
く
評
債
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
乍
ら
高
田
氏
の
分
析
に
か
か
る
㈲
の
問
題
は
む
し
ろ
駐
物
罪
の
根
本

思
想
i
本
質
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
よ
つ
て
決
定
さ
れ
る
本
犯
そ
の
も
の
の
範
園
の
間
題
で
あ
つ
て
固
有
の
從
属
性
の
問
題
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

又
⑥
の
間
題
は
高
田
氏
の
論
述
に
よ
つ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
と
く
に
と
り
立
て
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に

＠
の
問
題
は
廣
く
◎
に
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
本
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
と
し
て
最
も
固
有
な
、
本
犯
の
犯
罪
成
立
要
件
を
具

備
す
る
程
度
に
つ
い
て
の
從
属
性
の
問
題
に
つ
い
て
の
み
以
下
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
の
黙
に
關
し
、
ド
イ
ツ
で
は
共
犯
從
属
性
の
理
論
を
類
推
し
て
論
ず
る
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
當
否
が
吟
味
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
は
ま
ず
第
一
に
共
犯
論
に
お
け
る
正
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
と
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
の

質
的
な
異
同
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

　
①
駐
物
罪
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
本
犯
行
爲
が
す
で
に
既
途
に
達
し
た
後
、
或
い
は
宮
崎
致
授
の
よ
う
に
、
既
途
後
に
い
わ
ゆ
る
「
飴

　
　
　
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一
　
　
　
（
八
七
五
）



　
　
　
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二
　
　
　
（
八
七
大
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

剰
行
爲
」
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
た
と
し
て
も
、
實
行
行
爲
た
る
蝕
剰
行
爲
の
終
つ
た
後
の
加
功
で
あ
る
か
ら
、
何
れ
に
し
て
も
當
然
に
本
犯
の

實
行
行
爲
そ
の
も
の
に
封
す
る
加
功
で
あ
る
共
犯
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
本
犯
の
共
犯
成
立
の
時
期
が
終
つ
た
後
に
駐
物

罪
の
行
爲
が
始
ま
る
と
い
う
時
間
的
連
績
關
係
ー
ズ
レ
ー
が
あ
る
。

　
⑧
も
し
犯
罪
庇
護
と
同
様
に
本
犯
の
實
行
行
爲
後
に
本
犯
を
援
助
す
る
こ
と
を
駐
物
罪
の
本
質
と
解
す
る
事
後
從
犯
読
を
と
つ
た
と
し
て
も
、

何
も
本
來
の
共
犯
と
同
一
に
解
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で
あ
り
、
共
犯
の
從
属
性
と
い
う
の
は
、
正
犯
の
實
行
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
ヤ
　
　
　
む
　
　
　
も
　
　
　
ヤ

爲
が
い
か
な
る
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
し
た
時
に
、
共
犯
が
正
犯
と
同
一
の
犯
罪
者
と
し
て
の
身
分
（
勿
論
共
犯
の
限
度
で
）
を
取
得
す
る
か
の
問

題
（
即
ち
基
本
的
構
成
要
件
と
そ
の
修
正
形
式
と
の
間
の
問
題
）
で
あ
る
の
に
翼
し
、
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
は
、
本
犯
の
行
爲
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
む

い
か
な
る
犯
罪
成
立
要
件
を
具
備
し
た
時
に
、
本
犯
の
所
持
す
る
物
が
駐
物
た
り
得
、
從
つ
て
そ
の
物
に
封
す
る
行
爲
が
駐
物
罪
た
り
う
る
か
の

問
題
（
即
ち
基
本
的
構
成
要
件
の
解
繹
の
問
題
）
で
あ
る
。
前
者
は
あ
く
ま
で
も
直
接
實
行
行
爲
に
翼
す
る
關
與
で
あ
り
、
實
行
行
爲
の
存
在
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ち
　
　
む

し
て
同
一
の
犯
罪
性
が
問
題
と
な
る
の
に
封
し
、
後
者
の
場
合
に
は
、
本
犯
行
爲
の
存
在
は
犯
罪
の
客
艦
と
し
て
の
駐
物
を
通
じ
て
間
接
的
に
本

犯
の
犯
罪
性
と
は
濁
立
別
個
の
駐
物
罪
と
し
て
の
犯
罪
性
を
根
擦
づ
け
る
も
の
で
あ
る
黙
に
大
き
な
相
違
黙
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ッ
で
も
從
來
一
般
的
に
共
犯
の
從
属
性
に
準
じ
て
駐
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
属
性
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
に
封
し
、
シ
ュ
レ
ー

ダ
ー
は
「
駐
物
罪
は
共
犯
規
定
か
ら
解
放
さ
れ
た
濁
立
の
可
罰
的
行
爲
で
あ
る
。
我
々
は
駐
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
属
關
係
に
つ
い
て
論
ず
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

き
、
こ
の
こ
と
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
更
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
共
犯
の
從
属
性
の

問
題
と
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
へ
の
從
属
性
の
間
題
と
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
は
、
同
時
に
、
駐
物
罪
に
お
い
て
、
本
犯
へ
の
從
属
關
係
に
意
昧

を
持
た
し
め
な
い
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
及
び
こ
の
差
異
は
認
め
た
と
し
て
も
共
犯
の
從
属
性
の
問
題
と
駐
物
罪
の
從
属
性
の
間

題
と
の
間
に
な
お
共
通
な
も
の
を
認
め
う
る
と
し
て
共
犯
從
属
性
の
理
論
を
こ
こ
に
も
援
用
し
、
共
犯
論
と
相
封
慮
す
る
形
で
本
犯
の
要
件
を
規

定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
正
當
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。



　
最
初
の
問
題
に
關
し
て
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
共
犯
に
お
げ
る
正
犯
と
の
關
係
と
、
駐
物
罪
に
お
げ
る
本
犯
と
の
關
係
と
は
本
來
そ
の
性
質
を

異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
つ
て
駐
物
罪
の
成
立
が
駐
物
性
の
決
定
と
い
う
客
艦
の
存
否
の
到
断
を
通

じ
て
、
間
接
的
に
と
は
云
え
、
本
犯
の
存
在
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
攣
り
は
な
く
、
そ
の
限
り
で
、
叉
そ
の
意
味
で
、

駐
物
罪
は
本
犯
に
從
属
す
る
と
考
え
る
。

　
孜
に
共
犯
從
驕
性
の
理
論
を
貼
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
に
も
援
用
し
う
る
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
駐
物
罪
の
本
質
如
何
の
問
題
に
繋
る
問
題
で

あ
る
。
印
ち
、
共
犯
読
、
事
後
從
犯
読
の
立
場
を
探
る
限
り
積
極
に
解
す
る
こ
と
が
む
し
ろ
當
然
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
本
犯
と
は
猫
立
別
個

の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
を
と
る
場
合
に
は
事
後
從
犯
読
を
と
る
場
合
の
よ
う
に
簡
軍
に
は
割
り
切
れ
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
前
述

の
よ
う
に
共
犯
の
從
属
性
が
基
本
的
構
成
要
件
と
そ
の
修
正
形
式
と
の
間
の
問
題
で
あ
る
の
に
封
し
て
、
こ
れ
は
駐
物
罪
た
る
基
本
的
構
成
要
件

の
解
繹
の
問
題
で
あ
つ
て
、
從
属
と
い
う
言
葉
は
同
じ
で
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
違
う
の
で
あ
る
か
ら
、
共
犯
に
お
け
る
從
属
性
の
理
論
が

直
ち
に
こ
こ
に
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
通
読
は
、
一
方
で
は
駐
物
罪
の
獅
立
性
を

認
め
な
が
ら
、
他
方
こ
の
黙
に
關
し
て
は
一
般
に
共
犯
の
從
囑
性
の
理
論
に
準
じ
て
（
あ
る
い
は
共
犯
理
論
を
類
推
し
て
）
論
じ
て
い
る
の
で
あ
つ
て

こ
こ
に
も
ド
イ
ッ
の
學
読
は
そ
の
深
暦
に
お
い
て
、
駐
物
罪
を
庇
護
罪
と
同
一
の
基
盤
に
立
つ
從
犯
的
な
も
の
と
し
て
見
る
思
想
が
沸
拭
し
き
れ

な
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
一
見
矛
盾
す
る
よ
う
な
ド
イ
ッ
の
學
読
の
一
般
の
動
向
を
や
や
仔
細
に
見
た

上
で
私
見
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
考
え
る
。

　
さ
て
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
近
年
と
く
に
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
そ
の
從
属
の
程
度
が
や
か
ま
し
く

論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
一
つ
に
は
目
的
的
行
爲
論
が
次
第
に
支
配
的
見
解
と
な
つ
て
來
た
こ
と
、
こ
つ
に
は
共
犯
規
定
の
改
正
と
深
い

關
係
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
で
は
教
唆
及
び
蓄
助
に
關
す
る
四
八
條
、
四
九
條
が
從
來
「
可
罰
的
行
爲
暮
冨
ま
胃
Φ
国
き
色
β
昌
碕
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

封
す
る
加
功
を
規
定
し
て
い
た
た
め
、
一
般
に
極
端
從
屡
形
式
を
と
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
一
九
四
三
年
の

　
　
　
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
　
（
八
七
七
）



　
　
　
賦
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
　
（
八
七
八
）

刑
法
改
正
に
よ
り
「
可
罰
的
行
爲
の
球
亀
冨
話
｝
置
呂
冨
β
内
」
と
い
う
言
葉
の
代
り
に
「
刑
罰
を
規
定
さ
れ
た
行
爲
目
ま
oQ
訂
鋒
o
び
8
3
算
o

国
き
臼
β
昌
騎
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
に
至
り
、
叉
、
五
〇
條
第
一
項
で
は
、
共
犯
者
各
自
は
「
各
人
の
責
任
に
は
關
係
な
く
」
自
己
の
責

任
に
よ
つ
て
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
今
日
で
は
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
正
犯
行
爲
は
、
構
成
要
件
に
該
當
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

る
違
法
な
行
爲
で
あ
れ
ば
足
り
、
從
つ
て
實
定
法
上
制
限
從
属
形
式
が
採
ら
れ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
、
そ
の
黙
に
關
す
る
論
孚
は
も
早
存
在
し
な

い
。
た
だ
、
エ
ム
・
エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
有
名
な
フ
ォ
ー
ミ
ュ
ラ
は
、
故
意
と
い
う
行
爲
者
の
主
観
的
側
面
は
專
ら
責
任
條
件
と
し
て
、
責
任
要

素
と
考
え
ら
れ
た
頃
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
た
制
限
從
属
形
式
に
お
い
て
は
、
共
犯
の
成
立
す
る
た
め
に
は
、
正
犯
行
爲
が
構

成
要
件
に
該
當
す
る
遠
法
行
爲
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、
そ
れ
で
充
分
で
、
そ
の
有
責
性
は
間
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
故
意
の
な
い
（
違

法
な
）
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
に
封
す
る
加
功
も
亦
共
犯
を
成
立
せ
し
め
る
の
に
敏
け
る
と
こ
ろ
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
と
み
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む

有
力
と
な
つ
た
目
的
的
行
爲
論
に
よ
れ
ば
、
故
意
は
本
來
行
爲
の
要
素
、
從
つ
て
專
ら
責
任
非
難
の
債
値
到
断
の
封
象
と
し
て
、
違
法
の
要
素
と

　
　
（
P
）

解
せ
ら
れ
、
叉
、
．
こ
く
最
近
に
至
り
、
違
法
の
要
素
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
的
非
難
可
能
性
の
程
度
を
き
め
る
も
の
と
し
て
責
任
要
素
で
も
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
n
）

と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
は
し
た
が
、
そ
こ
で
も
な
お
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
と
は
別
に
構
成
要
件
的
故
意
円
暮
ぴ
o
の
雷
鼠
零
q
審
言
が
重
要

覗
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
攣
り
が
な
い
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
構
成
要
件
的
故
意
を
認
め
る
立
場
を
と
る
限
り
、
故
意
が
構
成
要
件
該
當
の
行

爲
の
要
素
で
あ
り
、
正
犯
に
從
屡
す
る
こ
と
が
共
犯
の
概
念
要
素
に
薦
す
る
な
ら
ば
、
從
属
性
の
最
小
限
度
－
共
犯
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
、

他
人
の
故
意
行
爲
に
封
す
る
共
同
加
功
竃
詳
且
蒔
庫
昌
的
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
小
限
度
1
は
正
犯
者
が
故
意
に
構
成
要

件
を
實
現
し
た
こ
と
で
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
故
意
の
必
要
性
を
放
棄
す
る
こ
と
は
正
犯
行
爲
の
構
成
要
件
該
當
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に

な
り
、
從
つ
て
正
犯
者
の
い
な
い
共
犯
を
認
め
る
こ
と
に
な
つ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
嘗
然
そ
ん
な
事
は
許
さ
れ
な
い
）
。
從
つ
て
共
犯
の
庭
罰
は
他

人
（
正
犯
）
の
故
意
行
爲
に
鉗
す
る
故
意
の
關
與
の
場
合
に
の
み
間
題
と
な
る
の
で
あ
つ
て
、
本
犯
に
故
意
の
な
い
と
き
は
そ
も
・
て
も
構
成
要
件
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
E
）

當
の
行
爲
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
に
封
す
る
可
罰
的
共
犯
は
始
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。



し
か
し
、
法
の
明
文
は
そ
こ
ま
で
、
つ
ま
り
共
犯
の
、
正
犯
行
爲
の
故
意
に
勤
す
る
從
属
性
の
有
無
の
聞
題
ま
で
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
と
く
に
こ
の
黙
を
め
ぐ
つ
て
學
論
は
分
れ
、
叉
到
例
も
當
初
は
消
極
的
で
、
教
唆
犯
に
つ
い
て
は
「
被
教
唆
者
が
構
成
要

件
要
素
円
暮
び
霧
富
呂
の
目
Φ
蒔
目
亀
に
錯
誤
を
生
じ
た
た
め
に
有
責
的
に
行
爲
し
た
も
の
と
は
云
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
教
唆
の
か
ど
で
有
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

と
し
て
庭
罰
す
る
の
に
妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
同
様
封
巾
助
犯
に
つ
い
て
も
「
正
犯
が
法
律
上
の
構
成
要
件
要
素
を
認
識
し
な
か
つ

た
た
め
に
故
意
に
行
爲
し
た
も
の
と
は
云
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
故
意
犯
（
こ
こ
で
は
駐
物
罪
）
の
蓄
助
の
か
ど
で
有
罪
と
し
て
庭
罰
す
る
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

妨
げ
と
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
た
が
、
後
に
到
例
を
更
め
て
「
教
唆
犯
若
く
は
蓄
助
犯
の
か
ど
で
有
罪
と
す
る
た
め
に
は
正
犯
者
が
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

意
に
行
爲
し
た
こ
と
が
前
提
で
あ
る
」
と
す
る
に
至
つ
て
い
る
。
學
読
は
こ
と
に
過
失
に
つ
い
て
ま
で
從
属
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
分
れ
て
い
る

（
π
）が

、
目
的
的
行
爲
論
が
有
力
と
な
る
に
つ
れ
て
、
故
意
行
爲
に
關
す
る
限
り
、
共
犯
の
成
立
の
た
め
に
は
正
犯
の
故
意
が
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
解
す
る
こ
と
が
故
意
を
行
爲
の
要
素
と
す
る
立
場
と
し
て
論
理
的
に
當
然
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
制
限
從
屡
形
式
だ
と
解
さ
れ
て
い

　
　
　
　
（
B
）

る
よ
う
で
あ
る
。

　
他
方
、
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
に
つ
い
て
は
、
駐
物
罪
の
規
定
が
前
に
も
見
た
よ
う
に
、
一
九
四
三
年
の
共
犯
規
定
等
の
改
正
の
際
に
も
改

め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
依
然
と
し
て
「
可
罰
的
行
爲
」
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
物
を
客
艦
と
し
て
規
定
し
て
、
改
正
共
犯
規
定
が
「
刑
罰
を
規
定
さ

れ
た
行
爲
」
を
正
犯
と
し
た
こ
と
と
相
慮
し
て
は
い
な
い
か
ら
、
そ
こ
に
豫
定
さ
れ
た
本
犯
行
爲
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
共
犯
規
定
に
お
け
る

「
可
罰
的
行
爲
」
が
犯
罪
成
立
の
た
め
の
全
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
（
極
端
從
馬
形
式
）
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
た
の
と
同
様
に
解

す
る
こ
と
も
強
ち
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
改
正
共
犯
規
定
と
駐
物
罪
規
定
の
用
語
的
不
一
致
は
こ
と
さ
ら
に
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

ら
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
立
法
者
の
偶
然
な
ミ
ス
と
解
す
る
読
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
お
り
、
又
駐
物
罪
に
お
い
て
本
犯
行
爲
が

構
成
要
件
該
當
の
違
法
行
爲
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
こ
と
は
ラ
イ
ヒ
裁
剣
所
時
代
（
職
前
）
に
す
で
に
確
立
さ
れ
た
到
例
で
あ
り
、
又
戦
後
蓮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）

邦
裁
到
所
も
い
ち
早
く
踏
襲
し
た
と
こ
ろ
で
あ
つ
た
。
正
犯
と
共
犯
と
の
關
係
と
駐
物
罪
と
そ
の
本
犯
と
の
關
係
は
前
に
も
論
じ
た
よ
う
に
そ
の

　
　
　
魅
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
　
（
八
七
九
）



　
　
　
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
　
（
八
八
0
）

性
質
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ッ
で
は
共
犯
從
属
性
の
理
論
が
本
犯
と
駐
物
罪
と
の
關
係
に
つ
い
て
も
類
推
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ

　
　
（
21
）

れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
鋼
所
以
來
す
で
に
駐
物
罪
に
お
い
て
は
本
犯
行
爲
が
構
成
要
件
該
當
の
違
法

な
行
爲
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
し
て
い
た
到
例
は
、
後
に
蓮
邦
裁
到
所
に
よ
つ
て
「
駐
物
罪
の
本
犯
が
、
た
だ
故
意
に
な
さ
れ
た
場
合
に
限
つ
て
刑

罰
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
故
意
に
な
さ
れ
た
行
爲
だ
け
が
本
犯
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
」
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
『
駐
物
罪
は
、

本
犯
が
故
意
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
、
叉
そ
れ
ー
本
犯
1
が
過
失
で
な
さ
れ
た
場
合
に
も
可
罰
的
で
あ
る
と
き
は
、
過
失
で
な
さ
れ
た
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
。
蓮
邦
裁
到
所
刑
事
剣
例
集
一
雀
四
七
頁
の
剣
例
も
こ
の
見
解
に
抵
鰯
す
る
も
の
で
は
な
い
。
右
の
到
例
で
は
、
本
犯
行
爲
が
可
罰

的
行
爲
の
外
部
的
構
成
要
件
を
充
足
し
、
か
つ
、
違
法
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
、
故
意
に
犯
さ
れ
た
行

爲
の
み
が
「
刑
罰
の
規
定
さ
れ
て
い
る
」
行
爲
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
爲
が
故
意
な
く
し
て
な
さ
れ
た
と
き
に
も
駐
物
罪
の
本
犯
と
な
り
得

る
の
だ
、
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
連
邦
裁
剣
所
の
前
示
到
例
に
お
い
て
は
、
こ
の
問
題
は
取
扱
わ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
は
む
し
ろ
一
〇
歳
ー

一
二
歳
の
見
童
が
後
に
駐
物
犯
人
の
取
得
す
る
に
至
つ
た
物
件
を
佳
居
侵
入
に
よ
つ
て
窃
取
し
た
と
い
う
こ
と
が
間
題
に
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
要
す
る
に
刑
罰
の
規
定
さ
れ
て
い
る
行
爲
の
輩
な
る
「
外
部
的
な
」
構
成
要
件
だ
け
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
構
成
要
件
の
全
部
が
存
在

す
る
の
で
あ
り
、
從
つ
て
故
意
も
亦
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
故
意
は
、
蓮
邦
裁
到
所
刑
事
到
例
集
二
雀
一
九
四
頁
の
到
例
以
後
は
、
そ
れ

自
饅
責
任
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
從
つ
て
ま
た
責
任
の
な
い
行
爲
に
お
い
て
も
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
故
意

行
爲
は
、
そ
れ
が
行
爲
者
の
責
任
に
露
せ
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
駐
物
罪
の
本
犯
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
故
意
に
な
さ
れ

た
場
合
に
の
み
刑
罰
の
規
定
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
故
意
を
欲
く
限
り
、
「
刑
罰
の
規
定
さ
れ
て
い
る
行
爲
」
は
存
在
し
な
い
云
々
』
と
し
て
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
朗
）

意
を
構
成
要
件
要
素
と
す
る
立
場
か
ら
、
賠
物
罪
を
し
て
本
犯
の
故
意
に
も
從
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
剣
決
が
軍
に
駐
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
の
解
決
だ
け
で
は
な
く
て
よ
り
包
括
的
な
共
犯
從
属
性
の
問
題
の
解
決
の
た
め
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

を
指
示
す
る
も
の
と
し
て
、
共
犯
規
定
へ
援
用
さ
れ
る
の
は
軍
に
時
間
の
聞
題
だ
と
さ
え
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
も
つ
と
も
こ
の
到
決
の
後
に



も
蓮
邦
裁
到
所
が
共
犯
從
属
性
の
問
題
に
つ
い
て
正
犯
の
故
意
の
有
無
は
共
犯
の
成
立
に
は
關
係
が
な
い
と
し
、
か
な
り
お
く
れ
て
（
一
九
五
六

年
七
月
六
日
）
共
犯
に
つ
い
て
も
こ
の
到
決
と
同
様
の
態
度
決
定
を
し
た
維
緯
は
す
で
に
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
頭
え
る
こ
と
は
、
ド

イ
ッ
で
は
學
論
と
は
反
封
に
到
例
の
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
へ
の
從
属
性
の
問
題
に
封
す
る
態
度
決
定
が
ま
ず
先
行
し
て
、
そ
れ
が
む
し
ろ
共
犯

論
へ
逆
移
入
さ
れ
た
よ
う
な
形
を
と
つ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
ド
イ
ッ
に
お
い
て
は
爾
間
題
間
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
（
殆
ん
ど
同
一
覗
）

が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
共
犯
の
正
犯
へ
の
從
属
性
に
つ
い
て
も
駐
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
属
性
に
つ
い
て
も
、
と
も
に
、
目
的
的
行
爲

論
の
主
張
か
ら
導
か
れ
る
前
述
の
よ
う
な
制
限
從
属
形
式
の
修
正
さ
れ
た
形
で
の
從
属
性
を
認
め
る
こ
と
が
今
や
支
配
的
見
解
で
あ
る
と
云
う
こ

と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
鉗
し
て
わ
が
刑
法
上
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
共
犯
の
從
薦
性
の
問
題
に
關
し
て
は
、
わ
が
實
定
法
は
ド
イ
ッ
刑

法
と
は
異
り
何
ら
の
明
文
規
定
を
も
持
た
な
い
。
も
つ
と
も
、
一
部
に
は
、
わ
が
刑
法
が
制
限
從
属
形
式
又
は
極
端
從
属
形
式
を
探
用
し
て
い
る

と
の
論
誰
を
試
み
る
學
者
も
お
ら
れ
る
。
例
え
ば
佐
伯
博
士
は
、
刑
法
二
四
四
條
に
制
限
從
属
形
式
の
手
が
か
り
を
求
め
、
瀧
川
博
士
は
六
五
條

に
極
端
從
属
形
式
の
根
擦
を
求
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
佐
伯
博
士
は
、
違
法
、
責
任
と
無
關
係
で
あ
つ
て
し
か
も
行
爲
者
に
つ
い
て
刑
罰
を
阻
却
す
る
原
因
と
い
う
よ
う
な
範
疇
は
認
め
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
根
本
的
態
度
の
下
に
、
二
四
四
條
（
親
族
相
盗
例
）
の
刑
の
冤
除
も
從
つ
て
軍
な
る
一
身
的
刑
罰
阻
却
事
由
で
は
な
く
、
そ
う
か
と
云

つ
て
二
五
七
條
の
よ
う
に
期
待
可
能
性
が
な
い
こ
と
に
基
づ
く
責
任
阻
却
の
場
合
で
も
な
く
、
む
し
ろ
行
爲
の
違
法
性
を
減
少
せ
し
め
、
結
局
可

罰
慣
値
な
き
も
の
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
同
條
は
責
任
な
き
行
爲
又
は
可
罰
的
違
法
類
型
を
完
全
に
實
現
し
な
い
行
爲
に
つ
い

て
も
「
共
犯
」
が
有
効
に
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
た
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
こ
れ
は
決
し
て
軍
な
る
例
外
で
は
な
く
、
む
し
ろ
共
犯
規
定
の
意
味

内
容
を
限
定
す
る
意
昧
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
從
つ
て
教
唆
犯
、
從
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
者
の
行
爲
は
嚴
格
な
意
味
に

　
　
　
駐
物
罪
と
本
犯
と
の
蘭
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
　
（
八
八
一
）



　
　
　
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
　
（
八
八
二
）

お
い
て
犯
罪
要
件
を
完
備
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
共
犯
は
他
人
の
軍
純
な
違
法
行
爲
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
も
犯
さ
れ
得
る
と
認
め
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
立
場
に
封
し
て
結
局
は
反
饗
を
唱
え
ら
れ
る
瀧
川
博
士
も
、
こ
の
試
み
に
封
し
「
確
か
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

つ
の
根
擦
で
あ
る
」
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
佐
伯
博
士
の
主
張
に
は
疑
間
が
あ
る
。
即
ち
、
佐
伯
博
士
に
よ
れ
ば
、
二
四
四
條
は
違
法
性
阻
却
事

由
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
帥
ち
、
本
條
に
よ
つ
て
、
正
犯
行
爲
は
行
爲
者
が
所
有
者
及
び
占
有
者
と
親
族
關
係
に
あ
る
た
め
に
、
行
爲
の
違
法

性
そ
の
も
の
を
し
て
窃
盗
罪
と
し
て
の
可
罰
的
な
る
程
度
に
達
し
な
い
も
の
と
さ
れ
、
正
犯
行
爲
は
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
始
め
か
ら
適
法
な
行

爲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
制
限
從
屡
形
式
は
、
正
犯
行
爲
が
軍
に
構
成
要
件
に
該
當
す
る
だ
け
で
な
く
、
實
質
的
に
違
法
で
も
あ
る
こ
と

を
要
求
す
る
の
で
あ
つ
た
筈
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
こ
の
場
合
に
は
正
犯
行
爲
の
違
法
性
が
飲
け
る
の
で
あ
る
か
ら
共
犯
を
成
立
さ
せ
る
に
足
る

だ
け
の
正
犯
行
爲
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
し
佐
伯
博
士
と
共
に
二
四
四
條
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
共

犯
の
最
小
從
属
形
式
を
論
詮
し
得
る
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
か
。
從
つ
て
論
橡
は
別
と
し
て
結
論
的
に
は
瀧
川
博
士
と
同
様
、
刑
法
二
四
四
條
に
共

犯
の
制
限
從
属
形
式
の
根
撮
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
安
當
で
は
な
く
、
結
局
失
敗
に
節
し
た
も
の
と
評
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

　
次
に
瀧
川
博
士
は
、
「
極
端
從
属
形
態
に
よ
る
正
統
的
共
犯
理
論
は
自
然
震
生
的
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
、
又
、
刑
法
六
五
條
一
項
及
び
二
項
の
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
留
）

較
か
ら
、
現
行
刑
法
は
極
端
従
属
形
式
を
と
る
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
黙
に
關
す
る
読
明
は
何
ら
與
え
ら
れ
ず
、
そ
の
趣
旨
は
必
ら

ず
し
も
明
確
に
は
さ
れ
て
い
な
い
。
刑
法
六
五
條
一
項
は
「
他
人
ノ
身
分
二
因
リ
構
成
ス
ヘ
キ
犯
罪
行
爲
二
加
功
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
身
分
ナ
キ

者
ト
錐
モ
循
ホ
共
犯
ト
ス
」
と
規
定
し
、
同
條
二
項
は
「
身
分
二
因
リ
特
二
刑
ノ
輕
重
ア
ル
ト
キ
ハ
其
身
分
ナ
キ
者
ニ
ハ
通
常
ノ
刑
ヲ
科
ス
」
と

規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
な
る
程
共
犯
者
が
正
犯
者
の
身
分
に
從
属
し
な
い
こ
と
（
從
つ
て
い
わ
ゆ
る
誇
張
從
廃
形
式
を
と
ら
な
い
こ

と
）
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
積
極
的
に
極
端
從
属
形
式
を
探
用
し
た
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
も
思
わ
れ
な
い
。
又
前
述
の

佐
伯
博
士
に
封
す
る
批
到
も
刑
法
二
四
四
條
の
刑
の
冤
除
を
違
法
性
阻
却
事
由
と
考
え
、
か
っ
、
こ
こ
に
共
犯
の
制
限
從
属
形
式
の
基
礎
を
求
め

る
こ
と
の
愛
當
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
こ
の
非
難
は
正
當
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
云
つ
て
、
制
限
從
属
形



式
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
決
定
的
な
根
嫁
が
こ
の
中
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。

　
更
に
叉
、
構
成
要
件
に
該
當
は
す
る
が
、
實
質
的
に
違
法
で
は
な
い
正
犯
行
爲
（
例
え
ば
正
當
防
衛
行
爲
、
現
行
犯
人
の
逮
補
等
）
に
封
す
る
共
同
加

功
は
、
正
犯
行
爲
同
様
何
ら
違
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
共
犯
の
成
否
の
問
題
か
ら
當
然
に
外
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
つ
て
、
エ
ム
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

エ
ー
・
マ
イ
ヤ
ー
の
フ
ォ
ー
ミ
ユ
ラ
の
中
、
α
形
式
（
最
小
從
馬
形
式
且
巳
日
巴
墨
器
器
o
旨
。
冨
閾
日
目
）
が
探
用
せ
ら
れ
得
な
い
こ
と
、
及
び
刑

法
六
五
條
、
二
四
四
條
、
二
五
七
條
等
の
合
理
的
解
繹
か
ら
し
て
δ
形
式
（
誇
張
從
薦
形
式
げ
愚
①
旨
雨
霧
8
旨
9
。
国
8
目
）
も
採
用
で
き
な
い
こ
と

の
み
が
明
ら
か
で
、
残
さ
れ
た
β
形
式
（
制
限
從
島
形
式
一
ぎ
ま
Φ
旨
幽
言
窃
8
冨
9
①
場
a
日
）
か
7
形
式
（
極
端
從
馬
形
式
o
首
話
目
，
爵
8
霧
且
8
富

男
8
目
）
か
は
專
ら
實
定
法
と
の
關
蓮
で
決
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
前
述
の
通
り
わ
が
實
定
法
上
決
定
的
な
根
擦
は
求
め
ら
れ
な

い
と
し
て
も
、
と
く
に
關
蓮
の
深
い
條
文
と
し
て
は
六
〇
條
乃
至
六
二
條
の
共
犯
規
定
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
六
二
條
は
從
犯
を
た
だ
「
正

犯
ヲ
封
巾
助
シ
タ
ル
者
」
と
規
定
す
る
の
み
で
、
正
犯
行
爲
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
て
は
い
な
い
し
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
て
結
局
犯
罪
不
成
立
と
さ

れ
た
者
は
正
犯
と
は
云
え
な
い
。
從
つ
て
こ
こ
に
正
犯
と
は
犯
罪
成
立
の
た
め
の
全
要
件
（
構
成
要
件
該
當
、
違
法
、
有
責
）
を
具
備
し
た
者
と
も
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
寸
注
意
し
て
み
る
と
六
〇
條
は
コ
】
人
以
上
共
同
シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
シ
タ
ル
者
ハ
皆
正
犯
ト
ス
」
と
規
定
し
、
六
一

條
は
「
人
ヲ
教
唆
シ
テ
犯
罪
ヲ
實
行
セ
シ
メ
タ
ル
者
」
を
教
唆
犯
と
し
て
い
る
。
更
に
、
未
途
罪
の
規
定
（
四
三
條
）
に
よ
れ
ば
「
犯
罪
ノ
實
行
二

着
手
シ
之
ヲ
途
ケ
サ
ル
者
云
々
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
從
つ
て
こ
れ
ら
の
條
文
を
綜
合
し
て
劃
断
す
る
な
ら
ば
、
正
犯
と
は
當
然
に
「
犯
罪
を

實
行
し
こ
れ
を
途
げ
た
者
」
（
既
途
）
叉
は
「
犯
罪
の
實
行
に
着
手
し
て
こ
れ
を
途
げ
な
か
つ
た
者
」
（
未
途
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
場

合
に
「
犯
罪
」
と
い
う
の
は
犯
罪
成
立
の
す
べ
て
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
か
ど
う
か
が
キ
イ
・
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
わ
け
で
あ
る

が
、
犯
罪
を
「
實
行
シ
」
叉
は
「
實
行
セ
シ
メ
タ
」
こ
と
で
足
り
る
と
し
て
い
る
馳
か
ら
考
え
、
叉
、
「
犯
罪
ノ
實
行
」
と
は
基
本
的
構
成
要
件

に
該
當
す
る
行
爲
（
“
構
成
要
件
的
行
爲
）
を
爲
す
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、
こ
こ
に
い
う
「
犯
罪
」
も
外
部
的
基

本
的
構
成
要
件
に
該
當
す
る
行
爲
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
前
述
の
よ
う
に
そ
れ
が
實
質
的
に
も
違
法
な
と
き
に
始
め
て
共
犯
の
成
否
が

　
　
　
鮭
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
　
　
　
（
八
八
三
）



　
　
　
貯
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇
　
　
　
（
八
八
四
）

間
題
と
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
共
犯
規
定
に
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
」
と
は
、
基
本
的
構
成
要
件
に
該
當
す
る
違
法
な
行
爲
で
あ
る

こ
と
の
み
を
必
要
と
し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
從
つ
て
制
限
從
属
形
式
に
よ
つ
て
解
す
べ
き
で
あ
る
。
た
だ

こ
の
場
合
、
我
が
國
で
も
漸
く
多
藪
論
と
な
り
つ
つ
あ
る
構
成
要
件
的
故
意
（
責
任
要
素
と
し
て
の
故
意
と
は
別
の
）
を
認
め
る
立
場
で
は
、
制
限
從

属
形
式
と
は
云
つ
て
も
前
述
の
ド
イ
ッ
の
最
近
の
通
読
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
た
も
の
で
、
當
然
に
構
成
要
件
的
故
意
の
要
素
は
前
提
と
さ
れ
る
か

ら
い
わ
ゆ
る
故
意
の
な
い
も
の
は
も
と
よ
り
責
任
無
能
力
者
の
中
で
も
彊
度
の
精
神
病
者
や
乳
幼
見
等
意
思
無
能
力
者
の
行
爲
に
っ
い
て
は
構
成

要
件
的
故
意
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
者
の
行
爲
に
封
す
る
共
犯
の
認
め
ら
れ
な
い
黙
で
は
極
端
從
薦
形
式
へ
の
歩
み
寄
り
が
認

め
ら
れ
る
。
勿
論
明
文
規
定
を
も
た
な
い
わ
が
刑
法
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
九
四
三
年
の
刑
法
改
正
以
後
ド
イ
ッ
刑
法
學
者
が
共
犯

の
從
薦
性
に
つ
き
、
從
來
と
は
異
つ
て
制
限
從
属
形
式
を
探
用
し
た
の
だ
と
疑
義
を
さ
し
は
さ
ま
な
く
な
つ
た
の
と
同
様
に
、
そ
れ
程
明
確
に
、

も
し
く
は
確
定
的
に
、
制
限
從
属
形
式
に
よ
つ
て
解
縄
す
べ
し
と
は
芸
い
切
れ
な
い
と
し
て
も
、
前
述
の
共
犯
規
定
が
か
な
り
重
要
な
手
が
か
り

を
與
え
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
又
他
面
、
故
意
の
所
属
場
所
に
つ
い
て
の
理
論
の
展
開
に
よ
つ
て
、
從
來
の
制
限
從
囑
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
フ
ヘ
ヨ
ペ
ン

式
論
と
極
端
從
属
形
式
読
と
の
激
し
い
封
立
も
あ
る
程
度
止
揚
さ
れ
た
と
解
し
て
い
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ッ
の
通
読
、
到
例
と
同
様
、
共
犯
從
属
性
の
理
論
が
駐
物
罪
の
本
犯
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
從
属
の
間
題
に
類
推
せ
ら
れ
、
援
用
せ
ら
れ
得
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
わ
が
國
で
は
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
高
田
氏
の
前
掲
研
究
を
除
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
（
肌
）

論
ぜ
ら
れ
た
も
の
は
な
く
、
學
読
、
到
例
は
一
致
し
て
、
軍
に
、
駐
物
罪
を
成
立
せ
し
め
る
前
提
と
し
て
の
本
犯
行
爲
は
、
構
成
要
件
に
該
當
す

る
違
法
な
行
爲
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、
こ
れ
で
足
り
る
の
で
あ
つ
て
、
本
犯
が
有
責
な
こ
と
ま
で
は
必
要
で
は
な
い
、
と
論
ず
る
だ
け
で
．

本
犯
へ
の
從
屍
性
の
問
題
は
全
く
ネ
グ
レ
ク
ト
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
は
駐
物
罪
規
定
か
ら
共
犯
的
要
素
を
で
き
る
だ
け
沸
拭
し
て
、

あ
く
ま
で
も
獅
立
罪
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
根
本
態
度
に
導
か
れ
て
問
題
自
饅
意
識
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
む
し
ろ
理
論

的
に
倣
一
貫
し
た
も
の
が
あ
る
と
b
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
又
駐
物
罪
に
つ
き
、
私
見
の
よ
う
に
濁
立
の
財
産
罪
と
し
て
の
性
格
の
他
に
本
犯
庇
護



的
、
從
犯
的
な
い
し
本
犯
助
長
的
要
素
の
残
津
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
と
云
つ
て
も
副
訳
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
し
、
規
定
の
明
文
、

髄
系
的
位
置
か
ら
云
つ
て
も
ド
イ
ッ
の
規
定
よ
り
も
｝
段
と
財
産
犯
と
し
て
の
性
格
が
前
景
に
う
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
實
定

法
上
、
共
犯
に
つ
い
て
修
正
さ
れ
た
制
限
從
属
形
式
を
探
る
も
の
と
解
し
た
か
ら
と
云
つ
て
、
そ
れ
が
直
ち
に
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
と
の
關
係

に
必
然
的
に
結
び
つ
く
と
の
早
急
な
結
論
が
出
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
駐
物
罪
の
本
質
に
關
し
て
私
見
の
よ
う
に

副
次
的
な
要
素
に
も
通
読
よ
り
も
重
い
ウ
ェ
イ
ト
と
廣
い
場
所
を
與
え
る
こ
と
が
直
接
影
響
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で

は
、
共
犯
理
論
に
お
け
る
修
正
さ
れ
た
制
限
從
属
形
式
の
思
考
方
法
が
駐
物
罪
と
全
く
無
關
係
な
も
の
か
と
云
え
ば
、
や
は
り
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
駐
物
罪
が
本
犯
行
爲
の
存
在
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
異
論
の
飴
地
の
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
場

合
當
然
に
本
犯
行
爲
の
性
質
が
間
題
と
さ
れ
る
し
、
構
成
要
件
に
該
當
し
て
も
違
法
で
な
い
行
爲
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
物
に
關
與
す
る
こ
と
が
と

く
に
他
の
構
成
要
件
に
該
當
す
る
よ
う
な
場
合
を
除
い
て
そ
れ
自
髄
違
法
覗
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
通
読
の
よ
う
に
本
犯
行
爲
は
構

成
要
件
に
該
當
す
る
違
法
行
爲
で
あ
る
こ
と
を
要
し
、
か
つ
、
こ
れ
で
足
り
る
と
解
す
る
こ
と
が
正
當
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で

も
、
今
日
有
力
に
主
張
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
構
成
要
件
的
故
意
の
存
在
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
限
り
、
本
犯
に
故
意
が
な
け
れ
ば
（
勿
論
故

意
犯
の
場
合
）
そ
も
そ
も
構
成
要
件
該
當
の
本
犯
行
爲
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
、
當
然
に
客
盤
が
駐
物
性
を
帯
び
る
こ
と
も
な
く
、
從
つ

て
駐
物
罪
も
亦
本
犯
が
故
意
に
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
を
犯
し
た
と
き
に
始
め
て
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
思
考
の
方
法
も
、
又
結
論
も

共
犯
論
に
お
け
る
修
正
さ
れ
た
制
限
從
属
形
式
と
同
一
に
蹄
着
す
る
か
ら
で
あ
る
。
從
つ
て
、
共
犯
理
論
に
お
け
る
從
属
性
と
駐
物
罪
に
お
け
る

從
属
性
と
が
意
昧
的
に
異
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
没
却
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
注
意
を
失
わ
な
い
限
り
、
共

犯
從
属
性
の
理
論
と
相
鷹
し
て
考
慮
す
る
の
が
む
し
ろ
思
考
経
濟
の
原
則
に
か
な
う
も
の
と
云
つ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
駐
物
罪
に
お
け
る
本
犯
行
爲
は
構
成
要
件
該
當
の
違
法
な
故
意
行
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
趣
旨
の
到
例
は
ま
だ

　
　
　
　
　
（
3
2
）

見
當
ら
な
い
が
、
目
的
的
行
爲
論
が
導
入
さ
れ
て
は
や
一
〇
飴
年
、
わ
が
國
で
も
漸
く
一
般
に
受
け
入
れ
ら
れ
つ
つ
あ
り
、
こ
と
に
故
意
犯
に
つ

　
　
　
粧
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
　
　
　
（
八
八
五
）



畦
物
罪
と
本
犯
と
の
驕
係

い
て
は
殆
ん
ど
間
題
な
く
そ
の
功
績
が
承
認
さ
れ
て
來
て
い
る
現
歌
で
は
、

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四
二

（
八
八
六
）

學
読
、
到
例
が
右
の
よ
う
に
攣
更
さ
れ
る
の
も
遠
い
こ
と
で
は
な
い

（
1
）
　
團
藤
．
刑
法
（
全
訂
版
）
三
六
七
頁
。
賠
物
罪
の
本
質
を
所
有
者
の
物
に
封
す
る
返
還
請
求
椹
を
困
難
な
ら
し
め
る
こ
と
と
解
す
る
限
り
、
こ
の
よ
う
に
概

　
念
規
定
を
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
賠
物
の
概
念
は
前
述
の
よ
う
に
本
質
論
と
の
關
係
を
ぬ
き
に
し
て
は
お
よ
そ
規
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
の
で
あ

　
つ
て
、
い
わ
ゆ
る
維
持
説
に
よ
れ
ぽ
「
財
産
椹
の
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
行
爲
に
よ
つ
て
得
ら
れ
た
物
」
（
木
村
目
ド
イ
ッ
の
通
説
）
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
り
、
本
犯
は
財
産
罪
に
限
定
さ
れ
ず
、
又
追
求
穫
の
有
無
も
問
題
と
な
ら
な
い
か
ら
、
わ
が
國
の
通
説
よ
り
も
賠
物
の
範
園
は
か
な
り
擾
張
さ
れ
る
。
叉
ザ
ゥ
ァ

　
ー
の
い
わ
ゆ
る
客
観
読
の
立
場
に
立
ち
乍
ら
、
貯
物
罪
の
法
的
性
質
を
物
的
犯
罪
庇
護
と
共
通
に
「
適
法
な
（
財
産
）
状
態
の
再
現
を
挫
折
せ
し
め
る
こ
と
」
と
解

　
し
、
同
復
請
求
椹
の
保
護
の
黙
に
も
言
及
し
て
い
る
鮎
で
ド
イ
ッ
の
學
設
の
中
で
と
く
に
注
意
が
惹
か
れ
る
シ
ュ
レ
！
ダ
ー
（
OO
o
騒
ロ
冨
あ
o
厚
竃
O
ご
幹
H
畳
－

鴨
ω
Φ
言
宮
。
ダ
囚
o
菖
巨
①
暮
葺
p
卜
島
。
一
。
蜜
ω
．
。
魔
騰
‘
国
あ
。
日
α
山
臼
旧
u
一
①
国
①
。
辟
ω
畠
ε
a
Φ
同
切
①
喩
屋
註
讐
夷
ロ
且
国
Φ
巨
忠
。
一
”
寓
o
轟
叶
－

　
器
酵
一
津
h
牙
U
窪
宏
9
霧
勾
8
暮
（
蜜
U
男
）
｝
、
㎝
図
℃
ω
・
。
o
。
崩
」
器
冨
8
民
霞
①
ψ
§
）
に
お
い
て
も
賠
物
罪
自
髄
は
濁
立
の
財
産
罪
て
あ
る
が
、
本
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ち
　
　
む

　
は
財
産
罪
に
限
ら
ぬ
も
の
と
し
て
い
る
鮎
は
一
般
の
維
持
説
と
等
し
い
。
こ
れ
は
一
部
は
「
犯
罪
行
爲
に
よ
つ
て
得
た
物
」
か
否
か
の
解
繹
と
實
定
法
規
定
の
全

　
禮
的
關
連
で
解
決
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
維
持
説
に
よ
れ
ば
狩
猿
法
違
反
行
爲
、
漁
業
法
違
反
行
爲
等
に
よ
つ
て
取
得
さ
れ
た
物
に
つ
い
て
も
賠
物
罪
の
成
立
を

　
認
め
る
（
例
え
ば
木
村
・
各
論
一
六
六
頁
）
が
こ
れ
は
正
當
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
狩
猿
法
違
反
行
爲
に
つ
い
て
は
何
ら
財
産
椹
の
侵
害
と
い
う
こ
と
は
考
え

　
ら
れ
な
い
し
、
漁
業
法
違
反
行
爲
に
つ
い
て
は
漁
業
椹
の
侵
害
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
法
定
刑
の
差
（
灘
麟
難
か
姻
肥
歌
駈
願
朧
臓
のっ
翫
鎌
業
）
が
開
き

　
す
ぎ
て
そ
の
種
の
物
に
つ
い
て
賠
物
罪
（
針
解
融
邸
粉
嚥
鰍
飯
び
）
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
甚
し
く
衡
卒
の
理
念
に
惇
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
）
　
高
田
．
賠
物
の
概
念
、
絡
合
剣
例
研
究
叢
書
刑
法
働
ニ
ニ
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
　
　
ち
　
　
む
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち
　
　
じ
　
　
や
　
　
め

（
3
）
　
高
田
．
同
右
二
．
一
－
四
二
頁
。
な
お
從
來
ド
イ
ッ
で
は
漠
然
と
賠
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
屡
性
を
論
じ
て
い
た
の
に
封
し
、
高
田
氏
が
賠
物
概
念
の
本
犯
概
念

　
へ
の
從
馬
性
（
傍
鮎
筆
者
）
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の
は
、
ま
こ
と
に
正
當
な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
4
）
　
高
田
・
同
右
三
九
頁
。

（
5
）
例
え
ば
切
。
。
ざ
巨
即
導
料
O
び
忠
虜
く
震
鼠
言
宙
ユ
霞
国
①
げ
再
①
言
自
＜
。
詳
豊
日
ω
實
昌
8
9
島
魯
窪
q
菖
Φ
房
g
魯
巨
o
亀
9
一
。
欝
ω
藁
。。
㎝

　
崩
‘
自
霞
さ
躍
二
w
⑦
σ
q
冒
昌
磯
琶
㎎
口
且
缶
Φ
匡
霞
Φ
一
℃
Z
噛
薯
二
。
お
一
ω
。
。
。
曽
一
留
僧
ご
Φ
巳
w
o
鴨
篇
留
ン
も
“
H
毘
び
霞
2
山
き
亀
巨
磯
、
、
ぎ
自
①
阜

　
一
霞
①
客
暮
ご
霧
富
昌
9
国
ぎ
切
①
淳
琶
o
q
旨
目
国
o
乞
Φ
目
傷
臼
8
中
躍
g
崔
Φ
昌
臼
毘
言
霧
8
鼠
9
馨
儀
鶏
目
Φ
一
ぎ
浮
g
p
窯
U
界
．
翼
ψ
①
9
国
o
年

　
冨
房
9
－
■
暫
昌
磯
ρ
帥
●
鉾
O
●
の
●
9
0
℃
9
9



へ
6
）
　
宮
崎
澄
夫
・
犯
罪
の
既
塗
と
實
仔
行
爲
の
絡
了
、
法
學
新
報
六
六
巻
五
號
一
四
五
頁
以
下
幅
と
く
に
一
五
五
頁
。

（
7
）
Oo
o
げ
ぴ
昌
脚
①
あ
O
げ
同
α
傷
O
同
…
凶
o
e
］
B
①
昌
酔
即
び
ψ
漣
♪
叉
の
．
漣
ド

（
8
）
　
ド
イ
ッ
刑
法
奮
四
八
條
一
項
は
「
贈
與
若
く
は
約
束
に
よ
り
、
脅
迫
に
よ
り
、
勢
威
若
く
は
椹
力
を
濫
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
故
ら
に
錯
誤
を
お
こ
さ
せ
若

　
く
は
錯
誤
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
若
く
は
そ
の
他
の
手
段
に
よ
つ
て
故
意
に
、
他
人
を
し
て
、
そ
の
犯
し
た
、
可
罰
的
行
爲
を
爲
す
決
意
を
爲
さ
し
め
た

　
者
は
、
教
唆
者
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
、
叉
奮
四
九
條
一
項
は
「
助
言
叉
は
行
爲
に
よ
つ
て
、
正
犯
が
重
罪
叉
は
輕
罪
と
し
て
可
罰
的
な
行
爲
を
犯
す

　
の
を
知
り
つ
つ
援
助
し
た
者
は
、
從
犯
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
」
と
規
定
し
て
い
た
（
傍
鮎
筆
者
）
。

（
9
）
ω
o
。
冨
ぎ
壁
銃
O
ご
臼
魁
器
く
臼
韻
一
言
貯
く
書
肖
群
Φ
冨
。
冨
h
け
舞
島
円
㊦
一
巨
百
Φ
矯
ω
宵
師
坤
Φ
呂
島
。
冨
d
g
o
誘
賃
昏
q
躍
①
p
一
象
評
oo
』
ど

　
国
o
包
旨
q
o
・
魯
－
b
四
昌
瞬
9
鉾
即
。
O
●
ω
藁
㎝
鉾
鵠
即
直
β
魯
…
U
o
旨
oo
o
げ
o
ω
oQ
霞
ゆ
陸
o
魯
“
毎
目
騎
●
自
o
一
一
｝
ド
ト
g
自
●
一
〇
㎝
o
o
り
ω
●
9
9
竃
Φ
N
㎎
Φ
ご
ω
霞
師
坤
Φ
o
馨
”

　
国
言
ω
言
良
Φ
ロ
げ
β
o
ダ
一
｝
＞
目
磯
●
膚
Φ
一
辞
oo
。
卜
β
P
一
〇
㎝
oo
噂
ω
．
図
⑳
ご
ω
o
ま
昌
犀
o
－
ω
o
げ
ま
盆
ツ
　
麟
。
鉾
O
●
ω
品
9
｝
薯
o
に
o
ご
U
器
留
ロ
宏
9
①
警
寅
h
－

　
N
Φ
o
げ
ぴ
O
●
＞
仁
尊
一
3
0
0
｝
ψ
O
刈
噂
o
S
●

（
1
0
）
　
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
五
版
迄
の
教
科
書
及
び
そ
の
他
の
論
丈
参
照
。

（
n
）
　
　
ミ
〇
一
N
⑦
ど
　
　
費
●
騨
，
　
O
．
　
O
●
　
毎
信
協
一
●
　
H
O
α
oo
℃
　
ω
’
　
一
ω
刈
幡
●

（
1
2
）
　
O
曽
冨
o
o
“
円
簿
①
房
魯
曽
坤
9
昌
“
円
Φ
一
ぽ
昏
躍
9
旨
魯
①
民
毘
一
〇
ロ
N
9
馨
冨
h
H
o
o
騨
段
o
楠
o
月
日
一
国
島
．
ど
0
5
器
辟
o
”
山
o
H
ω
訂
禺
冨
o
耳
巴
o
再
①
ッ

　
一
り
鋒
蟻
oo
●
に
O
●

（
1
3
）
　
今
日
ド
イ
ッ
で
は
目
的
的
行
爲
論
の
影
響
を
受
け
て
故
意
に
も
從
驕
す
る
と
い
5
の
が
多
数
説
と
云
つ
て
い
い
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
他
に
故
意
に
は
從
閣
し

　
な
い
と
す
る
説
や
、
輩
に
故
意
の
み
で
な
く
、
正
犯
の
逮
法
性
の
意
識
に
も
從
属
す
る
と
い
う
読
も
荷
主
張
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
者
と
し
て
は
ω
o
ま
昌
犀
①
－

　
ω
9
注
富
び
鉾
鉾
O
●
ψ
謡
戯
”
・
旨
魯
晩
霞
…
ω
言
甲
国
拝
ど
o
。
・
卜
G
顕
お
鵠
”
OO
●
ト
っ
o

。
僧
器
9
後
者
と
し
て
は
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ソ
の
前
掲
文
の
他
に
国
O
巨
－

　
冨
霧
o
亨
富
冒
9
q
P
騨
騨
ρ
ψ
一
誘
騰
ひ
8
等
。
荷
、
メ
ッ
ガ
！
、
ラ
ソ
ゲ
の
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
刑
法
委
員
會
の
第
四
同
會
議
に
お
け
る
討
議
に
も
は

　
つ
き
り
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ド
レ
ー
ヤ
ー
の
報
告
の
中
に
見
え
て
い
る
（
∪
器
げ
Φ
5
田
Φ
匡
魯
計
U
貯
註
Φ
H
盆
卜
昌
9
駐
雷
σ
⇔
ロ
μ
騎
高
霞
O
同
o
留
b
Oo
嘗
轟
・

　
3
9
宏
犀
O
犀
9
駐
匹
O
P
N
幹
図
譲
9
切
騨
零
・
ω
●
繭
鰹
鄭
）
叉
、
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
本
文
滲
照
。

（
14
）
国
昌
富
魯
a
身
昌
鵯
昌
留
巴
鐸
昆
窃
磯
①
匡
o
騨
魯
9
霧
甘
幹
雷
駿
即
魯
震
（
国
O
鐸
）
し
竃
．
♪
ψ
翫
㎝
」
●
聾
壁
諭
g
β
虻
d
誉
8
昌
一
●
O
辟
o
冨
鮮

　
お
㎝
ω
・

（
1
5
）
　
膨
Ω
国
・
国
鼻
9
ψ
亀
”
“
・
o
O
霞
餌
駐
Φ
目
薗
幹
q
旨
・
〈
o
唐
b
o
ド
O
容
o
ぴ
Φ
ご
お
鵠
・
こ
の
判
例
に
つ
い
て
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
「
正
犯
と
共
犯
と
の
關
係
の

　
倒
錯
と
歪
曲
に
止
ま
ら
ず
、
構
成
要
件
の
細
分
化
に
迄
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
客
観
的
構
成
要
件
要
素
と
主
観
的
構
成
要
件
要
素
と
を
、
も
は
や
共
に
一
盤

　
　
　
貯
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
　
（
八
八
七
）



駐
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

四
四

（
八
八
八
）

　
を
な
す
全
燈
と
し
て
は
見
ず
、
椿
成
要
件
の
中
に
軍
に
故
意
の
断
片
の
み
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
構
成
要
件
の
内
部
的
統
一
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
」
か
ら
連

　
邦
裁
判
所
と
し
て
は
、
萬
一
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
危
瞼
な
第
四
刑
事
部
の
よ
う
な
共
犯
論
に
つ
い
て
の
剣
断
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
蓮
合
部
に
お
い
て
阻

　
止
し
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
批
判
し
て
い
る
。
＜
E
。
q
ド
、
9
二
Z
尉
♪
ψ
昌
oo
崩
・

（
1
6
）
　
b
O
国
●
b
自
．
O
”
OO
。
oo
δ
｝
図
●
ω
酔
冨
賄
器
冨
“
q
躰
曹
く
o
日
①
●
臼
覧
舘
一
〇
㎝
O
・

（
17
）
　
ガ
ラ
ス
は
、
教
唆
と
常
助
と
を
麗
別
し
て
、
敦
唆
犯
は
正
犯
に
行
爲
へ
の
決
意
－
行
爲
支
配
を
爲
さ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
過
失
犯
の
敏
唆
と
い
う
こ

　
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
蓄
助
犯
に
つ
い
て
は
、
帯
助
行
爲
の
非
定
型
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
過
失
行
爲
に
封
し
て
心
理
的
な
面
か
ら
（
故
意
に
）
こ
れ
を
箒
助

　
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
改
正
委
員
會
第
一
讃
會
草
案
が
過
失
犯
に
封
す
る
共
犯
の
可
能
性
を
全
般
的
に
否
定
し
た
こ
と
は
、
法
の
間
隙
を
つ
く
る

　
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
を
提
出
し
て
い
る
。
＜
唯
●
O
包
一
器
”
鉾
鉾
ρ
甲
に
O
騰
。

（
1
8
）
　
例
え
ば
ミ
o
甘
o
一
｝
鉾
鉾
O
●
ψ
零
論
‘
竃
即
躍
冨
δ
ゲ
剴
ご
Φ
自
鍍
魯
9
の
⇔
旨
旨
8
ザ
計
》
口
舶
膚
o
算
ド
ト
ロ
算
一
線
oo
噛
ψ
㎝
図
oo
℃
国
・
蟹
同
o
繋

ω
書
鑑
3
0
暮
噛
卜
娼
の
●
e
①
詳
一
。
㎝
。
。
噂
oo
。
。。
心
。
。
一
島
Φ
罎
嚇
膚
管
Φ
話
魯
鑑
計
電
Φ
浮
β
げ
g
g
q
浮
Φ
ず
Φ
謎
o
冨
饗
寄
辞
一
R
自
o
の
寅
浄
艮
鉾
お
貫
ω
・
謡
。。
矯

≦
Φ
讐
霞
茄
φ
醤
陸
Φ
魯
“
2
一
㎎
●
円
毘
」
。
㎝
ど
oρ
●
謹
ざ
く
。
≦
①
び
Φ
ご
O
讐
且
旨
ω
画
霧
留
菖
。
ユ
9
魯
ω
鍍
暫
沖
Φ
9
け
』
・
卜
島
・
一
漣
。
。
”
ω
』
ヂ
g
。
・

　
し
か
し
註
1
3
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
は
正
犯
の
構
成
要
件
該
當
の
行
爲
が
故
意
の
み
な
ら
ず
違
法
性
の
窓
識
を
も
つ
て
爲
さ
れ
た
こ
と
ま
で
必

　
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
国
O
O
国
O
ビ
8
碧
賢
…
q
び
①
H
α
緩
＜
①
吋
ザ
鋤
騨
β
駐
ぐ
O
”
目
響
Φ
冨
O
げ
印
協
σ
‘
5
師
目
Φ
一
ぎ
帥
ぎ
9
0a
欝
団
増
①
O
げ
覚
ざ
げ
Φ
d
目
霊
緒
目
O
げ
昌
昌
晩
O
ン

　
お
螢
ω
』
一
崩
」
畠
富
8
民
霞
o
乙o
●
刈
。
。
崩
‘
留
誘
“
◎
げ
魯
画
塁
＜
Φ
昌
魑
一
言
駐
留
H
国
Φ
乞
Φ
琶
N
弩
＜
o
旨
塁
o
o
。
一
。
。
。

（
1
9
）
　
国
賃
言
β
寧
鉾
鉾
O
●
ψ
o
o
b
o
曾
冒
雷
磯
①
ご
の
言
甲
国
鼻
昌
鰯
閃
窃
o
昌
画
臼
日
o
罫
ド
ト
G
騨
ψ
お
o
o
。
術
ド
イ
ッ
刑
法
二
五
九
條
に
い
わ
ゆ
る
可
罰
的

　
行
爲
の
意
義
に
關
し
て
は
ザ
ッ
ク
ス
の
詳
論
を
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
o
o
舞
℃
鉾
鉾
O
●
ψ
雷
庸
。

　
　
　
国
O
国
。
ω
黛
　
　
Oo
●
　
　
Oo
言
国
凶
ロ
O
β
曽
“
q
H
“
〈
O
】
8
酌
刈
●
国
①
げ
N
q
㊤
目
一
〇
㎝
一
●

（
2
0
）

（
21
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
24
）

（
2
5
）

　
に
、行

爲
の
一
歩
手
前
の
行
爲
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
り
　
　
嵩
り

前
註
5
参
照
。

国
O
国
・
国
画
●
傘
oロ
唖
刈
9
伊
oロ
碁
h
8
星
酔
●
q
詳
●
く
o
目
鵠
O
●
岡
o
び
厩
ロ
⑳
ン
一
〇
㎝
o
o
。

m
口
き
m
。
曽
●
O
●
旨
O
犀
｝
漣
矯
oロ
●
O
㎝
。

佐
伯
千
似
・
所
謂
共
犯
の
制
限
さ
れ
た
從
局
形
態
、
法
學
論
叢
三
一
巻
五
號
三
九
頁
、
同
・
刑
法
糖
論
（
奮
版
）
三
二
一
i
二
頁
。

も
つ
と
も
瀧
川
博
士
が
佐
伯
博
士
に
賛
同
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
刑
法
二
四
四
條
を
ば
責
任
要
素
と
し
て
の
期
待
可
能
性
な
き
場
合
と
解
さ
れ
、
更

刑
法
二
四
四
條
は
「
親
族
た
る
身
分
と
い
う
一
事
を
除
外
す
れ
ば
、
籍
盗
罪
の
要
件
が
こ
と
ご
と
く
備
わ
る
場
合
に
關
す
る
規
定
で
あ
つ
て
、
い
わ
ば
可
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
か
も
刑
法
は
、
身
分
が
あ
る
か
ら
刑
を
科
さ
な
い
。
か
よ
う
な
最
小
限
度
の
犯
罪
阻
却
原
因
を
基
礎
と
し
て
、
責
任
無
能



　
方
と
い
う
如
ぎ
最
大
限
度
に
お
い
て
犯
罪
性
を
阻
却
す
る
場
合
に
ま
で
、
そ
の
論
理
を
撰
大
す
る
こ
と
は
類
推
の
濫
用
で
あ
る
』
か
ら
二
四
四
條
に
土
ハ
犯
の
制
限

　
從
驕
形
態
の
基
礎
を
求
め
る
企
圖
は
安
當
で
は
な
く
、
ま
た
現
行
法
の
解
繹
と
し
て
六
四
條
と
の
關
係
で
無
罪
の
範
園
が
援
大
さ
れ
、
結
局
擾
張
的
共
犯
概
念
構

　
成
の
意
圖
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
こ
れ
は
解
繹
論
と
し
て
の
破
綻
と
い
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
」
と
し
て
こ
れ
を
非
難
し
て
お
ら
れ
る
。
瀧
川
．
共
犯
の
或
る

　
問
題
、
刑
法
の
諸
問
題
二
一
六
－
七
頁
、
同
・
犯
罪
論
序
説
二
二
〇
ー
一
頁
。

（
2
6
）
　
瀧
川
・
共
犯
の
或
る
問
題
一
二
八
頁
、
同
・
犯
罪
論
序
説
二
二
一
頁
。

（
2
7
）
　
瀧
川
・
犯
罪
論
序
説
二
〇
五
頁
。

（
2
8
）
罫
国
’
冨
曙
①
ご
u
臼
即
一
蒔
。
g
Φ
冒
Φ
e
①
一
こ
Φ
ω
留
旨
の
。
冨
ロ
ω
ひ
β
仲
o
。
詳
m
も
・
餌
島
藁
旨
。。
り
ω
・
ω
。
一
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
ち
　
　
ち

（
2
9
）
　
高
田
・
賠
物
の
概
念
二
二
頁
以
下
、
も
つ
と
も
、
こ
こ
で
は
ド
イ
ッ
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
賠
物
罪
の
本
犯
へ
の
從
屡
と
い
う
形
で
は
な
く
、
駐
物
概
念
の
本

　
犯
概
念
へ
の
從
囑
の
形
で
問
題
が
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
正
當
な
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
。
た
だ
同
砺
究
、
四
一
頁
以
下
に
ド
イ
ッ
の
連
邦
裁
判
所

　
刑
集
五
巻
四
ヒ
頁
－
前
掲
註
1
5
1
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
貯
物
罪
に
關
蓮
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

　
ふ
れ
た
も
の
で
は
な
く
共
犯
の
從
属
性
の
問
題
（
貯
物
籍
助
の
問
題
）
で
あ
る
か
ら
、
當
該
場
所
に
こ
の
判
例
を
引
用
さ
れ
た
こ
と
は
適
切
で
は
な
く
、
む
し
ろ

　
誤
解
と
混
飢
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
3
0
）
　
例
え
ば
小
野
・
概
論
三
六
三
頁
、
木
村
・
各
論
一
六
七
頁
、
瀧
川
・
各
論
唱
四
六
頁
、
團
藤
・
刑
法
三
六
七
頁
等
。
こ
の
鮎
で
は
共
犯
制
限
從
驕
説
の
主
張

　
者
の
み
で
な
く
、
共
犯
濁
立
性
説
の
主
張
者
も
仲
よ
く
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
つ
て
、
共
犯
の
從
罵
性
の
問
題
と
は
全
く
切
り
離
し
て
別
個
の
問
題
意
識
で
論
ぜ

　
ら
れ
て
い
る
事
情
が
よ
く
窺
わ
れ
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

（
31
）
　
大
審
院
剣
決
明
治
四
四
年
一
二
月
一
八
日
刑
録
一
七
輯
二
二
〇
九
頁
、
同
大
正
三
年
五
月
一
二
日
刑
録
二
〇
輯
八
六
二
頁
、
大
正
三
年
一
二
月
七
目
刑
録
二

　
〇
輯
二
三
八
三
頁
。

（
3
2
）
　
も
つ
と
も
古
い
大
審
院
判
決
の
中
に
は
本
犯
が
一
二
歳
未
満
の
者
で
あ
る
爲
に
犯
意
な
し
と
し
て
犯
罪
（
こ
こ
で
は
窃
盗
罪
）
が
不
成
立
の
場
合
に
は
駐
物

　
罪
は
成
立
し
な
い
も
の
と
し
た
も
の
が
あ
る
。
大
審
院
判
決
明
治
二
八
年
七
月
二
日
刑
録
一
輯
三
四
頁
、
同
旨
、
同
明
治
三
二
年
五
月
一
九
日
刑
録
五
巻
五
輯
七

　
〇
頁
参
照
。

賠
物
罪
と
本
犯
と
の
關
係

四
五

（
八
八
九
）


