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結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
結
果
帰
属
の
限
界
に
つ
い
て
の
覚
書

　
　
　
　
　
i
強
盗
致
死
傷
罪
を
中
心
と
し
て
ー

井

田

良

結果的加重犯における結果帰属の限界についての覚書

一
　
問
題
の
所
在

二
　
判
例
と
学
説

三
検
　
　
討

四
　
お
わ
り
に

問
題
の
所
在

　
ω
　
刑
法
二
四
〇
条
は
、
「
強
盗
人
ヲ
傷
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
無
期
又
ハ
七
年
以
上
ノ
懲
役
二
処
ス
死
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
死
刑
又
ハ
無
期

懲
役
二
処
ス
」
と
定
め
て
い
る
。
本
条
を
め
ぐ
っ
て
は
、
死
傷
の
結
果
が
、
財
物
強
取
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
暴
行
・
脅
迫
か
ら
生

ず
る
こ
と
を
要
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
強
盗
の
機
会
に
行
わ
れ
た
そ
の
他
の
行
為
か
ら
生
じ
た
場
合
で
も
よ
い
の
か
に
つ
い
て
見
解
の

対
立
が
あ
る
ほ
か
、
さ
ら
に
、
本
条
の
規
定
を
適
用
す
る
前
提
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
（
最
低
限
の
）
主
観
的
要
件
が
必
要
な
の
か
に
つ
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ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
や

い
て
も
、
学
説
は
一
致
を
見
て
い
な
い
。
つ
ま
り
．
少
な
く
と
も
暴
行
の
故
意
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
行
為
か
ら
、
予
見
可
能
な
範
囲
内
で

結
果
が
発
生
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
が
単
な
る
過
失
致
死
傷
の
結
果
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
点
が
争

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
例
の
な
か
に
は
、
強
盗
の
機
会
に
お
け
る
純
然
た
る
過
失
行
為
に
よ
り
死
亡
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に

も
強
盗
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
た
も
の
は
見
当
た
ら
ず
、
強
盗
致
傷
罪
に
つ
い
て
も
、
お
よ
そ
暴
行
の
故
意
が
存
在
し
な
い
と
さ
れ
た
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

例
で
は
っ
き
り
と
同
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の
は
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち

　
㈲
　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
大
阪
高
裁
は
、
昭
和
六
〇
年
二
月
六
日
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
に
も
と
づ
い
て
傷
害
の
結
果
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

生
じ
さ
せ
た
場
合
に
も
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
示
す
る
判
決
を
下
し
た
。
事
案
は
、
お
お
む
ね
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
X
は
、
被
害
者
A
か
ら
金
員
を
強
取
し
よ
う
と
企
て
、
A
が
運
転
す
る
ミ
ニ
バ
イ
ク
の
後
部
荷
台
に
ま

た
が
っ
て
乗
車
し
．
登
山
ナ
イ
フ
を
A
の
右
脇
腹
に
突
き
つ
け
、
「
騒
ぐ
な
、
騒
ぐ
と
殺
す
ぞ
、
俺
の
言
う
と
お
り
に
せ
え
」
な
ど
と
申

し
向
け
．
A
を
し
て
付
近
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
の
路
上
ま
で
運
転
さ
せ
て
連
行
し
．
同
所
に
お
い
て
A
の
左
手
首
と
バ
イ
ク
の
ハ
ン
ド

ル
と
を
両
手
錠
で
連
結
固
定
す
る
な
ど
の
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
て
A
の
反
抗
を
抑
圧
し
た
う
え
、
さ
ら
に
、
「
倒
れ
ろ
」
と
命
じ
て
、
A

に
お
い
て
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
に
し
な
け
れ
ば
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
畏
怖
し
て
ミ
ニ
バ
イ
ク
も
ろ
と
も
そ
の
場
に
転
倒
す
る
の
や

む
な
き
に
至
ら
し
め
て
、
現
金
等
を
奪
っ
た
が
、
A
は
転
倒
の
際
、
両
肘
を
路
面
で
打
っ
て
加
療
約
一
四
日
を
要
す
る
傷
害
を
負
っ
た
と

い
う
も
の
で
あ
る
．
こ
の
事
案
に
つ
き
、
原
審
の
大
阪
地
裁
は
、
刑
法
上
は
自
ら
直
接
に
暴
行
を
加
え
た
の
と
同
一
に
評
価
す
る
の
が
相

当
で
あ
る
と
し
て
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
．
こ
れ
に
対
し
、
大
阪
高
裁
は
、
む
し
ろ
脅
迫
に
も
と
づ
い
て
傷
害
の
結
果
を
生

じ
さ
せ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
を
と
っ
た
が
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
所
論
は
、
強
盗
致
傷
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
傷
害
の
結
果
が
強
盗
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
た
暴
行
に
も
と
づ
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
所
論
の
よ
う
に
傷
害
の
結
果
が
強
盗
の
手
段
た
る
暴
行
か
ら
生
じ
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
判
例
（
最
判
昭
和
二
五

　
年
一
二
月
一
四
日
刑
集
四
巻
一
二
号
二
五
四
八
頁
）
は
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、
強
盗
の
機
会
に
お
い
て
な
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
致
死
傷
の
結
果
を
生
じ
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た
と
き
に
も
同
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
に
よ
っ
て
被
害
者
が
畏
怖
し
、
そ
の
畏
怖
の
結
果
傷
害
が
生
じ
た
場

　
合
に
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
本
件
の
場
合
、
被
告
人
は
前
示
の
と
お
り
の
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
て
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧
し
、
意
思
の
自
由
を
失
っ
て
い
る
被
害
者
に
さ
ら
に

　
「
倒
れ
ろ
」
と
命
じ
、
被
害
者
は
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
に
し
な
け
れ
ぽ
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
畏
怖
し
て
ミ
ニ
バ
イ
ク
も
ろ
と
も
路
上
に
転
倒
し

　
た
こ
と
に
よ
っ
て
傷
害
を
負
っ
た
も
の
で
、
被
告
人
が
右
の
よ
う
に
反
抗
抑
圧
状
態
に
あ
る
被
害
者
に
「
倒
れ
ろ
」
と
命
じ
る
所
為
は
、
強
盗
罪
に
お

　
け
る
脅
迫
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
、
そ
れ
は
強
盗
の
実
行
中
に
強
盗
の
手
段
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
被
害
者
の
傷

　
害
は
被
害
者
が
畏
怖
し
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
に
よ
っ
て
傷
害
の
結
果
を
生
じ
た
も
の
と
し
て
強
盗
致
傷
罪

　
の
成
立
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
傷
害
の
程
度
も
所
論
の
よ
う
に
軽
微
で
は
な
く
、
強
盗
致
傷
罪
に
お
け
る
傷
害
に
当
た
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
．
」

　
⑥
こ
の
判
決
は
、
二
つ
の
問
題
を
提
起
し
た
．
第
一
は
．
こ
の
判
決
が
前
提
と
し
た
暴
行
の
観
念
に
つ
い
て
の
見
解
の
当
否
で
あ
り
．

右
事
案
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
「
命
じ
ら
れ
た
と
お
り
に
し
な
け
れ
ば
殺
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
畏
怖
」
し
て
い
た
被
害
者
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
や
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

「
倒
れ
ろ
」
と
命
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
路
上
に
転
倒
さ
せ
傷
害
を
負
わ
せ
た
行
為
を
、
暴
行
に
よ
る
傷
害
と
は
考
え
な
か
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち

こ
と
が
適
切
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
第
二
は
、
強
盗
の
手
段
た
る
脅
迫
か
ら
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
も
．
二
四
〇

条
前
段
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
判
決
の
見
解
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
右
の
第
一
の
点
に
は
疑
問
が
あ
る
．
た
し
か
に
、
「
倒
れ
ろ
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
こ
と
自
体
は
、
有
形
力
を
行
使
し
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
の
事
案
は
、
被
害
者
を
言
葉
で
畏
怖
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
失
神
さ
せ
た
り
精
神
的
な
障

害
を
惹
起
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
と
は
異
な
る
。
行
為
者
は
、
転
倒
に
よ
り
被
害
者
が
路
上
に
身
体
を
ぶ
つ
け
る
こ
と
を
認
識
し
て
、

こ
れ
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
害
者
が
路
上
に
転
倒
し
た
と
き
に
受
け
る
衝
撃
は
．
ま
さ
に
有
形
力
・
物
理
力
以
外
の
何
も
の

で
も
な
く
、
そ
れ
を
被
害
者
に
与
え
る
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
転
倒
す
る
こ
と
を
強
制
し
た
行
為
者
の
行
為
を
、
被
害
者
自
身
の
行
為
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

利
用
し
た
暴
行
と
み
る
こ
と
は
、
少
し
も
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
暴
行
概
念
の
拡
張
」
と
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
も
し
、

そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
を
だ
ま
し
て
誘
導
し
落
し
穴
に
転
落
さ
せ
て
怪
我
さ
せ
て
も
、
暴
行
に
よ
ら
な
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（
6
）

い
傷
害
と
み
る
ほ
か
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
傷
害
の
故
意
が
認
定
で
き
な
い
限
り
、
過
失
傷
害
罪
に
と
ど
ま
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
あ
る
。
行
為
者
の
手
足
が
被
害
者
の
身
体
に
直
接
に
接
触
し
な
い
限
り
暴
行
に
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
「
限
定
」
す
る

の
は
、
理
由
の
あ
る
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
。
本
件
の
事
案
に
つ
い
て
も
1
暴
行
罪
を
自
手
犯
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ぽ
別
で
あ
る
か
も

知
れ
な
い
が
i
意
思
を
制
圧
さ
れ
た
被
害
者
の
行
為
を
利
用
し
た
（
間
接
正
犯
と
し
て
の
）
暴
行
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ

（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

う
。
原
審
判
決
の
結
論
の
よ
う
に
、
暴
行
に
も
と
づ
く
傷
害
と
す
る
こ
と
は
、
充
分
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
問
題
は
、
第
二
の
点
、
つ
ま
り
、
本
判
決
が
、
二
四
〇
条
前
段
の
解
釈
と
し
て
、
暴
行
に
も
と
づ
く
も
の
で
な
く
と
も
、
脅

迫
に
も
と
づ
い
て
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
な
ら
ば
、
強
盗
致
傷
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
こ
と
の
当
否
で
あ
る
。
そ
れ
と
関
連
し
て
、

二
四
〇
条
前
段
が
、
強
盗
の
際
の
純
然
た
る
過
失
致
傷
の
行
為
に
も
適
用
さ
れ
得
る
の
か
ど
う
か
も
間
題
と
な
り
得
よ
う
。
同
様
に
、
二

四
〇
条
後
段
に
つ
い
て
も
、
死
亡
の
結
果
に
つ
き
、
脅
迫
の
故
意
、
さ
ら
に
は
単
な
る
過
失
し
か
肯
定
で
き
な
い
場
合
に
も
こ
れ
を
適
用

し
得
る
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
二
四
〇
条
を
め
ぐ
る
解
釈
論
上
の
一
つ
の
論
点
と
し
て
見
解
の
対
立
が
生
じ
て
い

る
の
が
、
ま
さ
に
こ
れ
ら
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
さ
ら
に
そ
の
先
に
も
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
暴
行
の
故
意
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ぼ
、
予
見
可
能

な
範
囲
内
で
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
限
り
．
た
だ
ち
に
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
て
よ
い
と
い
い
得
る
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

四
〇
条
の
法
定
刑
の
重
さ
も
考
慮
す
る
と
き
、
む
し
ろ
、
当
該
の
死
傷
の
結
果
と
強
盗
行
為
と
の
関
連
、
行
為
者
の
主
観
的
認
識
な
ど
を

勘
案
し
た
う
え
で
、
そ
の
結
果
を
強
盗
致
死
傷
罪
の
結
果
と
し
て
実
行
行
為
に
帰
属
し
得
る
の
か
ど
う
か
が
慎
重
に
見
定
め
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
も
っ
と
も
、
強
盗
致
傷
罪
に
つ
い
て
暴
行
の
故
意
を
必
要
と
し
な
い
趣
旨
を
明
言
し
た
下
級
審
の
裁
判
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

　
　
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
判
昭
和
三
五
年
一
二
月
一
二
日
下
刑
集
二
巻
一
一
・
二
一
号
一
五
二
七
頁
．
東
京
地
判
昭
和
五
〇
年
六
月
五
日
刑
裁
月
報
七
巻
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六
号
六
七
一
頁
な
ど
参
照
．

（
2
）
　
大
阪
高
判
昭
和
六
〇
年
二
月
六
日
高
刑
集
三
八
巻
一
号
五
〇
頁
．
本
判
決
に
っ
い
て
の
評
釈
と
し
て
は
、
内
田
文
昭
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
六
〇

号
（
一
九
八
五
年
）
六
二
頁
以
下
、
河
村
博
・
研
修
四
四
九
号
（
一
九
八
五
年
）
五
三
頁
以
下
、
同
・
捜
査
研
究
昭
和
六
〇
年
二
一
月
号
三
二
頁
以

下
、
日
高
義
博
・
判
例
評
論
…
二
号
（
”
判
例
時
報
二
六
三
号
〔
一
九
八
五
年
〕
）
六
二
頁
以
下
、
池
田
茂
穂
・
捜
査
研
究
昭
和
六
一
年
一
月

号
五
五
頁
以
下
、
佐
伯
仁
志
『
昭
和
六
〇
年
度
重
要
判
例
解
説
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
〔
一
九
八
六
年
〕
）
一
五
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
．

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）を

示
す
の
は
、

版
〕
』

八
四
年
）

（
8
）評

論
三
二
一
号

（
9
）

　
六
年
）

日
高
・
判
例
評
論
…
二
号
（
前
掲
注
2
）
六
五
頁
参
照
。

河
村
・
研
修
四
四
九
号
（
前
掲
注
2
）
六
〇
、
一
頁
、
池
田
・
捜
査
研
究
昭
和
六
一
年
一
月
号
（
前
掲
注
2
）
六
一
頁
参
照
。

内
田
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
六
〇
号
（
前
掲
注
2
）
六
五
頁
。

柏
木
千
秋
『
刑
法
各
論
（
中
）
』
（
一
九
六
〇
年
）
三
三
五
、
六
頁
、
内
田
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
（
一
九
八
四
年
）
二
六
頁
、
三
八
頁
。

以
上
の
点
で
、
佐
伯
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
（
前
掲
注
2
）
一
六
〇
頁
は
正
当
で
あ
る
。
詐
称
誘
導
に
よ
る
場
合
に
つ
い
て
、
同
様
の
理
解

　
　
　
　
沢
登
佳
人
「
暴
行
・
脅
迫
の
意
義
」
『
刑
法
講
座
第
5
巻
』
（
一
九
六
四
年
）
二
三
四
頁
、
斉
藤
誠
二
『
刑
法
講
義
各
論
1
〔
新
訂

（
一
九
七
九
年
）
三
三
七
、
八
頁
、
大
谷
実
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
一
九
八
三
年
）
四
一
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
各
論
上
巻
〔
改
訂
版
〕
』
（
一
九

　
　
八
二
頁
な
ど
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
の
見
解
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
内
田
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
六
〇
号
（
前
掲
注
2
）
六
五
、
六
頁
、
日
高
・
判
例

　
　
　
　
（
前
掲
注
2
）
六
三
頁
以
下
。

と
く
に
、
丸
山
雅
夫
「
結
果
的
加
重
犯
と
法
定
刑
（
下
〉
i
・
ー
レ
ン
ツ
ェ
ン
の
見
解
を
中
心
と
し
て
」
警
察
研
究
五
七
巻
二
号
（
噌
九
八

　
四
〇
頁
以
下
参
照
．

　
以
下
で
は
、

た
い
と
思
う
．

　
　
二
　
判
例
と
学
説

問
題
と
な
り
得
る
事
例
を
あ
げ
な
が
ら
、

従
来
の
判
例
と
学
説
が
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
き
た
の
か
を
概
観
し
て
み
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1
　
財
物
強
取
の
手
段
た
る
暴
行
・
脅
迫
か
ら
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合

　
二
四
〇
条
は
、
強
盗
犯
人
が
故
意
で
人
を
殺
傷
す
る
場
合
を
も
含
む
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
殺
傷
の
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

意
の
な
い
場
合
で
あ
る
．
そ
れ
は
、
通
説
的
理
解
に
よ
る
と
こ
ろ
の
結
果
的
加
重
犯
の
場
合
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
ω
　
ま
ず
、
強
盗
致
傷
罪
に
つ
い
て
み
る
と
、
問
題
と
な
る
第
一
の
類
型
の
事
例
と
し
て
は
、
暴
行
に
よ
ら
ず
に
、
脅
迫
行
為
か
ら
傷

害
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
脅
迫
に
よ
り
、
気
の
弱
い
被
害
者
が
シ
ョ
ッ
ク
で
長
時
間
失
神
し
た
り
、
目
ま

い
を
起
こ
し
て
転
倒
し
負
傷
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
や
、
強
盗
犯
人
が
、
脅
迫
の
た
め
に
か
ま
え
た
ピ
ス
ト
ル
の
引
き
金
に
誤
っ
て
触

れ
て
弾
丸
を
発
射
さ
せ
、
被
害
者
に
傷
害
を
与
え
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
そ
れ
で
あ
る
．
第
二
の
類
型
の
事
例
と
し
て
は
、
強
盗
の
手

段
と
し
て
の
暴
行
・
脅
迫
か
ら
、
相
当
因
果
関
係
の
範
囲
内
で
傷
害
の
結
果
が
生
じ
た
が
、
被
害
者
自
身
の
行
為
が
結
果
発
生
の
一
因
と

な
っ
た
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
暴
行
に
も
と
づ
い
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
と
、
暴
行
に
よ
ら
ず
に
（
ま
た
は
、
少
な
く

と
も
、
暴
行
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
が
微
妙
な
状
況
で
）
脅
迫
に
よ
っ
て
傷
害
を
与
え
た
場
合
と
が
含
ま
れ
得
る
。
典
型
例
は
、
強
盗
犯
人
が

被
害
者
に
暴
行
を
加
え
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
逃
げ
出
し
．
転
倒
し
て
負
傷
し
た
と
い
う
事
例
や
、
行
為
者
が
短

刀
に
よ
っ
て
被
害
者
を
脅
迫
し
た
と
こ
ろ
、
畏
怖
し
た
被
害
者
が
み
ず
か
ら
短
刀
に
触
れ
て
怪
我
を
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
従
来
の
多
数
説
は
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
に
は
、
傷
害
の
結
果
の
発
生
に
つ
い
て
、
少
な
く
と
も
暴
行
の
故
意
が
必
要
だ
と
し
て
き
た
。

　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

そ
の
文
理
上
の
根
拠
は
、
二
四
〇
条
前
段
が
「
強
盗
人
ヲ
傷
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
規
定
す
る
の
み
で
、
過
失
に
よ
る
場
合
を
含
む
と
明
示
し

て
い
な
い
以
上
、
三
八
条
一
項
と
の
関
係
で
、
少
な
く
と
も
二
〇
四
条
の
傷
害
罪
の
要
件
を
具
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
を
畏
怖
さ
せ
る
た
め
の
行
為
か
ら
傷
害
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
暴
行
と

評
価
で
き
な
い
限
り
は
、
結
果
に
つ
い
て
傷
害
の
故
意
の
あ
る
こ
と
を
前
提
に
は
じ
め
て
二
四
〇
条
前
段
の
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
、
逆
に
、
暴
行
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
被
害
者
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
転
倒
し
た
場
合
に
も
、
傷
害

の
結
果
が
予
見
可
能
な
範
囲
内
で
生
じ
て
い
る
限
り
、
傷
害
の
故
意
が
な
く
と
も
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
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う
。　

こ
れ
に
対
し
て
、
反
対
説
は
、
暴
行
の
故
意
の
あ
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
暴
行
の
故
意
の
な
い
場
合
、
し
た
が
っ
て
、
脅
迫
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

故
意
し
か
な
い
場
合
や
、
さ
ら
に
は
純
然
た
る
過
失
致
傷
の
場
合
に
も
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
第
一
．
第
二
の
い
ず
れ
の
類
型
の
事
例
に
つ
い
て
も
二
四
〇
条
の
適
用
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
見
解
の
論
拠
は
、
二

四
〇
条
が
、
強
盗
の
際
に
は
、
意
図
せ
ざ
る
傷
害
の
結
果
の
発
生
を
伴
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
被
害
者
の
生
命
・
身
体
を
厚

く
保
護
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
の
規
定
で
あ
り
、
単
な
る
脅
迫
が
原
因
と
な
っ
て
傷
害
の
結
果
が
生
じ
た
り
、
さ
ら
に
は
単
な
る
過
失
に
よ

っ
て
傷
害
の
結
果
が
生
じ
る
こ
と
も
通
常
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
も
本
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
．
実
際
上
も
、
右
の
多
数
説
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
被
害
者
が
暴
行
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
転
倒
し
負
傷
す
れ
ば

強
盗
致
傷
罪
が
成
立
し
、
脅
迫
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
負
傷
し
た
場
合
で
あ
れ
ば
成
立
し
な
い
と
い
う
不
均
衡
が
生
ず
る
、
と
批
判
す
る

　
　
（
1
4
）

の
で
あ
る
。

　
判
例
の
態
度
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
判
例
の
な
か
に
は
、
被
害
者
が
強
盗
犯
人
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
負
傷
し
た
事
案
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
腸
）

い
て
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
被
害
者
が
、
強
盗
犯
人
か
ら
暴
行
を
加
え
ら
れ
て

逃
走
し
、
し
か
も
、
そ
の
追
跡
を
受
け
て
い
て
負
傷
し
た
事
案
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
後
述
の
よ

う
に
、
追
跡
行
為
自
体
を
も
有
形
力
の
行
使
と
解
す
る
余
地
は
充
分
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
強
盗
の
際
の
脅
迫
に
よ
る
傷
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
16
）

の
事
案
に
つ
い
て
の
判
例
は
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
の
昭
和
二
四
年
三
月
二
四
日
判
決
は
、
強
盗
犯
人
が
短
刀
を
突
き
つ
け

て
脅
迫
中
、
被
害
者
が
そ
の
短
刀
を
握
っ
て
負
傷
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
脅
迫

を
手
段
と
し
て
も
強
盗
致
傷
罪
が
成
立
し
得
る
こ
と
を
肯
定
し
た
よ
う
に
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
．
し
か
し
、
判
例
集
か
ら
は
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

の
詳
細
が
明
ら
か
で
な
く
、
判
決
の
理
由
も
簡
単
で
、
問
題
の
所
在
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
た
上
で
の
判
示
と
は
い
え
な
か
っ
た
．
そ
の

後
の
最
高
裁
の
判
例
は
、
凶
器
を
突
き
つ
け
る
行
為
自
体
が
暴
行
で
あ
る
と
し
、
脅
迫
に
よ
る
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
の
可
能
性
を
明
言
し
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（
B
）

た
も
の
は
な
い
。
最
高
裁
の
昭
和
二
八
年
二
月
一
九
日
決
定
は
、
強
盗
犯
人
が
被
害
者
A
女
に
刃
渡
り
四
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
日
本
刀

を
突
き
つ
け
な
が
ら
「
金
を
出
せ
」
な
ど
と
申
し
向
け
て
脅
迫
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
右
手
で
日
本
刀
に
し
が
み
つ
い
て
大
声
で
救
い

を
求
め
、
犯
人
が
そ
の
刀
を
引
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
負
傷
し
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
日
本
刀
を
突
き
つ
け
る
行
為
自
体
が
、
人
の
身

体
に
対
す
る
不
法
な
有
形
力
の
行
使
と
し
て
暴
行
に
あ
た
る
と
し
、
単
な
る
脅
迫
に
も
と
づ
い
て
負
傷
の
結
果
が
生
じ
た
事
案
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
）

と
し
た
。
同
じ
く
、
昭
和
三
三
年
四
月
一
七
日
の
判
決
も
、
所
携
の
ナ
イ
フ
を
二
、
三
回
被
害
者
の
頸
や
願
の
あ
た
り
に
突
き
出
し
て
脅

迫
し
た
際
に
、
ナ
イ
フ
の
刃
が
同
人
の
頸
や
願
に
触
れ
て
か
す
っ
た
た
め
擦
過
傷
を
負
わ
せ
た
と
い
う
事
例
に
つ
い
て
、
ナ
イ
フ
を
突
き

出
す
所
為
そ
れ
自
体
が
、
身
体
に
対
す
る
不
法
な
有
形
力
の
行
使
と
し
て
暴
行
に
あ
た
る
と
し
た
。
こ
う
し
て
、
最
高
裁
が
、
暴
行
の
意

思
の
認
め
ら
れ
な
い
単
な
る
脅
迫
行
為
に
も
と
づ
い
て
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、
さ
ら
に
は
、
純
然
た
る
過
失
致
傷
が
問
題
と

な
る
場
合
に
つ
い
て
い
か
な
る
判
断
を
下
す
で
あ
ろ
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
㈲
第
三
の
類
型
の
事
例
と
し
て
は
、
強
盗
犯
人
が
被
害
者
に
暴
行
を
加
え
、
予
見
可
能
な
範
囲
内
で
そ
の
暴
行
か
ら
傷
害
の
結
果
が

生
じ
た
が
、
当
該
の
傷
害
結
果
発
生
の
要
因
と
な
っ
た
事
情
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
と

え
ば
、
強
盗
犯
人
が
、
被
害
者
を
木
の
棒
で
軽
く
殴
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
実
は
鋭
利
な
ナ
イ
フ
で
あ
っ
て
、
被
害
者
に
重
傷
を

　
　
　
　
（
20
）

負
わ
せ
た
場
合
や
、
被
害
者
の
身
体
を
軽
く
突
い
た
と
こ
ろ
、
背
後
に
は
急
な
階
段
が
あ
り
、
被
害
者
が
転
げ
落
ち
て
大
怪
我
を
し
た
が
、

そ
の
階
段
の
存
在
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
、
学
説
上
、
と
く
に
言
及
す
る
も
の

は
見
ら
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
問
題
な
く
強
盗
致
傷
罪
が
成
立
し
得
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
右
の
よ
う
な
結
果
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ち

行
為
者
に
と
っ
て
は
偶
然
的
な
過
失
的
結
果
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
二
四
〇
条
を
適
用
す
る
た
め
に
は
暴
行
の
故
意
が
必
要

だ
と
す
る
見
解
も
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
を
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
第
三
の
類
型
の
事
例
に
属
す
る
場
合
で
も
、
強
盗
犯
人
が
方
法
の
錯
誤
に
よ
っ
て
傷
害
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
よ
う
な

事
例
で
は
、
見
解
の
対
立
が
生
じ
得
る
．
た
と
え
ば
、
強
盗
の
際
に
、
暴
行
ま
た
は
傷
害
の
故
意
で
、
反
抗
を
抑
圧
す
る
手
段
と
し
て
被

244
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害
者
A
に
対
し
て
物
を
投
げ
つ
け
た
と
こ
ろ
命
中
せ
ず
、
意
図
せ
ざ
る
別
の
人
B
に
あ
た
っ
て
そ
の
人
を
負
傷
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
場

　
　
（
21
）

合
で
あ
る
。
被
害
者
の
B
が
強
盗
犯
人
に
と
っ
て
の
共
犯
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
問
題
は
さ
ら
に
複
雑
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
事
例
に
つ

い
て
は
、
方
法
の
錯
誤
の
取
り
扱
い
に
関
し
ど
の
よ
う
な
見
解
を
採
る
か
に
よ
っ
て
、
結
論
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
法
定
的
符
合
説
に
よ
れ
ば
、
B
に
対
す
る
暴
行
の
未
必
的
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
が

肯
定
さ
れ
得
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
し
か
し
、
具
体
的
（
法
定
）
符
合
説
に
よ
っ
て
も
、
強
盗
の
際
の
単
な
る
過
失
致
傷
に
も
本
条
の
適
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

が
あ
る
と
考
え
れ
ぽ
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
⑥
　
二
四
〇
条
後
段
が
、
強
盗
犯
人
が
殺
意
を
も
っ
て
人
を
殺
し
た
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
見
解
の
対

　
　
　
（
23
）

立
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
死
二
致
シ
タ
ル
ト
キ
」
と
い
う
の
が
、
傷
害
致
死
の
場
合
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
．
殆
ど
争
い

　
　
（
2
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

が
な
い
。
傷
害
致
死
罪
が
、
暴
行
の
故
意
し
か
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
成
立
し
．
そ
の
意
味
で
、
二
重
の
結
果
的
加
重
犯
で
も
あ
る
こ

（
2
5
）と

は
通
説
の
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
二
四
〇
条
後
段
も
、
単
な
る
暴
行
の
故
意
し
か
な
い
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

見
解
が
対
立
し
て
い
る
の
は
、
暴
行
の
故
意
も
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
た
と
え
ば
、
脅
迫
行
為
か
ら
死
亡
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

さ
ら
に
は
、
純
然
た
る
過
失
行
為
か
ら
死
亡
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
、
本
条
後
段
の
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
．

　
や
は
り
、
こ
こ
で
も
、
強
盗
致
傷
罪
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
事
例
と
同
様
の
事
例
が
検
討
の
対
象
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
脅

迫
の
行
為
か
ら
死
亡
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
脅
迫
の
た
め
に
か
ま
え
た
拳
銃
を
誤
っ
て
発
砲
さ
せ
て
し
ま
い
被
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

者
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
．
第
二
に
、
被
害
者
の
側
の
事
情
が
一
因
と
な
っ
て
結
果
が
発
生
し
た
場
合
で

あ
り
、
た
と
え
ば
、
難
を
逃
れ
よ
う
と
し
た
被
害
者
が
転
倒
す
る
な
ど
し
て
死
亡
し
た
事
例
が
考
え
ら
れ
る
．
第
三
に
、
死
亡
結
果
の
発

生
の
重
要
な
原
因
と
な
っ
た
事
情
を
ー
そ
れ
が
認
識
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
i
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
で

あ
り
、
た
と
え
ば
、
強
盗
犯
人
が
被
害
者
を
軽
く
突
い
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
が
後
ろ
に
あ
っ
た
階
段
を
転
げ
落
ち
て
死
亡
し
た
と
い
う
場

合
や
、
強
盗
犯
人
が
ね
ら
っ
た
の
と
は
異
な
っ
た
客
体
に
重
い
結
果
が
生
じ
た
場
合
な
ど
が
問
題
と
な
ろ
う
。
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2
　
強
盗
の
機
会
に
お
け
る
行
為
か
ら
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合

　
二
四
〇
条
の
規
定
を
、
財
物
強
取
の
手
段
た
る
行
為
か
ら
結
果
が
生
じ
た
場
合
ば
か
り
で
な
く
、
強
盗
の
機
会
に
致
死
傷
の
原
因
行
為

が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
適
用
し
得
る
の
か
ど
う
か
は
、
以
前
か
ら
争
わ
れ
て
ぎ
た
論
点
で
あ
る
。
こ
の
強
盗
行
為
と
死
傷
の
結
果
と
の
牽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
28
）

連
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
．
致
死
傷
の
原
因
行
為
が
強
盗
の
機
会
に
行
わ
れ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

を
要
し
、
か
つ
そ
れ
で
足
り
る
と
す
る
非
限
定
説
、
強
盗
の
手
段
た
る
行
為
か
ら
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
こ
と
を
要
す
る
と
す
る
限
定
説
、

そ
し
て
、
強
盗
の
機
会
に
な
さ
れ
た
行
為
の
う
ち
強
盗
と
の
一
定
の
関
連
性
・
牽
連
性
の
あ
る
行
為
か
ら
結
果
が
生
じ
た
こ
と
を
要
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
31
）

と
す
る
折
衷
説
（
ま
た
は
関
連
性
説
）
で
あ
る
。
判
例
は
、
従
来
か
ら
、
非
限
定
説
を
採
り
、
刑
法
二
四
〇
条
の
罪
に
お
け
る
死
傷
の
結
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

は
、
強
盗
の
機
会
に
な
さ
れ
た
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
も
っ
て
足
り
る
旨
の
判
示
を
再
三
に
わ
た
っ
て
繰
り
返
し
て
い
る
．

　
こ
の
点
の
見
解
の
対
立
は
、
本
罪
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
の
議
論
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
．
と
く
に
、
単
な
る
過
失

に
よ
っ
て
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
も
本
罪
を
構
成
す
る
と
す
る
見
解
は
、
い
ず
れ
も
折
衷
説
な
い
し
関
連
性
説
の
立
場
を
前
提

と
し
て
主
張
さ
れ
て
お
り
、
非
限
定
説
の
立
場
か
ら
、
過
失
で
足
り
る
と
す
る
見
解
を
採
用
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
．
強

　
　
ち
　
　
や

盗
の
機
会
に
お
け
る
純
然
た
る
過
失
致
死
傷
に
対
し
て
も
こ
と
ご
と
く
本
条
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
と
、
本
罪
の
成
立
範
囲
が
余
り
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詔
）

広
く
な
り
す
ぎ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
．
非
限
定
説
に
立
ち
．
過
失
を
二
四
〇
条
の
最
低
限
の
主
観
的
要
件
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば
．
た
と
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

ば
、
強
盗
犯
人
が
逃
走
し
よ
う
と
し
て
誤
っ
て
幼
児
を
踏
ん
で
死
な
せ
た
り
、
通
行
人
と
衝
突
し
て
、
こ
れ
に
大
怪
我
を
さ
せ
た
場
合
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

か
、
被
害
者
が
犯
人
を
追
跡
し
よ
う
と
し
て
転
倒
し
負
傷
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
二
四
〇
条
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
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（
10
）
　
な
お
、
二
四
〇
条
の
罪
の
性
格
に
つ
い
て
詳
し
く
は
．

　『

現
代
刑
法
講
座
第
四
巻
』
（
一
九
八
二
年
）
二
七
四
頁
以
下
、

年
）
四
六
頁
以
下
、
一
一
五
頁
以
下
も
参
照
．

（
1
1
）
　
た
と
え
ば
．
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
〔
改
訂
版
〕
』

神
山
敏
雄
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
中
山
研
一
”
西
原
春
夫
ほ
藤
木
英
雄
躍
宮
澤
浩
一
編

二
八
九
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
香
川
達
夫
『
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
』
（
一
九
七
八

（
一
九
八
五
年
）
五
七
四
頁
．
小
林
好
信
「
強
盗
致
死
傷
」
『
刑
法
講
座
第
6
巻
』
（
一
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九
六
四
年
）
六
四
頁
以
下
、
大
塚
『
刑
法
各
論
上
巻
』
（
前
掲
注
7
）
四
七
二
頁
、
中
谷
瑛
子
『
刑
法
講
義
各
論
上
』
（
一
九
八
三
年
）
二
二
四
頁
、

　
二
二
五
頁
な
ど
．

（
犯
）
　
必
ず
し
も
、
暴
行
の
故
意
を
要
し
な
い
と
す
る
見
解
と
し
て
．
中
野
次
雄
『
刑
事
判
例
評
釈
集
昭
和
二
十
四
年
度
』
（
一
九
五
四
年
）
一
三
三

頁
以
下
、
同
「
強
盗
致
死
傷
罪
・
強
盗
強
姦
罪
」
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
㈲
』
（
一
九
五
八
年
）
一
九
二
頁
以
下
（
脅
迫
に
よ
る
傷
害
の
み
な

ら
ず
、
過
失
に
よ
る
致
死
傷
も
含
め
て
差
し
支
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
す
る
）
、
柏
木
『
刑
法
各
論
（
下
）
』
（
一
九
六
一
年
）
四
五
二
頁
（
過

失
に
よ
る
致
死
傷
の
場
合
に
も
適
用
が
あ
る
こ
と
を
明
言
す
る
）
、
藤
木
英
雄
『
注
釈
刑
法
⑥
各
則
㈲
』
（
一
九
六
六
年
）
二
一
二
頁
（
も
っ
と
も
、

　
「
純
然
た
る
過
失
に
よ
る
結
果
」
は
別
だ
と
す
る
）
、
同
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
一
九
七
六
年
）
二
九
九
頁
、
三
〇
〇
頁
、
平
野
龍
一
「
刑
法
各
論
の

諸
問
題
1
0
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
二
二
号
（
一
九
七
三
年
）
五
二
頁
、
同
『
刑
法
概
説
』
（
一
九
七
七
年
）
二
一
〇
頁
．
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
H

各
論
』
（
一
九
七
五
年
）
三
九
九
頁
、
内
田
『
刑
法
各
論
』
（
前
掲
注
6
）
二
八
九
頁
、
二
九
〇
頁
（
も
っ
と
も
、
純
粋
の
過
失
傷
害
・
過
失
致
死
に

あ
た
る
場
合
は
除
か
れ
る
、
と
す
る
）
、
大
谷
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
前
掲
注
7
）
二
四
六
頁
、
二
四
七
頁
、
二
四
八
頁
、
神
山
「
強
盗
致
死
傷
罪
」

　
（
前
掲
注
1
0
）
二
九
〇
頁
、
江
口
三
角
「
強
・
窃
盗
罪
」
西
原
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
6
巻
』
（
一
九
八
三
年
）
エ
ハ
ニ
頁
、
河
村
・
研
修
四
四

九
号
（
前
掲
注
2
）
五
五
頁
、
六
一
頁
、
日
高
・
判
例
評
論
三
一
二
号
（
前
掲
注
2
）
六
五
、
六
頁
、
佐
伯
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
（
前
掲
注

　
2
）
一
六
叫
頁
な
ど
．
も
っ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
が
、
ど
こ
ま
で
、
純
然
た
る
過
失
致
死
傷
の
結
果
に
つ
い
て
も
本
条
の
適
用
を
認
め
る
の
か

　
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
．

（
1
3
）
　
と
く
に
、
大
谷
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
前
掲
注
7
）
二
四
七
頁
。

（
皿
）
　
佐
伯
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
（
前
掲
注
2
）
一
六
一
頁
。
も
っ
と
も
、
同
じ
批
判
は
、
傷
害
罪
に
関
す
る
通
説
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
石

　
堂
功
卓
「
傷
害
罪
の
故
意
」
宮
澤
浩
一
ロ
大
野
真
義
編
『
判
例
演
習
講
座
刑
法
H
（
各
論
）
』
（
一
九
七
二
年
）
一
四
五
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
西
田

典
之
・
法
学
教
室
六
二
号
（
一
九
八
五
年
）
一
輔
二
頁
も
参
照
。

（
1
5
）

パ　　ハ　　ハ　　ハ　　　ハ
20　19　18　17　16
）　　）　　）　　）　　）

最
決
昭
和
三
二
年
一
〇
月
一
八
日
刑
集
一
一
巻
一
〇
号
二
六
七
五
頁
、
広
島
高
判
昭
和
二
九
年
五
月
四
日
判
特
三
一
号
五
七
頁
。

最
判
昭
和
二
四
年
三
月
二
四
日
刑
集
三
巻
三
号
三
七
六
頁
。

中
野
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
㈲
』
（
前
掲
注
1
2
）
一
九
五
、
六
頁
、
河
村
・
研
修
四
四
九
号
（
前
掲
注
2
）
五
六
頁
参
照
．

最
決
昭
和
二
八
年
二
月
一
九
日
刑
集
七
巻
二
号
二
八
○
頁
。

最
判
昭
和
三
三
年
四
月
一
七
日
刑
集
一
二
巻
六
号
九
七
七
頁
。

西
村
克
彦
「
『
方
法
の
錯
誤
』
と
は
何
か
」
警
察
研
究
三
八
巻
一
〇
号
（
一
九
六
七
年
）
一
〇
頁
、
二
頁
参
照
。
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（
2
1
）
　
こ
の
種
の
事
例
に
つ
い
て
の
裁
判
例
と
し
て
．
東
京
地
判
昭
和
五
〇
年
六
月
五
日
刑
裁
月
報
七
巻
六
号
六
七
増
頁
が
あ
る
（
実
行
行
為
の
直
接

　
の
相
手
方
に
発
生
し
た
結
果
で
な
く
と
も
、
通
常
致
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
予
想
さ
れ
る
老
に
つ
ぎ
、
少
な
く
と
も
強
盗
の

手
段
で
あ
る
暴
行
・
脅
迫
行
為
か
ら
直
接
に
発
生
し
た
致
死
傷
の
結
果
に
つ
い
て
も
、
そ
の
結
果
発
生
に
つ
ぎ
過
失
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
二
四
〇

条
の
適
用
が
あ
る
、
と
し
た
）
。
な
お
、
同
じ
事
件
に
つ
い
て
の
控
訴
審
判
決
で
あ
る
東
京
高
判
昭
和
五
二
年
三
月
八
日
高
刑
集
三
〇
巻
吋
号
｝
五
〇

頁
も
参
照
。

（
2
2
）
　
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
総
論
』
（
一
九
八
輔
年
）
七
六
頁
。

（
2
3
）
　
議
論
の
状
況
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
、
神
山
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
（
前
掲
注
1
0
）
二
八
○
頁
以
下
、
中
谷
「
強
盗
殺
人
罪
の
未
遂
」
平

野
龍
一
口
松
尾
浩
也
編
『
刑
法
判
例
百
選
∬
各
論
（
第
二
版
ご
（
一
九
八
四
年
）
八
四
、
五
頁
参
照
。

（
拠
）
　
こ
れ
に
対
し
て
、
石
堂
功
卓
（
「
強
盗
致
死
傷
罪
（
そ
の
二
）
」
中
京
法
学
二
巻
3
号
〔
一
九
六
七
年
〕
三
〇
頁
以
下
）
は
、
法
定
刑
が
極
め
て

重
い
こ
と
や
、
同
じ
規
定
が
故
意
の
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
に
適
用
さ
れ
る
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
根
拠
に
し
て
、
二
四
〇
条
後

段
は
故
意
犯
た
る
強
盗
殺
人
罪
の
み
に
つ
い
て
の
規
定
で
あ
る
と
す
る
。
井
上
祐
司
（
福
田
平
“
大
塚
仁
編
『
演
習
刑
法
各
論
』
〔
一
九
八
三
年
〕

三
八
三
頁
）
も
、
強
盗
犯
人
で
あ
れ
殺
意
の
な
い
場
合
に
死
刑
、
無
期
懲
役
と
す
る
刑
は
罪
刑
の
均
衡
を
失
す
る
と
し
、
二
四
〇
条
後
段
は
殺
意
が

あ
る
場
合
の
み
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
。
ま
た
、
神
山
敏
雄
（
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
〔
前
掲
注
1
0
〕
二
八
四
頁
）
は
．
殺
意
の
な
い
強
盗
致
死

　
に
つ
い
て
の
二
四
〇
条
後
段
の
刑
罰
は
憲
法
違
反
で
あ
り
、
前
段
の
刑
で
処
断
す
べ
き
だ
と
す
る
。

（
2
5
）
　
中
谷
『
刑
法
講
義
各
論
上
』
（
前
掲
注
11
）
三
三
頁
、
内
田
『
刑
法
各
論
』
（
前
掲
注
6
）
二
七
頁
参
照
。

（
2
6
）
　
学
説
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
前
出
注
U
．
1
2
に
掲
げ
た
文
献
を
参
照
。

（
27
）
　
な
お
、
強
度
の
脅
迫
に
よ
り
、
心
臓
に
疾
患
の
あ
っ
た
被
害
者
を
シ
ョ
ッ
ク
死
さ
せ
た
と
い
う
事
案
も
考
え
ら
れ
る
が
、
相
当
因
果
関
係
お
よ

び
予
見
可
能
性
の
存
在
自
体
が
疑
問
で
あ
ろ
う
。

（
2
8
）
　
議
論
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
神
山
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
（
前
掲
注
10
）
二
八
七
頁
以
下
．
野
村
稔
「
逃
走
中
の
暴
行
と
強
盗
致
死
傷
」
平
野
闘

松
尾
編
『
刑
法
判
例
百
選
n
各
論
（
第
二
版
）
』
（
一
九
八
四
年
）
八
二
、
三
頁
。

（
2
9
）
　
団
藤
『
刑
法
綱
要
各
論
』
（
前
掲
注
1
1
）
五
七
三
頁
、
藤
木
『
注
釈
刑
法
⑥
』
（
前
掲
注
皿
）
＝
二
頁
以
下
、
同
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
前
掲
注

　
1
2
）
二
九
九
頁
、
伊
達
秋
雄
『
ポ
ケ
ッ
ト
註
釈
全
書
・
刑
法
〔
第
三
版
〕
』
（
一
九
八
O
年
）
五
四
八
頁
、
西
原
春
夫
『
犯
罪
各
論
・
第
二
版
』
（
一

　
九
八
三
年
）
二
二
三
頁
、
内
田
『
刑
法
各
論
』
（
前
掲
注
6
）
二
八
八
、
九
頁
、
二
九
二
頁
注
（
4
）
な
ど
。

（
3
0
）
　
宮
本
英
脩
『
宮
本
英
脩
著
作
集
第
三
巻
・
刑
法
大
綱
（
第
四
版
・
一
九
三
五
年
ご
（
一
九
八
四
年
）
三
六
三
頁
、
瀧
川
春
雄
”
竹
内
正
『
刑
法
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各
論
講
義
』
（
一
九
六
五
年
）
一
八
二
、
三
頁
、
香
川
『
刑
法
講
義
〔
各
論
〕
』
（
一
九
八
二
年
）
四
三
七
頁
．

（
3
1
）
　
も
っ
と
も
、
そ
の
牽
連
性
の
基
準
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
野
次
雄
は
、
「
強
盗
に
附
随
し
て
行
わ
れ
る
こ
と

　
の
通
常
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
定
型
的
な
行
為
、
い
い
か
え
れ
ぽ
強
盗
と
一
定
の
牽
連
性
を
も
つ
行
為
」
か
ら
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
本
条

　
の
適
用
を
限
定
す
べ
き
だ
と
す
る
（
中
野
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
㈲
』
〔
前
掲
注
1
2
〕
一
八
二
頁
以
下
．
ほ
ぽ
同
旨
、
大
谷
『
刑
法
講
義
各

論
』
〔
前
掲
注
7
〕
二
四
五
頁
、
野
村
「
逃
走
中
の
暴
行
と
強
盗
致
死
傷
」
〔
前
掲
注
2
8
〕
八
三
頁
）
．
柏
木
千
秋
も
、
本
罪
の
死
傷
は
「
強
盗
行
為
と

　
の
間
に
一
定
の
関
連
性
の
あ
る
も
の
」
、
し
た
が
っ
て
「
そ
れ
じ
た
い
奪
取
・
利
得
の
手
段
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
強
盗
、
準
強
盗
の
手
段
た
る
暴

行
・
脅
迫
・
昏
酔
か
ら
生
じ
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
し
て
生
じ
た
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
強
盗
犯
人
が
現
場
で
過
っ
て
赤
子
を
踏
ん
で

死
傷
さ
せ
た
り
、
犯
人
同
志
が
仲
間
割
れ
か
ら
け
ん
か
を
し
て
死
傷
し
た
り
す
る
の
は
本
罪
と
は
な
ら
な
い
、
と
す
る
（
柏
木
『
刑
法
各
論
（
下
）
』

　
〔
前
掲
注
12
〕
四
五
三
頁
）
。
植
松
正
は
、
強
盗
行
為
と
殺
傷
行
為
と
の
間
に
「
有
機
的
な
関
連
」
が
必
要
だ
と
し
、
強
盗
の
共
同
正
犯
老
が
強
盗
の

現
場
に
お
い
て
互
い
に
争
っ
て
殺
傷
行
為
を
し
て
も
本
罪
は
成
立
し
な
い
が
、
強
盗
犯
人
が
財
物
物
色
中
に
過
っ
て
嬰
児
を
踏
ん
で
死
に
致
し
た
よ

う
な
場
合
は
強
盗
致
死
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
と
す
る
（
植
松
『
刑
法
概
論
H
』
〔
前
掲
注
1
2
〕
三
九
九
頁
）
．
大
塚
仁
は
、
「
強
盗
の
機
会
に
お
い
て

な
さ
れ
た
行
為
で
あ
り
、
か
つ
、
少
な
く
と
も
、
被
害
者
に
向
け
ら
れ
た
当
該
強
盗
行
為
と
、
そ
の
性
質
上
、
通
常
、
密
接
な
関
連
性
を
も
つ
行
為

　
に
よ
っ
て
発
生
し
た
致
死
傷
に
つ
い
て
の
み
、
本
罪
の
適
用
を
み
と
め
る
べ
き
も
9
と
し
、
強
盗
犯
人
が
被
害
者
に
対
す
る
平
素
か
ら
の
私
怨
を

　
は
ら
す
た
め
に
こ
と
さ
ら
に
殺
害
し
た
場
合
や
、
共
犯
者
同
士
の
闘
争
に
も
と
づ
い
て
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
は
本
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ

き
で
な
い
と
す
る
（
大
塚
『
刑
法
各
論
上
巻
』
〔
前
掲
注
7
〕
四
六
九
頁
以
下
。
こ
れ
を
妥
当
と
す
る
の
は
、
吉
川
経
夫
『
刑
法
各
論
』
〔
一
九
八
二

年
〕
一
五
八
頁
、
一
五
九
頁
注
6
）
。
平
野
龍
一
は
、
「
強
盗
の
過
程
」
で
行
わ
れ
た
致
死
傷
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
（
平
野
「
刑
法
各
論
の
諸
問
題

　
1
0
」
〔
前
掲
注
12
〕
五
一
、
二
頁
。
な
お
、
同
『
刑
法
概
説
』
〔
前
掲
注
⑫
〕
二
一
〇
頁
も
参
照
。
同
旨
、
佐
伯
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
〔
前
掲
注

　
2
〕
一
六
一
頁
）
。
さ
ら
に
、
神
山
敏
雄
は
、
「
強
盗
致
傷
及
び
そ
の
延
長
線
上
に
お
い
て
、
強
盗
犯
人
が
逮
捕
を
免
れ
、
罪
証
を
浬
滅
し
、
財
物
の

　
取
り
返
し
を
ふ
せ
ぐ
た
め
に
必
要
と
み
ら
れ
る
行
為
か
ら
殺
傷
が
生
ず
る
場
合
に
限
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
強
盗
犯
人
が
被
害
者

　
と
格
闘
中
に
就
寝
中
の
子
供
を
誤
っ
て
踏
み
殺
し
た
場
合
や
、
強
盗
の
機
会
に
宿
怨
を
は
ら
す
た
め
に
致
死
傷
を
惹
起
し
た
と
き
で
も
、
そ
れ
が
財

物
奪
取
の
手
段
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
と
な
り
う
る
と
す
る
（
神
山
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
〔
前
掲
注
1
0
〕
二
八
九

頁
以
下
）
。

（
3
2
）
　
た
と
え
ぽ
、
最
判
昭
和
二
四
年
五
月
二
八
日
刑
集
三
巻
六
号
八
七
三
頁
（
逃
走
す
る
に
あ
た
り
、
被
害
者
宅
表
入
口
付
近
で
、
追
跡
し
て
き
た

被
害
者
を
殺
害
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
．
強
盗
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
）
、
最
判
昭
和
二
五
年
一
二
月
一
四
日
刑
集
四
巻
一
二
号
二
五
四

249



法学研究60巻2号（F87；2）

八
頁
（
強
盗
の
現
場
に
い
た
幼
児
を
故
意
で
殺
害
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
強
盗
殺
人
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
）
、
最
判
昭
和
三
二
年
七
月
一
八
日
刑

集
一
一
巻
七
号
一
八
六
一
頁
（
前
の
日
に
強
盗
を
行
っ
て
得
た
賊
物
を
舟
で
運
搬
し
陸
揚
げ
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
巡
査
に
発
見
さ
れ
、
こ
れ
を
傷

害
し
た
事
案
に
つ
い
て
、
強
盗
傷
人
罪
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
た
）
、
最
決
昭
和
三
四
年
五
月
二
二
日
刑
集
二
二
巻
五
号
八
〇
一
頁
（
被
害
者
の
運

転
す
る
タ
ク
シ
ー
の
車
内
で
拳
銃
を
つ
き
つ
け
て
料
金
の
支
払
を
免
れ
、
か
つ
金
を
強
取
し
よ
う
と
し
た
が
、
被
害
者
が
こ
れ
に
応
じ
ず
、
い
っ
た

　
ん
下
車
し
た
後
、
再
び
同
じ
タ
ク
シ
ー
に
乗
車
し
、
約
五
、
六
分
後
、
約
六
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
交
番
前
に
至
り
、
逃
走
す
る
た
め

被
害
者
を
負
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
強
盗
傷
人
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
）
な
ど
。

（
3
3
）
　
佐
伯
い
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
（
前
掲
注
2
）
一
六
一
頁
参
照
．

（
3
4
）
　
内
田
『
刑
法
各
論
』
（
前
掲
注
6
）
二
九
〇
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
こ
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
折
衷
説
な
い
し
関
連
性
説
（
前
出
注
3
1
参
照
）

　
に
よ
っ
て
も
、
主
観
的
要
件
と
し
て
純
然
た
る
過
失
で
充
分
だ
と
す
れ
ぽ
、
強
盗
致
傷
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

（
3
5
）
　
裁
判
例
の
な
か
に
は
、
被
害
者
が
、
逃
走
す
る
強
盗
犯
人
を
追
跡
す
る
際
に
、
自
分
の
家
屋
等
に
あ
た
っ
て
負
傷
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
い
て
、

　
二
四
〇
条
前
段
の
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
る
（
神
戸
地
裁
姫
路
支
部
判
昭
和
三
五
年
一
二
月
一
二
日
下
刑
集
二
巻
一
一
・
一
二
号
一
五
二

　
七
頁
）
。
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検

討

　
右
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
判
例
や
学
説
に
よ
り
示
さ
れ
た
見
解
に
は
帰
一
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
事
例
に
対
し
統
一
的
な
解
決
を
与
え
る
た
め
の
理
論
的
な
枠
組
み
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

以
下
に
お
い
て
は
、
発
生
し
た
結
果
を
強
盗
致
死
傷
罪
の
結
果
と
し
て
当
該
強
盗
行
為
に
帰
属
し
得
る
た
め
の
要
件
は
何
か
、
と
い
う
観

点
か
ら
、
二
四
〇
条
の
罪
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て
基
本
的
な
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
．

　
ω
　
財
物
強
取
の
手
段
た
る
暴
行
・
脅
迫
か
ら
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
場
合
、
い
か
な
る
客
観
的
・
主
観
的
要
件
が
あ
る
と
ぎ
に
、
そ

の
結
果
を
強
盗
致
死
傷
罪
の
結
果
と
し
て
帰
属
し
得
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
結
果
帰
属
の
要
件
の
問
題
に
ほ
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か
な
ら
な
い
。
結
果
的
加
重
犯
の
理
論
の
中
心
課
題
は
、
加
重
さ
れ
た
法
定
刑
を
正
当
化
す
る
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
）

か
ら
、
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
を
適
切
な
範
囲
に
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
結
果

的
加
重
犯
と
し
て
の
強
盗
致
死
傷
罪
の
構
造
を
反
省
す
る
と
き
、
結
果
を
帰
属
し
得
る
範
囲
と
そ
の
要
件
も
明
ら
か
に
で
き
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
．
強
盗
致
死
傷
罪
の
場
合
に
、
な
ぜ
、
単
な
る
強
盗
罪
と
く
ら
べ
て
、
こ
れ
ほ
ど
に
刑
が
加
重
さ
れ
て
い
る

の
か
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
．

　
わ
が
国
の
判
例
・
学
説
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
は
、
強
盗
の
際
に
は
一
般
に
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
こ
と
に
鑑

み
て
二
四
〇
条
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
事
例
に
お
い
て
、
予
見
可
能
な
範
囲
で
死
傷
の
結
果
が
生

じ
た
場
合
に
は
、
二
四
〇
条
を
適
用
し
な
い
理
由
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
強
盗
致
死
傷
罪
の
主
観
的
要
件
に
つ
い
て
見
解
に

対
立
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
強
盗
行
為
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

生
命
・
身
体
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
二
三
六
条
に
よ
っ
て
す
で
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

り
、
そ
こ
か
ら
過
失
に
よ
っ
て
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
、
た
だ
ち
に
二
四
〇
条
ほ
ど
の
重
い
刑
に
処
す
こ
と
は
合
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訂
）

性
を
欠
く
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
一
個
の
行
為
が
数
個
の
犯
罪
的
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
、
観
念

的
競
合
と
し
て
、
成
立
し
た
重
い
罪
の
刑
の
限
度
で
処
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
充
分
の
評
価
が
な
さ
れ
得
る
、
と
考
え
る
の
が
現
行
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
舘
）

の
建
て
前
な
の
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
対
し
て
は
．
強
盗
罪
と
傷
害
罪
の
観
念
的
競
合
、
ま
た
は
強
盗
罪
と
傷
害
致
死

罪
の
観
念
的
競
合
の
場
合
に
つ
い
て
の
処
断
刑
よ
り
も
は
る
か
に
重
い
刑
が
規
定
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
、
強
盗
罪
の
法
定
刑

と
、
過
失
に
よ
る
致
死
傷
罪
の
法
定
刑
と
を
合
算
し
た
も
の
よ
り
も
は
る
か
に
重
い
刑
で
あ
る
。
お
よ
そ
一
般
的
に
、
強
盗
か
ら
は
死
傷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
う
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ

の
結
果
が
生
ず
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
を
根
拠
に
．
具
体
的
事
案
の
評
価
を
離
れ
て
、
右
の
よ
う
な
形
で
の
刑
の
加
重

を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
露
骨
な
威
嚇
予
防
の
思
想
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
結
果

の
発
生
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
偶
然
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
た
と
え
、
予
見
可
能
性
を
肯
定
し

251



法学研究60巻2号（’87：2）

得
た
と
し
て
も
、
行
為
が
具
体
的
に
高
度
の
危
険
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
の
慎
重
な
検
討
を
経
な
い
で
、
単
に
重
い
結
果
を
生
じ
さ
せ
た

こ
と
だ
け
を
理
由
と
し
て
大
幅
に
刑
を
加
重
す
る
と
す
れ
ば
、
結
果
責
任
主
義
の
名
残
り
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に

考
え
て
く
る
と
、
結
果
的
加
重
犯
に
つ
い
て
は
、
単
に
、
基
本
犯
に
、
重
い
結
果
に
つ
い
て
の
過
失
犯
を
加
算
し
た
以
上
の
、
何
か
別
個

の
統
一
体
と
し
て
の
実
体
を
そ
こ
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
お
い
て
は
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
特
に
危
険
な
手
段
が
用
い
ら
れ
、
そ
の

危
険
性
が
結
果
に
直
接
に
実
現
さ
れ
た
こ
と
が
加
重
の
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

本
犯
は
、
単
な
る
強
盗
行
為
で
な
く
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
具
体
的
危
険
行
為
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
、
結
果
的
加
重
犯

に
お
け
る
刑
の
加
重
根
拠
は
、
基
本
犯
の
実
行
に
よ
り
、
重
い
結
果
発
生
の
高
度
の
危
険
性
を
生
じ
さ
せ
、
こ
の
高
度
の
危
険
性
が
直
接

的
な
結
果
の
実
現
に
よ
り
確
証
さ
れ
た
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
主
観
的
要
件
と
し
て
も
、
結
果
に
実
現
し
た
基

本
行
為
の
危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
に
な
る
．
比
喩
的
に
い
え
ば
、
結
果
的
加
重
犯
は
、
単
に
故
意
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

と
過
失
犯
と
を
結
合
し
た
も
の
で
は
な
く
、
基
本
行
為
が
重
い
結
果
発
生
の
危
険
性
を
現
実
的
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
具
体
的
に

危
険
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
う
し
た
基
本
行
為
に
類
型
的
に
伴
う
結
果
を
直
接
的
に
実
現
さ
せ
た
点
で
、
単
な
る
過
失
犯
よ
り
も
結
果
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
）

関
係
が
よ
り
密
接
な
犯
罪
な
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
強
盗
致
死
傷
罪
に
つ
い
て
も
、
右
の
よ
う
な
特
に
危
険
な
手
段
を
用
い
、

そ
の
危
険
が
結
果
に
実
現
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
具
体
的
事
案
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
肯
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
強
盗
の

手
段
た
る
暴
行
は
反
抗
を
抑
圧
す
る
程
度
の
強
度
の
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
だ
け
強
度
の
暴
行
を
行
う
と
き
に
は
死
傷

の
結
果
を
伴
い
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
強
盗
致
死
傷
罪
は
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
高
度
の
危
険
行
為
を
予
想
し
た
も

の
と
い
う
ぺ
き
で
あ
り
、
強
盗
行
為
に
際
し
て
、
相
当
因
果
関
係
お
よ
び
予
見
可
能
性
の
範
囲
内
で
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

う
だ
け
で
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
に
充
分
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
相
当
因
果
関
係
や
予
見
可
能
性
が
肯
定
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
大
幅
な
刑
の
加
重
を
基
礎
づ
け
る
基
本
犯
の
よ
り
高
度
の
危
険
性
が
直
接
に
結
果
に
実
現
し
た
こ
と
を
直
ち
に
意
味
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す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
、
せ
い
ぜ
い
強
盗
（
未
遂
）
罪
と
過
失
傷
害
罪
ま
た
は
過
失
致
死
罪
と
の
観
念
的
競
合
を
認
め
る
理

由
に
し
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
た
、
た
と
え
基
本
犯
の
具
体
的
危
険
性
が
結
果
と
し
て
実
現
し
た
と
し
て
も
、
そ
の

高
度
の
危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
な
い
限
り
、
結
果
帰
属
の
主
観
的
要
件
を
欠
く
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
㈲
　
そ
れ
で
は
、
財
物
強
取
の
手
段
た
る
行
為
か
ら
死
傷
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
件
が
あ
る
と
き
に
、

当
該
の
結
果
を
強
盗
致
死
傷
罪
の
結
果
と
し
て
帰
属
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
強
盗
の
手
段
と
し
て
の
暴
行
に
よ
り
、
行
為

者
が
被
害
者
の
身
体
に
直
接
に
接
触
し
た
部
分
に
生
じ
た
傷
害
の
結
果
お
よ
び
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
た
死
亡
の
結
果
の
み
が
二
四
〇
条
の

結
果
だ
と
す
る
の
が
狭
す
ぎ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
．
被
害
者
の
身
体
を
突
ぎ
と
ば
し
て
何
か
に
強
く
当
て
る
と
か
．
転
倒
さ
せ
て
地

面
や
床
に
ぶ
つ
け
る
と
い
っ
た
方
法
で
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
も
、
有
形
力
の
行
使
に
よ
っ
て
直
接
に
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ

り
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
得
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
狭
い
部
屋
の
中
で
角
材
な
ど
を
振
り
回
し
、
よ
け
よ
う
と
し
た
被
害
者

が
、
箪
笥
の
角
で
頭
を
ぶ
つ
け
て
負
傷
し
た
と
い
う
場
合
で
も
同
様
で
あ
る
。
強
盗
犯
人
が
つ
き
出
し
た
短
刀
に
被
害
者
が
触
れ
て
怪
我

を
し
た
と
い
う
場
合
で
も
、
被
害
者
の
反
応
を
も
あ
わ
せ
て
考
慮
す
る
な
ら
ぽ
、
短
刀
を
つ
き
出
し
、
ま
た
は
そ
れ
を
つ
き
出
し
た
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
招
）

に
し
て
お
く
行
為
を
（
傷
害
の
結
果
を
発
生
さ
せ
る
危
険
性
の
高
い
）
暴
行
と
捉
え
得
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

被
害
者
が
強
盗
犯
人
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
逃
走
中
に
転
倒
し
た
場
合
で
も
、
行
為
者
が
執
拗
に
追
跡
し
た
り
、
さ
ら
に
は
、
追
い
つ
め

て
急
な
傾
斜
の
と
こ
ろ
を
走
り
お
り
る
ほ
か
は
な
い
よ
う
に
し
た
よ
う
な
と
き
に
は
、
転
倒
に
よ
る
死
傷
の
結
果
も
、
追
跡
行
為
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

危
険
な
有
形
力
の
行
使
か
ら
生
じ
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
充
分
に
可
能
で
あ
り
、
二
四
〇
条
を
適
用
す
る
の
は
相
当
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な
く
、
行
為
者
が
暴
行
を
始
め
た
と
こ
ろ
、
や
に
わ
に
被
害
者
が
逃
げ
出
し
、
た
ち
ま
ち
転
倒

し
て
負
傷
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
た
と
え
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
肯
定
で
ぎ
る
と
し
て
も
、
直
ち
に
二
四
〇
条
の
罪
（
し
か

も
、
そ
の
既
遂
罪
）
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
く
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
被
害
者
の
逃
走
に
よ

る
致
死
傷
の
危
険
は
、
恐
喝
な
ど
に
も
、
そ
れ
ば
か
り
か
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
そ
の
ほ
か
の
行
為
に
も
伴
い
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
き
わ
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め
て
重
い
法
定
刑
を
も
っ
た
二
四
〇
条
が
特
に
予
想
し
た
事
態
と
は
い
い
難
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．
し
か
も
．
従
来
の
多
数
説
が
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

強
盗
犯
人
の
暴
行
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
転
倒
し
て
負
傷
す
れ
ば
強
盗
致
傷
罪
と
な
る
が
、
脅
迫
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
た
場
合
に
は
そ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
製
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
理
由
の
な
い
区
別
と
批
判
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
逆
に
、
被
害
者
の
身
体
に
対
す
る
有
形
力
の
行
使
と
は
評
価
で
き
な
い
程
度
の
脅
迫
か
ら
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合

に
つ
い
て
も
二
四
〇
条
を
適
用
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
さ
ら
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
強
盗
犯
人
が
脅
迫
を
加
え
た
と
こ
ろ
、
い
ぎ
な
り
被

害
者
が
逃
走
し
、
し
か
も
転
倒
の
う
え
負
傷
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
情
は
、
強
盗
と
の
関
係
で
は
、
な
お
一
層
、
非
定
型
的
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
．
単
な
る
脅
迫
の
場
合
（
二
一
三
条
）
で
あ
れ
ば
．
被
害
者
が
逃
走
の
結
果
．
転
倒
し
て
負
傷
し
て
も
．
傷
害
の
故
意
の

な
い
限
り
傷
害
罪
を
認
め
得
な
い
と
す
る
の
が
、
二
〇
四
条
に
関
す
る
通
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
傷
害
罪
は
、
結
果
的
加
重
犯
を
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

む
が
、
そ
れ
は
暴
行
を
手
段
と
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ほ
、
強
盗
の
目
的
で
脅
迫
を
加
え
た
場
合
に
つ
い
て
だ
け
、

傷
害
の
故
意
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
格
段
に
重
い
刑
を
科
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
ヴ
ェ
ル
サ
リ
の
原
理
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。

文
理
上
も
、
二
四
〇
条
前
段
の
「
傷
シ
タ
ル
」
は
、
二
〇
四
条
の
「
傷
害
シ
タ
ル
」
と
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
、
二
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち

条
後
段
に
つ
い
て
も
、
少
な
く
と
も
傷
害
致
死
罪
の
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
、
死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
の
高
度
の
危
険
性
を
基
礎
づ

け
る
事
情
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
従
来
の
多
数
説
が
、
暴
行
の
故
意
が
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

め
ら
れ
な
い
限
り
二
四
〇
条
の
規
定
を
適
用
し
得
な
い
と
し
て
き
た
実
質
的
根
拠
は
こ
こ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
た
と
え
暴
行
の
故
意
が
ひ
と
ま
ず
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
行
為
者
が
認
識
し
な
い
危
険
要
因
に
よ
り
重
い
結

果
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
強
盗
致
死
傷
罪
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ぽ
、
強
盗
犯
人
が
、
「
金
を
出
せ
」
と
い
い
な
が

ら
被
害
者
の
身
体
を
軽
く
突
い
た
と
こ
ろ
、
後
ろ
に
は
急
な
階
段
が
あ
り
、
被
害
者
が
転
げ
落
ち
て
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
よ
う

な
事
例
で
は
、
行
為
者
が
階
段
の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
暴
行
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
死
傷
の
結
果
は
偶
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発
的
に
生
じ
た
過
失
的
結
果
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
強
盗
犯
人
が
「
静
か
に
し
ろ
」
と
言
っ
て
横
に
あ
っ
た
箪
笥
を

蹴
飛
ば
し
た
と
こ
ろ
、
箪
笥
が
倒
れ
て
被
害
者
が
怪
我
を
し
た
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
．
右
に

述
べ
た
よ
う
に
、
結
果
的
加
重
犯
は
、
単
な
る
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
複
合
形
態
な
の
で
は
な
く
、
基
本
犯
の
高
度
の
具
体
的
危
険
性
を

前
提
と
し
、
そ
こ
か
ら
直
接
に
結
果
が
実
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
高
度
の
危
険
性
が
確
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
重
い
刑
が
科
さ
れ
る

根
拠
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
い
結
果
を
発
生
さ
せ
た
基
本
行
為
の
充
分
な
危
険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
、

結
果
的
加
重
犯
に
お
け
る
結
果
の
帰
属
の
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
不
充
分
な
の
で
あ
る
．
と
く
に
、
二
四
〇
条
の
よ
う
に
重
い
法
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
も
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
う
　
　
　
ち
　
　
へ
　
　
　
う
　
　
ち
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
　
ヘ

刑
を
も
つ
規
定
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
認
識
し
た
事
情
を
前
提
と
し
た
と
き
、
ふ
つ
う
そ
の
よ
う
な
結
果
の
発
生
を
排
除
で
き
な
い
よ

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
㌧
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蟹
）

う
な
類
型
的
な
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
そ
の
適
用
を
肯
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　
方
法
の
錯
誤
に
よ
り
、
本
来
意
図
し
た
者
以
外
の
客
体
に
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
も
、
行
為
者
が
認
識
し
た
危
険
行
為
そ
れ
自
体

は
効
を
奏
さ
ず
、
別
個
の
同
種
の
客
体
の
存
在
と
い
う
偶
然
的
な
危
険
要
因
に
よ
り
結
果
が
生
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
客
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
娼
）

の
存
在
を
認
識
し
て
い
な
い
限
り
、
原
則
と
し
て
、
結
果
の
帰
属
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
．
し
か
も
、
結
果
的
加
重
犯
の
成
立
範
囲
を
合

理
的
な
限
度
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
本
来
被
害
を
与
え
よ
う
と
し
た
客
体
以
外
の
客
体
に
結
果
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
こ

と
ま
で
規
定
の
趣
旨
と
見
る
べ
ぎ
か
ど
う
か
が
疑
問
と
な
ろ
う
。
傷
害
罪
、
傷
害
致
死
罪
．
強
盗
致
死
傷
罪
、
強
姦
致
死
傷
罪
な
ど
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
や

い
て
は
、
暴
行
を
加
え
よ
う
と
し
た
客
体
に
結
果
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
客
体
の
同
一
性
を
結
果
帰
属
の
要
件
と
す
べ
き
で

　
　
　
　
　
　
（
姶
）

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
⑥
　
財
物
強
取
の
手
段
た
る
行
為
で
は
な
く
、
強
盗
の
機
会
に
お
け
る
そ
の
ほ
か
の
行
為
か
ら
致
死
傷
の
結
果
が
生
じ
た
と
い
う
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

コ
般
の
用
語
例
に
お
け
る
結
果
的
加
重
犯
」
の
範
疇
に
含
ま
れ
な
い
1
場
合
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
生
命
・
身
体
に
対
す
る
高
度
の
危
険
性
を
有
す
る
暴
行
が
行
わ
れ
、
行
為
者
が
そ
の
危

険
性
を
基
礎
づ
け
る
事
情
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
最
低
限
の
結
果
帰
属
の
要
件
と
な
る
．
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
右
の
よ
う
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な
二
四
〇
条
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
強
盗
行
為
と
死
傷
の
結
果
と
の
間
に
何
ら
か
の
密
接
な
関
係
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
も

死
傷
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
行
為
者
が
た
ま
た
ま
強
盗
犯
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
二
四
〇
条
の
加
重
の
根
拠
な
の
で
は
な
く
、
と
く
に
危
険

ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
う

な
強
盗
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
加
重
の
根
拠
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
、
広
い
意
味
で
の
強
盗
遂
行
の
手
段
と
し
て
の
行
為
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ち
　
　
　
へ

結
果
が
生
じ
た
場
合
に
適
用
を
限
定
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
二
四
〇
条
が
強
盗
の
被
害
者
の
生
命
・
身
体
を
と
く
に
厚
く
保
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
死
傷
の
結
果
が
発
生
す
る
こ
と
を
要
す
る
客
体
の
範
囲
も
無
限
定
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

結
論
的
に
は
、
二
四
〇
条
に
お
け
る
死
傷
の
結
果
は
、
財
物
の
奪
取
、
確
保
、
維
持
、
そ
し
て
犯
行
後
の
逃
走
の
た
め
の
行
為
か
ら
、
そ

の
遂
行
の
障
害
と
な
る
者
に
生
じ
た
死
傷
の
結
果
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ぽ
、
そ
の
者
に
死
傷
の

結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
、
強
盗
遂
行
の
目
的
に
直
接
、
間
接
に
役
立
つ
者
に
結
果
が
生
じ
た
場
合
に
同
条
の
適
用
を
限
定
し
、
そ
れ

以
外
の
．
い
わ
ば
強
盗
行
為
の
貫
徹
に
無
関
係
な
者
に
死
傷
の
結
果
を
生
じ
た
場
合
は
、
二
四
〇
条
の
適
用
範
囲
外
に
放
逐
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。
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（
3
6
）
　
丸
山
「
結
果
的
加
重
犯
の
構
造
」
上
智
法
学
論
集
二
三
巻
一
号
（
蝉
九
七
九
年
）
一
五
八
頁
参
照
。

（
3
7
）
　
な
お
、
中
野
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
⑯
』
（
前
掲
注
1
2
）
一
九
七
、
八
頁
も
参
照
．

（
3
8
）
　
観
念
的
競
合
に
つ
い
て
の
筆
者
の
一
応
の
理
解
は
、
井
田
『
故
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び
『
個
数
』
の
特
定
に
関
す
る
一
考
察
（
四
・

完
）
」
本
誌
五
八
巻
一
二
号
（
一
九
八
五
年
）
五
八
頁
以
下
に
示
し
た
。

（
3
9
）
　
わ
が
国
で
は
、
結
果
的
加
重
犯
を
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
の
複
合
的
な
形
態
の
犯
罪
と
把
握
す
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
団
藤

　
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
』
（
一
九
七
九
年
）
三
一
二
頁
、
西
村
「
結
果
的
加
重
犯
論
の
反
省
（
一
ご
判
例
時
報
九
二
九
号
（
一
九
七
九
年
）
九

頁
以
下
、
川
崎
一
夫
「
結
果
的
加
重
犯
」
中
山
”
西
原
闘
藤
木
”
宮
澤
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
』
（
一
九
七
九
年
）
九
五
頁
以
下
．
一
〇
一
頁
、

平
野
「
結
果
的
加
重
犯
に
つ
い
て
」
同
『
犯
罪
論
の
諸
問
題
（
上
）
総
論
』
（
一
九
八
一
年
）
二
〇
頁
、
柏
木
『
刑
法
総
論
』
（
一
九
八
二
年
）
二

〇
七
頁
以
下
、
福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』
（
輔
九
八
四
年
）
七
九
頁
注
（
二
）
、
石
堂
「
結
果
的
加
重
犯
と
責
任
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀
祝
賀
論

文
集
第
三
巻
』
（
一
九
八
四
年
）
六
九
頁
、
七
〇
頁
、
大
塚
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
改
訂
版
〕
』
（
一
九
八
六
年
）
一
八
一
頁
、
二
一
九
頁
な
ど
参
照
。

　
こ
れ
に
対
し
批
判
的
な
見
解
と
し
て
、
香
川
『
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
』
（
前
掲
注
1
0
）
六
七
頁
以
下
、
丸
山
「
結
果
的
加
重
犯
の
構
造
」
（
前
掲
注
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3
6
）
一
六
五
頁
以
下
。

（
4
0
）
　
本
文
に
示
し
た
よ
う
な
結
果
的
加
重
犯
に
つ
い
て
の
理
解
は
、
西
ド
イ
ッ
に
お
け
る
議
論
に
示
唆
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
詳
し
い
紹
介
と
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
香
川
『
結
果
的
加
重
犯
の
本
質
』
（
前
掲
注
1
0
）
八
九

頁
以
下
、
丸
山
「
結
果
的
加
重
犯
の
構
造
」
（
前
掲
注
3
6
）
一
五
五
頁
以
下
、
同
「
結
果
的
加
重
犯
と
直
接
性
原
理
」
警
察
研
究
五
四
巻
一
二
号
（
一

九
八
三
年
）
五
五
頁
以
下
、
同
五
五
巻
一
号
（
一
九
八
四
年
）
四
一
頁
以
下
、
斉
藤
『
刑
法
講
義
各
論
1
』
（
前
掲
注
7
）
二
二
四
、
五
頁
、
二
二

九
頁
以
下
、
佐
久
間
修
「
結
果
的
加
重
犯
の
共
同
正
犯
ー
ド
イ
ッ
学
説
上
の
諸
見
解
に
つ
い
て
ー
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
九
八
号
（
一
九
八
三

年
）
五
四
頁
以
下
な
ど
参
照
．

（
4
1
）
　
被
害
者
が
強
盗
犯
人
を
追
跡
し
よ
う
と
し
て
転
倒
し
て
負
傷
し
た
と
か
、
警
察
官
が
犯
人
に
向
け
て
撃
っ
た
弾
丸
に
よ
り
被
害
者
が
負
傷
し
た

　
と
い
う
よ
う
な
場
合
（
神
山
「
強
盗
致
死
傷
罪
」
〔
前
掲
注
1
0
〕
二
八
八
頁
以
下
参
照
）
に
は
、
相
当
因
果
関
係
や
予
見
可
能
性
の
有
無
に
か
か
わ

　
ら
ず
、
二
四
〇
条
の
適
用
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
．

パ　　パ　　ハ　　　　　　　ハ

45　44　43　　　　42
）　　）　　）　　　　　　　　）く

同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

を
避
け
よ
う
と
し
て
逃
げ
出
し
、

罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る

（
4
6
）

（
47
）

（
4
8
）下

参
照
．

（
49
）
　
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
、
団
藤
『
刑
法
綱
要
各
論
』
（
前
掲
注
1
1
）
四
〇
三
頁
注
（
二
〇
）
、
大
塚
『
刑
法
各
論
上
巻
』
（
前
掲
注
7
）
六
九
頁

注
（
一
）
参
照
。
同
じ
く
傷
害
致
死
罪
に
つ
き
、
条
件
説
を
前
提
に
、
致
死
の
結
果
は
暴
行
の
客
体
に
発
生
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
し
た
裁
判
例
と

こ
の
点
で
、
原
田
明
夫
「
傷
害
の
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
刃
物
に
よ
る
傷
害
罪
の
成
否
」
研
修
四
四
一
号
（
一
九
八
五
年
）
四

二
頁
の
分
析
に
は
共
感
で
き
る
（
判
例
に
つ
い
て
も
、
同
論
文
に
詳
し
い
）
．

な
お
、
神
出
兼
嘉
「
暴
行
の
概
念
」
研
修
四
二
六
号
（
一
九
八
三
年
）
一
一
六
頁
も
参
照
．

前
出
注
1
4
参
照
．

結
果
的
加
重
犯
と
し
て
の
傷
害
罪
お
よ
び
傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
も
本
文
と
同
様
の
こ
と
が
い
い
得
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
が
、
お
そ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
だ
し
、
判
例
は
、
行
為
者
が
暴
行
を
加
え
、
さ
ら
に
追
い
か
け
る
気
勢
を
示
し
た
の
で
、
被
害
者
が
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
走
り
続
け
る
う
ち
に
畑
の
中
で
過
っ
て
鉄
棒
に
つ
ま
づ
い
て
転
倒
し
、
打
撲
傷
を
負
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、
傷
害

　
　
　
　
　
　
　
　
（
最
判
昭
和
二
五
年
一
一
月
九
目
刑
集
四
巻
二
号
二
二
三
九
頁
）
．

と
く
に
、
内
田
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
六
〇
号
（
前
掲
注
2
）
六
二
、
三
頁
参
照
．

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
神
戸
地
判
昭
和
三
九
年
三
月
一
七
日
下
刑
集
六
巻
三
・
四
号
二
六
五
頁
に
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

井
田
「
故
意
に
お
け
る
客
体
の
特
定
お
よ
び
『
個
数
』
の
特
定
に
関
す
る
一
考
察
（
三
）
」
本
誌
五
八
巻
一
一
号
（
一
九
八
五
年
）
八
六
頁
以
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し
て
、
大
阪
高
判
昭
和
三
八
年
一
月
二
八
日
高
刑
集
一
六
巻
一
号
二
三
頁
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
判
例
の
大
勢
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
．
大
谷
「
暴

行
と
傷
害
」
西
原
ほ
か
編
『
判
例
刑
法
研
究
第
5
巻
』
（
一
九
八
○
年
）
五
五
頁
以
下
参
照
．
ま
た
、
平
野
『
刑
法
総
論
1
』
（
一
九
七
二
年
）
一
七
七
頁
、

　
香
川
『
刑
法
講
義
〔
各
論
〕
』
（
前
掲
注
3
0
）
三
二
二
頁
注
（
3
）
．
大
谷
『
刑
法
講
義
各
論
』
（
前
掲
注
7
）
四
五
頁
、
四
六
頁
注
（
三
）
も
参
照
．

（
5
0
）
　
中
野
『
総
合
判
例
研
究
叢
書
・
刑
法
⑯
』
（
前
掲
注
1
2
）
二
〇
八
頁
参
照
。

（
5
1
）
　
と
く
に
、
内
田
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
六
〇
号
（
前
掲
注
2
）
六
二
．
三
頁
参
照
。
な
お
．
内
田
『
刑
法
各
論
』
（
前
掲
注
6
）
二
九
二
頁
注

　
（
4
）
、
二
九
七
頁
注
（
n
）
．
中
谷
『
刑
法
講
義
各
論
上
』
（
前
掲
注
1
1
）
二
三
三
頁
注
（
1
5
）
、
佐
伯
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
八
六
二
号
（
前
掲
注
2
）
一

六
一
頁
も
参
照
。
反
対
、
平
野
「
具
体
的
法
定
符
合
説
に
つ
い
て
」
（
前
掲
注
2
2
）
七
六
頁
．
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四
　
お
わ
り
に

　
本
稿
が
一
応
の
結
論
と
し
た
と
こ
ろ
は
、
二
四
〇
条
の
規
定
の
本
来
の
立
法
趣
旨
か
ら
離
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
ぎ
な
い
で

あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
強
盗
の
機
会
に
生
じ
た
全
て
の
致
死
傷
に
つ
い
て
1
主
観
的
認
識
の
如
何
を
間
わ
ず
i
一
律
に
二
四
〇
条
を

適
用
し
、
あ
と
は
裁
判
官
に
よ
る
適
切
な
量
刑
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
の
は
、
充
分
に
明
快
な
解
決
だ
と
も
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
は
．
解
釈
論
の
枠
を
越
え
て
、
も
と
も
と
表
面
化
さ
せ
る
必
要
も
な
い
間
題
を
あ
え
て
も
ち
出
し
た
う
え
、
不
明
確
な
基
準
で
解
決
を

試
み
よ
う
と
す
る
も
の
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
．

　
し
か
し
、
二
四
〇
条
が
、
死
傷
の
結
果
に
つ
い
て
認
識
が
な
い
場
合
を
、
故
意
に
よ
る
殺
傷
と
同
じ
重
い
法
定
刑
で
罰
す
る
こ
と
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

め
る
特
異
な
規
定
だ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
疑
い
が
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
．
少
な
く
と
も
解
釈
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
本
条
に
よ

る
結
果
帰
属
の
範
囲
の
限
定
を
試
み
る
こ
と
の
必
要
性
自
体
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
等
し
く
扱
う
こ
と
が

適
当
で
な
い
事
例
を
ま
さ
に
異
な
っ
て
扱
う
た
め
の
．
充
分
に
細
分
化
さ
れ
た
法
律
上
の
枠
組
み
を
提
供
す
る
こ
と
が
、
刑
法
解
釈
学
の

一
つ
の
任
務
で
も
あ
ろ
う
。



　
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
基
本
的
発
想
が
批
判
に
耐
え
得
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
を
続
け
て
行
き
た
い
と

思
う
。

　
（
5
2
）
　
中
谷
『
刑
法
講
義
各
論
上
』
（
前
掲
注
1
1
）
二
二
六
、
七
頁
参
照
．

　
〔
追
記
〕
　
脱
稿
後
、
福
岡
地
裁
の
昭
和
六
〇
年
一
一
月
一
五
日
判
決
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
九
一
号
六
、
一
頁
．
判
例
批
評
と
し
て
．
内
田
・
判
例
タ
イ
ム

　
　
ズ
六
〇
五
号
〔
一
九
八
六
年
〕
三
七
頁
以
下
が
あ
る
）
に
接
し
た
．
他
目
、
あ
ら
た
め
て
機
会
を
得
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
し
た
い
．
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