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Ⅰ　

導
入
と
問
題
設
定

　
「
共
同
正
犯
」
の
概
念
は
、「
犯
罪
行
為
を
共
同
で
行
っ
た
」
行
為

者
を
指
す
。
共
同
正
犯
に
つ
い
て
の
こ
の
定
義
は
、
ド
イ
ツ
だ
け
で

は
な
く
、
日
本
お
よ
び
台
湾
の
刑
法
典
に
も
み
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
刑

法
二
五
条
二
項
は
、
二
人
以
上
の
者
が
犯
罪
を
共
同
し
て
行
っ
た
と

き
は
、
各
人
を
正
犯
と
し
て
罰
す
る
（
共
同
正
犯
）
と
規
定
す
る
。

類
似
の
規
定
は
、
日
本
刑
法
お
よ
び
台
湾
刑
法
に
も
み
ら
れ
る）

1
（

。
法

文
の
内
容
は
似
て
い
る
と
こ
ろ
、
共
同
正
犯
の
概
念
お
よ
び
現
象
形

態
が
い
か
に
把
握
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
に
関
心
が
向
け
ら
れ

る
。

　

こ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
通
説
に
よ
れ
ば
、
複
数
の
関
与
者
が
共
同

正
犯
者
と
な
り
う
る
の
は
、
犯
罪
が
、
認
識
さ
れ
、
ま
た
意
図
さ
れ

た
共
働
を
通
じ
て
実
行
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
応

じ
て
、
共
同
正
犯
者
は
、
ま
ず
、
特
定
の
犯
罪
を
相
互
に
支
え
合
っ

て
行
う
こ
と
に
合
意
し
て
、
共
同
の
決
意
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
続
い
て
、
各
関
与
者
は
犯
行
計
画
に
応
じ
て
割
り
当

て
ら
れ
た
客
観
的
寄
与
を
果
た
し
、
そ
の
結
果
、
共
同
正
犯
者
ら
が

分
業
し
て
意
図
し
た
法
益
侵
害
を
実
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
ら
の
者
は
、
共
同
し
て
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
各
行
為
者
の

個
別
行
為
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
皆
で
意
図
し
た
犯
罪
行
為
に
つ
い

て
共
同
で
責
任
を
負
う
。
そ
こ
で
は
、
個
々
人
の
行
為
遂
行
を
理
由

と
し
た
処
罰
の
基
礎
づ
け
と
い
う
よ
り
は
、
複
数
の
関
与
者
の
集
合

責
任
（K

ollektivhaftung

）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る）

（
（

。

　

集
合
責
任

0

0

0

0

と
い
う
考
え
方
か
ら
し
て
、
共
同
正
犯
は
、
自
ら
の
手

許　
　
　

恒　
　

達

小
池
信
太
郎
／
訳

過
失
共
同
正
犯
の
因
果
関
係
代
替
作
用
に
つ
い
て

資 料
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で
構
成
要
件
的
行
為
を
実
行
し
て
法
益
を
侵
害
す
る
必
要
は
な
い
。

む
し
ろ
、
共
同
正
犯
は
、
犯
行
計
画
を
基
礎
に
共
同
で
引
き
起
こ
し

た
被
害
に
つ
い
て
、
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
例
を
挙

げ
よ
う
。
A
と
B
は
、
O
の
顔
面
を
殴
打
す
る
た
め
に
、
A
が
O
を

取
り
押
さ
え
、
B
が
手
で
殴
る
と
い
う
犯
行
計
画
を
立
て
た
。
そ
し

て
A
と
B
は
計
画
通
り
に
こ
の
決
意
を
実
現
し
、
O
に
被
害
を
与
え

た
。

　

A
と
B
の
可
罰
性
を
考
え
る
に
当
た
り
、
O
の
顔
面
の
傷
害
が
、

殴
っ
た
B
に
帰
属
さ
れ
う
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。〔
そ
れ
に
対

し
、〕
A
は
、
被
害
者
を
取
り
押
さ
え
た
だ
け
で
、
殴
っ
て
は
い
な

い
。
ゆ
え
に
A
の
行
為
は
O
の
傷
害
の
原
因
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、

A
は
、
認
識
さ
れ
、
ま
た
意
図
さ
れ
た
共
働
を
通
じ
て
傷
害
と
い
う

犯
罪
を
B
と
一
緒
に
行
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
共
同
正
犯
を
根
拠
に
、

B
と
同
じ
責
任
を
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
別
の
表
現
を
す
れ

ば
、
あ
る
関
与
者
が
共
同
正
犯
で
あ
る
場
合
に
は
、
個
人
の
行
為
寄

与
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
は
、
も
は
や
決
定
的
な
役
割
を
演
じ
な

い
。
そ
の
関
与
者
の
行
為
が
結
果
と
の
因
果
的
つ
な
が
り
を
欠
い
て

い
た
と
し
て
も
、
そ
の
者
が
他
の
関
与
者
を
促
進
す
る
行
為
寄
与
を

実
行
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
他
の
者
と
同
じ
よ
う
に
処
罰
さ
れ
う
る
。

そ
の
た
め
、
学
説
上
も
、
共
同
正
犯
に
あ
っ
て
は
、
複
数
の
寄
与
の

全
体
と
し
て
の
因
果
関
係
が
問
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り

で
、
共
同
正
犯
の
場
合
、
個
別
の
寄
与
に
つ
い
て
の
因
果
関
係
や
客

観
的
帰
属
関
係
の
要
求
を
放
棄
で
き
る
と
い
う
前
提
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
に
な
る）

3
（

。

　

も
っ
と
も
、
従
来
の
通
説
は
、
共
同
正
犯
は
故
意
犯
で
し
か
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
譲
ら
な
か
っ
た
。
集
合
責
任
の
理
解
を
過

失
犯
に
用
い
る
の
は
適
切
で
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
過
失
犯
に
つ

い
て
は
、
依
然
と
し
て
、
統
一
的
正
犯
概
念
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
過
失
犯
の
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
は
、
結
果

を
惹
起
し
、
か
つ
客
観
的
に
帰
属
で
き
る
危
険
を
、
注
意
義
務
違
反

に
よ
り
設
定
し
た
の
で
あ
れ
ば
足
り
る）

（
（

。
共
同
正
犯
を
過
失
犯
の
領

域
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
主
な
理
由
は
、
共
同
正
犯
は
、

特
定
の
犯
罪
の
分
業
的
実
現
に
関
す
る
共
同
の
行
為
決
意

0

0

0

0

に
基
づ
く

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
共
同
正
犯
の
成
立
の
た
め
に
こ
の
要
件
を
求

め
る
こ
と
は
、
故
意
犯
の
場
合
に
は
問
題
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
複
数

の
故
意
行
為
者
が
同
一
の
犯
罪
的
目
的
を
追
求
し
よ
う
と
し
た
な
ら

ば
、
行
為
の
遂
行
前
又
は
そ
の
途
中
に
合
意
が
存
在
す
る
は
ず
だ
か

ら
で
あ
る
。〔
そ
れ
に
対
し
、〕
複
数
の
関
与
者
が
そ
れ
ぞ
れ
注
意
義

務
に
違
反
し
て
一
つ
の
結
果
へ
と
共
働
す
る
場
合
に
は
、
関
与
者
ら

は
あ
る
目
的
に
達
す
る
た
め
に
分
業
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
状
況

の
下
で
特
定
の
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
い
て
は
、
関
与
者
ら
に
よ
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る
、
犯
罪
の
実
行
に
つ
い
て
の
行
為
決
意
が
欠
け
る
。
共
同
正
犯
の

刑
事
責
任
を
基
礎
づ
け
る
行
為
決
意
が
欠
け
る
た
め
、
関
与
者
ら
は

過
失
の
同
時
正
犯

0

0

0

0

（N
ebentäter

）
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

関
与
者
ら
に
各
人
固
有
の
行
為
は
帰
属
さ
れ
る
が
、
他
者
の
行
為
は

帰
属
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る）

（
（

。

　

す
で
に
長
き
に
わ
た
り
支
配
的
で
あ
っ
た
こ
の
見
解
は
、
し
か
し

な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
過
失
同
時
正
犯
者
に
つ
い
て
、
注
意
義
務
に

違
反
す
る
行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
な
い
し
帰
属
関
係
が
証
明

で
き
ず
、
又
は
肯
定
し
に
く
い
ケ
ー
ス
で
問
題
を
抱
え
る
。
そ
う
し

た
状
況
で
は
、
関
与
者
ら
が
責
任
を
免
れ
て
し
ま
う
可
罰
性
の
間
隙

が
生
じ
る
。〔
そ
こ
で
、〕「
因
果
関
係
を
代
替
す
る
」
過
失
共
同
正

犯
と
い
う
構
成
を
要
求
す
る
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
解
決
が
援
用
さ
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
通
説
の
側
か
ら
も
、
過
失
共
同
正
犯
は
余
計

で
あ
り
、
こ
こ
で
の
問
題
は
統
一
的
正
犯
概
念
に
よ
っ
て
適
切
に
解

消
さ
れ
る
と
の
反
論
が
な
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
人
々
が
様
々
な
社
会
的
役
割
を
演
じ
、
無
数

の
各
個
独
立
し
た
安
全
担
保
規
定
を
保
持
し
、
ま
た
共
同
の
注
意
義

務
違
反
が
共
に
作
用
す
る
こ
と
に
よ
り
侵
害
結
果
が
惹
起
さ
れ
る
、

今
日
に
お
け
る
モ
ダ
ン
な
大
量
生
産
志
向
の
社
会
に
特
に
目
を
向
け

る
際
に
、
刑
法
に
お
け
る
過
失
共
同
正
犯
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
か
と

い
う
問
題
が
投
げ
か
け
ら
れ
る
。
刑
法
が
結
果
の
個
人
へ
の
刑
法
的

帰
属
可
能
性
の
問
題
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
は
、
解
釈
論
上
の
困
難

に
遭
い
、
今
日
に
至
る
ま
で
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
本
稿
で
は
、
過
失
共
同
正
犯
が
、
因
果
関
係
を
代
替
す

る
解
釈
の
た
め
の
意
義
深
い
法
律
構
成
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
本

来
余
計
な
考
え
方
と
し
て
理
解
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
答
え

る
こ
と
を
試
み
た
い
。
過
失
共
同
正
犯
に
関
す
る
そ
の
他
の
問
題
は
、

時
間
的
制
約
の
た
め
に
詳
論
で
き
な
い
。
上
記
問
題
を
よ
り
き
め
細

や
か
に
検
討
で
き
る
よ
う
に
、
以
下
で
は
、
二
つ
の
主
た
る
事
例
状

況
を
分
け
て
論
じ
る
。
因
果
関
係
が
証
明
不
能
な
場
合
〔
→
Ⅱ
〕、

そ
し
て
過
失
に
よ
る
集
合
的
決
定
の
場
合
〔
→
Ⅲ
〕
で
あ
る
。

Ⅱ　

事
実
的
因
果
関
係
が
証
明
不
能
な
場
合 

（U
nnachw

eisbarer K
ausalitätssachverhalt

）

1　

マ
ッ
チ
棒
事
件
と
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件

　

上
述
の
よ
う
に
、
さ
ら
な
る
議
論
の
た
め
の
異
な
る
事
例
群
が
あ

り
、
そ
れ
ら
は
さ
ら
に
二
つ
の
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
区
分
さ
れ
る
。

第
一
の
事
例
グ
ル
ー
プ
は
、
複
数
の
過
失
行
為
者
に
つ
い
て
の
個
別

の
因
果
関
係
の
証
明
不
能
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い

て
は
、
二
つ
の
重
要
な
事
例
が
あ
る
。
第
一
の
事
例
状
況
は
、
マ
ッ

チ
棒
事
件
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
：）

（
（

　

二
名
の
被
告
人
は
、
工
場
構
内
に
入
り
込
み
、
暗
闇
の
中
で
状
況
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を
把
握
す
る
た
め
に
、
代
わ
る
代
わ
る
マ
ッ
チ
に
火
を
つ
け
た
。

マ
ッ
チ
棒
の
一
本
か
ら
布
地
に
着
火
し
た
。
こ
の
マ
ッ
チ
棒
を
投
げ
、

火
災
を
発
生
さ
せ
た
の
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
確
定
で
き
な
か
っ
た
。

シ
ュ
レ
ー
ス
ヴ
ィ
ヒ
上
級
地
方
裁
判
所
は
、
両
被
告
人
を
失
火
罪
の

共
同
正
犯

0

0

0

0

と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。

　

同
じ
法
的
問
題
を
含
む
も
う
一
方
の
有
名
な
事
例
、
い
わ
ゆ
る

ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
に
つ
い
て
は
、
ス
イ
ス
連
邦
裁
判

所
が
判
断
し
た
：）

（
（

　

二
名
の
男
性
が
二
個
の
岩
塊
を
急
斜
面
に
転
落
さ
せ
る
こ
と
を
欲

し
た
。
岩
塊
が
落
ち
て
い
く
先
の
あ
た
り
は
見
通
し
が
き
か
な
か
っ

た
。
彼
ら
の
う
ち
一
人
が
、
岩
塊
が
人
に
命
中
す
る
こ
と
が
な
い
よ

う
、
崖
下
に
向
か
っ
て
呼
び
か
け
た
。
誰
も
答
え
な
か
っ
た
の
で
、

各
人
は
岩
塊
一
個
ず
つ
を
転
落
さ
せ
た
。
釣
り
人
が
岩
塊
に
当
た
っ

て
死
亡
し
た
。
二
個
の
岩
塊
の
い
ず
れ
が
結
果
を
惹
起
し
た
か
は
確

定
で
き
な
か
っ
た
。
ス
イ
ス
連
邦
裁
判
所
は
、
両
被
告
人
を
過
失
致

死
罪
の
共
同
正
犯
で
有
罪
と
し
た
。

2　

統
一
的
正
犯
概
念
説

　

両
事
例
で
は
、
主
と
し
て
過
失
犯
の
可
罰
性
が
問
わ
れ
る
。
両
事

例
で
の
問
題
は
、
因
果
関
係
の
証
明
が
不
能
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。

各
行
為
者
の
個
別
行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
が
確
定
で
き
な
い

場
合
、
利
益
原
則
に
よ
り
、
裁
判
所
は
共
働
し
た
全
て
の
関
与
者
を

無
罪
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ッ
チ
棒
事
件
で
は
、
誰
が
火
災

を
招
い
た
マ
ッ
チ
棒
を
投
げ
た
の
か
が
確
定
で
き
な
い
か
ら
、
伝
統

的
見
解
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
両
関
与
者
の
刑
事
責
任
を
否
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
こ
と
が
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事

件
に
も
あ
て
は
ま
る
。
釣
り
人
に
衝
突
し
、
そ
の
者
を
死
に
至
ら
せ

た
岩
塊
が
誰
の
手
に
よ
り
転
落
さ
せ
ら
れ
た
の
か
を
確
定
す
る
に
は

十
分
な
証
拠
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
全
て
の
関
与
者
は
無

罪
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
無
罪
説
）。

　

こ
の
わ
り
あ
い
に
リ
ベ
ラ
ル

0

0

0

0

な
見
解
は
、
今
日
ま
で
な
お
幾
人
か

の
論
者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
厳
し
い
批
判
に
遭
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
、
結
果
を
生
じ
さ
せ
た
危
険
は
、
両
事
例
で
関
与
者
ら

に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
。
マ
ッ
チ
に
火
を
つ
け
た
関
与
者
ら
も
重
い

岩
塊
を
転
落
さ
せ
た
関
与
者
ら
も
、
結
果
の
生
じ
る
可
能
性
を
意
識

し
て
い
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
最
終
的
に
結
果
を
も
た
ら
し
た
危
険

は
、
一
人
の
行
為
寄
与
だ
け
に

0

0

0

由
来
し
、
他
の
一
人
に
は
由
来
し
な

い
。
要
す
る
に
、
両
者
が
因
果
関
係
の
説
明
の
欠
如
ゆ
え
に
処
罰
を

免
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
全
く
正
当
で
な
い
と
い
う
の

で
あ
る）

（
（

。

　

一
方
で
、
過
失
行
為
者
は
各
自
の
行
動
に
つ
い
て
の
み
責
任
を
負

う
と
い
う
見
解
を
維
持
し
、
他
方
で
、
上
記
の
よ
う
な
事
例
で
可
罰
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性
を
認
め
る
こ
と
の
難
し
さ
を
克
服
す
べ
く
、
構
成
要
件
的
行
為
の

前
倒
し
に
よ
り
統
一
的
正
犯
概
念
を
救
う
こ
と
を
試
み
る
論
者
が
い

る
。
例
え
ば
、
ハ
ン
ス
＝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
過
失

行
為
者
は
さ
ら
な
る
共
同
の
行
為
へ
の
関
与
0

0

の
時
点
で
不
注
意
に
行

動
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
じ
く
処
罰
さ
れ
て
よ
い
と
提
案
し
て
い
る）

9
（

。

ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ
事
件
を
例
に
と
る
と
、
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、

岩
塊
を
転
落
さ
せ
た
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
関
す
る
共
同
の

決
意
を
し
た
こ
と

0

0

0

0

を
注
意
義
務
違
反
行
為
と
捉
え
る
。
個
別
行
為
者

が
こ
の
決
意
を
注
意
深
く
回
避
し
て
い
た
な
ら
ば
、
両
者
は
岩
塊
を

転
落
さ
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
結
果
は
生
じ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
個
別
行
為
者
は
不
注
意
に

0

0

0

0

決
意
を
し
た
こ
と

0

0

0

0

ゆ
え
に

被
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
。
注
意
義
務
違
反
行
為
の
前
倒
し
に
よ

り
、
ハ
ン
ス
＝
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ギ
ュ
ン
タ
ー
は
、
両
行
為
者
の
過

失
の
刑
事
責
任
を
、
単
独
正
犯
概
念
の
要
件
の
下
で
基
礎
づ
け
る
。

「
必
要
な
の
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
常
に
、
各
個
の
寄
与
の
個
別
的
な
検

討
で
あ
る
」）

（1
（

。
同
じ
よ
う
に
マ
ッ
チ
棒
事
件
で
も
、
共
同
で
マ
ッ
チ

に
着
火
す
る
決
意
を
し
た
こ
と
が
両
過
失
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反

行
為
で
あ
る
。
個
別
行
為
者
が
決
意
を
す
る
こ
と
に
関
与
し
な
け
れ

ば
、
両
者
は
マ
ッ
チ
に
着
火
せ
ず
、
そ
の
た
め
結
果
も
生
じ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
両
者
は
決
意
へ
の
関
与
を
理
由
に
、
過

失
で
惹
き
起
こ
し
た
火
災
の
責
任
を
負
う
。
要
す
る
に
、
因
果
関
係

が
証
明
で
き
な
い
こ
と
は
、
全
て
の
行
為
者
の
責
任
を
排
除
せ
ず
、

結
果
帰
属
は
そ
れ
ぞ
れ
の
過
失
に
よ
る
個
別
の

0

0

0

行
為
寄
与
（
つ
ま
り

共
同
の
計
画
を
な
し
た
こ
と
へ
の
関
与
）
を
理
由
に
肯
定
さ
れ
る
の

で
あ
る）

（（
（

（
前
倒
し
説
）。

3　

過
失
共
同
正
犯
説

　

上
述
の
統
一
的
正
犯
概
念
に
依
拠
す
る
立
場
と
は
反
対
に
、
問
題

の
事
例
に
お
け
る
因
果
関
係
の
証
明
不
能
性
と
い
う
困
難
を
克
服
す

べ
く
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
見
解
が
増
え
て
い
る
。
故
意
共

同
正
犯
の
結
果
帰
属
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
共
同
し
た
故
意
関
与
者

の
全
て
の
行
為
寄
与
と
の
関
係
で
の
因
果
の
説
明
は
問
題
と
さ
れ
な

い
こ
と
に
鑑
み
、
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
個
別
の

0

0

0

寄
与
と
法
益
侵
害

の
間
の
因
果
関
係
を
確
定
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
）
（1
（

。
む
し
ろ
、
因
果
関
係
の
要
求
を
、
帰
責
を
基
礎
づ
け
る
共
同
正

犯
性
に
よ
り
代
替
す
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る）

（1
（

。
関
与
者
ら
が
共
同
正

犯
を
形
成
し
、
共
同
で
結
果
を
惹
起
し
た
限
り
で
、
個
別
の
因
果
的

寄
与
を
問
う
こ
と
は
不
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
因
果
関
係
の
確
認
な
し
で
済
ま
す
こ
と
を
根
拠
づ
け
る
、
過
失

共
同
正
犯
の
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
代
替
作
用
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
過
失
で
行
為
し
た
関
与
者
ら
は
、
両
事
例
で
過

失
犯
の
共
同
正
犯
に
よ
り
処
罰
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
マ
ッ
チ
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棒
事
件
で
は
両
関
与
者
は
共
同
で
火
災
を
起
こ
し
て
お
り
、
結
果
を

惹
起
し
た
マ
ッ
チ
棒
を
誰
が
投
げ
た
か
と
い
う
問
題
は
、
も
は
や
決

定
的
役
割
を
演
じ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ー
リ
ン
グ
・
ス
ト
ー
ン
ズ

事
件
に
お
い
て
も
、
両
行
為
者
は
、
死
亡
結
果
に
関
し
て
共
同
の
上

で
共
働
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
過
失
の
共
同
正
犯
を
構
成
し
う
る
と

い
う
同
じ
結
論
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
過
失

共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
学
説
は
、
上
記
の
よ
う
な
事
例
で
因
果
の
説

明
を
再
構
成
す
る
た
め
の
新
た
な
方
途
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る

（
共
同
正
犯
説
）。

4　

私
見

　

こ
こ
ま
で
で
、
三
つ
の
異
な
る
見
解
と
そ
の
理
由
づ
け
を
示
し
た
。

無
罪
説
、
前
倒
し
説
、
そ
し
て
共
同
正
犯
説
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら
の
説
の
い
ず
れ
が
上
記
の
よ
う
な
事
例
の
解
決
に
最
も
適
し
て

い
る
か
と
い
う
問
題
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
元
来
の

0

0

0

統
一
的
正
犯
概
念
と
伝
統
的
な
因
果
関
係
公
式
は
、
前
述
の
二
つ
の

事
例
状
況
を
適
切
に
扱
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
伝
統

的
な
統
一
的
正
犯
モ
デ
ル
の
支
持
者
に
よ
っ
て
も
否
定
さ
れ
て
い
な

い
。
む
ろ
ん
、
前
倒
し
説
が
ベ
タ
ー
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
が
、
私

見
に
よ
れ
ば
同
説
に
は
疑
問
が
あ
る
。
過
失
刑
事
責
任
の
対
象
を
、

危
険
を
生
じ
さ
せ
る
行
為
か
ら
、
そ
れ
以
前
の

0

0

0

0

0

関
与
又
は
阻
止
義
務

へ
と
前
倒
し
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
刑
法
上
の
構

成
要
件
の
限
界
づ
け
機
能
お
よ
び
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
構
成
要
件 

的
危
殆
化
と
い
う
原
理
（Prinzip der tatbestandsm

äßigen 
Gefährdung

）
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
同
説
は
、

個
別
の
責
任
に
関
し
て
、
関
与
者
自
身
が
創
出
し
た
法
益
の
危
険
よ

り
も
、
構
成
要
件
該
当
性
な
き
グ
ル
ー
プ
形
成
に
着
目
す
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
こ
と
が
招
く
必
然
的
帰
結
は
、
過
失
行
為
者
は
、
自
ら

の
法
益
侵
害
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
問
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

し
か
し
、
他
の
関
与
者
の
あ
り
う
る
非
難
さ
れ
る
行
為
を
注
意
し
、

監
督
し
、
そ
し
て
回
避
す
る
義
務
が
付
加
的
に
課
さ
れ
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
前
倒
し
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
形
成
へ
と

過
失
責
任
を
不
当
に
拡
大
す
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
最
後
に
、
次
の
こ
と
も

指
摘
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
倒
し
説
は
、
実
際
の
と
こ

ろ
、
過
失
共
同
正
犯
の
モ
デ
ル
か
ら
遠
く
離
れ
て
は
い
な
い
。
と
い

う
の
は
、
各
過
失
行
為
者
の
責
任
は
、
専
ら
個
々
人
の
行
為
に
基
づ

い
て
は
決
定
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
特
殊
的
な
社
会
的
文
脈

に
お
い
て
一
定
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
共
同
で
な
さ
れ
た
寄
与
、
つ

ま
り
共
同
の
行
為
へ
の
事
前
関
与
と
の
全
体
的
観
察

0

0

0

0

0

に
お
い
て
の
み

決
定
さ
れ
う
る
か
ら
で
あ
る）

（1
（

。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
前
倒
し
説
は
、

一
方
で
統
一
的
正
犯
概
念
に
こ
だ
わ
る
と
い
う
点
で
、
他
方
で
本
来
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的
行
為
の
前
の
行
為
へ
と
責
任
を
前
倒
し
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
て

の
グ
ル
ー
プ
構
成
員
を
同
じ
よ
う
に
処
罰
す
る
点
で
、
誤
っ
て
い
る）

（1
（

。

　

次
に
、
過
失
共
同
正
犯
の
場
合
に
は
因
果
関
係
の
説
明
に
対
す
る

要
求
は
放
棄
さ
れ
う
る
と
す
る
第
二
説
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
実
際
、

古
典
的
な
刑
法
的
思
考
は
、
原
則
的
に
、
因
果
関
係
は
結
果
帰
属
の

決
定
的
基
準
を
な
し
、
故
意
、
過
失
い
ず
れ
の
共
同
正
犯
の
場
合
に

も
決
し
て
放
棄
で
き
な
い
と
考
え
て
き
た）

（1
（

。
し
か
し
、
最
近
の
見
解

は
、
因
果
関
係
を
代
替
す
る
共
同
正
犯
を
過
失
犯
に
つ
い
て
も
肯
定

す
る
傾
向
に
あ
る
。
因
果
関
係
を
代
替
す
る
共
同
正
犯
と
い
っ
た
こ

と
を
語
り
う
る
か
は
、
な
お
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る）

（1
（

。
私
見
に
よ
れ

ば
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
前
に
、
そ
う
し
た
議
論
に
お
い
て
何
が
問

題
に
な
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
こ
で
指
摘
す
べ
き
は
、
両
事
例
に
お
け
る
因
果
の
確
定
の
問
題

性
は
、
因
果
関
係
の
基
準

0

0

0

0

0

0

0

の
使
用
不
可
能
性
か
ら
と
い
う
よ
り
は
、

む
し
ろ
当
該
の
事
実
関
係
の
証
明
可
能
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
難
し
さ
か
ら
生
じ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
因
果
関
係
を
代
替
す
る
共
同
正
犯
と
い
う
考
え
方

が
そ
こ
で
放
棄
す
る
の
は
、
刑
法
上
の
因
果
の
確
定
で
は
な
く
、
事

実
関
係
の
証
明
可
能
性
が
欠
け
る
場
合
の
利
益
原
則
の
適
用
で
あ
る
。

し
か
し
、
ど
う
し
て
因
果
関
係
に
関
わ
る
事
実
関
係
の
証
明
が
放
棄

可
能
だ
と
い
う
の
か
、
ク
リ
ア
な
説
明
を
私
は
知
ら
な
い）

（1
（

。
ま
た
触

れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
当
該
の
事

実
関
係
の
証
明
は
、
過
失
単
独
正
犯
な
い
し
過
失
同
時
正
犯
の
場
合

に
も
放
棄
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

故
意
の
共
同
正
犯
の
場
合
で
す
ら
、
全
て
の
関
与
者
の
可
罰
性
が

前
提
と
さ
れ
る
の
は
、
同
様
に
、
当
該
の
事
実
関
係
が
十
分
に
証
明

さ
れ
、
そ
の
結
果
、
特
定
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
事
実
審
裁
判
官
の

確
信
が
可
能
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
故
意
共

同
正
犯
と
い
う
構
成
に
よ
り
、
構
成
要
件
的
行
為
を
実
行
し
て
い
な

い
関
与
者
は
、
自
ら
の
手
で
問
題
の
構
成
要
件
を
実
現
し
た
者
と
同

じ
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
。
共
同
正
犯
は
、
可
罰
性
拡
張
の
法
的
根
拠

で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
放
棄
で
き
な
い
の
は
、
行
わ
れ
た
犯
罪
行

為
に
関
す
る
全
事
情
、
例
え
ば
行
為
実
行
の
性
質
や
態
様
、
因
果
経

過
、
犯
行
場
所
、
犯
行
時
刻
な
ど
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

事
実
関
係
が
証
明
で
き
な
い
限
り
に
お
い
て
、
利
益
原
則
に
よ
り
、

可
罰
性
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
事
実
関
係
の
証
明
の
放

棄
は
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
け
る
不
当
な
可
罰
性
拡
大
0

0

を
招
く
の
み

で
あ
る）

1（
（

。
端
的
に
言
お
う
。
因
果
関
係
を
代
替
す
る
共
同
正
犯
と
い

う
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
詳
細
な
事
実
関
係
の
調
査
や
事
実
関
係
の
証

明
可
能
性
が
な
い
場
合
に
必
然
的
で
あ
る
利
益
原
則
の
適
用
が
放
棄

さ
れ
て
し
ま
う
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
う
し
た
こ
と
は
根
拠
づ
け
ら

れ
な
い）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
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3（

事
実
関
係
を
全
事
情
の
下
で
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
当
該
の
事
実

関
係
の
完
全
な
解
明
が
不
可
能
で
あ
る
限
り
で
、
事
実
審
裁
判
官
は
、

利
益
原
則
に
よ
り
、
全
関
与
者
に
無
罪
を
言
い
渡
す
こ
と
を
義
務
づ

け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
を
代
替
す
る
共
同
正
犯

に
よ
り
、
関
与
者
を
十
分
な
証
拠
な
く
刑
法
上
有
罪
と
す
る
こ
と
は
、

法
治
国
家
刑
法
に
反
す
る
。
ゆ
え
に
私
が
納
得
い
く
理
解
は
、
過
失

共
同
正
犯
の
い
わ
ゆ
る
因
果
関
係
代
替
機
能
は
概
念
的
に
失
当
で
あ

る
だ
け
で
な
く
、
解
釈
学
的
に
も
不
当
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
、
無
罪
説
に
対
す
る
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
が
同
説
に
従
い
う
る
の
は
、
先
の
両
事

例
で
過
失
に
よ
り
共
働
し
た
行
為
者
ら
を
無
罪
と
す
る
点
に
限
ら
れ

る
。
そ
の
根
拠
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
は
、
次
の
二
つ
の
点
が
強
調
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
こ
で

問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
因
果
関
係
の
基
準
と
い
う
よ
り
は
、
問

題
の
事
実
関
係
の
解
明
で
あ
る
。
刑
法
上
の
評
価
は
、
そ
の
対
象
の

内
容
を
完
全
に
解
明
す
る
こ
と
な
し
に
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第

二
に
、
無
罪
説
の
支
持
者
の
多
く
は
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
が
、

私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
主
張
は
過
失
犯
の
領
域
で
の
集
合
責
任
の

機
能
を
看
過
し
て
い
る
。
立
ち
入
っ
た
検
討
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
事

件
を
単
純
化
し
た
変
形
事
例
を
め
ぐ
る
議
論
に
よ
り
、
次
章
で
行
う
。

Ⅲ　

結
果
に
過
剰
な
原
因
が
与
え
ら
れ
た
場
合 

（Ü
berbedingter Erfolg

）

1　

皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
を
単
純
化
し
た
変
形
事
例

　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
は
、
皮
革
ス
プ
レ
ー
判
決
で
あ
る）

11
（

。
こ
の

事
例
で
問
題
と
な
る
の
は
、
欠
陥
品
で
あ
る
皮
革
ス
プ
レ
ー
の
回
収

を
し
な
か
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り
回
収
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、

複
数
の
取
締
役
が
過
失
に
よ
り
決
定
し
た
不
回
収
と
い
う
不
作
為

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で

あ
る）

11
（

。
過
失
不
作
為
犯

0

0

0

0

を
め
ぐ
る
詳
細
な
議
論
は
本
報
告
の
枠
組
み

を
超
え
る
た
め
、
単
純
化
さ
れ
た

0

0

0

0

0

0

皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
つ
い
て
論

じ
る
に
と
ど
め
る
。
そ
の
事
実
関
係
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

会
社
の
取
締
役
会
の
構
成
員
五
名
中
四
名
が
、
あ
る
製
品
の
危
険

性
に
関
す
る
不
十
分
な
知
識
に
基
づ
き
、
そ
の
製
品
を
彼
ら
の
企
業

で
製
造
し
、
流
通
に
置
く
こ
と
を
決
定
し
た
。
四
名
の
取
締
役
A
、

B
、
C
お
よ
び
D
は
賛
成
票
を
投
じ
、
E
は
反
対
票
を
投
じ
た
。
こ

の
製
品
の
使
用
に
よ
り
、
多
数
の
消
費
者
の
健
康
が
害
さ
れ
た
。

　

刑
事
責
任
に
関
し
、「
賛
成
」
の
投
票
を
し
た
四
名
の
取
締
役
会

構
成
員
が
消
費
者
の
健
康
被
害
に
つ
い
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
う
る
。
傷
害
の
故
意
は
な
い
か
ら
、

検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
投
票
行
動
に
よ
っ
て
過

失
傷
害
罪
を
犯
し
た
か
で
あ
る
。
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過
失
犯
の
領
域
で
は
統
一
的
正
犯
概
念
の
み
が
問
題
と
な
る
と
い

う
場
合
、
本
件
の
許
さ
れ
な
い
結
果
に
対
し
て
個
々
の

0

0

0

取
締
役
の
賛

成
票
が
因
果
的

0

0

0

か
と
い
う
問
い
が
立
て
ら
れ
る
。
条
件
説
に
よ
れ
ば

結
果
に
対
し
て
原
因
と
な
る
の
は
、
具
体
的
形
態
に
お
け
る
結
果
を

欠
落
さ
せ
る
こ
と
な
く
取
り
去
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
態
度

で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
シ
ネ
ク
ア
ノ
ン
））

11
（

。
し
か
し
、

コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式
の
伝
統
的
な
判
断
基
準
に
よ
り
、
個
々
の

0

0

0

構

成
員
の
賛
成
投
票
と
被
害
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
こ
と
は
全

く
不
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
被
害
結
果
は
、
多
数
決
原
理
に

よ
り
扱
わ
れ
る
業
務
執
行
に
帰
す
る
も
の
で
、
三
票
の
賛
成
票
だ
け

で
必
要
な
過
半
数
を
構
成
し
、
製
品
の
製
造
と
納
入
に
至
り
う
る
。

四
番
目
の
賛
成
票
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
消
費
者
の
傷
害
結
果
を
欠
落
さ

せ
る
こ
と
な
く
取
り
去
っ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
四
番
目
の
賛
成
票
は
被
害
の
原
因
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
帰

結
し
う
る
の
は
、
賛
成
票
が
単
純
多
数
決
を
超
過
し
て
い
た
場
合
に

は
、
投
票
参
加
者
の
誰
も
が

0

0

0

、
自
分
の
賛
成
票
が
な
く
て
も
結
果
は

変
わ
ら
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
自
分
の
行
為
寄
与
は
因
果
的
で
な
く
、

過
失
傷
害
を
犯
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
で
き
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
因
果
関
係
の
検
討
に
つ
い
て
コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式
を

適
用
す
る
場
合
、
賛
成
票
を
投
じ
た
関
与
者
の
誰
も
が
、
他
者
も
同

じ
よ
う
に
義
務
に
違
反
し
て
賛
成
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と

に
よ
り
、
刑
事
責
任
を
免
れ
う
る
と
い
う
耐
え
難
い
帰
結
が
生
じ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。

2　

学
説

　

こ
の
可
罰
性
の
間
隙
を
埋
め
る
た
め
に
、
二
つ
の
方
途
が
示
さ
れ

て
い
る
。
一
つ
目
の
見
解
は
、
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件

に
お
け
る
刑
法
上
の
結
果
帰
属
の
た
め
に
、
過
失
の
共
同
正
犯
が
必

要
で
あ
る
と
す
る）

11
（

。
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論
者
と
し
て
著
名
な
ハ

ロ
ー
・
オ
ッ
ト
ー
は
、
す
で
に
九
〇
年
代
初
頭
に
、
過
失
犯
の
領
域

に
お
い
て
共
同
正
犯
を
承
認
す
る
こ
と
は
、
解
釈
学
上
可
能
か
つ
必

要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た）

11
（

。
オ
ッ
ト
ー
は
、
過
失
共
同
正
犯
の
具

体
的
基
準
を
、
複
数
の
過
失
行
為
者
が
共
同
で
法
益
に
対
す
る
危
険

を
創
出
又
は
増
加
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
表
現
し
た）

11
（

。
オ
ッ

ト
ー
に
よ
れ
ば
、
過
失
共
同
正
犯
は
、「
危
険
の
創
出
又
は
増
加
に

際
し
て
、
共
同
の
制
御
可
能
性
の
下
に
あ
る
分
業
的
行
動
を
関
与
者

ら
が
意
識
し
て
い
る
こ
と
」）

11
（

を
前
提
条
件
と
す
る
。
分
業
的
に
行
動

す
る
過
失
行
為
者
ら
に
お
け
る
共
同
の
制
御
可
能
性
に
つ
い
て
の
意

識
と
い
う
主
観
的
な
結
合
要
素
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
過
失
共
同
正
犯

の
刑
法
上
の
全
体
責
任
が
基
礎
づ
け
ら
れ
う
る）

11
（

。

　

分
業
的
に
結
果
を
共
同
惹
起
す
る
過
失
行
為
者
ら
に
、
主
観
的
な

結
合
要
素
が
あ
る
と
き
に
過
失
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
の
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（0

考
え
方
に
、
多
く
の
過
失
共
同
正
犯
肯
定
論
者
が
従
っ
た
。
例
え
ば
、

レ
ン
ツ
ィ
コ
フ
ス
キ
ー
は
、
過
失
共
同
正
犯
は
、
互
い
の
行
為
寄
与

の
た
め
の
、
共
同
の
行
為
計
画
の
双
方
向
的
な
自
己
拘
束
に
よ
っ
て

基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
す
る）

1（
（

。
ロ
ク
シ
ン
も
同
様
に
、
過
失
共
同
正
犯

と
い
う
構
成
の
実
務
上
の
必
要
性
は
、
会
議
体
決
定
の
場
合
に
特
に

大
き
い
こ
と
を
強
調
す
る）

11
（

。
過
失
共
同
正
犯
の
具
体
的
要
素
に
つ
い

て
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
法
的
に
許
さ
れ
な
い
危
険
創
出
の
際
の
客
観
的

共
働
と
共
同
の
計
画
に
お
い
て
予
定
さ
れ
た
寄
与
の
遂
行
を
要
求
す

る
）
11
（

。
過
失
共
同
正
犯
の
ほ
と
ん
ど
の
支
持
者
に
と
っ
て
、
共
同
正
犯

の
場
合
に
は
、
個
別
の

0

0

0

寄
与
と
法
益
侵
害
の
間
の
因
果
関
係
を
確
定

す
る
必
要
は
な
い）

11
（

。
因
果
関
係
の
要
求
は
、
帰
責
創
設
的
な
共
同
正

犯
に
よ
り
代
替
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
関
与
者
ら
が
共
同
で
結
果
を

惹
起
し
、
そ
れ
に
よ
り
共
同
正
犯
が
構
成
さ
れ
る
限
り
で
、
個
別
の

因
果
的
寄
与
を
問
う
こ
と
は
不
要
と
な
る
。

　

そ
う
し
て
、
過
失
共
同
正
犯
は
、
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー

事
件
に
お
け
る
集
合
責
任
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
個

別
の
賛
成
票
と
消
費
者
の
傷
害
結
果
の
間
の
因
果
関
係
が
あ
る
か
は
、

も
は
や
問
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
関
心
が
寄
せ
ら
れ
る
の
は
、
過
失
で

行
動
し
た
関
与
者
ら
が
、
主
観
的
結
合
要
素
の
存
在
を
伴
う
分
業
的

0

0

0

な
行
為
実
行

0

0

0

0

0

に
よ
り
、
共
同
で

0

0

0

結
果
を
惹
起
し
た
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
い
に
肯
定
的
に
答
え
ら
れ
る
限
り
で
、
全
関
与
者
は

過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
。
賛
成
票
を
投
じ
た
会

議
構
成
員
の
可
罰
性
の
基
礎
づ
け
の
た
め
の
重
点
は
、
む
し
ろ
彼
ら

の
全
体
寄
与

0

0

0

0

と
結
果
の
間
の
惹
起
関
係
に
あ
る
。
問
題
の
事
例
に
お

い
て
、
結
果
が
由
来
す
る
の
が
構
成
員
ら
に
よ
り
な
さ
れ
た
決
定
以

外
の
何
物
で
も
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
共
同
正
犯
に
よ
る

過
失
傷
害
の
可
罰
性
に
と
っ
て
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
学
説
と
は
反
対
に
、
過
失
犯
の
領
域

で
は
統
一
的
正
犯
概
念
に
こ
だ
わ
る
論
者
も
少
な
く
な
い
。
彼
ら
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
問
題
解
決
の
た
め
に
は
、
コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式

に
従
う
因
果
関
係
の
通
説
的
基
準
が
修
正
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
し
て
過
失
犯
の
領
域
に
お
け

る
具
体
的
な
因
果
の
説
明
を
放
棄
す
る
必
要
は
な
い
こ
と
に
な
る）

11
（

。

こ
の
見
解
は
、
主
に
プ
ッ
ペ
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
お
り
、
今
日
ま
で

大
き
な
影
響
力
が
あ
る
。

　

プ
ッ
ペ
の
見
解
に
よ
る
と
、
過
失
犯
の
領
域
に
お
い
て
、
個
別
の

行
為
者
の
寄
与
に
つ
い
て
の
因
果
の
説
明
が
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
。
プ
ッ
ペ
は
、
こ
の
点
に
関
し
、
因
果
の
説
明
に
関
す

る
新
た
な
基
準
0

0

を
展
開
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
審
査
さ
れ
る
べ
き

は
、
個
別
の
原
因
が
、
一
つ
の
十
分
最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
属
す
る
か
で
あ
る）

11
（

。
プ
ッ
ペ
の
解
決
案
は
、
一
方
で
、
結
果
を
、

存
在
論
的
意
味
で
の
「
具
体
的
態
様
に
お
い
て
」）

11
（

把
握
す
る
の
を
や
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（1

め
る
こ
と
を
予
定
す
る
。
む
し
ろ
、
法
益
状
態
の
不
良
変
更

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て

示
さ
れ
る
抽
象
的
結
果
を
問
題
と
す
る）

11
（

。
結
果
が
法
益
関
係
的
な
方

法
で
規
定
さ
れ
る
限
り
、
原
因
も
保
護
さ
れ
る
べ
き
法
益
状
態
を
悪

化
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

11
（

。
そ
し
て
プ
ッ
ペ
は
、
必
要

条
件
に
つ
い
て
判
断
す
る
コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式
を
、
抽
象
的
な
結

果
の
原
因
が
十
分
最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ

る
〔
と
き
に
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
〕、
と
い
う
よ
う
に
修
正
す

べ
き
こ
と
を
提
案
す
る）

1（
（

。
と
い
う
の
も
、
結
果
の
発
生
は
、
必
要
条

件
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
一
連
の
十
分
条
件
に
常
に
帰
せ
ら
れ
る

べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ッ
ペ
は
、
十
分
最
小
条
件
の
全
体
の
み
が

結
果
を
引
き
起
こ
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
全
体
0

0

だ
け
が
因
果
関
係

を
よ
く
根
拠
づ
け
る
と
い
う
言
語
分
析
哲
学
の
因
果
概
念
に
従
う）

11
（

。

そ
の
こ
と
か
ら
、
個
別
の
原
因
は
、
こ
の
十
分
な

0

0

0

全
体
の
必
要
的

0

0

0

構

成
要
素
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
因
果
概
念
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
プ
ッ
ペ
は
、

コ
ン
デ
ィ
テ
ィ
オ
公
式
が
十
分
最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素
〔
と

い
う
公
式
〕
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
結
論
を
引
き
出

す
。
そ
れ
に
よ
り
、
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
は
よ
り
よ

く
解
決
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
も
、
製
品
販
売
の
十
分
最
小
条
件
は
、

三
名
の

0

0

0

賛
成
に
よ
り
充
足
さ
れ
る
。
プ
ッ
ペ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

個
々
の
原
因
は
、
い
ず
れ
か
の

0

0

0

0

0

十
分
最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素

と
考
え
ら
れ
る）

11
（

。
そ
の
帰
結
は
、
各
賛
成
票
は
、
十
分
最
小
条
件
の

必
要
的
構
成
要
素
で
あ
り
、
全
四
票
が
傷
害
結
果
の
原
因
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
よ
り
説
明
さ
れ
る）

11
（

。
個
々
の
賛
成
票
が
結
果
の
原
因
を

な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
裁
判
所
が
過
失
傷
害
の
さ
ら
な
る
要
素
が

満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
定
す
れ
ば
、
個
々
の
構
成
員
は
単
独
で

0

0

0

過
失
傷
害
を
行
っ
て
い
る
と
い
い
う
る
。

3　

私
見

（
1
）
因
果
関
係
〔
条
件
関
係
〕

　

こ
こ
ま
で
学
説
に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
た
。
中
心
と
な
る
問
題

は
、
ど
の
見
解
が
よ
り
優
れ
て
い
る
か
で
あ
る
。
過
失
共
同
正
犯
の

中
核
的
論
拠
は
、
因
果
関
係
代
替
作
用
に
み
ら
れ
、
統
一
的
正
犯
概

念
説
は
、
個
別
寄
与
の
因
果
の
説
明
に
つ
い
て
の
基
準
の
修
正
に
関

係
す
る
。
こ
こ
で
は
、
個
別
の
行
為
寄
与
と
結
果
の
因
果
関
係
が
確

定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
を
、
批
判
的
に
検
討
す
る
こ
と
が

有
益
で
あ
る
。

　

プ
ッ
ペ
の
公
式
に
よ
る
因
果
の
説
明
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
で
い
う

十
分
最
小
条
件

0

0

0

0

0

0

と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
多
数
決

原
理
に
よ
れ
ば
、
会
議
体
の
決
定
が
下
さ
れ
る
の
は
、
五
名
中
三
名

の
取
締
役
が
賛
成
し
た
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
十
分
最
小
0

0

条

件
に
は
、（
A
＋
B
＋
C
）（
B
＋
C
＋
D
）（
A
＋
C
＋
D
）（
A
＋
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B
＋
D
）
と
い
う
四
つ
の
可
能
性

0

0

0

0

0

0

が
あ
る）

11
（

。
そ
こ
か
ら
プ
ッ
ペ
が
引

き
出
す
の
は
、
特
定
の
賛
成
票
と
結
果
の
間
の
因
果
関
係
の
存
在
は
、

そ
の
賛
成
票
が
四
つ
の
最
小
条
件
の
可
能
性
の
う
ち
一
つ
0

0

の
必
要
的

構
成
要
素
で
あ
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
こ
の
公

式
に
よ
れ
ば
、
全
四
票
が
結
果
に
対
し
て
因
果
的
で
あ
る）

11
（

。〔
し
か

し
、〕
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
説
は
、
そ
れ
に
と
り
核
と
な
る
最
小

条
件
が
常
に
流
動
的
か
つ
特
定
不
能
な
形
で
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
点
で
失
当
で
あ
る
。
十
分
最
小
条
件
が
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
、
十

分
最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素
も
確
定
不
能
で
は
な
い
か
が
問
題

と
な
る
。
例
え
ば
、
A
の
賛
成
票
は
、
た
し
か
に
三
つ
の
十
分
条
件

の
可
能
性
（
A
＋
B
＋
C
）（
A
＋
C
＋
D
）（
A
＋
B
＋
D
）
の
必

要
的
構
成
要
素
を
な
す
。
し
か
し
、（
B
＋
C
＋
D
）
の
必
要
的
構

成
要
素
で
は
な
い
。
因
果
の
説
明
に
際
し
て
、
最
後
の
可
能
性

〔（
B
＋
C
＋
D
）〕
が
審
査
さ
れ
る
べ
き
最
小
条
件
と
し
て
確
定
さ

れ
、
そ
う
し
て
A
の
賛
成
票
は
原
因
で
は
な
い
と
説
明
さ
れ
る
こ
と

に
な
ら
な
い
の
は
ど
う
し
て
か
、
な
お
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
だ

け
で
は
な
く
、
プ
ッ
ペ
は
、
全
て
の
賛
成
票
が
結
果
の
十
分
最
小
条

件
の
必
要
的
構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
が）

11
（

、
必
要
的
賛
成
票
四
票
0

0

か

ら
構
成
さ
れ
る
十
分
最
小
条
件
は
存
在
し
な
い）

11
（

。
プ
ッ
ペ
の
基
準
に

よ
っ
て
獲
得
で
き
る
の
は
、
特
定
の
個
別
の

0

0

0

0

0

0

十
分
条
件
の
必
要
的
構

成
要
素
で
は
な
く
、
全
て
の

0

0

0

十
分
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
プ
ッ
ペ
説
は
、
全
て
の
合
法
則
的
十
分

条
件
は
結
果
を
原
因
づ
け
る
関
係
に
あ
る
と
い
う
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
の

合
法
則
的
条
件
説
を
離
れ
る
も
の
で
は
な
い）

11
（

。

　

そ
れ
ゆ
え
、
問
題
の
事
例
に
お
け
る
因
果
の
説
明
は
、
合
法
則
的

条
件
公
式
に
よ
り
容
易
に
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
数
決
原

理
に
よ
り
、
五
人
体
制
の
会
議
体
に
お
け
る
決
定
に
は
、
多
く
の
可

能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
五
名
、
四
名
又
は
三
名
の
構
成
員
が
決
定

に
賛
成
す
る
場
合
で
あ
る
。
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
で

は
、
賛
成
四
票
と
い
う
二
つ
目
の
可
能
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

構
成
員
の
う
ち
ど
の
四
名
が
賛
成
し
た
か
が
確
定
可
能
で
あ
る
場
合
、

こ
の
賛
成
四
票
が
、
多
数
決
原
理
に
基
づ
き
、
欠
陥
製
品
を
流
通
に

置
く
決
定
へ
と
導
い
て
い
る）

1（
（

。
こ
の
帰
結
は
、
賛
成
し
た
取
締
役
の

数
が
五
名
に
増
え
て
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
個
別
の
行
為
者

の
寄
与
は
い
ず
れ
も
結
果
に
対
し
て
因
果
的
で
あ
る
。
合
法
則
的
条

件
説
を
用
い
て
、
過
失
に
よ
る
会
議
体
決
定
の
場
合
の
受
入
れ
可
能

な
解
決
が
作
出
さ
れ
う
る
。
要
す
る
に
、
因
果
の
説
明
を
過
失
の
共

同
正
犯
を
用
い
て
代
替
す
る
必
要
は
な
い）

11
（

。

（
2
）
結
果
帰
属
の
関
係

　

会
議
体
決
定
の
場
合
の
個
別
寄
与
の
因
果
の
説
明
が
合
法
則
的
条

件
説
に
よ
り
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
、
過
失
の
共
同
正
犯



過失共同正犯の因果関係代替作用について

（3

は
否
定
さ
れ
、
過
失
犯
の
統
一
的
正
犯
概
念
を
支
持
し
う
る
よ
う
に

も
思
え
る
。
も
っ
と
も
、
私
に
は
、
合
法
則
的
条
件
説
に
よ
る
因
果

の
説
明
が
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス

プ
レ
ー
事
件
の
解
釈
学
的
検
討
に
お
い
て
過
失
の
共
同
正
犯
と
い
う

法
的
構
成
が
余
計
な
も
の
に
な
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
過

失
の
共
同
正
犯
の
必
要
性
は
、
個
別
寄
与
の
結
果
帰
属
が
、
義
務
違

0

0

0

反
連
関

0

0

0

が
欠
け
る
た
め
に
否
定
さ
れ
て
し
ま
う
場
合
に
見
出
し
う
る）

11
（

。

　

つ
ま
り
、
個
別
の
行
為
者
の
寄
与
の
因
果
性
が
す
で
に
確
定
さ
れ

て
い
る
と
き
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
さ
ら
に
、
個
別
の
行
為
者

の
注
意
義
務
違
反
が
結
果
と
規
範
的
に
結
び
つ
く
か
が
問
わ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
検
討
に
際
し
て
は
、
合
法
的
な
代
替
的
行

為
が
行
わ
れ
た
場
合
に
結
果
が
欠
落
す
る
か
が
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
結
果
が
確
実
に
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
過
失
責
任
は

確
定
す
る）

11
（

。〔
し
か
し
、〕
合
法
的
な
代
替
的
行
為
の
場
合
の
義
務
違

反
連
関
の
評
価
手
法
を
五
名
中
四
名
の
構
成
員
が
賛
成
票
を
投
じ
た

上
述
の
ケ
ー
ス
に
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
個
別
の

0

0

0

構
成
員
の
票
と
結

果
の
間
の
義
務
違
反
連
関
は
疑
わ
し
い
。
例
え
ば
、
構
成
員
A
が
合

法
的
に
行
動
し
た
、
つ
ま
り
「
反
対
」
の
票
を
投
じ
た
場
合
で
あ
っ

て
も
、
結
果
は
他
の
三
名
の
賛
成
票
に
基
づ
き
、
多
数
決
原
理
に
よ

り
確
実
に
生
じ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
て
、
A
の
票
と
結
果
と

の
義
務
違
反
連
関
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
個
別
行
為
者
A

は
無
罪
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
帰
結
が
常
に
生
じ
る
。

同
じ
論
理
は
賛
成
し
た
他
の
構
成
員
に
も
あ
て
は
ま
る
。
そ
の
結
果
、

か
か
る
事
例
で
は
全
て
の
会
議
構
成
員
が
他
の
三
名
0

0

の
賛
成
票
の
存

在
ゆ
え
に
免
責
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る）

11
（

。

　

見
過
ご
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
合
法
則
的
条
件
説
に
よ
り
因

果
を
説
明
す
る
場
合
、
た
し
か
に
全
て
の
十
分
0

0

条
件
が
原
因
で
あ
る

と
説
明
さ
れ
う
る
が
、
十
分
全
体
条
件
に
依
拠
す
る
因
果
の
説
明
は

―
―
少
な
く
と
も
通
説
に
よ
れ
ば
―
―
義
務
違
反
連
関
の
審
査
に
は

妥
当
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
義
務
違
反
連
関
に
お
い
て
問
題
に
な
る

の
は
、
専
ら
、
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
行
為
が
必
要
的

0

0

0

で
あ
っ
た

か
の
仮
定
的
審
査
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
こ

の
行
為
者
の
注
意
義
務
違
反
行
為
が
結
果
に
と
り
必
要
的

0

0

0

で
あ
り
、

そ
の
た
め
合
法
的
な
代
替
的
行
為
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
結
果
が
生

じ
な
か
っ
た
か
否
か
で
あ
る）

11
（

。

　

ま
さ
に
注
意
義
務
に
違
反
す
る
個
別
構
成
員
の
賛
成
票
が
他
の
三

つ
の
賛
成
票
ゆ
え
に
結
果
に
と
り
必
要
的

0

0

0

と
は
思
わ
れ
な
い
た
め
に
、

義
務
違
反
連
関
は
否
定
さ
れ
、
そ
の
関
与
者
は
過
失
傷
害
を
犯
し
て

い
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
結
論
は
受
け
入
れ
が
た
い
。

取
締
役
会
決
定
に
関
す
る
類
似
の
事
件
で
全
て
の
取
締
役
が
常
に
不

可
罰
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る）

11
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
因
果
の
説
明
と

義
務
違
反
連
関
と
は
別
に
、
特
定
の
社
会
的
文
脈
で
相
互
に
結
び
つ
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け
ら
れ
る
個
別
行
為
者
ら
の
寄
与
を
行
為
者
共
同
体
の
全
体
0

0

寄
与
と

し
て
考
え
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
仲
介
的
な
審
査
段
階
が
必
要
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
り
、
義
務
違
反
連
関
の
審
査
に
際
し
て
、
義
務
違
反

の
全
体
0

0

寄
与
が
、
合
法
的
な
全
体
0

0

態
度
に
よ
り
代
替
し
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
、
行
為
者
共
同
体
が
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

合
法
的

行
為
を
し
た
場
合
に
も
結
果
が
発
生
し
た
か
を
探
求
で
き
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
仲
介
的
な
審
査
段
階
が
、
私
見
で
は
、
過
失
の
共
同
正
犯
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
殊
に
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
に
お
い

て
、
ど
の
構
成
員
も
、
当
人
の
独
自
の

0

0

0

寄
与
に
よ
り
―
―
つ
ま
り
賛

成
一
票
0

0

に
よ
り
―
―
欠
陥
製
品
を
市
場
に
も
た
ら
し
う
る
わ
け
で
は

な
い
。
欠
陥
製
品
の
流
通
は
、
製
品
販
売
に
つ
い
て
の
取
締
役
会
構

成
員
の
過
半
数
の
同
意
を
前
提
条
件
と
す
る
。
消
費
者
の
傷
害
は
そ

れ
ゆ
え
、
個
別
の
行
為
者
の
寄
与
か
ら
で
は
な
く
、
法
益
侵
害
に
つ

い
て
の
全
体
支
配

0

0

0

0

か
ら
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

よ
り
正
確
に
表
現
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
複
数
の
過
失
行

為
者
に
よ
る
加
害
事
象
に
関
し
、
共
同
の

0

0

0

行
為
支
配
の
形
式
が
存
在

す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
を
刑
法
的
に
は
共
同
正
犯
と
呼
び
う
る
。
私

見
に
よ
る
と
、
過
失
犯
に
お
け
る
結
果
帰
属
は
、
法
益
侵
害
の
全
体

0

0

0

0

0

0

0

事
象
に
対
す
る
注
意
義
務
違
反
行
為
に
よ
る
客
観
的
行
為
支
配

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
し

て
理
解
さ
れ
る
。
ル
ソ
ン
・
ペ
ー
ニ
ャ
と
デ
ィ
ア
ス
・
イ
・
ガ
ル
シ

ア
・
コ
ン
レ
ド
は
、
行
為
支
配
を
、
法
益
侵
害
事
象
の
成
否
と
態
様

に
関
す
る
純
粋
に
客
観
的
な
行
為
属
性
決
定
と
し
て
捉
え
た
が
、
こ

れ
に
よ
り
、
客
観
的
行
為
支
配
の
概
念
は
、
客
観
的
結
果
帰
属
に
転

用
さ
れ
う
る）

11
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。
我
々
は
さ
ら
に
、
客
観
的
行
為
支
配
を
、
全
て
の
合

法
則
的
条
件
の
取
捨
選
択
の
過
程
に
お
け
る
結
果
帰
属
の
決
定
的
基

準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
者
が
実
行
行
為
に
よ
り
そ

の
後
の
因
果
経
過
に
お
い
て
全
体
的
な
因
果
経
過
に
対
す
る
有
効
な

0

0

0

客
観
的
行
為
支
配

0

0

0

0

0

0

0

を
獲
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
者
に
結
果
を
帰

属
で
き
る
。
ロ
ク
シ
ン
の
用
語
法
に
よ
れ
ば
、
事
実
的
行
為
支
配
の

実
現
に
よ
り
、
法
益
侵
害
事
象
の
中
心
人
物

0

0

0

0

に
な
っ
た
者
が
正
犯
者

で
あ
り
、
結
果
は
そ
の
者
に
帰
属
さ
れ
る
。
結
果
帰
属
の
基
準
と
し

て
の
純
粋
に
客
観
的
な
行
為
支
配
と
い
う
概
念
は
、
故
意
犯
に
つ
い

て
で
だ
け
で
は
な
く
、
過
失
犯
に
も
妥
当
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
客
観

的
行
為
支
配
の
現
象
形
態
の
一
つ
お
よ
び
共
同
正
犯
に
お
け
る
集
合

責
任
の
根
拠
づ
け
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
う
る
機
能
的
行
為
支
配
と

い
う
考
え
方
は
、
そ
の
適
用
の
可
能
性
を
結
果
へ
の
過
失
的
協
働
の

分
野
に
見
出
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
複

数
の
行
為
者
ら
が
、
計
画
さ
れ
た
分
業
的
つ
な
が
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
中
で
、
個
々

の
寄
与
を
果
た
す
と
き
、
そ
れ
ら
の
個
々
の
行
為
は
、
全
体
行
為

0

0

0

0

の

構
成
部
分
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
。
複
数
の
過
失
行
為
者
ら
が
、
計

画
さ
れ
た
分
業
的
つ
な
が
り
の
中
で
行
動
し
て
い
る
限
り
で
、
そ
れ
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ら
の
個
々
の
寄
与
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
、
日
本
刑
法
六
〇

条
又
は
台
湾
刑
法
二
八
条
の
意
味
で
の
犯
罪
実
行
の
共
同
性
を
基
礎

づ
け
る
全
体
行
為

0

0

0

0

に
取
り
込
ま
れ
る
。
そ
の
限
り
で
、
過
失
の
共
同

正
犯
と
い
う
法
律
構
成
は
承
認
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う）

11
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。

　

上
記
事
例
の
解
決
に
戻
ろ
う
。
単
純
化
さ
れ
た
皮
革
ス
プ
レ
ー
事

件
で
は
、
全
て
の
賛
成
票
の
因
果
関
係
が
合
法
則
的
条
件
形
式
に
よ

り
確
認
さ
れ
る
限
り
で
、「
賛
成
」
票
を
投
じ
た
取
締
役
ら
が
、
健

康
侵
害
に
関
す
る
全
体
行
為

0

0

0

0

を
行
っ
た
か
否
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
彼
ら
の
全
体
行
為
が
法
益
侵
害
に
関
す
る
行
為
支
配
を

基
礎
づ
け
る
こ
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
過
失
の
共
同
正

犯
の
成
立
が
導
か
れ
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
結
果
帰
属
の
第
二
の
審

査
段
階
に
共
同
の
責
任
形
式
を
挿
入
す
る
こ
と
が
、
単
純
化
さ
れ
た

皮
革
ス
プ
レ
ー
事
件
の
解
決
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

過
失
の
共
同
正
犯
は
、
因
果
関
係
代
替
機
能
を
決
し
て
営
ま
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
会
議
体
決
定
の
事
例
に
お
い
て
、
義
務
違
反
連
関

な
い
し
「
規
範
的
な
結
果
帰
属
関
係
」
の
欠
如
を
補
う
作
用
を
提
供

す
る
の
で
あ
る
。

Ⅳ　

結
語

　

最
後
に
、
過
失
共
同
正
犯
の
採
用
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
「
因
果
関
係

代
替
」
機
能
に
つ
い
て
の
検
討
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
こ
と
を
ま
と
め

て
お
こ
う
。

1
．
刑
法
に
お
い
て
過
失
共
同
正
犯
の
因
果
関
係
代
替
作
用
と
い

う
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。

（
．
当
該
の
事
例
で
因
果
関
係
に
関
す
る
事
実
関
係
が
証
明
不
能

で
あ
れ
ば
、
過
失
で
行
動
し
た
関
与
者
ら
は
無
罪
と
す
べ
き
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
利
益
原
則
が
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
過
失

共
同
正
犯
の
承
認
に
よ
り
、
か
か
る
事
例
で
個
別
の
行
為
者
の

行
為
と
結
果
の
間
の
因
果
の
説
明
を
代
替
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
。

3
．
当
該
の
事
例
で
結
果
が
共
働
的
な
行
為
者
寄
与
に
よ
っ
て
惹

起
さ
せ
ら
れ
て
い
る
〔
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
〕
の
で
あ
れ
ば
、

行
為
者
ら
の
可
罰
性
を
認
め
る
た
め
に
、
過
失
共
同
正
犯
が
要

請
さ
れ
る
。
過
失
共
同
正
犯
が
、
会
議
体
決
定
の
場
合
の
義
務

違
反
連
関
の
欠
如
を
補
う
か
ら
で
あ
る
。

（
1
）　

日
本
刑
法
六
〇
条
は
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し

た
者
は
、
す
べ
て
正
犯
と
す
る
」
と
定
め
る
。
台
湾
刑
法
二
八
条

も
、「
二
人
以
上
共
同
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
者
は
、
皆
正
犯
と
す

る
」
旨
規
定
す
る
。
日
本
お
よ
び
台
湾
の
刑
法
に
は
、
間
接
正
犯
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（（

に
関
す
る
特
別
規
定
は
存
在
し
な
い
。

（
（
）　

争
い
に
関
し
て
、U

tsum
i, ZStW

 119 （（00（

）, S. （（1 ff.

の

み
を
参
照
。

（
3
）　

類
似
の
議
論
に
つ
き
、R

enzikow
ski, in: O

tto-FS, （00（, S. 
（（（ ff.

を
参
照
。

（
（
）　H

erzberg, T
äterschaft und T

eilnahm
e, 19（（, S. （3; 

Bottke, T
äterschaft und Gestaltungsherrschaft, 199（, S. 

（ （  ff.; Jescheck/W
eigend, A

T
, （. A

ufl., 199（, S. （（（; H
eine/

W
eißer, in: Schönke/Schröder, StGB, V

or 

§ （ （ Rn. 111.

（
（
）　Jescheck/W

eigend, A
T

, S. （（（; H
eine/W

eißer, in: 
Schönke/Schröder, StGB, V

or 
§ （ （ Rn. 11（.

（
（
）　O

LG Schlesw
ig N

StZ 19（（, 11（.

（
（
）　BGE 113 IV

, （（（ （19（（

）
を
参
照
。

（
（
）　

例
え
ば
、Gropp, A

T
, （. A

ufl., （01（, 
§ 1 0 Rn. （1（.

（
9
）　H

.-L. G
ünther, JuS 19（（, S. 3（（. 

こ
の
方
向
で
改
善
を

図
っ
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
の
解
決
と
し
て
、H

oyer, in: Puppe-
FS, （010, S. （（3 ff.

参
照
。

（
10
）　H

.-L. G
ünther, JuS 19（（, S. 3（（.

（
11
）　H

.-L. G
ünther, JuS 19（（, S. 3（（.

（
1（
）　

例
え
ば
す
で
に
、R

oxin, T
äterschaft und T

atherrschaft, 
（. A

ufl., （000, S. （0, （（3. 

ク
ナ
ウ
ア
ー
は
、
ロ
ク
シ
ン
説
に
賛
成

し
て
、
事
前
的
観
察
に
よ
る
法
益
侵
害
の
危
険
増
加
で
も
っ
て
足

り
る
と
し
た
。K

nauer, K
ollegialentscheidung im

 Strafrecht, 

（001, S. 1（（ff.; Schaal, Strafrechtliche V
erantw

ortlichkeit 
be Grem

ienentscheidungen im
 U

nternehm
en, （001, S. 

1（3 ff.; R
enzikow

ski, in: O
tto-FS, S. （（（ f.

参
照
。

（
13
）　O

tto, A
T

, （. A
ufl., （00（, 

§ （ 1 Rn. 11（; Schaal （Fn. 1 （

）, 
S. （0（ f.

（
1（
）　

例
え
ば
、Pfeiffer, Jura （00（, S. （（（.

（
1（
）　

正
当
に
も
、W

eißer, JZ 199（, S. （3（f.

（
1（
）　

批
判
に
つ
い
て
、Geppert, Jura （011, S. 3 3

も
参
照
。

（
1（
）　K

ohlrausch/Lange, StGB, S. 1（0; 

し
か
し
、
そ
れ
ら
は
全

て
、
拡
張
的
正
犯
概
念
を
前
提
と
す
る
。

（
1（
）　

例
え
ば
特
に
、K

nauer

（Fn. 1 （

）, S. 1（（ ff.; Puppe, GA
 

（00（, S. 13（ ff.

（
19
）　Puppe, GA

 （00（, S. 13（

も
参
照
。

（
（0
）　H

erzberg

（Fn. （ 

）, S. （3.

（
（1
）　Puppe, GA

 （00（, S. 13（.

（
（（
）　

第
一
の
事
例
状
況
に
つ
い
て
の
類
似
の
見
解
と
し
て
、K

raatz, 
D

ie fahrlässige M
ittäterschaft, （00（, S. 3（（ff.

参
照
。

（
（3
）　BGH

St 3（, 10（ （1990

）.

（
（（
）　Sam

son StV
 1991, S. 1（（; Puppe, JR 199（, S. 3 1 f.

参
照
。

（
（（
）　Satzger, Jura （01（, S. 1（（ ff.

（
（（
）　O

tto, in: Spendel-FS, S. （（1 ff.; H
ilgendorf, N

StZ 199（, 
S. （（3; R

enzikow
ski, R

estriktiver T
äterbegriff und 

fahrlässige Beteiligung, 199（, S. （（（ ff.; ders., in: O
tto-FS, 
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S. （（3ff.; W
eißer, JZ 199（, S. （3（ ff; K

am
m

, D
ie fahrlässige 

M
ittäterschaft, 1999, S. 199 ff.; K

nauer 

（Fn. 1 （

）, S. 1（1ff.; 
Schaal

（Fn. 1 （

）, S. （10 ff.; Pfeiffer, Jura （00（, S. （19 ff.; 
R

oxin, A
T

/（, 

§ （ （ Rn. （39 ff. 

そ
こ
に
さ
ら
な
る
文
献
も
示
さ

れ
て
い
る
。

（
（（
）　

刑
法
上
の
結
果
帰
属
に
関
す
る
論
考
に
お
い
て
す
で
に
、
オ
ッ

ト
ー
は
、
共
同
正
犯
の
意
味
で
の
共
同
責
任
は
過
失
犯
の
領
域
で

も
可
能
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
の
テ
ー
マ
に

関
す
る
詳
細
な
考
察
は
、
後
の
論
考
に
み
ら
れ
る
。O

tto, in: 
M

aurach-FS, S. 10（; ders., in: Spendel-FS, S. （（（ ff.

参
照
。

（
（（
）　O

tto, in: Spendel-FS, S. （（（.

（
（9
）　O

tto, in: Spendel-FS, S. （（（.

（
30
）　

そ
の
こ
と
に
つ
き
、O

tto, A
T

, 

§ （ 1 Rn. 11（
参
照
。

（
31
）　R

enzikow
ski 

（Fn. （ （

）, S. （（（ ff.; ders., in: O
tto-FS, S. 

（（9 ff.

（
3（
）　R

oxin, A
T

/（, （003, 

§ （ （ Rn. （（1.

（
33
）　R

oxin （Fn. 1 （

）, S. （3（ f.

（
3（
）　

例
え
ば
す
で
に
、R

oxin 

（Fn. 1 （

）, S. （0, （（3; 

ク
ナ
ウ
ア
ー

は
、
ロ
ク
シ
ン
説
に
賛
成
し
て
、
事
前
的
観
察
に
よ
る
法
益
侵
害

の
危
険
増
加
で
も
っ
て
足
り
る
と
し
た
。K

nauer

（Fn. 1 （

）, S. 
1（（ ff.; Schaal （Fn. 1 （

）, S. 1（3 ff.; R
enzikow

ski, in: O
tto-FS, 

S. （（（ f.

参
照
。

（
3（
）　O

tto, A
T

, 

§ （ 1 Rn. 11（; Schaal （Fn. 1 （

）, S. （0（ f.

（
3（
）　Puppe, JR 199（, S. 3 （ f.; dies., GA

 （00（, S. 1（9 ff. 

そ
の

他
の
見
解
に
つ
き
、Satzger, Jura （01（, S. 193

参
照
。

（
3（
）　

さ
ら
に
、
製
造
物
責
任
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
因
果
関
係
に
関
す

る
こ
の
見
解
に
は
ク
ー
レ
ン
も
賛
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き

る
。K

uhlen, JZ 199（, S. 11（（

参
照
。

（
3（
）　Puppe, GA

 199（, S. 300.

（
39
）　Puppe, ZStW

 9 （ （19（0

）, S. （（0.

（
（0
）　

そ
れ
ゆ
え
プ
ッ
ペ
に
と
っ
て
は
、
結
果
の
規
範
的

0

0

0

な
規
定
が
問

題
と
な
る
。Puppe, GA

 199（, S. （9（ ff.; H
ilgendorf, GA

 199（, 
S. （（（

参
照
。

（
（1
）　Puppe, N

K
-StGB, V

or 

§ 1 3 Rn. 10（.

（
（（
）　K

indhäuser, Gefährdung als Straftat, S. （ 3 ff.

（
（3
）　Puppe, A

T
/1, 1. A

ufl., （00（, 

§ （  Rn. （9; 

類
似
す
る
の
は
、

H
ilgendorf, N

StZ 199（, S. （（（ f.

（
（（
）　

と
り
わ
け
、Puppe, A

T
/1, 

§ （  Rn. （9.

（
（（
）　Puppe, A

T
/1, 

§ （  Rn. （9.

（
（（
）　

例
え
ば
、（
B
＋
C
＋
D
）
を
み
れ
ば
、
A
の
賛
成
票
は
こ
の

最
小
条
件
の
必
要
的
構
成
要
素
で
は
な
い
。
し
か
し
、
プ
ッ
ペ
に

よ
れ
ば
、
こ
の
可
能
性
を
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
は
な
く
、
い
ず
れ
か
の
他
の

0

0

0

0

0

0

0

可
能
性
を
採
用
し
う
る
。（
A
＋
B

＋
C
）、（
A
＋
C
＋
D
）
又
は
（
A
＋
B
＋
D
）
の
可
能
性
を
と

れ
ば
、
A
の
票
は
結
果
の
原
因
と
な
る
。
こ
の
検
討
は
、
B
、
C

お
よ
び
D
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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失
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す
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さ
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