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一
　
は
じ
め
に

　
従
来
、
わ
が
国
や
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例
は
、
幇
助
犯
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
て
き
た
。
幇
助
犯
の
成
立
に
は
、

幇
助
行
為
性
・
因
果
関
係
・
幇
助
故
意
が
必
要
で
あ
る
。
幇
助
行
為
と
は
、
犯
罪
実
行
を
容
易
に
す
る
行
為
で
あ
る
。
幇
助
の
因
果
関
係

に
つ
い
て
は
、
幇
助
行
為
が
な
け
れ
ば
正
犯
の
実
行
行
為
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
条
件
関
係
は
必
要
で
は
な
く
、
幇
助
行

為
に
よ
っ
て
、
正
犯
の
実
行
が
容
易
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
れ
ば
足
り
る
。
幇
助
故
意
は
、
未
必
的
故
意
で
足
り
る
。

　
こ
の
考
え
方
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
次
の
場
合
、
Ｘ
に
幇
助
犯
は
成
立
す
る
か
。「
金
物
屋
Ｘ
は
、
客
Ａ
が
住
居
侵
入
を
計
画
し
て

い
る
こ
と
を
偶
然
知
っ
た
が
、
自
分
に
は
関
係
な
い
と
思
っ
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
販
売
し
た
。
Ａ
は
そ
の
ド
ラ
イ
バ
ー
で
住
居
侵
入
を

行
っ
た
」。
Ｘ
が
売
っ
た
ド
ラ
イ
バ
ー
は
、
実
際
に
Ａ
に
よ
る
住
居
侵
入
を
容
易
に
し
た
の
で
あ
り
、
Ｘ
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

れ
ば
、
因
果
関
係
も
、
故
意
も
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
従
来
か
ら
の
幇
助
の
成
立
要
件
に
あ
て
は
め
れ
ば
、
Ｘ
に
は
住
居
侵
入
罪
の
幇

助
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
Ｘ
は
い
つ
も
仕
事
で
し
て
い
る
よ
う
に
ド
ラ
イ
バ
ー
を
販
売
し
た
に
す
ぎ
ず
、
販
売
し
た
物

も
、
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
日
用
品
で
あ
る
。
し
か
も
、
Ｘ
は
Ａ
の
住
居
侵
入
を
助
け
よ
う
と
は
思
っ
て
も
い
な
い
。
Ｘ
は
、
常
に
幇
助
犯
と

し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
従
来
か
ら
の
幇
助
犯
の
成
立
要
件
は
、
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
右
の
金
物
屋
の
事
例
（
従
来
の
幇
助
犯
の
成
立
要
件
に
よ
れ
ば
幇
助
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
で
良
い
の
か
が
問
題
と
な
る
事
例
）
は
、
一
般

に
中
立
的
行
為
の
事
例
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
中
立
的
行
為
事
例
を
素
材
に
、
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
の
限
定
を
試
み
る
。

ま
ず
、
中
立
的
行
為
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
、
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
解
決
方
針
を
述
べ
る
（
第
二
章
）。
そ
し
て
、
裁
判
所
に

よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
・
学
説
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
概
観
し
、
見
解
の
一
致
と
対
立
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
三
章
・
第
四

章
）。
そ
の
上
で
、
処
罰
範
囲
限
定
理
論
の
提
示
を
試
み
る
（
第
五
章
）。
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二
　
中
立
的
行
為
の
意
味
と
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
解
決
方
針

㈠
　
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
的
行
為
」

　
ま
ず
、
中
立
的
行
為
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
裁
判
所
は
、
中
立
的
行
為
を
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
の
か
。
わ
が
国
の
裁
判

所
が
、
中
立
的
行
為
に
つ
い
て
言
及
し
た
事
例
は
一
つ
し
か
な
い
。
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
の
ウ
ィ
ニ
ー
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
不
特

定
多
数
に
提
供
し
た
開
発
者
が
、
著
作
権
法
違
反
幇
助
に
問
わ
れ
た
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
で
あ
る
。
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
一

年
一
二
月
、
被
告
人
の
無
罪
判
決
が
確
定
し
た
。
開
発
者
に
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
一
審
の
判（
1
）決を
、
二
審
が
破
棄（
2
）し、
最
高
裁
が
そ

の
上
告
を
棄
却
し
た
の
で
あ（
3
）る。

一
審
、
二
審
、
最
高
裁
で
、
そ
れ
ぞ
れ
理
論
構
成
は
異
な
る
も
の
の
、
ウ
ィ
ニ
ー
は
価
値
中
立
的
な
ソ

フ
ト
で
あ
る
と
し
た
点
、
価
値
中
立
的
な
ソ
フ
ト
の
提
供
行
為
に
つ
き
幇
助
犯
の
広
範
な
成
立
を
否
定
し
た
点
は
、
い
ず
れ
も
共
通
し
て

い
る
。
価
値
中
立
的
な
ソ
フ
ト
と
は
、
適
法
な
用
途
に
も
違
法
な
用
途
に
も
利
用
可
能
な
ソ
フ
ト
の
こ
と
で
あ
る
、
と
一
貫
し
て
説
明
さ

れ
て
い
る
。
二
審
は
、
価
値
中
立
的
な
ソ
フ
ト
を
提
供
す
る
行
為
を
「
価
値
中
立
の
行
為
」
と
呼
ぶ
。
最
高
裁
反
対
意
見
に
お
い
て
、
大

谷
剛
彦
裁
判
官
は
、
寄
与
を
利
用
す
る
行
為
者
の
目
的
に
よ
っ
て
、
法
益
侵
害
の
危
険
性
の
有
無
が
異
な
る
行
為
を
、「
価
値
中
立
的
行

為
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ド
イ
ツ
に
は
、
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
を
問
題
と
し
た
と
い
わ
れ
る
一
連
の
判
例
が
存
在
す（
4
）る。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

中
立
的
行
為
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
詳
細
に
定
義
し
て
は
い
な
い
。
た
だ
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
を
、
中
立
的

行
為
と
解
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
争
わ
れ
た
事

例
に
お
い
て
、
職
業
上
典
型
的
な
「
中
立
的
行
為
」
に
適
用
さ
れ
る
一
般
原
則
を
繰
り
返
し
示
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
（
例
え
ば
、BG

H
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N
JW

 2000, 3010

）。
な
お
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
示
す
一
般
原
則
は
、「
中
立
的
な
」
日
常
的
行
為
に
も
適
用
可
能
で
あ
る
と
述
べ
る
判

例
も
あ（
5
）る。

と
す
れ
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
や
、
日
常
的
行
為
を
、
中
立
的
行
為
と
捉
え
て
い
る
と
考
え
て

良
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
と
同
じ
く
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
を
問
題
と
し
な
が
ら
、
中
立
的

行
為
の
内
容
を
、
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
説
明
と
同
じ
よ
う
に
は
説
明
し
て
い
な
い
。

　
学
説
に
お
い
て
も
、
中
立
的
行
為
に
つ
い
て
、
定
ま
っ
た
説
明
は
な
い
。
例
え
ば
、
そ
の
行
為
を
実
際
に
行
う
者
が
、
そ
の
行
為
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
犯
罪
行
為
と
無
関
係
な
、
法
的
に
否
認
さ
れ
て
い
な
い
目
的
を
追
求
し
て
い
る
た
め
に
、
誰
に
対
し
て
も
行
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
一
切
の
行
為
と
い
う
説
明
が
あ（
6
）る。

ま
た
、
日
常
ご
く
ふ
つ
う
に
な
さ
れ
る
行
為
と
い
っ
た
説（
7
）明や

、
日
常
的
で
、
少
な

く
と
も
外
形
上
は
犯
罪
的
な
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
行
為
と
い
っ
た
説（
8
）明も
あ
る
。

　
右
の
様
々
な
説
明
は
、
中
立
的
行
為
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
一
方
で
、
中
立
的
行
為
と
い
う
概
念
は
存

在
し
な
い
と
の
見
解
も
、
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い（
9
）る。
連
邦
通
常
裁
判
所
（BG

H
 N

JW
 2000, 3010

）
は
、
こ
の
有
力
説
を
支
持
し
、

「
日
常
的
行
為
も
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
も
、
全
て
の
事
案
で
中
立
的
で
は
な
）
10
（

い
」
と
述
べ
て
、
中
立
的
行
為
の
概
念
を
否
定
し
て
い

る
。
先
述
の
と
お
り
、
連
邦
通
常
裁
判
所
（BG

H
 N

JW
 2000, 3010

）
は
、「
中
立
的
行
為
」
に
適
用
さ
れ
る
一
般
原
則
を
示
し
て
お
り
、

中
立
的
行
為
と
い
う
概
念
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
同
じ
判
決
文
中
で
、
中
立
的
行
為

の
概
念
を
認
め
な
が
ら
、
一
方
で
は
中
立
的
行
為
の
概
念
を
否
定
し
て
い
る
た
め
、
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ

が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
使
用
す
る
「
中
立
的
行
為
」
の
意
味
が
、
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
と
考
え
れ
ば
、
矛
盾
は
し
て
い
な
い
。
連
邦

通
常
裁
判
所
が
、「
中
立
的
行
為
」
に
適
用
さ
れ
る
一
般
原
則
を
示
す
際
、
こ
の
文
脈
で
の
「
中
立
的
行
為
」
と
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る

よ
う
に
見
え
る
行
為
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
が
、「
日
常
的
行
為
も
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
も
、
全
て
の
事

案
で
中
立
的
で
は
な
い
」
と
述
べ
る
際
、
こ
の
文
脈
で
の
「
中
立
的
行
為
」
と
は
、
可
罰
的
な
文
脈
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
を
持
た
な
い
行
為
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
般
的
に
は
、「
中
立
的
行
為
」
と
い
う
概
念
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
の
指
摘

が
あ
）
11
（

る
。
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
説
明
が
、
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
を
、
事
案
に
応
じ
て
、

い
い
換
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
同
じ
く
、
学
説
の
説
明
が
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え

る
行
為
の
捉
え
方
が
、
事
案
に
応
じ
て
・
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行

為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。

　
中
立
的
行
為
事
例
と
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
の
こ
と
で
あ
る
。

典
型
的
な
幇
助
犯
の
事
例
で
も
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
事
案
は
あ
り
う
る
。
つ
ま
り
、
中
立
的
行
為
事
例
は
、
典
型
的
な
幇

助
犯
の
事
例
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
、
特
殊
な
事
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
わ
が
国
で
初
め
て
、
判
決
文
中
に
「
価
値
中
立
的
行
為
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
で

初
め
て
、
従
来
と
は
異
な
る
、
何
か
特
別
な
行
為
類
型
が
問
題
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
に
、
わ
が
国
の

裁
判
所
が
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
を
、「
価
値
中
立
的
行
為
」
と
名
づ
け
た
初
め
て
の
事
件
が
、
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
で

あ
っ
た
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。

㈡
　「
中
立
的
行
為
」
概
念
の
そ
の
他
の
意
味
に
つ
い
て

　
連
邦
通
常
裁
判
所
が
、「
中
立
的
行
為
」
を
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
を
持
た
な
い
行
為
と
い
う
意
味
で
使
い
、
そ
の
意
味
で
の
「
中

立
的
行
為
」
概
念
を
否
定
し
た
こ
と
は
、
中
立
的
行
為
の
議
論
に
お
け
る
一
部
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
否
定
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
部
の

学
説
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
中
立
的
行
為
事
例
の
中
に
、
刑
法
に
よ
る
分
析
に
抗
し
う
）
12
（
る
、
本
質
的
に
害
の
な
）
13
（
い
、
類
型

的
に
社
会
的
に
相
当
な
行
）
14
（

為
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ

て
、
処
罰
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
（
そ
の
方
法
と
し
て
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
と
は
別
の
特
殊
な
限
定
理
論
を
構
築
す
る
方
法
を
と
る
も
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の
と
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
方
法
を
と
る
も
の
が
い
る
）。
し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
お
よ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
を

可
罰
的
な
文
脈
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
て
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
の
存
在
を
否
定
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
行

為
に
よ
っ
て
、
犯
罪
実
行
を
促
進
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
類
型
な
ど
は
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。

　
な
お
、
中
立
的
行
為
に
は
、
既
に
述
べ
た
二
つ
の
意
味
と
は
別
の
意
味
も
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
（BG

H
 N

JW
 2000, 3010

）
は
、

被
告
人
の
行
為
は
「
中
立
的
な
仕
事
」
の
範
囲
を
超
え
て
い
る
と
述
べ
て
、
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
の
充
足
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
主

観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
、
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
展
開
す
る
。
こ
こ
で
連
邦
通
常
裁
判
所
の
い
う
、「
中
立
的
」
な
行
為
と
は
、
既
に

挙
げ
た
二
通
り
の
意
味
と
は
異
な
り
、
幇
助
の
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
な
い
と
判
断
さ
れ
た
行
為
を
意
味
す
る
と
解
釈
で
き
る
。

　BG
H
 N

JW
 2000, 3010

で
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
、「
中
立
的
行
為
」
が
三
通
り
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
立
的
行
為

の
概
念
に
複
数
の
意
味
を
与
え
る
こ
と
は
、
議
論
の
混
乱
を
招
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
中
立
的
行
為
と
は
、
誰
し
も
存
在
を
認
め
る
「
可

罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
」
の
み
を
意
味
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
、
中
立
的
行
為
と
は
、「
可
罰
性
が

欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

㈢
　
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
解
決
方
針

　
で
は
、
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
解
決
方
針
が
と
ら
れ
る
べ
き
か
。
中
立
的
行
為
に
関
す

る
初
期
の
議
論
に
お
い
て
は
、
結
論
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
と
は
別
の
、
特
殊
な
基
準
の
提
示
に
よ
っ

て
中
立
的
行
為
事
例
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
っ
）
15
（
た
。
し
か
し
、
提
示
さ
れ
た
特
別
な
理
論
が
処
罰
感
情
に
合
っ
た
基
準
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
幇
助
犯
一
般
に
適
用
し
得
な
い
の
な
ら
ば
、
場
当
た
り
的
な
基
準
で
あ
る
と
の
評
価
を
免
れ
な
い
。
一
定
の
行
為
類
型
の

み
に
適
用
可
能
な
、
特
別
な
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
提
示
す
る
と
い
う
方
法
は
、
既
に
支
持
を
失
っ
て
い
）
16
（
る
。
最
近
で
は
、
正
当
に
も
、
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幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
と
い
う
方
法
で
、
処
罰
範
囲
限
定
理
論
が
構
築
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。「
中
立
的
行
為
」
は
、

特
別
の
行
為
類
型
で
は
な
く
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
を

再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
制
限
す
る
と
い
う
方
針
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
以
上
、
中
立
的
行
為
と
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
限

定
理
論
は
、
結
論
の
妥
当
性
を
導
く
基
準
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
幇
助
犯
一
般
に
適
用
さ
れ
る
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確

認
し
た
。
次
章
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
概
観
・
検
討
す
る
。

三
　
裁
判
所
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論

㈠
　
ド
イ
ツ
の
判
例
の
動
向

　
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
当
初
、
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
を
肯
定
す
る
に
は
、
関
与
者
に
特
殊
な
主
観
的
成
立
要
件
で
あ
る
促
進
意
思

が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
（
促
進
意
思
の
理
論
）。
促
進
意
思
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
関
与
者
に
犯
罪
行
為
の
認
識
が
あ
っ
て

も
、
関
与
者
の
意
思
が
犯
罪
の
促
進
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
幇
助
故
意
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
促
進
意
思
の
理
論
が

示
さ
れ
て
い
る
判
例
と
し
て
は
、
被
拘
禁
者
の
逃
走
の
手
助
け
を
計
画
す
る
被
拘
禁
者
の
家
族
に
対
し
、
そ
の
行
為
は
犯
罪
に
な
ら
な
い

と
誤
っ
て
助
言
し
た
弁
護
士
の
行
為
は
、
被
拘
禁
者
解
放
罪
の
幇
助
に
あ
た
る
と
し
た
原
審
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
判
）
17
（
例
、
弁
護
士
の

同
僚
か
ら
、
自
己
の
行
為
が
訴
訟
当
事
者
に
対
す
る
背
信
行
為
に
あ
た
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
助
言
を
求
め
ら
れ
、
誤
っ
て
、
法
律
上

問
題
は
な
い
と
答
え
た
弁
護
士
の
行
為
は
、
当
事
者
に
対
す
る
背
信
の
幇
助
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
判
例
な
ど
が
あ
）
18
（

る
。
促
進
意
思
の
理

論
は
、
帝
国
裁
判
所
だ
け
で
な
く
、
連
邦
通
常
裁
判
所
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
近
時
、
促
進
意
思
の
理
論
に
依
拠
し
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た
判
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。

　
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
中
立
的
行
為
事
例
で
は
、
基
本
的
に
以
下
の
一
般
原
則
を
示
し
て
い
る
。
①
正
犯

の
行
為
が
、
も
っ
ぱ
ら
可
罰
的
行
為
を
な
す
こ
と
を
目
標
と
し
、
関
与
者
が
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
寄
与
行
為
は
、
幇
助

行
為
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
②
関
与
者
が
、
そ
の
寄
与
が
正
犯
に
ど
の
よ
う
に
利
用
さ
れ
る
の
か
を
知
ら

ず
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
実
行
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
思
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は
通
常
、
ま
だ
可
罰

的
な
幇
助
行
為
と
し
て
評
価
し
得
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
者
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
た
可
罰
的
行
為
の
危
険
性
が
、
援
助
行
為
に
よ
っ
て
、

認
識
可
能
な
犯
罪
化
傾
向
が
あ
る
正
犯
の
促
進
を
さ
せ
た
と
い
う
ほ
ど
に
高
か
っ
た
場
合
は
別
で
あ
る
。

　
こ
の
①
・
②
の
一
般
原
則
が
示
さ
れ
て
い
る
判
例
と
し
て
は
、
企
業
目
的
が
投
資
資
金
を
詐
欺
的
に
獲
得
す
る
こ
と
の
み
に
あ
る
会
社

の
た
め
に
、
経
済
状
況
や
先
物
取
引
の
危
険
性
に
つ
い
て
記
載
し
た
、
顧
客
獲
得
の
た
め
の
小
冊
子
を
作
成
し
、
提
供
し
た
弁
護
士
の
行

為
は
、
詐
欺
の
幇
助
に
あ
た
る
と
し
た
原
審
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
判
）
19
（
例
、
資
本
収
益
を
納
め
た
く
な
い
と
考
え
る
顧
客
の
資
金
を
、

顧
客
の
匿
名
性
を
確
保
し
つ
つ
、
外
国
へ
送
金
し
た
銀
行
員
の
行
為
は
、
脱
税
の
幇
助
に
あ
た
る
と
し
た
判
）
20
（

例
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の

国
境
警
備
の
た
め
の
地
雷
の
敷
設
に
関
す
る
命
令
の
起
草
に
協
力
し
た
国
境
警
備
軍
の
副
司
令
官
二
名
の
行
為
は
、
殺
人
等
の
幇
助
に
あ

た
ら
な
い
と
し
た
判
）
21
（

例
な
ど
が
あ
る
。

　
な
お
、
中
立
的
行
為
事
例
に
つ
き
、
前
述
の
①
・
②
の
一
般
原
則
を
示
し
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
近
時
の
判
例
と
は
、
や
や
異
な
っ

た
傾
向
を
示
す
も
の
と
し
て
マ
ン
ネ
ス
マ
ン
事
件
判
決
が
あ
る
。
マ
ン
ネ
ス
マ
ン
事
件
で
は
、
取
締
役
に
、（
雇
用
契
約
に
お
い
て
あ
ら
か

じ
め
取
り
決
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
も
っ
ぱ
ら
報
酬
の
性
質
を
持
ち
、
企
業
に
将
来
的
に
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
）
特
別
の
支
払
い
を
与
え
る
こ
と

を
承
認
す
る
た
め
の
監
査
役
会
の
決
議
を
準
備
し
、
実
行
に
移
し
た
取
締
役
代
表
ら
の
行
為
が
、
背
任
の
幇
助
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
。

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
ら
の
行
為
は
背
任
の
幇
助
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
原
審
を
破
棄
し
、
差
し
戻
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、

幇
助
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
中
立
的
行
為
事
例
に
関
す
る
近
時
の
判
例
の
処
罰
範
囲
限
定
理
論
が
こ
れ
か
ら
も
指
導
的
役
割
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を
果
た
す
の
か
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
に
よ
っ
て
も
、
十
分
に
処
罰
範
囲
を
限
定
し
得
な
い
の
か
否
か
は
、
未
解

決
の
ま
ま
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
近
時
の
判
例
の
処
罰
範
囲
限
定
理
論
に
依
拠
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
ら
の
行
為
に
つ

き
背
任
の
幇
助
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
と
し
）
22
（
た
。
本
判
決
は
、
①
・
②
の
一
般
原
則
を
示
し
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
、
近
時
の
判
例
の

傾
向
に
対
し
て
疑
問
を
提
示
し
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

㈡
　
ド
イ
ツ
の
判
例
の
検
討

　
促
進
意
思
を
要
求
す
る
判
例
の
意
義
は
、
関
与
者
が
犯
罪
実
行
を
確
定
的
に
認
識
し
て
い
た
と
き
に
も
、
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た

点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
な
ら
ば
幇
助
故
意
が
認
め
ら
れ
る
場
面
で
、
幇
助
故
意
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
こ
と
で
、
幇
助
犯
の
処
罰

範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
促
進
意
思
の
要
件
は
、
幇
助
犯
一
般
の
成
立
要
件
で
は
な
く
、
一
定
の
事
例
に
限
っ
て
利
用
可
能
な
特
殊
な
成
立
要
件
で

あ
）
23
（

る
。
結
論
の
妥
当
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
と
は
別
の
、
特
殊
な
基
準
の
提
示
に
よ
っ
て
中
立
的
行
為
事
例

を
解
決
し
よ
う
と
す
る
促
進
意
思
の
理
論
は
、
批
判
の
対
象
に
な
り
こ
そ
す
）
24
（

れ
、
支
持
す
る
見
解
は
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
見
あ
た
ら
な
い
。

　
次
に
、
前
述
の
①
・
②
の
一
般
原
則
を
示
し
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
近
時
の
判
例
理
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
近
時
の
判
例
理
論
は
、

幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
と
評
価
さ
れ
て
い
）
25
（

る
。
た
だ
、
判
例
の
一
般

原
則
は
、
幇
助
の
主
観
的
成
立
要
件
に
関
す
る
原
則
な
の
か
、
客
観
的
成
立
要
件
に
関
す
る
原
則
な
の
か
は
、
明
確
で
な
い
。

　
①
・
②
の
基
準
を
、
幇
助
の
主
観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
挙
げ
、
幇
助
故
意
の
有
無
を
検
討
す
る
判
例
が
あ
）
26
（

る
。
さ
ら
に
、
①
・
②
の

基
準
は
、
主
観
的
成
立
要
件
に
関
す
る
基
準
で
あ
る
と
述
べ
る
判
例
が
あ
）
27
（
る
。
と
す
れ
ば
、
判
例
の
①
・
②
の
基
準
は
、
主
観
的
成
立
要

件
に
関
す
る
基
準
と
も
考
え
ら
れ
る
。
①
の
基
準
は
、
確
定
的
故
意
あ
る
と
き
は
可
罰
的
で
あ
る
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
幇
助
故
意
の
理

解
を
確
認
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
②
の
基
準
は
、
処
罰
範
囲
限
定
理
論
と
し
て
機
能
す
る
。
裁
判
所
は
、
未
必
的
故
意
の
概
念
を
、
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従
来
よ
り
も
狭
く
解
し
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
実
行
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
思
っ
て
い
た
だ
け
で
は
、
未
必
的
故

意
を
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
実
行
に
利
用
さ
れ
る
「
蓋
然
性
が
非
常
に
高
い
と
思
っ
て
い
た
こ
）
28
（

と
」
が
必
要
で
あ

る
と
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
な
ら
ば
、
未
必
的
故
意
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
、
幇
助
犯
に
お
い
て

は
、
常
に
確
定
的
故
意
を
要
求
す
る
に
近
い
帰
結
が
導
か
れ
る
恐
れ
が
あ
る
。
過
度
に
処
罰
範
囲
が
広
が
る
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
実
行
に
利
用
さ
れ
る
蓋
然
性
が
非
常
に
高
い
と
思
っ
て
い
た
場
合
に
の
み
幇
助
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
、

妥
当
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
典
型
的
な
幇
助
が
広
く
不
可
罰
と
な
っ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
従
来
か
ら
の
一
般
的
成

立
要
件
で
あ
る
故
意
の
認
定
を
慎
重
に
行
う
こ
と
で
対
処
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
も
し
、
前
述
の
マ
ン
ネ
ス
マ
ン
事
件
判
決
が
、
こ
の
よ

う
な
意
味
で
、
最
近
の
判
例
の
傾
向
に
対
し
て
、
疑
問
を
提
起
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。

　
一
方
、
判
例
は
、
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
依
拠
し
て
い

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
29
（
る
（
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
と
す
れ
ば
、
判
例
の
一
般
原
則
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
と
同
じ
く
、

幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。
実
際
に
、
①
の
基
準
に
よ
っ
て
、
客
観
的
成
立
要
件
該
当
性
を
否
定

し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
判
例
が
あ
）
30
（
る
。
近
時
の
判
例
の
一
般
原
則
は
、
従
来
の
幇
助
の
主
観
的
成
立
要
件
を
制
限
す
る
基
準
な
の
か
、
客

観
的
成
立
要
件
を
制
限
す
る
基
準
な
の
か
は
明
確
で
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件
の
制
限
を
行
う
こ
と
を
否
定
し

て
は
い
な
い
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

㈢
　
わ
が
国
の
判
例
・
裁
判
例
の
動
向

　
わ
が
国
に
お
い
て
、
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
争
わ
れ
た
と
い
え
る
事
例
は
多
く
は
な
）
31
（
い
。
以
下
に
挙
げ
る
判
例
・
裁
判

例
は
、
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
争
わ
れ
た
と
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
）
32
（

る
。

　
ま
ず
、
い
わ
ゆ
る
ホ
テ
ト
ル
の
経
営
者
の
依
頼
を
受
け
て
ピ
ン
ク
チ
ラ
シ
を
ま
と
め
た
宣
伝
用
小
冊
子
を
作
成
し
た
印
刷
業
者
の
行
為
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が
、
売
春
周
旋
罪
の
幇
助
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
裁
判
例
が
あ
）
33
（
る
。
被
告
人
に
は
幇
助
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
、
被
告
人
の
行
為
は
正
当
業

務
行
為
と
し
て
免
責
さ
れ
る
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
本
判
決
で
は
い
ず
れ
の
主
張
も
否
定
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
地
方
税
法
上
の
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
軽
油
引
取
税
不
納
入
罪
を
犯
し
た
際
、
義
務
者
の
意
図
を
確
定
的
に
認
識

し
つ
つ
、
義
務
者
か
ら
軽
油
を
通
常
よ
り
も
安
く
購
入
し
て
い
た
者
の
行
為
が
、
軽
油
引
取
税
不
納
入
罪
の
幇
助
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ

た
裁
判
）
34
（

例
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、「
犯
行
を
幇
助
す
る
意
思
で
取
引
を
開
始
し
た
わ
け
で
は
な
」
い
と
判
示
し
て
お
り
、
促
進
意
思
の
理

論
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
た
だ
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
的
行
為
」
を
認
め
る
見
解

は
、
本
判
決
は
中
立
的
な
行
為
で
あ
る
こ
と
を
実
質
的
な
理
由
と
し
て
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
）
35
（

る
と
評
価
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
冒
頭
で
紹
介
し
た
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
が
あ
る
。
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
の
二
審
判
決
は
、
幇
助
犯
一
般
に
妥
当
す
る
基
準
で
は
な
く
、
ソ

フ
ト
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
提
供
す
る
場
合
に
つ
い
て
の
、
特
別
の
限
定
的
基
準
を
提
示
し
）
36
（

た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
ソ
フ
ト
の
提

供
行
為
と
い
う
、
行
為
の
特
殊
性
に
着
目
し
た
基
準
に
は
、
十
分
な
合
理
的
根
拠
が
あ
る
と
は
認
め
が
た
い
と
し
て
、
二
審
判
決
の
基
準

を
退
け
た
。
最
高
裁
は
、
幇
助
犯
の
客
観
的
成
立
要
件
該
当
性
は
認
め
た
上
で
、
未
必
的
故
意
の
認
定
を
厳
格
に
解
釈
し
て
、
幇
助
故
意

を
否
定
し
）
37
（
た
。
幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
に
基
づ
い
て
、
ウ
ィ
ニ
ー
事
件
を
解
決
し
た
と
い
え
よ
う
。
最
高
裁
は
、
従
来
か
ら
の
客
観

的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
直
接
態
度
を
示
し
て
い
な
い
。
た
だ
、
ソ
フ
ト
の
性
質
、
そ
の
客
観
的
利
用
状
況
、
提

供
方
法
な
ど
に
照
ら
し
て
、
客
観
的
成
立
要
件
該
当
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ソ
フ
ト
の
性
質
、
そ
の
客
観
的
利
用
状
況
、
提
供

方
法
に
よ
っ
て
は
、
客
観
的
成
立
要
件
該
当
性
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
最
高
裁
は
、
客
観
的
成
立
要
件
の
段
階
に
お
け

る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
釈
で
き
る
。

　
わ
が
国
で
は
、
幇
助
犯
一
般
に
適
用
さ
れ
る
、
客
観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
し
た
と
い
え
る
判
例
・
裁
判
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
し
か

し
、
裁
判
所
は
、
従
来
か
ら
の
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
の
制
限
を
行
う
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
。
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四
　
学
説
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論

㈠
　
学
説
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論

　
前
章
で
は
、
裁
判
所
に
よ
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
概
観
・
検
討
し
た
。
本
章
で
は
、
ド
イ
ツ
及
び
わ
が
国
の
主
な
学
説
に
よ
る
処
罰

範
囲
限
定
理
論
を
検
討
す
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
中
立
的
行
為
事
例
に
関
す
る
学
説
を
、
成
立
要
件
の
段
階
に
応
じ
て
分
け
る
方
法
が
一
般

的
で
あ
）
38
（
る
。
す
な
わ
ち
、
中
立
的
行
為
事
例
の
処
罰
の
制
限
を
客
観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
行
う
見
解
、
主
観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
行

う
見
解
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
段
階
で
行
う
見
解
に
、
学
説
は
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
分
類
が
一
般
的
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
中
立
的

行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
の
限
定
に
お
い
て
は
、
幇
助
犯
の
一
つ
の
成
立
要
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
の
考
え
方
が
多
数
を
占

め
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
中
立
的
行
為
事
例
は
、
客
観
的
成
立
要
件
・
主
観
的
成
立
要
件
・
違
法
性
阻
却
事
由
の
各

段
階
に
ま
た
が
る
問
題
と
捉
え
る
見
解
も
、
近
年
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
）
39
（

る
。
本
稿
は
、
便
宜
上
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
的
分
類
方
法

に
し
た
が
っ
て
学
説
を
紹
介
す
る
が
、
そ
の
一
般
的
分
類
方
法
で
は
、
特
徴
を
捉
え
き
れ
な
い
有
力
説
が
あ
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で 

あ
る
。

1
　
客
観
的
成
立
要
件
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論

　
ド
イ
ツ
の
学
説
の
多
く
は
、
客
観
的
成
立
要
件
を
制
限
す
る
理
論
を
展
開
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
40
（
る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
学
説
の
多
く

が
、
客
観
的
成
立
要
件
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
客
観
的
成
立
要
件
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
四
つ
挙
げ
る
。

　
⑴
　
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
の
存
在
を
認
め
る
見
解

　
ま
ず
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
的
行
為
」
の
存
在
を
認
め
る
見
解
か
ら
の
、
処
罰
範
囲
限
定
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理
論
を
検
討
す
る
。
こ
の
見
解
は
、
特
殊
な
限
定
理
論
に
よ
っ
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
立
場
と
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
の
再
検
討

に
よ
っ
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
立
場
と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
前
者
の
立
場
と
し
て
は
、
関
与
行
為
が
職
業
上
相
当
な
行
為
で
あ
る
場
合
に
は
、
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
職
業
的
相
当
性
説
が

あ
）
41
（
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
の
類
型
が
存
在
す
る
と
の
考
え
や
、
特
殊
な
限
定
理
論
に
よ
る
解
決
方
針
は
、

連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
第
二
章
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
後
者
の
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
の
再
検
討
に
よ
っ
て
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
立
場
と
し
て
は
、
各
人
の
、
定
め
ら
れ
た
客
観
的
な

役
割
分
担
の
逸
脱
が
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
不
可
罰
的
行
為
と
可
罰
的
行
為
と
を
区
別
す
る
見
解
が
あ
る
。
関
与
者
の
役
割
の
逸
脱
が

あ
る
か
否
か
は
、
関
与
行
為
が
正
犯
の
犯
罪
計
画
に
適
合
す
る
よ
う
に
特
別
に
形
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
）
42
（
る
。
混
合
惹

起
説
・
客
観
的
帰
属
論
を
基
礎
と
す
る
豊
田
兼
彦
教
授
は
、
右
の
基
準
を
具
体
化
す
る
た
め
に
、
判
断
の
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
四
点
の

要
素
を
挙
げ
て
い
）
43
（
る
。
一
点
目
と
し
て
、
法
令
か
ら
基
準
行
為
が
導
か
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
基
準
行
為
か
ら
の
逸
脱
の
有
無
。
二
点
目

と
し
て
、
構
成
要
件
該
当
結
果
実
現
の
切
迫
性
（
時
間
的
・
場
所
的
近
接
性
）。
三
点
目
と
し
て
、
取
引
の
客
体
と
な
る
物
・
サ
ー
ビ
ス
そ

れ
自
体
の
中
立
性
（
特
別
な
犯
罪
適
合
物
で
は
な
い
こ
と
）。
四
点
目
と
し
て
、
関
与
者
の
特
別
な
保
障
義
務
（
結
果
発
生
を
防
止
す
る
特
別
な

義
務
）
の
有
無
。
以
上
の
四
点
が
判
断
要
素
と
さ
れ
て
い
）
44
（

る
。

　
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
客
が
一
ヶ
月
後
に
住
居
侵
入
を
行
う
こ
と
を
偶
然
知
っ
て
い
た
金
物
屋
が
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
売
っ
た
場
合
、
金

物
屋
は
、
役
割
の
範
囲
内
の
行
為
を
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
由
で
、
不
可
罰
と
な
ろ
う
。
社
会
的
に
通
常
的
な
日
常
・
業
務

行
為
は
、
幇
助
犯
の
処
罰
の
射
程
外
に
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
）
45
（

る
。
こ
の
見
解
が
、
職
業
的
相
当
性
説
と
異
な
っ
て
、
幇
助
の
一
般

的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
と
い
う
解
決
方
針
を
と
っ
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
的
行
為
」
の
存
在
を
認
め
る
点
で
賛
成
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
犯
罪
的

意
味
が
欠
け
る
行
為
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
的
行
為
」
は
存
在
し
な
い
。
絶
対
的
に
犯
罪
的
で
は
な
い
行
為
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る



法学政治学論究　第93号（2012.6）

246

か
ら
、
日
常
的
な
、
害
の
な
い
、
中
立
的
な
援
助
行
為
と
、
可
罰
的
幇
助
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
成
功
し
て
い
な
い
と
の
指
摘

も
あ
）
46
（

る
。

　
⑵
　
客
観
的
成
立
要
件
の
枠
内
で
関
与
者
の
主
観
面
を
考
慮
す
る
見
解

　
客
観
的
帰
属
論
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
許
さ
れ
な
い
危
険
創
出
判
断
に
お
い
て
、
関
与
者
の
主
観
面
を
考
慮
す
る
見
解
も
あ
る
。
代
表

的
な
も
の
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、「
行
為
の
性
格
は
、
行
為
が
奉
仕
す
る
目
的
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
）
47
（

る
」
と
考

え
、
関
与
者
の
主
観
面
に
着
目
し
た
上
で
、
危
険
創
出
を
判
断
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
関
与
者
が
正
犯
の
犯
罪
の
決
意
を
確
定
的
に

認
識
し
て
い
る
場
合
と
、
単
に
不
確
定
的
に
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
と
に
分
け
る
。
前
者
の
場
合
、
犯
罪
的
意
味
連
関
を
示
す

と
き
に
限
っ
て
可
罰
的
と
な
る
。
犯
罪
的
意
味
連
関
が
肯
定
さ
れ
る
の
は
、
犯
罪
的
性
質
を
持
つ
行
為
を
意
識
的
に
促
進
し
た
場
合
、
ま

た
は
、
直
接
促
進
さ
れ
る
行
為
は
適
法
で
あ
る
が
、
正
犯
に
と
っ
て
実
行
の
唯
一
の
目
的
が
犯
罪
実
行
の
促
進
で
あ
っ
た
場
合
で
あ
る
。

犯
罪
的
意
味
連
関
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
関
与
行
為
が
、
正
犯
に
と
っ
て
有
意
味
で
あ
る
適
法
行
為
に
関
係
す
る
場
合
で
あ
る
。
一
方
、

関
与
者
が
正
犯
の
犯
罪
の
決
意
を
不
確
定
的
に
認
識
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
多
く
の
場
合
、
信
頼
の
原
則
に
よ
っ
て
、
客
観

的
帰
属
が
否
定
さ
れ
る
。
信
頼
の
原
則
の
介
入
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
認
識
可
能
な
犯
行
に
至
る
明
白
な
流
れ
が
存
在
す
る
場
合
と
、
関

与
者
が
正
犯
の
犯
罪
の
決
意
を
確
定
的
に
認
識
し
て
い
た
場
合
で
あ
）
48
（

る
。

　
ロ
ク
シ
ン
は
、
関
与
者
の
主
観
面
を
、
正
犯
の
犯
罪
の
決
意
を
確
定
的
に
認
識
し
て
い
る
場
合
と
、
単
に
不
確
定
的
に
認
識
し
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
場
合
と
で
区
別
し
、
前
者
と
後
者
と
で
、
許
さ
れ
な
い
危
険
の
創
出
の
判
断
基
準
を
分
け
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
区
別

が
、
確
定
的
故
意
・
未
必
的
故
意
の
区
別
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
確
定
的
故
意
と
未
必
的
故
意
と
で
異
な
っ
た
扱
い
を
し
な
い
と
い

う
、
故
意
の
一
般
的
理
解
と
矛
盾
す
る
と
の
批
判
、
ま
た
、
故
意
が
存
在
す
る
こ
と
を
前
提
に
許
さ
れ
な
い
危
険
の
創
出
が
あ
っ
た
か
否

か
を
判
断
す
る
こ
と
は
背
理
で
あ
る
と
の
批
）
49
（

判
が
、
ま
さ
に
妥
当
す
る
。
さ
ら
に
、
関
与
者
に
確
定
的
故
意
あ
る
場
合
と
未
必
的
故
意
あ

る
場
合
と
で
、
幇
助
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
）
50
（
る
（
近
時
の
ド
イ
ツ
の
判
例
の
一
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般
原
則
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
依
拠
す
る
も
の
と
解
釈
す
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
批
判
は
、
判
例
の
一
般
原
則
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
）。

　
な
お
、
客
観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
関
与
者
の
故
意
を
考
慮
す
る
わ
が
国
の
見
解
と
し
て
、
曲
田
統
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
混
合
惹
起

説
・
客
観
的
帰
属
論
を
基
盤
と
す
る
曲
田
教
授
は
、
あ
る
行
為
が
、
許
さ
れ
な
い
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
か
ど
う
か
は
、「
寄
与
行
為
者
の

主
観
面
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ル
ー
ル
違
反
性
の
程
度
に
意
を
払
い
つ
つ
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
危
険
性
の
印
象
が
生
じ
た
と

一
般
人
の
観
点
か
ら
い
え
る
か
ど
う
）
51
（

か
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
関
与
者
の
故
意
を
考
慮
し
つ
つ
、
関
与
行
為
に
「
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
と
い
う
性
）
52
（
質
」
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
、
危
険
創
出
の
有
無
を
判
断
す
る
。
曲
田
教
授

に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
、
確
定
的
故
意
に
基
づ
く
関
与
行
為
に
対
し
て
は
、
市
民
は
大
き
な
脅
威
を
感
じ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
未
必
的
故
意
に
基
づ
く
関
与
行
為
に
つ
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
危
険
性
の
印
象
を
抱
か
な
い
と
い
）
53
（
う
。
例
え
ば
、
住
居
侵
入

に
使
用
さ
れ
る
と
知
り
つ
つ
ド
ラ
イ
バ
ー
を
提
供
す
る
行
為
は
、
幇
助
に
あ
た
る
と
い
）
54
（

う
。
し
か
し
、
犯
罪
計
画
を
確
定
的
に
認
識
し
つ

つ
ド
ラ
イ
バ
ー
を
売
っ
た
金
物
屋
の
事
例
に
つ
き
、
多
く
の
学
説
が
、
一
定
範
囲
で
処
罰
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
と
い
う
性
質
」
と
い
う
基
準
は
、
処
罰
範
囲
の
限
定
と
し
て
は
、
や
や
不
十
分
で
あ
る

と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
）
55
（
か
。
さ
ら
に
、
客
観
的
成
立
要
件
の
検
討
段
階
で
幇
助
故
意
を
考
慮
し
、
故
意
の
程
度
に
よ
っ
て
許
さ
れ
な

い
危
険
の
創
出
の
有
無
を
判
断
す
る
点
に
も
、
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
⑶
　
仮
定
的
代
替
原
因
考
慮
説

　
現
実
化
す
る
可
能
性
が
高
い
仮
定
的
事
情
を
判
断
要
素
と
し
た
上
で
、
関
与
行
為
が
正
犯
行
為
の
具
体
的
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め

た
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
見
解
も
あ
る
。
幇
助
の
構
造
か
）
56
（

ら
、
共
犯
の
因
果
性
な
い
し
客
観
的
帰

属
の
要
件
を
精
査
す
る
見
解
か
）
57
（
ら
、
幇
助
概
念
を
具
体
化
す
る
見
解
か
）
58
（
ら
、
主
張
さ
れ
て
い
る
。
仮
定
的
代
替
原
因
考
慮
説
は
、
現
実
化

す
る
可
能
性
が
高
い
代
替
原
因
を
考
慮
し
た
上
で
、
促
進
効
果
を
「
量
的
」
に
判
断
し
、
関
与
行
為
が
、
正
犯
行
為
の
具
体
的
結
果
発
生

の
蓋
然
性
を
わ
ず
か
に
高
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
不
可
罰
と
す
）
59
（
る
。
例
え
ば
、
仮
に
関
与
者
か
ら
入
手
し
な
く
て
も
、
正
犯
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は
他
か
ら
た
や
す
く
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
物
を
提
供
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
促
進
効
果
が
否
定
さ
れ
る
。
一
方
、
特
に
犯
行
に
有

利
に
働
き
う
る
物
や
、
正
犯
が
特
に
緊
急
に
必
要
と
し
て
い
る
物
を
提
供
す
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
促
進
効
果
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

た
だ
、
仮
定
的
事
情
を
全
面
的
に
考
慮
す
る
）
60
（
と
、
関
与
行
為
時
点
で
現
実
に
行
わ
れ
て
い
な
い
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
る
可
能
性
や
、
正
犯

が
違
法
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
通
じ
て
同
種
の
物
を
入
手
す
る
可
能
性
も
考
慮
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
関
与
者
が
不
可
罰
と
な
り
う
る
。
そ
こ

で
一
部
の
学
説
は
、
規
範
的
判
断
か
ら
、
一
定
の
代
替
原
因
の
み
を
考
慮
す
る
。
例
え
ば
、
関
与
行
為
時
に
行
わ
れ
て
い
な
い
正
犯
あ
る

い
は
第
三
者
の
犯
罪
行
為
は
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
）
61
（
解
や
、
も
し
、
正
犯
が
違
法
な
ビ
ジ
ネ
ス
を
通
じ
て
同
種
の
物
を
入
手
す

る
可
能
性
も
高
い
と
し
て
も
、
合
法
的
な
生
活
形
成
の
際
に
は
、
た
や
す
く
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
仮
定
的
事

情
は
考
慮
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
見
）
62
（
解
が
あ
る
。

　
仮
定
的
代
替
原
因
考
慮
説
は
、
た
や
す
く
手
に
入
る
日
用
品
の
提
供
行
為
を
不
可
罰
と
し
、
一
方
で
、
特
に
犯
罪
に
有
利
に
働
き
う
る
、

入
手
の
困
難
な
物
の
提
供
行
為
を
可
罰
的
と
す
る
た
め
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
を
再
検
討
し
つ
つ
、
結
論
の
妥
当
性
を
図
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
関
与
行
為
時
に
は
実
現
し
て
い
な
い
多
様
な
仮
定
的
事
情
を
考
慮
し
て
、
促
進
効
果
の
程
度
を

判
断
す
る
方
法
に
は
疑
問
が
あ
）
63
（
る
。
金
物
屋
が
、
住
居
侵
入
を
計
画
す
る
者
に
ド
ラ
イ
バ
ー
を
売
っ
た
と
い
う
事
案
を
想
定
し
よ
う
。
仮

定
的
代
替
原
因
考
慮
説
は
、
関
与
行
為
時
に
、
正
犯
が
他
所
で
同
様
の
ド
ラ
イ
バ
ー
を
手
に
入
れ
る
可
能
性
が
高
け
れ
ば
、
通
常
、
促
進

効
果
を
否
定
す
る
。
し
か
し
、
正
犯
が
、
関
与
者
の
店
で
、
現
に
ド
ラ
イ
バ
ー
の
販
売
を
必
要
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
こ
と
を
ま

ず
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
関
与
行
為
時
の
促
進
効
果
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
関
与
行
為
時
に
、
実
現
し
て
い
る
事
実
（
こ

の
事
例
で
は
、
正
犯
が
ド
ラ
イ
バ
ー
を
買
い
に
き
た
こ
と
）
を
、
ま
ず
判
断
要
素
と
す
べ
き
で
あ
る
。
仮
定
的
代
替
原
因
考
慮
説
の
、
促
進
効

果
の
「
量
的
」
判
断
自
体
は
、
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
処
罰
範
囲
の
限
定
の
方
法
と
し
て
、
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
な
い
多
様
な
仮
定
的
事
情
を
考
慮
す
る
点
に
つ
い
て
は
、
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
⑷
　
利
益
衡
量
説
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利
益
衡
量
説
と
は
、
関
与
行
為
の
時
点
に
お
け
る
行
為
の
危
険
性
と
対
立
利
益
と
を
衡
量
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
の
限
定
を

行
う
見
解
で
あ
）
64
（

る
。
対
立
利
益
に
は
、
関
与
者
の
行
動
の
自
由
の
保
障
や
関
与
行
為
の
客
観
的
な
有
用
）
65
（

性
の
ほ
か
、
生
存
の
確
保
と
い
っ

た
、
将
来
正
犯
と
な
る
者
の
利
）
66
（
益
、
国
家
の
利
）
67
（
益
、
社
会
に
と
っ
て
の
利
）
68
（
益
な
ど
も
考
慮
さ
れ
る
。
行
為
の
危
険
性
の
判
断
に
は
、
侵
害

さ
れ
る
法
益
の
重
大
性
、
規
模
の
大
き
さ
、
侵
害
さ
れ
る
危
険
性
の
程
度
の
高
さ
が
考
慮
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
関
与
行
為
時
点
に
お
い
て
、

有
用
性
よ
り
も
危
険
性
が
大
き
い
場
合
に
は
、
幇
助
犯
が
成
立
し
う
る
。
一
方
、
関
与
行
為
時
点
で
は
危
険
性
が
小
さ
く
、
有
用
性
が
大

き
い
よ
う
な
、
多
く
の
取
引
上
の
行
為
に
お
い
て
は
、
幇
助
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
利
益
衡
量
説
に
対
し
て

は
、
利
益
衡
量
は
違
法
性
段
階
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
構
成
要
件
段
階
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
指
摘
が
あ
）
69
（

る
。

2
　
主
観
的
成
立
要
件
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論

　
以
上
、
客
観
的
成
立
要
件
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
概
観
・
検
討
し
た
。
次
に
、
主
観
的
成
立
要
件
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定

理
論
を
紹
介
す
る
。
主
観
的
成
立
要
件
を
制
限
的
に
解
釈
す
る
見
解
と
し
て
、
幇
助
の
一
般
的
成
立
要
件
と
は
別
の
要
件
を
提
示
す
る
見

解
と
、
一
般
的
な
主
観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
見
解
に
分
か
れ
て
い
る
。
前
者
の
例
と
し
て
、
職
業
上
特
有
な
、
あ
る
い
は
職
業
上

相
当
な
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
に
は
、
関
与
者
に
未
必
的
故
意
が
あ
る
こ
と
で
は
足
り
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
）
70
（
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
、

職
業
上
の
行
為
が
問
題
と
な
る
事
例
と
、
そ
れ
以
外
の
事
例
と
で
、
幇
助
の
成
立
要
件
が
異
な
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
）
71
（

い
。
一
定
の
類
型

に
限
っ
た
特
別
の
判
断
基
準
で
は
な
く
、
幇
助
犯
一
般
に
妥
当
す
る
主
観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
、
後
者
の
見
解
が
支
持
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
立
場
で
あ
る
島
田
聡
一
郎
教
授
は
、
未
必
的
故
意
の
概
念
の
厳
格
化
を
主
張
す
る
。
具
体
的
に
は
、
関
与
者
が
自

己
の
提
供
し
て
い
る
寄
与
の
危
険
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
正
犯
の
決
意
に
関
す
る
認
識
（
正
犯
が
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
こ

と
の
認
識
、
あ
る
い
は
、
正
犯
の
認
識
可
能
な
犯
罪
に
向
か
う
傾
向
の
現
実
の
認
識
）
が
必
要
で
あ
る
と
す
）
72
（
る
。

　
ま
た
、
客
観
的
帰
属
論
に
よ
っ
て
は
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
を
適
切
に
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
、
正
犯
に
よ
っ
て
発
生
し
た

法
益
侵
害
結
果
を
関
与
者
の
故
意
に
帰
属
し
う
る
か
を
検
討
す
べ
き
と
す
る
見
解
も
あ
）
73
（
る
。
た
だ
し
、
同
説
は
、
客
観
的
成
立
要
件
に
お
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け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
の
構
築
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。

3
　
違
法
性
阻
却
事
由
説

　
中
立
的
行
為
事
例
の
処
罰
の
制
限
を
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
段
階
で
行
う
見
解
も
あ
）
74
（
る
。
し
か
し
、
中
立
的
行
為
事
例
に
お
け
る
ド
イ

ツ
の
学
説
の
多
く
の
問
題
意
識
は
、
構
成
要
件
該
当
性
を
制
限
す
る
こ
と
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
）
75
（
た
。
た
だ
、
前
述
の
と
お
り
、
構
成

要
件
該
当
性
を
制
限
し
つ
つ
、
違
法
性
阻
却
段
階
に
お
い
て
も
、
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
余
地
を
認
め
る
見
解
が
、
近
年
有
力
に
主
張
さ

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
立
的
行
為
事
例
は
一
つ
の
幇
助
の
成
立
要
件
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
中
立
的
行
為
事
例
は
、
幇
助
犯
の
ど
の
要
件
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
事
例
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中

立
的
行
為
事
例
に
お
い
て
は
、
一
つ
の
成
立
要
件
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
、
主

観
的
成
立
要
件
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
各
段
階
に
関
係
し
う
る
問
題
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
は
、
的
確
な
推
測
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

㈡
　
小
　
括

1
　
見
解
の
一
致

　
以
上
、
判
例
・
学
説
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
を
概
観
し
た
。
最
近
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件

を
再
検
討
す
る
と
い
う
方
針
が
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
及
び
わ
が
国
の
裁
判
所
は
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件
の
制
限
を
行
う
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
学
説
の

ほ
と
ん
ど
が
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件
に
、
何
ら
か
の

制
限
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
、
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
客
観
的
帰
属
論
の
許
さ
れ
な
い
危
険

の
創
出
判
断
を
具
体
化
す
る
見
解
、
幇
助
の
構
造
論
か
ら
説
明
す
る
見
解
、
共
犯
の
因
果
性
な
い
し
客
観
的
帰
属
の
要
件
を
具
体
化
す
る

見
解
、
幇
助
概
念
を
具
体
化
す
る
見
解
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
理
論
的
枠
組
み
自
体
は
異
な
る
も
の
の
、
関
与
行
為
が
、
共
犯
と
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し
て
の
危
険
創
出
行
為
と
評
価
さ
れ
る
）
76
（
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
は
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
か
ら
の
成
立
要
件
で
い

う
、「
幇
助
行
為
性
」
を
具
体
化
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
対
立
の
原
因

　
客
観
的
成
立
要
件
段
階
に
お
け
る
再
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
は
、
見
解
の
一
致
が
あ
る
が
、
な
お
も
、
議
論
が
収
束
し
そ
う
に
な
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
の
原
因
は
、
中
立
行
為
事
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
性
質
が
一
様
で
な
い
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
、
①
日
常
性
、
②
通
常
性
、
③
入
手
の
容
易
性
、
④
職
業
関
連
性
と
い
っ
た
、
行
為
の
性
質
に
鑑
み
て
、
処
罰
範
囲
の
限
定
が
行

わ
れ
て
い
る
と
の
指
）
77
（

摘
が
あ
る
よ
う
に
、
中
立
的
行
為
事
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
行
為
の
性
質
は
多
様
で
あ
り
う
る
。
右
に
挙
げ
た
行

為
の
性
質
に
加
え
、
⑤
中
立
性
、
⑥
関
与
者
の
行
為
目
的
、
⑦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
と
い
う
性
質
、
⑧
社
会
的

有
用
性
も
、
行
為
の
性
質
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
の
存
在
を
認
め
る
見

解
に
よ
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
の
、
⑨
「
中
立
性
」
も
、
行
為
の
性
質
に
含
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
例
え
ば
、
中
立
的
行
為
事
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
、
客
の
住
居
侵
入
の
計
画
を
認
識
し
つ
つ
ド
ラ
イ
バ
ー
を
販
売
す
る
行
為
の
性
質
と

し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
少
な
く
と
も
九
点
あ
る
。
①
日
常
的
行
）
78
（
為
、
②
通
常
的
行
）
79
（
為
、
③
市
場
で
容
易
に
買
え
る
物
の
販
売

行
）
80
（

為
、
④
業
務
上
の
行
）
81
（

為
、
⑤
日
常
的
で
、
少
な
く
と
も
外
形
上
は
犯
罪
的
な
意
味
を
持
た
な
い
よ
う
に
見
え
る
行
）
82
（

為
、
⑥
犯
罪
的
性
質

を
有
す
る
行
為
を
意
識
的
に
促
進
す
る
行
）
83
（
為
、
⑦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
行
）
84
（
為
、
⑧
有
用
性
が
大
き
い
行
）
85
（
為
、
⑨

住
居
侵
入
に
適
合
す
る
特
別
な
道
具
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
行
）
86
（

為
、
の
九
点
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
論
者
に
よ
っ
て
、
不
可
罰
と
す
る
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
行
為
の
性
質
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
上
に
、
中
立
的
行
為
事
例
の
行
為
の
性
質

が
多
様
で
あ
り
う
る
た
め
、
様
々
な
処
罰
範
囲
限
定
理
論
が
提
唱
さ
れ
、
議
論
が
収
束
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
行
為
の
性
質
の
一

側
面
に
着
目
し
て
、
幇
助
行
為
の
具
体
的
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
、
学
説
は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
行
為
の
性
質
が
、

不
可
罰
と
す
べ
き
行
為
の
性
質
と
考
え
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
行
為
の
性
質
の
着
目
点
の
違
い
に
よ
っ
て
、
対
立
が
生
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じ
て
い
る
の
で
あ
）
87
（
る
。

3
　
対
立
の
解
消

　
し
か
し
、
右
に
列
挙
し
た
行
為
の
性
質
の
大
部
分
は
、
幇
助
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
上
で
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
性
質
、
あ
る
い
は
、

客
観
的
成
立
要
件
段
階
で
着
目
す
べ
き
で
は
な
い
性
質
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
①
行
為
の
日
常
性
、
②
通
常
性
が
、
そ
も
そ
も
犯
罪

的
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
性
」
を
意
味
す
る
な
ら
、
幇
助
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
う
で
は
な
い
の
な
ら
ば
、
違
法
性
阻
却
も
し
く
は
信
頼
の
原
則
の
適
用
の
段
階
で
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
あ
ろ
）
88
（
う
。
③
入
手
の
容

易
性
に
つ
い
て
は
、
実
現
し
て
い
な
い
仮
定
的
事
情
を
多
様
に
考
慮
す
る
基
準
と
し
て
用
い
る
の
な
ら
ば
、
疑
問
が
あ
る
。
④
職
業
関
連

性
も
、
行
為
の
日
常
性･
通
常
性
の
場
合
と
同
様
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
中
立
性
」
を
意
味
す
る
な

ら
、
幇
助
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
上
で
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
の
な
ら
ば
、
違
法
性
阻
却
も
し
く
は
信
頼
の

原
則
の
適
用
の
段
階
で
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑤
中
立
性
は
、
論
者
に
よ
っ
て
様
々
に
定
義
さ
れ
て
い
た
（
第
二

章
参
照
）
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
幇
助
犯
の
成
否
の
判
断
基
準
と
す
る
に
は
、
曖
昧
に
す
ぎ
る
。
⑥
関
与
者
の
行
為
目
的
を
、
客

観
的
成
立
要
件
段
階
で
考
慮
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
関
与
者
の
行
為
目
的
は
、
主
観
的
成
立
要
件
の
段
階
で
検
討
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。
⑦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
と
い
う
性
質
も
、
客
観
的
成
立
要
件
段
階
で
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
性

質
で
あ
る
。
関
与
者
の
故
意
の
存
在
・
内
容
を
、
客
観
的
成
立
要
件
段
階
で
考
慮
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
⑥
ま
た
は
⑦
を
考
慮

す
る
見
解
は
、
一
定
の
事
例
に
お
い
て
、
未
必
的
故
意
に
よ
る
援
助
行
為
の
不
可
罰
性
を
主
張
す
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
も
そ
も
未
必
的
故

意
が
存
在
す
る
事
案
な
の
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
場
合
に
未
必
的
故
意
が
存
在
す
る
と
い
え
る
の
か
が
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
）
89
（

う
。

⑧
社
会
的
有
用
性
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
が
適
用
さ
れ
る
場
合
の
判
断
要
素
の
一
つ
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
）
90
（
う
。
⑩
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味

を
持
た
な
い
と
い
う
意
味
で
の
中
立
性
は
存
在
し
な
い
た
め
、
幇
助
犯
の
成
否
を
判
断
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
中
立
的
行
為
事
例
で
、
着
目
す
べ
き
か
争
わ
れ
て
い
る
行
為
の
性
質
の
う
ち
、
①
日
常
性
・
②
通
常
性
・
④
職
業
関
連
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性
・
⑥
関
与
者
の
行
為
目
的
・
⑦
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
危
険
性
の
印
象
を
あ
た
え
る
と
い
う
性
質
・
⑧
社
会
的
有
用
性
は
、
違
法
性
阻
却
事

由
、
あ
る
い
は
信
頼
の
原
則
、
あ
る
い
は
故
意
の
認
定
の
際
の
判
断
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
中
立
的

行
為
事
例
の
多
く
は
、
従
来
か
ら
の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
も
思
え
る
。
し
か
し
、
幇
助
の
客

観
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
さ
ら
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
と
考
え
る
。
次
章
で
は
、
幇
助
の
客
観
的

成
立
要
件
段
階
に
お
け
る
処
罰
範
囲
限
定
理
論
の
提
示
を
試
み
る
。

五
　
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
の
再
検
討

―
幇
助
行
為
性
の
具
体
化

　
幇
助
の
客
観
的
成
立
要
件
を
充
足
す
る
に
は
、
事
後
的
判
断
で
あ
る
因
果
関
係
と
は
別
に
、
事
前
的
判
断
で
あ
る
幇
助
行
為
性
が
必
要

で
あ
る
。
幇
助
行
為
性
の
判
断
基
準
を
関
与
行
為
時
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
行
為
時
の
自
由
保
障
機
能
が
確
保
さ
れ
る
と
同
時
に
、
広

が
り
や
す
い
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
を
適
切
に
限
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。
以
下
で
は
、
事
前
的
判
断
で
あ
る
幇
助
行
為
性

を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
方
法
を
提
案
す
る
。

㈠
　
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
前
提
と
し
て
の
正
犯
の
決
意

　
ま
ず
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
関
与
行
為
時
に
、
正
犯
が
犯
罪
実
行
を
決
意
し
て
い
る
か
、
も
し
く
は
決
意
し
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
関
与
行
為
時
に
、
正
犯
が
犯
罪
実
行
を
決
意
し
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
関
与
行
為
は
、
幇
助
行
為
と
は
い
え
な

い
。
例
え
ば
、
関
与
行
為
後
に
、
正
犯
が
決
意
し
、
関
与
行
為
を
利
用
し
て
犯
罪
を
実
行
し
た
と
し
て
も
、
関
与
行
為
は
幇
助
行
為
と
は

い
え
ず
、
不
可
罰
と
な
る
。

　
兆
候
な
く
、
関
与
行
為
後
に
決
意
し
た
正
犯
へ
の
関
与
行
為
を
不
可
罰
と
す
る
立
場
と
し
て
、
島
田
教
授
の
見
解
が
あ
る
。
島
田
教
授
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は
、
共
犯
の
客
観
的
成
立
要
件
と
し
て
、
関
与
行
為
時
に
、
正
犯
の
犯
行
に
向
か
う
兆
候
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
）
91
（
る
。
島
田
教
授
の
見

解
は
、
関
与
行
為
時
点
に
お
け
る
行
為
に
着
目
し
て
、
危
険
性
判
断
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
。
例
え
ば
、
い
ま
だ
決
意
に
は

至
っ
て
い
な
い
者
が
存
在
し
、
関
与
行
為
時
に
、
兆
候
が
現
れ
て
い
る
事
例
・
兆
候
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
事
例
を
想
定

し
よ
う
。
島
田
教
授
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
場
合
に
は
、
共
犯
の
客
観
的
成
立
要
件
の
充
足
が
肯
定
さ
れ
、
後
者
の
場
合
は
否
定
さ

れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。
い
ず
れ
も
、
事
後
的
に
見
る
と
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め
た
行
為
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
関
与
行
為
時
の
、

正
犯
の
犯
行
に
向
か
う
兆
候
の
必
要
性
の
要
件
は
、
関
与
行
為
時
点
に
お
け
る
行
為
の
危
険
性
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
導
か

れ
る
。
島
田
教
授
が
、
関
与
行
為
時
点
に
お
け
る
行
為
の
危
険
性
に
着
目
す
る
点
、
兆
候
な
く
関
与
行
為
後
に
決
意
し
た
正
犯
へ
の
関
与

行
為
に
つ
き
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
点
に
は
賛
成
で
あ
る
。

㈡
　
幇
助
行
為
性
の
量
的
判
断

　
幇
助
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
た
め
に
は
、
関
与
行
為
時
に
、
関
与
行
為
が
正
犯
行
為
に
よ
る
具
体
的
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
高
め
て
い

る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
具
体
的
に
は
、
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
る
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
関
与
者
が
、
犯

罪
実
行
に
、「
い
う
に
値
す
る
ほ
）
92
（

ど
」
必
要
な
物
・
情
報
を
提
供
し
た
の
か
に
よ
っ
て
、
判
断
す
る
。

　
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
る
事
実
と
は
、
例
え
ば
、
正
犯
が
、
あ
る
時
刻
に
関
与
者
の
店
で
物
の
販
売
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
状

態
で
あ
る
。
同
じ
時
刻
に
正
犯
は
隣
の
店
で
買
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
正
犯
は
既
に
所
持
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と

い
う
仮
定
的
事
情
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
な
い
事
実
で
あ
る
た
め
、
考
慮
し
な
い
。
ま
た
、
関
与

行
為
後
の
仮
定
的
事
情
も
考
慮
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
犯
罪
実
行
に
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
な
物
・
情
報
を
提
供
し
た
の
か
否
か
は
、
関
与
行
為
時
に
現
実
に
存
在
す
る
事
情
を
基
礎
と
し

た
上
で
、
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
仮
定
的
事
情
も
含
め
て
判
断
す
る
。
仮
定
的
事
情
を
考
慮
す
る
理
由
と
し
て
は
、
も
し
、
何
ら
か
の



幇助犯の処罰範囲限定理論について

255

犯
罪
促
進
効
果
を
有
す
る
物
・
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
犯
罪
実
行
に
必
要
な
物
や
情
報
を
提
供
し
た
こ
と
に
な
る
と
す
れ
ば
、

処
罰
範
囲
が
不
当
に
拡
大
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
仮
定
的
事
情
を
広
範
に
考
慮
す
る
の
で
は
な
く
、
関
与
行

為
時
に
現
実
に
存
在
す
る
事
情
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
仮
定
的
事
情
を
考
慮
に
入
れ
る
。
関
与
行
為
時
点
で
現

実
に
存
在
す
る
事
情
と
は
、
例
え
ば
、
正
犯
が
関
与
行
為
時
点
ま
で
の
間
に
既
に
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
具
体
例
で
確
認
し
よ
う
。
一
つ
の
ナ
イ
フ
に
よ
っ
て
、
殺
人
を
行
う
こ
と
を
計
画
す
る
正
犯
が
、
関
与
行
為
時
に
、
利
用
可
能
な
同
種

の
ナ
イ
フ
を
既
に
所
持
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
者
に
同
種
の
ナ
イ
フ
を
販
売
す
る
行
為
は
、
幇
助
行
為
に
あ
た
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
の

結
論
は
、
次
の
よ
う
に
導
か
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
事
例
で
、
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
る
事
実
と
は
、
正
犯
が
ナ
イ
フ
を
買
い
に
き
た

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
関
与
者
が
、
犯
罪
実
行
に
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
な
物
・
情
報
を
提
供
し
た
の
か
、
判

断
す
る
。
こ
の
事
例
で
関
与
行
為
時
に
現
実
に
存
在
す
る
事
情
と
は
、
正
犯
が
同
種
の
ナ
イ
フ
を
既
に
所
持
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
、
正
犯
が
犯
罪
実
行
に
、
あ
ら
か
じ
め
所
持
し
て
い
た
ナ
イ
フ
を
使
う
可
能
性
が
高
い
と
い
え
る
の
な
ら
ば
、
仮
定
的
事
情
と
し
て

考
慮
に
入
れ
る
。
犯
罪
実
行
に
使
う
可
能
性
の
高
い
物
を
所
持
し
て
い
る
正
犯
に
、
同
種
の
ナ
イ
フ
を
販
売
す
る
行
為
は
、
犯
罪
実
行
に

い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
な
物
を
提
供
し
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
幇
助
行
為
に
あ
た
ら
な
い
。
第
一
章
で
挙
げ
た
ド
ラ
イ

バ
ー
の
事
例
に
つ
い
て
い
え
ば
、
客
Ａ
が
関
与
行
為
時
に
、
同
種
の
ド
ラ
イ
バ
ー
を
既
に
所
持
し
て
い
る
場
合
に
は
、
Ｘ
は
不
可
罰
と
な

る
。

　
正
犯
へ
の
日
用
品
の
販
売
行
為
に
つ
い
て
は
、
既
に
正
犯
が
同
種
の
物
を
所
持
し
て
い
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
用

品
の
提
供
行
為
の
多
く
は
、
不
可
罰
と
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
日
用
品
の
提
供
時
に
、
正
犯
を
激
励
す
る
よ
う
な
行
為
が
あ
れ
ば
、
そ
の
激

励
行
為
に
つ
き
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
残
る
。
一
方
、
特
に
犯
罪
に
利
用
し
う
る
性
質
を
持
つ
物
の
販
売
に
つ
い
て
は
、

正
犯
が
所
持
し
て
い
な
い
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
か
ら
、
幇
助
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
正
犯
が
、
特
に

犯
罪
に
利
用
し
う
る
性
質
を
持
つ
同
種
の
物
を
既
に
準
備
し
て
い
た
場
合
、
そ
の
正
犯
に
対
す
る
物
の
提
供
行
為
に
つ
き
、
幇
助
行
為
性
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が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
通
常
で
は
売
っ
て
い
な
い
、
特
に
犯
罪
に
利
用
し
う
る
物
を
販
売
し
て
や
る
こ

と
は
、
正
犯
を
勇
気
づ
け
る
行
為
と
も
言
え
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
正
犯
が
関
与
行
為
時
点
に
、
既
に
犯
罪
に
役
立
つ
同
種
の
物
を
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
（
つ
ま
り
、
仮
定
的
事
情
が
考

慮
さ
れ
る
事
案
で
な
く
て
も
）、
幇
助
行
為
性
の
量
的
判
断
に
よ
っ
て
、
幇
助
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、
正
犯
は

裸
眼
で
の
視
力
が
0.5
で
あ
っ
た
が
、
住
居
侵
入
前
に
、
0.7
の
視
力
が
出
る
眼
鏡
を
、
眼
鏡
屋
で
買
っ
た
と
す
る
。
眼
鏡
に
よ
っ
て
、
や
や

視
力
は
上
が
り
、
物
が
見
え
や
す
く
な
っ
て
い
る
が
、
わ
ず
か
に
視
力
を
あ
げ
る
眼
鏡
は
、
犯
罪
実
行
に
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
で

は
な
い
物
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
通
常
、
眼
鏡
屋
の
行
為
は
幇
助
行
為
に
あ
た
ら
な
い
。

　
な
お
、
関
与
行
為
が
犯
罪
実
行
と
時
間
的
に
接
近
し
て
い
る
か
否
か
は
、
幇
助
行
為
性
の
成
否
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。
つ
ま

り
、
一
ヶ
月
後
の
犯
罪
実
行
を
計
画
し
て
い
る
客
に
刃
物
を
売
る
場
合
で
も
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
典
型
的
な

幇
助
は
、
正
犯
の
実
行
行
為
に
先
行
し
て
予
備
的
に
行
わ
れ
、
犯
罪
実
行
と
時
間
的
に
接
近
し
て
い
な
い
場
合
も
多
い
た
め
、
右
の
よ
う

に
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

六
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
議
論
を
概
観
し
、
若
干
の
提
言
を
試
み
た
。
本
稿
の
要
旨
は
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
。

　
中
立
的
行
為
と
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
で
あ
る
。
中
立
的
行
為
事
例
は
、
典
型
的
な
幇
助
事
例
と
明
確
に
区
別
さ

れ
る
、
特
別
な
事
例
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
立
的
行
為
事
例
と
は
、
可
罰
性
が
欠
け
る
よ
う
に
見
え
る
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
例
の
こ
と
で
あ
る
。
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
の
限
定
は
、
一
定
の
行
為
類
型
の
み
に
適
用
可
能
な
、
特
別
な
処
罰
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範
囲
限
定
理
論
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
の
再
検
討
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
最
近
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
を
再
検
討
す
る
と
い
う
方
針
が
、
基
本
的
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
学
説
の
ほ
と
ん
ど
が
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件
の
再
検
討
を
試
み
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
、
従
来
の
客
観
的
成
立
要
件

に
、
何
ら
か
の
制
限
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
、
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、「
幇
助
行
為
性
」
を
具
体
化
す
る

ア
プ
ロ
ー
チ
が
共
有
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
客
観
的
成
立
要
件
段
階
に
お
け
る
議
論
の
対
立
の
原
因
は
、
論
者
に
よ
っ
て
、
不
可
罰
と
す
る
根
拠
と
な
る
と
考
え
る
行
為
の
性
質
が

そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
上
に
、
中
立
的
行
為
事
例
の
行
為
の
性
質
が
多
様
で
あ
り
う
る
た
め
と
い
え
る
。
し
か
し
、
議
論
で
問
題
と
な
っ
て
い

る
行
為
の
性
質
の
大
部
分
は
、
違
法
性
阻
却
事
由
、
信
頼
の
原
則
、
故
意
の
段
階
で
検
討
し
う
る
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
か
ら

の
議
論
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
中
立
的
行
為
事
例
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
幇
助
の
客
観
的
成

立
要
件
で
あ
る
、
事
前
的
判
断
と
し
て
の
幇
助
行
為
性
を
具
体
化
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え

る
。
具
体
的
に
は
、
関
与
行
為
時
に
実
現
し
て
い
る
事
実
を
基
礎
と
し
て
、
関
与
者
が
、
犯
罪
実
行
に
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
な

物
・
情
報
を
提
供
し
た
の
か
に
よ
っ
て
、
幇
助
行
為
性
の
有
無
を
判
断
す
る
。
犯
罪
実
行
に
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
必
要
な
物
・
情
報
を
提

供
し
た
の
か
否
か
は
、
関
与
行
為
時
に
現
実
に
存
在
す
る
事
情
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
実
現
す
る
可
能
性
が
高
い
仮
定
的
事
情
も
含
め
て

検
討
す
る
。
こ
の
処
罰
範
囲
限
定
理
論
に
よ
れ
ば
、
一
定
の
中
立
的
行
為
事
例
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
残
さ
れ
た
課
題
は
、
こ
の
幇
助
行
為
性
の
判
断
基
準
を
さ
ら
に
精
査
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
違
法
性
阻
却
事
由
、
信
頼
の
原
則
、

主
観
的
成
立
要
件
、
そ
れ
ぞ
れ
の
適
用
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
お
い
て
考
察
す
る

こ
と
と
す
る
。

（
1
）  

京
都
地
判
平
成
一
八
・
一
二
・
一
三
判
タ
一
二
二
九
号
一
〇
五
頁
。
一
審
判
決
以
前
の
論
考
と
し
て
、
佐
久
間
修
「W

inny

事
件
に
み
る
著
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作
権
侵
害
と
幇
助
罪
」
ビ
ジ
ネ
ス
法
務
四
巻
九
号
（
二
〇
〇
四
）
六
四
頁
、
石
井
徹
哉
「W

inny

事
件
に
お
け
る
刑
法
上
の
論
点
」
千
葉
大
学

法
学
論
集
一
九
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
）
一
四
六
頁
な
ど
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
岡
村
久
道
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
八
号
（
二
〇
〇
七
）
四
一

頁
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
二
九
号
（
二
〇
〇
七
）
一
二
四
頁
、
小
野
上
真
也
「
判
批
」
法
律
時
報
八
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
八
）

一
一
四
頁
、
十
河
太
朗
「
判
批
」
平
成
一
九
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
八
）
一
七
三
頁
、
小
島
陽
介
「
判
批
」
立
命
館
大
学
法
学
三
二
〇
号

（
二
〇
〇
九
）
三
〇
七
頁
な
ど
。

（
2
）  
大
阪
高
判
平
成
二
一
・
一
〇
・
八
公
刊
物
未
登
載
（
季
刊
刑
事
弁
護
六
一
号
（
二
〇
一
〇
）
一
八
三
頁
に
登
載
）。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、

岡
村
久
道
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
一
六
号
（
二
〇
〇
九
）
一
頁
、
穴
沢
大
輔
「
判
批
」
季
刊
刑
事
弁
護
六
一
号
（
二
〇
一
〇
）
一
八
二
頁
、
松
宮
孝

明
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
六
三
号
（
二
〇
一
〇
）
一
二
三
頁
、
園
田
寿
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号 

（
二
〇
一
〇
）
四
〇
頁
、
豊

田
兼
彦
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号
（
二
〇
一
〇
）
五
一
頁
、
島
田
聡
一
郎
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
二
号
（
二
〇
一
〇
）
五

九
頁
、
林
幹
人
「
判
批
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
三
〇
号
（
二
〇
一
〇
）
二
六
頁
、
小
野
上
真
也
「
判
批
」
早
稲
田
法
学
八
五
巻
四
号
（
二
〇
一
〇
）
一
三
七

頁
、
上
野
幸
彦
「
判
批
」
日
本
法
学
七
六
巻
三
号
一
〇
九
九
頁
な
ど
。

（
3
）  

最
決
平
成
二
三
・
一
二
・
一
九
公
刊
物
未
登
載
。

（
4
）  

判
例
・
裁
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、Peter Rackow, N

eutrale H
andlungen als Problem

 des Strafrechts, 2007, S. 281ff.

（
5
）  BG

H
 N

JW
 2003, 2996, 2999.

（
6
）  M

arcus W
ohlleben, Beihilfe durch äußerlich neutrale H

andlungen, 1996, S. 4.

松
生
光
正
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
一
）」
姫

路
法
学
二
七
＝
二
八
合
併
号
（
一
九
九
九
）
二
〇
六
頁
、
山
中
敬
一
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
の
可
罰
性
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
六
巻
一
号

（
二
〇
〇
六
）
三
五
頁
。

（
7
）  

曲
田
統
「
日
常
的
行
為
と
従
犯

―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
を
素
材
に
し
て

―
」
法
学
新
報
一
一
一
巻
三
＝
四
号
（
二
〇
〇
四
）
一
四
二

頁
。

（
8
）  

豊
田
兼
彦
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
客
観
的
帰
属
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
九
）
一
七
〇
頁
。

（
9
）  Claus Roxin, W

as ist Beihilfe?, in Festschrift für Koichi M
iyazaw

a, 1995, S. 515.

ま
たThom

as W
eigend, G

renzen strafbarer 
Beihilfe,

『
西
原
春
夫
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
　
第
五
巻
』（
成
文
堂
・
一
九
九
八
）
一
九
八
頁
も
参
照
。

（
10
）  

連
邦
通
常
裁
判
所
（BG

H
 N

JW
 2000, 3010, 3011

）
は
、「『
中
立
的
な
』、『
職
業
上
典
型
的
な
』、
あ
る
い
は
『
職
業
上
相
当
な
』
行
為
の

一
般
的
な
不
可
罰
性
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
日
常
的
行
為
も
、
職
業
上
典
型
的
な
行
為
も
、
全
て
の
事
案
で
中
立
的
で
は
な
い
。
お
よ
そ
、
あ
ら
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ゆ
る
行
為
を
、
可
罰
的
な
文
脈
の
中
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
る
。

（
11
）  V

gl. Thom
as Rotsch, 

»Neutrale Beihilfe« Zur Fallbearbeitung im
 G

utachten, Jura 2004, S. 21.
（
12
）  W

infried H
assem

er, Professionelle A
däquanz - Bankentypisches Verhalten und Beihilfe zur Steuerhinterziehung, w

istra 
1995, S. 85.

（
13
）  G

ünther Jakobs, Akzessorietät - Zu den Voraussetzungen gem
einsam

er O
rganisation, G

A 1996, S. 260.

（
14
）  
豊
田
・
前
掲
注
（
8
）
一
七
二
頁
。

（
15
）  

例
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
促
進
意
思
の
理
論
、
ハ
ッ
セ
マ
ー
の
職
業
的
相
当
性
説
（
後
述
）。

（
16
）  

島
田
・
前
掲
注
（
2
）
六
五
頁
は
、
特
定
の
行
為
類
型
に
つ
き
特
別
な
議
論
が
妥
当
す
る
と
い
う
学
説
は
廃
れ
、
最
近
で
は
、
幇
助
の
一
般
的

成
立
要
件
を
検
討
す
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

（
17
）  RG

St 37, 321.
ほ
か
に
、
促
進
意
思
の
理
論
が
示
さ
れ
て
い
る
帝
国
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
は
、RG

St 39, 44.

促
進
意
思
の
理
論
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
、M

onika W
olff -Reske, Berufsbedingtes Verhalten als Problem

 m
ittelbarer Erfolgsverursachung, 1995, S. 41ff.

（
18
）  BG

H
 N

StZ 1993, 43.
ほ
か
に
、
促
進
意
思
の
理
論
が
示
さ
れ
て
い
る
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
と
し
て
、BG

H
 StV

 1985, 279. V
gl. 

H
ans Kudlich, D

ie U
nterstutzung frem

der Straftaten durch berufsbedingtes Verhalten, 2004, S. 138.

（
19
）  BG

H
 N

StZ 2000, 34.

（
20
）  BG

H
 N

JW
 2000, 3010.

（
21
）  BG

H
 N

JW
 2001, 2409.

た
だ
し
、
判
決
文
中
に
は
、
②
の
基
準
の
全
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

（
22
）  BG

H
 N

JW
 2006, 522, 528.

（
23
）  

幇
助
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
際
、
促
進
意
思
あ
る
こ
と
を
要
求
し
な
い
判
例
と
し
て
、BG

H
 M

D
R 1989, 305.

（
24
）  Katharina Beckem

per, Strafbare Beihilfe durch alltägliche G
eschäftsvorgange, Jura 2001, S. 168.

（
25
）  

島
田
・
前
掲
注
（
2
）
六
五
頁
脚
注
（
32
）。

（
26
）  BG

H
 N

StZ 2000, 34. BG
H
 N

JW
 2000, 3010.

（
27
）  BG

H
 N

JW
 2006, 522, 528.

（
28
）  BG

H
 N

JW
 2000, 3010, 3011.

（
29
）  Claus Roxin, Strafrecht Allgem

einer Teil, Band II, 2003, S. 207.

裁
判
所
は
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
を
引
用
し
て
、
一
般
原
則
を
提
示
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し
て
い
る
。

（
30
）  BG

H
 N

JW
 2001, 2409.

（
31
）  

そ
の
理
由
に
つ
い
て
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
島
田
聡
一
郎
「
広
義
の
共
犯
の
一
般
的
成
立
要
件

―
い
わ
ゆ
る
『
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇

助
』
に
関
す
る
近
時
の
議
論
を
手
が
か
り
と
し
て

―
」
立
教
法
学
五
七
号
（
二
〇
〇
一
）
五
三
頁
。
島
田
聡
一
郎
教
授
は
、
わ
が
国
で
は
起
訴

便
宜
主
義
（
刑
事
訴
訟
法
二
四
八
条
）
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
検
察
官
は
犯
罪
の
成
立
が
相
当
確
実
に
見
込
ま
れ
る
場
合
で
な
い
と
起
訴
し

な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
中
立
的
行
為
あ
る
い
は
日
常
的
な
取
引
行
為
を
め
ぐ
っ
て
犯
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
、
検
察

官
は
、
訴
追
の
段
階
で
か
な
り
多
く
の
事
案
を
振
り
落
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
す
る
。

（
32
）  

わ
が
国
の
裁
判
例
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
山
中
・
前
掲
注
（
6
）
五
四
頁
以
下
。

（
33
）  

東
京
高
判
平
成
二
・
一
二
・
一
〇
判
タ
七
五
二
号
二
四
六
頁
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
新
庄
一
郎
「
判
批
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四
四
巻
四
号

（
一
九
九
一
）
五
〇
頁
な
ど
。

（
34
）  

熊
本
地
判
平
成
六
・
三
・
一
五
判
時
一
五
一
四
号
一
六
九
頁
。
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
大
出
良
知
「
判
批
」
季
刊
刑
事
弁
護
五
号
（
一
九
九

六
）
一
九
四
頁
。

（
35
）  

豊
田
・
前
掲
注
（
8
）
一
五
〇
、
一
七
八
頁
。

（
36
）  

豊
田
・
前
掲
注
（
2
）
五
三
頁
、
島
田
・
前
掲
注
（
2
）
六
〇
頁
。

（
37
）  

最
高
裁
の
未
必
的
故
意
に
関
す
る
基
準
の
検
討
は
、
別
稿
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
38
）  Beckem

per, a.a.O. （Anm
. 24

）, S. 165ff.; Rotsch, a.a.O. （Anm
. 11

）, S. 14ff.

（
39
）  Knut Am

elung, D
ie 

»Neutralisierung« geschäftsm
äßiger Beiträge zu frem

den Straftaten im
 Rahm

en des Beihilfetatbestands, 
in Festschrift für G

erald G
rünw

ald, 1999, S. 20ff.
島
田
・
前
掲
注
（
31
）
一
一
九
頁
以
下
、
照
沼
亮
介
『
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法

論
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
五
）
二
〇
九
頁
以
下
、
小
野
上
真
也
「
従
犯
に
お
け
る
客
観
的
成
立
要
件
の
具
体
化
」
早
稲
田
法
学
会
誌
六
〇
巻
二
号

（
二
〇
一
〇
）
一
九
二
頁
以
下
。

（
40
）  

曲
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
五
二
頁
。

（
41
）  H

assem
er, a.a.O. （Anm

. 12

）, S. 81ff.

（
42
）  Jakobs, a.a.O. （Anm

. 13

）, S. 263. 

な
お
、
松
生
光
正
「
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
（
二
）
完
」
姫
路
法
学
三
一
・
三
二
合
併
号
（
二
〇
〇

一
）
二
九
三
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
﹇
第
四
版
﹈』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
九
）
二
九
二
頁
も
参
照
。
特
に
、
豊
田
兼
彦
「
共
犯
の
一
般
的
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成
立
要
件
に
つ
い
て
」
川
端
博
ほ
か
編
『
理
論
刑
法
学
の
探
究
③
』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
）
二
五
、
二
七
頁
参
照
。

（
43
）  

豊
田
・
前
掲
注
（
42
）
二
七
、
二
八
頁
。

（
44
）  

同
じ
く
、
そ
も
そ
も
犯
罪
的
意
味
が
欠
け
る
行
為
の
不
可
罰
性
を
基
礎
付
け
る
た
め
、
危
険
創
出
要
件
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
詳
細
に
検
討
す

る
見
解
と
し
て
、W

olfgang Frisch, Tatbestandsm
äßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs -Bem

erkungen zum
 Strafgrund 

（der U
nrechtskonstitution

） der Beihilfe - , 1988, S. 295ff.; ders, Beihilfe durch neutrale H
andlungen, in Festschrift für Klaus 

Lüderssen, 2002, S. 539ff.

（
45
）  

松
生
・
前
掲
注
（
42
）
二
九
四
頁
。

（
46
）  W

eigend
・
前
掲
注
（
9
）
一
九
八
頁
。

（
47
）  Roxin, a.a.O. （Anm

. 29

）, S. 210.

（
48
）  Roxin, a.a.O. （Anm

. 29

）, S. 207ff.

（
49
）  H

eiko H
. Lesch, JR 2001, S. 386. 

豊
田
・
前
掲
注
（
8
）
一
七
六
頁
脚
注
（
19
）。

（
50
）  Rackow, a.a.O. （Anm

. 4
）, S. 190.

（
51
）  

曲
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
九
五
頁
、
同
「
日
常
的
行
為
と
従
犯
（
二
）

―
主
に
わ
が
国
に
お
け
る
議
論
を
素
材
に
し
て

―
」
法
学
新
報
一

一
二
巻
一
＝
二
号
（
二
〇
〇
五
）
四
五
八
頁
。

（
52
）  

曲
田
・
前
掲
注
（
51
）
四
六
〇
頁
。

（
53
）  

た
だ
し
、
例
外
と
し
て
、
曲
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
九
七
頁
、
二
〇
〇
頁
。

（
54
）  

曲
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
九
八
頁
。

（
55
）  

な
お
、
同
説
に
よ
れ
ば
、
一
般
的
に
は
未
知
の
手
段
が
関
与
行
為
と
し
て
用
い
ら
れ
た
場
合
、
幇
助
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
と
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
小
野
上
・
前
掲
注
（
39
）
一
六
八
頁
。

（
56
）  W
eigend

・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
一
頁
。

（
57
）  

島
田
・
前
掲
注
（
2
）
六
〇
頁
脚
注
（
7
）。

（
58
）  U

rs Kindhäuser, Zum
 Begriff der Beihilfe, in Festschrift für H

arro O
tto, 2007, S. 364.

（
59
）  W

eigend

・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
一
頁
。

（
60
）  

ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
は
仮
定
的
事
情
を
全
面
的
に
考
慮
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
島
田
・
前
掲
注
（
31
）
八
二
頁
、
小
野
上
・
前
掲
注
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（
39
）
一
七
五
頁
参
照
。

（
61
）  

島
田
・
前
掲
注
（
31
）
八
二
頁
。

（
62
）  Kindhäuser, a.a.O. （Anm

. 58

）, S. 367f.
（
63
）  
照
沼
・
前
掲
注
（
39
）
一
九
七
頁
、
山
中
・
前
掲
注
（
6
）
九
九
頁
。

（
64
）  Am

elung, a.a.O. 

（Anm
. 39

）, S. 20ff.

林
幹
人
「
背
任
罪
の
共
同
正
犯
」
判
例
時
報
一
八
五
四
号
（
二
〇
〇
四
）
七
頁
、
山
中
・
前
掲
注

（
6
）
一
二
九
頁
（
な
お
、
山
中
敬
一
教
授
は
、
類
型
化
さ
れ
た
個
々
の
事
例
に
応
じ
て
、
利
益
衡
量
と
は
別
の
基
準
を
提
示
し
て
も
い
る
。
詳

し
く
は
、
同
・
前
掲
注
（
6
）
一
〇
九
頁
）。

（
65
）  

林
・
前
掲
注
（
2
）
二
九
頁
、
三
一
頁
。

（
66
）  Am

elung, a.a.O. 
（Anm

. 39

）, S. 21.

将
来
正
犯
と
な
る
者
の
生
存
を
確
保
す
る
、
食
料
の
提
供
行
為
は
、
原
則
と
し
て
危
険
の
創
出
に
あ

た
ら
な
い
と
い
う
。

（
67
）  Am

elung, a.a.O. （Anm
. 39

）, S. 22.

（
68
）  

山
中
・
前
掲
注
（
6
）
一
二
九
頁
。

（
69
）  

小
野
上
・
前
掲
注
（
39
）
一
七
一
頁
。

（
70
）  H

arro O
tto, 

“Vorgeleistete Strafvereitelung

” durch berufstypische oder alltägliche Verhaltensw
eisen als Beihilfe, in Fest-

schrift für Theodor Lenckner, 1998, S. 225.

（
71
）  Beckem

per, a.a.O. （Anm
. 24

）, S. 169.

（
72
）  

島
田
・
前
掲
注
（
31
）
一
〇
五
頁
以
下
。

（
73
）  

小
島
秀
夫
「
共
犯
論
に
お
け
る
客
観
的
帰
属
と
故
意
帰
属

―
い
わ
ゆ
る
中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
の
事
例
を
め
ぐ
っ
て

―
」
法
学
研
究
論

集
三
二
号
（
二
〇
一
〇
）
一
一
二
頁
。

（
74
）  Rüdiger Philipow

ski, Steuerstrafrechtliche Problem
e bei Bankgeschäften, in: Kohlm

ann, Strafverfolgung und Strafverteidi-
gung im

 Steuerstrafrecht, 1983, S. 142ff.

（
75
）  

松
生
・
前
掲
注
（
6
）
二
一
三
頁
。

（
76
）  

島
田
・
前
掲
注
（
2
）
六
三
頁
。
な
お
、
島
田
教
授
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
照
沼
・
前
掲
注
（
39
）
一
九
四
、
一
九
五
、
二
〇
九
頁
脚
注

（
160
）
参
照
。
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（
77
）  Rackow, BeckO

K StG
B N

eutrale H
andlungen, Stand: 01.12.2011 Edition: 17, Rn 2.

（
78
）  

松
生
・
前
掲
注
（
42
）
二
九
三
、
二
九
四
頁
。

（
79
）  

松
生
・
前
掲
注
（
42
）
二
九
三
、
二
九
四
頁
。

（
80
）  W

eigend

・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
三
頁
、
島
田
・
前
掲
注
（
31
）
九
一
頁
。

（
81
）  
松
生
・
前
掲
注
（
42
）
二
九
三
、
二
九
四
頁
。

（
82
）  
豊
田
・
前
掲
注
（
8
）
一
七
〇
頁
。

（
83
）  Roxin, a.a.O. （Anm

. 29

）, S. 208.

（
84
）  

曲
田
・
前
掲
注
（
7
）
一
九
八
頁
。

（
85
）  

林
・
前
掲
注
（
2
）
三
〇
頁
。
た
だ
し
、
包
丁
の
販
売
が
例
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
86
）  

豊
田
・
前
掲
注
（
8
）
一
七
五
頁
。

（
87
）  

な
お
、
中
立
的
行
為
事
例
の
行
為
が
多
様
な
性
格
を
持
つ
た
め
に
、
論
者
が
実
現
す
べ
き
と
考
え
る
価
値
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
が
明
確
に
な
り

に
く
い
こ
と
も
、
錯
綜
し
た
議
論
を
招
く
原
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
の
主
張
の
評
価
を
め
ぐ
る
以
下
の
よ
う
な
違
い
を
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
は
、
ど
こ
に
で
も
あ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
、
侵
入
が
行
わ
れ
な
い
と
は
、

誰
も
予
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（G

ünther Jakobs, Regreßverbot beim
 Erfolgsdelikt -Zugleich eine U

ntersuchung zum
 G

rund 
der strafrechtlichen H

aftung für Begehung, ZStW
 89 1977, S. 20.

）
と
し
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
販
売
行
為
に
対
す
る
幇
助
罪
の
成
立
を
否

定
し
て
い
る
。
ヤ
コ
ブ
ス
の
こ
の
主
張
が
、
仮
定
的
代
替
原
因
の
考
慮
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
幇
助
犯

の
成
立
に
あ
た
っ
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
他
の
方
法
で
も
入
手
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
仮
定
的
因
果
経
過
を
考
慮
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
批
判

し
て
お
り
（Roxin, a.a.O. 

（Anm
. 29

）, S. 210.

）、
仮
定
的
代
替
原
因
を
考
慮
す
る
説
と
位
置
づ
け
る
。
一
方
、
島
田
・
前
掲
注
（
31
）
一
三

〇
頁
脚
注
（
67
）
は
、
ヤ
コ
ブ
ス
は
仮
定
的
判
断
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
と
き
に
、
一
般
人

が
住
居
侵
入
窃
盗
に
結
び
つ
く
印
象
を
受
け
る
か
と
い
う
、
抽
象
的
な
行
為
そ
れ
自
体
に
着
目
し
て
い
る
と
い
う
。
差
が
生
じ
る
原
因
は
、
ヤ
コ

ブ
ス
の
い
う
「
ど
こ
に
で
も
あ
る
ド
ラ
イ
バ
ー
」
が
、
二
つ
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
入
手
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
性
質

と
、
日
常
生
活
性
の
高
い
物
と
い
う
性
質
で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
前
者
、
島
田
教
授
は
後
者
と
解
釈
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
立
的

行
為
の
性
質
が
一
様
で
な
い
こ
と
か
ら
、
争
点
が
明
確
に
な
り
に
く
い
危
険
性
が
あ
る
。

（
88
）  

日
常
的
な
取
引
行
為
に
つ
い
て
は
、
信
頼
の
原
則
あ
る
い
は
正
当
行
為
（
三
五
条
）
と
し
て
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
と
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指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
照
沼
・
前
掲
注
（
39
）
二
〇
二
、
二
一
一
頁
。

（
89
）  

未
必
的
故
意
の
概
念
を
厳
格
に
解
釈
し
な
お
す
見
解
（
島
田
・
前
掲
注
（
31
）
一
〇
五
頁
）
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
不
可
罰
と
す
べ
き
と
す
る

事
例
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
未
必
的
故
意
が
た
や
す
く
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
。
た
だ
、
そ
の
指
摘
が
正
し
い
と
し
て
も
、
い

か
な
る
場
合
に
未
必
的
故
意
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
曲
田
・
前
掲

注
（
51
）
四
六
九
頁
脚
注
（
47
）
参
照
）。

（
90
）  
例
え
ば
、
社
会
一
般
に
利
益
を
与
え
る
弁
護
士
業
務
に
お
い
て
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
う
る
と
す
る
も
の
と
し
て
、
小
野
上
真
也
「
弁
護
士

の
職
務
行
為
に
よ
る
従
犯
の
成
否
」
千
葉
大
学
法
学
論
集
二
六
巻
三
号
（
二
〇
一
一
）
七
四
頁
以
下
。

（
91
）  

島
田
・
前
掲
注
（
31
）
九
二
、
九
三
頁
。
同
・
前
掲
注
（
2
）
六
三
頁
。

（
92
）  W

eigend

・
前
掲
注
（
9
）
二
〇
五
頁
。

濱
田
　
新
（
は
ま
だ
　
あ
ら
た
）

　
所
属
・
現
職
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
後
期
博
士
課
程

　
最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
前
期
博
士
課
程

　
所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会

　
専
攻
領
域
　
　
刑
法


