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一
　
は
じ
め
に

　
近
年
学
説
に
お
い
て
、
幇
助
犯
の
一
般
的
成
立
要
件
を
具
体
化
す
る
取
り
組
み
が
盛
ん
で
あ（
1
）る。
検
討
に
あ
た
り
、
主
に
題
材
と
さ
れ

て
い
る
の
は
、
犯
罪
実
行
に
対
す
る
物
理
的
関
与
や
、
助
言
に
よ
る
関
与
の
事
例
で
あ
る
。
筆
者
も
、
以
前
こ
の
よ
う
な
事
例
を
素
材
に
、

幇
助
行
為
性
の
具
体
化
を
試
み
た
。
す
な
わ
ち
、
被
関
与
者
が
、
犯
罪
実
行
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
と
評
価
で
き
る
者
で
あ
り
、
ま
た
、

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
す
る
場
合
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
幇
助
行
為
性

判
断
に
よ
っ
て
、
適
切
に
処
罰
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し（
2
）た。
右
の
幇
助
行
為
性
判
断
基
準
は
、
決
意
の
強
化
に
よ
る

精
神
的
幇
助
の
事
例
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
妥
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
実
行
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
と
評
価
で
き
る

者
に
対
し
、
関
与
者
が
、
犯
意
を
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
よ
う
な
動
作
・
態
度
を
と
る
場
合
に
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
幇
助
行
為
性
判
断
基
準
は
、
精
神
的
幇
助
の
成
否
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
は
、
右
の
幇
助
行
為
性
判
断
基
準
の
具
体
化
を
試
み
た
い
。
具
体
化
の
手
が
か
り
と
し
て
、
精
神
的
幇
助
の
限
界
事
例
と
評
価

で
き
る
、
犯
罪
へ
の
消
極
的
関
与
の
事
例
を
と
り
あ
げ
る
。
消
極
的
関
与
の
事
例
と
は
、
関
与
者
が
犯
罪
実
行
へ
の
同
意
を
有
し
て
い
た

こ
と
や
、
犯
罪
現
場
に
居
た
こ
と
、
犯
罪
現
場
に
同
行
す
る
こ
と
等
に
よ
っ
て
、
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
消

極
的
関
与
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
事
例
は
、
古
く
か
ら
ド
イ
ツ
判
例
で
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
飲
酒
関

与
同
乗
者
に
危
険
運
転
致
死
傷
罪
幇
助
を
認
め
た
最
決
平
成
二
五
年
四
月
一
五
日
等
が
あ
る
。
以
下
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
極
的
関

与
事
例
の
判
例
・
学
説
を
紹
介
し
た
上
で
、
前
述
の
幇
助
行
為
性
判
断
基
準
を
具
体
化
す
る
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的

幇
助
の
具
体
化
を
目
標
と
し
、
不
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
・
物
理
的
幇
助
の
成
立
要
件
に
つ
い
て
は
、
検
討
の
対
象
外
と
す
る
。
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二
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
極
的
関
与
事
例
の
判
例

　
犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
者
に
、
鼓
舞
・
激
励
と
い
っ
た
積
極
的
な
働
き
か
け
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
、
犯

罪
が
行
わ
れ
た
と
い
う
積
極
的
関
与
の
事
例
で
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
、
ド
イ
ツ
・
我
が
国
の
判

例
・
通
説
で
あ（
3
）る。
し
か
し
、
消
極
的
関
与
の
事
例
で
も
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
は
成
立
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
同
事
例
に
お
け
る
、

作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
否
・
成
立
範
囲
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
は
、
消
極
的
関
与
の
事
例
に
つ
き
、
一

定
の
範
囲
で
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ（
4
）る。
以
下
で
は
、
消
極
的
関
与
事
例
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
の
主

要
判（
5
）例を

紹
介
し
、
判
例
上
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
要
件
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
明
ら
か
に
す
る
。
判
例

の
中
で
も
、
関
与
者
が
犯
罪
実
行
へ
の
同
意
を
有
し
て
い
た
こ
と
や
、
犯
罪
現
場
に
居
た
こ
と
に
よ
る
関
与
の
事
例
（
以
下
、
同
意
事

例
・
居
合
わ
せ
事
例
）
は
、
特
に
重
要
で
あ
る
。
積
極
的
な
身
体
的
動
作
が
な
く
、
不
作
為
の
事
案
に
み
え
る
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て

も
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
要

件
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
、
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

㈠
　
八
〇
年
代
ま
で
の
判
例

1　

作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
問
題
と
し
た
判
例

　
ま
ず
、
自
動
車
運
転
手
に
対
す
る
強
盗
が
行
わ
れ
た
際
に
、
近
く
に
立
っ
て
い
た
者
に
対
し
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
を
認

め
た
判
例
が
あ
る
（
夜
間
強
盗
事（
6
）件）。
被
害
者
（
運
転
手
）
と
、
正
犯
、
被
告
人
は
、
夜
間
車
に
乗
っ
て
い
た
。
正
犯
は
人
気
の
な
い
場

所
で
車
か
ら
降
り
、
運
転
手
を
殴
打
し
、
金
銭
を
奪
っ
た
。
被
告
人
は
、
車
が
野
道
で
曲
が
っ
た
際
、
運
転
手
か
ら
金
銭
を
奪
取
し
よ
う
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と
す
る
正
犯
の
計
画
に
気
付
い
て
い
た
。
犯
行
の
際
、
は
じ
め
、
被
告
人
は
近
く
に
立
っ
て
待
っ
て
い
た
が
、
乱
闘
の
過
程
で
、
さ
ら
な

る
悪
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
介
入
さ
え
し
た
。
被
害
者
か
ら
金
銭
が
奪
わ
れ
た
後
、
被
告
人
ら
は
被
害
者
を
残
し
て
車
で
去
り
、
被
告
人
は

金
銭
の
分
配
を
受
け
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
そ
の
場
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
犯
に
高
度
の
安
心
感
を
与
え
た
と
し
て
、

精
神
的
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
。

　
ま
た
、
恐
喝
の
現
場
に
同
席
し
て
い
た
者
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
て
い
る
判
例
も
あ
る
（
弁
護
士
恐
喝
事（
7
）件）。
本

事
件
で
、
新
人
弁
護
士
で
あ
る
被
告
人
は
、
同
僚
弁
護
士
と
そ
の
他
の
者
が
、
恐
喝
を
行
う
計
画
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
犯

罪
現
場
に
赴
い
た
。
被
告
人
は
、
現
場
で
犯
罪
計
画
に
気
付
い
た
が
、
同
僚
の
要
求
に
反
論
す
る
こ
と
な
く
、
同
席
し
続
け
た
。
被
告
人

は
、
弁
護
士
と
し
て
そ
の
場
に
同
席
し
て
い
る
こ
と
が
、
犯
罪
を
精
神
的
に
援
助
・
促
進
し
、
要
求
を
強
調
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

被
告
人
は
、
単
に
黙
っ
て
居
た
だ
け
な
の
で
、
精
神
的
幇
助
と
し
て
評
価
さ
れ
る
作
為
を
何
ら
行
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、

連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
犯
罪
実
行
の
際
、
黙
っ
て
そ
の
場
に
居
た
こ
と
は
、
作
為
に
よ
る
恐
喝
の
促
進
と
し
て
非
難
さ
れ
る
と

述
べ
て
、
被
告
人
の
主
張
を
退
け
て
い
る
。

2　

不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
問
題
と
し
た
判
例

　
一
方
、
前
記
の
二
つ
の
事
件
と
同
様
の
事
例
の
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
問
題
と
し
た
ヘ
ロ

イ
ン
密
輸
事（
8
）件も
あ
る
。
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
ド
イ
ツ
に
戻
る
途
中
に
、
同
乗
者
ら
が
ヘ
ロ
イ
ン
を
密
輸
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ

た
被
告
人
は
、
彼
ら
を
非
難
し
た
。
国
境
が
間
近
に
迫
っ
た
際
、
同
乗
者
の
一
人
が
、
国
境
で
な
さ
れ
得
る
質
問
の
際
に
は
、
友
人
を
訪

ね
る
た
め
に
オ
イ
ペ
ン
に
行
っ
て
い
た
と
い
お
う
と
主
張
し
た
が
、
そ
の
主
張
に
対
し
、
被
告
人
は
何
も
い
わ
な
か
っ
た
。
原
審
は
、
麻

薬
輸
入
の
精
神
的
幇
助
が
明
確
に
存
在
す
る
と
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
人
が
そ
の
計
画
に
つ
い
て
反
論
し
な
か
っ
た
の
で
、
正
犯
に
お

い
て
、「
彼
女
が
そ
の
取
り
決
め
を
守
る
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
ヘ
ロ
イ
ン
の
購
入
と
、
ド
イ
ツ
へ
の
輸
入
が
発
見
さ
れ
る
危
険

性
が
相
当
に
減
少
す
る
」
と
の
期
待
を
生
じ
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
。
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こ
れ
に
対
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
被
告
人
の
行
為
に
つ
き
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
問
題
と
し
、
被
告
人
に
は
保
障
人
的

地
位
が
欠
け
る
と
判
断
し
た
。
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
被
告
人
は
、
作
為
に
よ
っ
て
、
犯
罪
に
貢
献
し
て

い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
被
告
人
は
、
犯
罪
実
行
を
促
進
し
、
あ
る
い
は
主
観
的
に
正
犯
を
援
助
で
き
る
こ
と
を
、
何
も
『
し
な
か
っ

た
』
か
ら
で
あ
る
」。
な
お
、
本
事
例
で
は
、
国
境
で
、
誤
っ
た
申
し
立
て
を
す
る
と
い
う
不
当
な
要
求
に
反
論
し
な
か
っ
た
と
い
う
不

作
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
、「
正
犯
を
精
神
的
に
援
助
す
る
肉
体
的
な
居
合
わ
せ
が
、
作
為
に
よ
る
幇
助
と
し
て
評
価
さ
れ
得
る

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
未
決
定
で
あ
る
」
と
述
べ
た
（
そ
の
際
、
前
述
の
夜
間
強
盗
事
件
を
、
明
白
に
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
判
例

と
し
て
挙
げ
て
い
る
）。

3　

判
例
の
矛
盾
？

　
こ
れ
ら
の
三
つ
の
事
件
で
は
、
犯
罪
現
場
に
居
る
こ
と
や
、
正
犯
の
提
案
に
反
論
し
な
か
っ
た
と
い
う
被
告
人
の
態
度
が
問
題
と
な
っ

て
お
り
、
何
ら
身
体
的
動
作
を
伴
わ
な
い
点
で
共
通
し
て
い
る
。
ま
た
、
被
告
人
の
態
度
に
よ
っ
て
、
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
る

点
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
鑑
み
る
と
、
同
種
事
例
の
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
の
二
つ
の
事
件
で
は
、
作
為
に
よ

る
幇
助
を
認
め
る
一
方
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
で
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
問
題
に
し
て
い
る
。
学
説
の
多
く
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
は

「
本
質
的
に
同
じ
性
質
」
を
持
っ
て
い
る
と
評
価
し
た
上
で
、
判
決
の
矛
盾
を
指
摘
し
て
い（
9
）る。
し
か
し
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
と
、
他

の
二
つ
の
判
例
と
で
、
事
案
が
異
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
判
例
の
立
場
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
も
っ
と
も
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
に
お
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
「
被
告
人
が

何
も
し
な
か
っ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
夜
間
強
盗
事
件
と
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
と
の
事
案
の
違
い
は
、
判
決
文
か
ら
は
判

然
と
し
な
い
。
ま
た
、
先
の
二
つ
の
判
例
を
み
て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
要
件
の
具
体
的
内
容
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

ド
イ
ツ
判
例
上
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
要
件
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
と
先
の
二
つ

の
判
例
と
は
、
ど
の
よ
う
に
事
案
が
異
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
引
き
続
き
、
判
例
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
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㈡
　
九
〇
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
判
例

1　

自
動
車
強
盗
事
件

　
次
に
紹
介
す
る
の
は
、
同
意
事
例
で
あ
り
、
居
合
わ
せ
事
例
で
も
あ
る
、
自
動
車
強
盗
事
件
で
あ
）
10
（

る
。
Ａ
（
正
犯
）、
Ｂ
、
被
告
人
の

三
人
は
、
ヘ
ロ
イ
ン
調
達
の
た
め
に
車
で
オ
ラ
ン
ダ
へ
向
か
う
途
中
、
事
故
に
遭
っ
た
。
三
人
は
、
事
故
に
気
付
い
て
停
車
し
た
被
害
者

の
車
に
同
乗
さ
せ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
走
行
後
、
Ａ
は
、
被
害
者
に
停
車
を
頼
み
、
い
っ
た
ん
車
か
ら
降
り
た
。
再
乗
車
し
た
Ａ

は
、
車
を
奪
取
し
て
オ
ラ
ン
ダ
へ
行
く
こ
と
を
決
意
し
た
。
Ａ
は
、
再
び
被
害
者
に
車
を
停
め
さ
せ
、
彼
を
車
外
に
蹴
り
出
し
車
を
奪
っ

た
。
被
告
人
は
、
一
度
目
の
停
車
の
際
に
、
Ａ
が
車
を
所
有
し
て
オ
ラ
ン
ダ
に
行
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
印
象
を
得
て
い
た
。
二

度
目
の
停
車
の
際
、
被
告
人
は
Ａ
が
被
害
者
に
車
か
ら
降
り
る
よ
う
に
要
求
す
る
の
を
聞
き
、
Ａ
が
被
害
者
を
車
外
へ
蹴
り
出
す
の
に
気

付
い
た
。
原
審
は
、
被
告
人
が
犯
罪
現
場
に
居
る
こ
と
、
ま
た
、
そ
の
際
に
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
犯
罪
実
行
へ
の
同
意
に
よ
っ
て
犯
罪

の
決
意
を
強
化
し
た
と
し
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
。
し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
作
為
に
よ
る
幇

助
の
成
立
を
否
定
し
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
問
題
と
し
た
上
で
、
被
告
人
に
は
保
障
人
的
地
位
が
欠
け
る
と
判
示
し
た
。
決
定

要
旨
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
①
「
被
告
人
が
、
そ
の
場
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
実
行
を
了
解
す
る
と
い
う
意
味
で
の
同
意
は
、
い
ま
だ
幇
助
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
内
面
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
援
助
と
し
て
評
価
さ
れ
る
行
為
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
正
犯
に
対
し
犯
罪
実
行
へ
の
同
意
が
表
明

さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
犯
行
決
意
や
、
犯
罪
を
継
続
的
に
追
求
し
よ
う
と
す
る
態
勢
が
強
化
さ
れ
た
と
き
（
い
わ
ゆ
る
精
神

的
幇
助
）
は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
表
明
さ
れ
た
同
意
は
、
本
事
例
で
は
存
在
し
な
い
」。
犯
罪
行
為
は
、
あ
ら

か
じ
め
合
意
さ
れ
て
お
ら
ず
、
Ａ
が
被
害
者
を
車
外
に
蹴
り
出
し
た
と
き
、
被
告
人
は
不
意
を
襲
わ
れ
た
の
で
あ
り
、「
事
件
当
時
そ
の

場
に
居
る
か
、
居
な
い
か
に
つ
い
て
の
選
択
を
全
く
持
っ
て
い
な
か
っ
た
被
告
人
が
、
単
に
そ
の
場
に
居
た
こ
と
に
は
、
そ
も
そ
も
表
明
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の
価
値
が
認
め
ら
れ
ず
、
Ａ
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
犯
罪
実
行
の
、
説
得
的
に
表
明
さ
れ
た
同
意
の
意
味
も
認
め
ら
れ
な
い
」。

　
②
「
確
か
に
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、

―
入
念
か
つ
正
確
な
認
定
を
必
要
と
す
る
が

―
犯
罪
実
行
が
具
体
的
な
形

態
で
促
進
・
容
易
に
さ
れ
、
そ
し
て
、
幇
助
者
が
そ
れ
を
認
識
し
て
い
た
限
り
で
、
単
に
犯
罪
現
場
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
幇
助
が

果
た
さ
れ
得
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
」（
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
判
決
は
未
決
定
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
判
決
は
肯
定
的
と
す
る
）。「
し
か
し
、
こ

の
『
公
式
』
は
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
を
思
い
つ
か
せ
る
よ
う
に
み
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
現
場
に
『
居
る
』
と
い
う
単
な
る
状
態

が
、
既
に
幇
助
に
な
り
得
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
作
為
に
よ
る
刑
法
上
の
答
責
性
の
枠
内
で
は
、
幇
助
は
、

す
べ
て

―
い
わ
ゆ
る
精
神
的
幇
助
も

―
作
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
、
幇
助
者
の
行
為
寄
与
を
不
可
欠
の
前
提
と
す
る
」。「
も
ち

ろ
ん
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
行
為
寄
与
は
、
幇
助
者
が
、
犯
罪
実
行
に
対
す
る
正
犯
の
計
画
を
知
り
つ
つ
、
正
犯
の
決

意
を
強
化
し
た
り
、
正
犯
に
高
度
の
安
心
感
を
与
え
る
た
め
に
、
例
え
ば
、
同
行
・
同
乗
し
た
り
、
同
伴
し
て
、
自
己
の
居
合
わ
せ
を
、

い
わ
ば
『
提
供
す
る
』
中
に
存
在
す
る
」。
し
か
し
、
本
件
は
そ
の
よ
う
な
場
合
で
は
な
く
、
被
告
人
は
作
為
に
よ
る
寄
与
を
何
ら
果
た

し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。

2　

自
動
車
強
盗
事
件
決
定
か
ら
明
ら
か
に
な
る
こ
と

　
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
決
定
要
旨
①
の
箇
所
で
は
、
同
意
事
例
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
た
と
え
被
告
人
が
犯
罪
実
行
に
同
意
し
て
い

た
と
し
て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
同
意
が
正
犯
に
「
表
明
」
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

本
事
例
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
犯
罪
実
行
に
つ
い
て
の
合
意
が
な
く
、
被
告
人
が
現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
偶
然
の
出
来
事
で
あ
っ
た
た

め
、「
同
意
の
表
明
」
は
認
め
ら
れ
ず
、
作
為
に
よ
る
幇
助
は
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
ら
か
じ
め
犯
罪
実
行
に
つ

い
て
の
合
意
が
な
く
、
被
告
人
が
現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
偶
然
の
出
来
事
で
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
、
作
為
に
よ
る

幇
助
を
否
定
し
た
判
例
は
、
本
決
定
の
他
に
も
複
数
見
受
け
ら
れ
）
11
（

る
。

　
決
定
要
旨
②
の
箇
所
で
は
、
裁
判
所
は
、
居
合
わ
せ
事
例
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
居
合
わ
せ
事
例
で
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
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め
る
に
は
、
作
為
に
よ
る
行
為
寄
与
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
例
と
し
て
同
行
・
同
乗
を
伴
う
居
合
わ
せ
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
先
行

判
例
と
の
関
係
か
ら
注
目
す
べ
き
点
は
、
本
決
定
が
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
判
決
を
引
用
し
て
、
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い
て
も
作
為
に
よ
る

幇
助
が
成
立
す
る
可
能
性
を
認
め
つ
つ
、
本
事
案
で
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
を
否
定
し
た
点
で
あ
る
。
本
判
例
は
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
判

決
の
射
程
を
、
限
定
的
に
画
す
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
）
12
（
る
。
弁
護
士
恐
喝
事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
犯
罪
行
為
の
見
物
人
ま
で
も
が
作

為
に
よ
る
幇
助
に
な
る
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
）
13
（

り
、
本
決
定
が
、
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯

の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
た
こ
と
は
、
支
持
に
値
す
る
。

3　

二
つ
の
解
釈
の
可
能
性

　
裁
判
所
は
、
同
意
事
例
に
つ
い
て
は
、「
同
意
の
表
明
」
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
と
し
、
ま
た
、
居
合
わ

せ
事
例
に
つ
い
て
は
、
同
行
・
同
乗
が
伴
う
場
合
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
問
題
は
、
同
行
・
同
乗
が
伴
わ
な

い
居
合
わ
せ
事
例
に
お
け
る
、
幇
助
犯
の
成
立
範
囲
で
あ
る
。
本
決
定
は
、
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い
て
、
犯
罪
を
認
識
し
て
同
行
・
同
乗

を
行
っ
た
結
果
、
犯
罪
現
場
に
居
た
と
い
う
事
案
以
外
で
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
余
地
を
認
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
）
14
（
が
、
同

行
・
同
乗
が
伴
わ
な
い
居
合
わ
せ
事
例
に
つ
き
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
。

　
考
え
ら
れ
る
解
釈
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
決
定
要
旨
①
・
②
は
、
各
事
例
を
区
別
し
て
述
べ
た
も
の
で
は
な
く
、
①
の
趣
旨
が
、
居
合

わ
せ
事
例
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
一
体
型
解
釈
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い
て
、
そ
の
関
与
者
の
態
度
が
、「
同
意
の

表
明
」
と
評
価
さ
れ
る
際
に
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
と
解
釈
す
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
自
動
車
強
盗
事
件
決
定
は
、

同
意
事
例
・
居
合
わ
せ
事
例
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
要
件
と
し
て
、「
同
意
の
表
明
」
を
挙
げ
て
い
る
も
の
と
整
理

で
き
よ
う
。
一
方
、
①
・
②
を
区
別
し
て
読
む
と
い
う
区
別
型
解
釈
も
あ
り
得
る
。
区
別
型
解
釈
に
よ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め

ら
れ
る
た
め
に
は
、「
同
意
の
表
明
」
で
は
な
く
、「
犯
罪
実
行
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
す
る
態
度
」
が
必
要
と
い
う
こ
と
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に
な
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
関
与
者
の
態
度
が
、
被
害
者
と
の
人
数
差
や
、
肉
体
的
優
越
を
誇
示
す
る
態
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
作
為
に
よ
る

幇
助
の
成
立
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　
自
動
車
強
盗
事
件
決
定
の
解
釈
に
つ
き
、
い
ず
れ
の
解
釈
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
一
体
型
解
釈
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
犯
罪
現
場
で
の

居
合
わ
せ
は
、「
同
意
の
表
明
」
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
既
に
決
定
要
旨
①
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
、
再
度
、
②
で
そ
の
こ
と
を

述
べ
る
必
要
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
区
別
型
解
釈
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
、
被
害
者
と
の
体
格
差
や
、
人
数
差
を
強
調
す
る
よ
う
な
態
度

を
と
っ
て
い
た
の
か
が
、
新
た
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
判
例
の
決
定
要
旨
②
で
は
、
区
別
型
解
釈
を
と
る
際
に
行

わ
れ
る
べ
き
検
討
が
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
被
告
人
は
作
為
に
よ
る
寄
与
を
何
ら
果
た
し
て
い
な
い
、
と
し
か
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ

ゆ
え
、
一
体
型
解
釈
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
同
意
事
例
・
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い

て
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
関
与
が
「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。㈢

　「
同
意
の
表
明
」
要
件
が
果
た
す
役
割

1　

二
つ
の
役
割

　
同
意
事
例
・
居
合
わ
せ
事
例
に
お
い
て
、「
同
意
の
表
明
」
が
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
る
た
め
の
要
件
と
解
釈
で
き
る
と

し
て
も
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
同
意
事
例
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ

る
よ
う
に
、
意
思
の
表
明
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
内
心
を
処
罰
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
行
為
主
義
原
則
か
ら
の
要
請
に
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
行
為
性
を
満
た
す
た
め
の
要
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
に
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
作
為
犯
の
幇
助
行
為
性
を
画
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
仮
に
、
作
為
に
よ
る

精
神
的
幇
助
を
肯
定
す
る
に
は
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
不
要
で
あ
り
、
何
ら
か
の
意
思
の
表
明
と
、
決
意
の
強
化
が
あ
れ
ば
足
り
る
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と
解
釈
す
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
に
お
い
て
も
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
が
成
立
し
得
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
事
件
で
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
意
思
の
表
明
・
決
意
の
強
化
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の

意
思
表
明
は
、「
犯
罪
不
阻
止
」
の
意
思
表
明
で
し
か
な
く
、「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性

が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
）
15
（
う
。

　
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
は
、
夜
間
強
盗
事
件
・
弁
護
士
恐
喝
事
件
と
事
案
が
異
な
る
た
め
、
判
例
の
立
場
に

矛
盾
は
な
い
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
夜
間
強
盗
事
件
・
弁
護
士
恐
喝
事
件
で
は
「
同
意
の
表
明
」
が
存
在
す
る
と
解
し
、
ヘ
ロ

イ
ン
密
輸
事
件
で
は
、「
犯
罪
不
阻
止
」
の
意
思
表
明
し
か
存
在
し
な
い
と
解
釈
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
案
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
。
裁

判
所
が
、「
同
意
の
表
明
」
の
存
否
に
よ
っ
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
判
例
の
立
場
は
一
貫
し
て
い

る
。
な
お
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
身
体
的
動
作
を
伴
う
事
例
に
お
い
て
も
、
作
為
犯
の
幇
助
行
為
性
を
画
す
る
機
能
を
果
た
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
推
測
を
裏
付
け
る
も
の
と
し
て
、
同
行
に
よ
る
精
神
的
幇
助
が
問
題
と
な
っ
た
判
）
16
（
例
を
紹
介
す
る
。

2　

同
行
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
判
例

　
被
告
人
は
、
正
犯
ら
が
被
害
者
の
口
座
か
ら
金
を
お
ろ
そ
う
と
し
て
い
る
の
を
認
識
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
犯
ら
と
、
被

害
者
と
と
も
に
車
に
乗
っ
て
、
銀
行
の
近
く
の
駐
車
場
ま
で
行
き
、
正
犯
ら
の
監
視
下
に
と
ど
ま
る
被
害
者
を
残
し
て
、
彼
ら
に
別
れ
を

告
げ
た
。
原
審
は
強
盗
的
恐
喝
罪
の
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
が
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
強
盗
的
恐
喝
罪
幇
助
の

成
立
を
否
定
し
た
。
ま
ず
、
被
告
人
が
正
犯
の
車
に
一
緒
に
乗
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
行
為
に
同
意
し
た
と
い
う
原
審
の
理
解
に
は
既

に
懸
念
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
も
、「
単
な
る
了
承
の
意
味
で
の
同
意
は
、
い
ま
だ
援
助
行
為
と
し
て

評
価
さ
れ
な
い
…
…
犯
罪
実
行
を
促
進
す
る
行
為
は
、
彼
ら
に
認
識
可
能
な
被
告
人
の
同
意
が
、
犯
罪
を
継
続
す
る
正
犯
の
態
勢
を
強
化

し
た
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
る
…
…
し
か
し
、
正
犯
ら
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
、
被
告
人
の
態
度
や
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
は
な
く
…
…
被
告
人
の
前
述
の
行
為
寄
与
に
よ
っ
て
、
そ
の
他
の
参
加
者
に
お
い
て
、
無
制
限
の
連
帯
の
印
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象
を
惹
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
態
勢
を
強
化
し
た
と
い
う
認
定
と
は
相
反
す
る
」。

　
注
目
す
べ
き
点
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
が
、
同
行
に
よ
る
関
与
事
例
に
お
い
て
も
、「
同
意
の
表
明
」
が
認
め
ら
れ
る
か
を
問
題
と
し

て
い
る
点
で
あ
る
。
犯
罪
計
画
を
認
識
し
つ
つ
、
犯
罪
現
場
付
近
ま
で
同
行
し
た
と
い
う
本
事
案
で
は
、「
同
乗
」
と
い
う
身
体
的
動
作

に
よ
っ
て
、
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、「
同
意
の
表
明
」
と
し
て
の
同
乗
に
よ
っ
て
、
正
犯
ら
が
何
ら

か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
身
体
的
動
作
を
伴
う
事
例
に
お
い
て
も
、

作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
認
め
る
た
め
の
要
件
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
、
ド
イ
ツ
判
例
の
流
れ
を
概
観
し
た
。
ド
イ
ツ
判
例
は
、
消
極
的
関
与
事
例
で
は
、「
同
意
の
表

明
」
を
、
行
為
性
を
満
た
す
た
め
の
要
件
と
し
て
、
ま
た
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
満
た
す
た
め
の
要
件
と
し
て
、
要
求
し
て
い
る

と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
関
与
者
が
犯
罪
実
行
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
事
案
（
自
動
車
強
盗
事
件
）
で
は
、「
同
意
の
表
明
」
が
、
行
為
性
の

有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
犯
罪
不
阻
止
の
意
思
表
明
し
か
存
在
し
な
い
事
案
（
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
）
で
は
、

「
同
意
の
表
明
」
が
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め
に
、
用
い
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
同
意
の

表
明
」
要
件
は
、
関
与
行
為
が
身
体
的
動
作
を
伴
う
か
否
か
と
は
無
関
係
に
、
必
要
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
や
、
自
動
車
強
盗
事
件
で
は
、
判
例
は
、「
同
意
の
表
明
」
の
存
否
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
判
断
し
、
ま
た
、
そ

の
存
在
を
肯
定
す
る
こ
と
に
慎
重
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
点
は
評
価
さ
れ
る
。
一
方
、
夜
間
強
盗
事
件
・
弁
護
士
恐
喝
事
件
判
決
の
書
き

ぶ
り
に
は
、
や
や
懸
念
が
あ
る
。
両
事
件
で
「
同
意
の
表
明
」
が
存
在
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
黙
っ
て
犯
罪
現
場
に
居
る
こ
と
が
、

「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
理
由
に
つ
い
て
、
詳
述
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
点
を
除
け
ば
、
ド
イ
ツ
判
例
理
論
は
、
第

四
章
で
述
べ
る
よ
う
に
支
持
に
値
す
る
。
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三
　
消
極
的
関
与
事
例
に
つ
い
て
の
学
説

　
で
は
、
次
に
、
消
極
的
関
与
事
例
に
つ
い
て
の
学
説
を
紹
介
す
る
。
見
解
の
内
容
は
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
幇
助
犯
の
成
否
に

関
す
る
も
の
と
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
幇
助
犯
の
成
立
範
囲
に
関
す
る
も
の
と
に
分
か
れ
る
。

㈠
　
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
幇
助
犯
の
成
否
に
つ
い
て

　
前
述
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
判
例
は
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
認
め
て
い
る

が
、
ド
イ
ツ
の
学
説
の
多
く
は
、
消
極
的
関
与
に
よ
っ
て
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
に
懐
疑
的
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
正
犯
の
決
意
が
、
そ
の
消
極
的
関
与
に
よ
っ
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
強
化
さ
れ
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
に

よ
）
17
（

る
。
例
え
ば
、
同
意
事
例
に
対
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
正
犯
と
の
単
な
る
連
帯
、
犯
行
に
対
す
る
賛
意
の
表

明
、
あ
る
い
は
共
感
の
表
明
は
、
可
罰
的
な
幇
助
の
た
め
に
は
十
分
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
の
決
意
が
、（
懸

念
の
払
拭
の
場
合
の
よ
う
に
）
強
固
と
さ
れ
る
わ
け
で
も
、（
追
加
的
動
機
の
提
供
の
場
合
の
よ
う
に
）
覚
悟
の
基
盤
に
な
る
わ
け
で
も
な
く
、

（
法
益
侵
害
の
拡
大
の
場
合
の
よ
う
に
）
強
化
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
）
18
（

る
」。
ま
た
、
居
合
わ
せ
事
例
に
つ
い
て
も
、「
こ
の
事
例
類

型
に
属
す
る
ほ
と
ん
ど
全
て
の
具
体
例
に
お
い
て
は
、
援
助
行
為
も
、
犯
罪
実
行
の
促
進
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
可
罰
的
幇
助
が
肯
定

さ
れ
得
な
）
19
（

い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
も
し
、
消
極
的
関
与
の
事
例
に
お
い
て
因
果
関
係
が
欠
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
精
神
的
幇
助
を
認
め
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
不
可

罰
で
あ
る
は
ず
の
幇
助
未
遂
が
、
処
罰
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
）
20
（

う
。
も
っ
と
も
、
近
年
、

ド
イ
ツ
判
例
は
、
消
極
的
関
与
の
事
例
に
つ
き
、
因
果
関
係
の
入
念
か
つ
正
確
な
認
定
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
繰
り
返
し
述
べ
て
い
）
21
（

る
。
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消
極
的
関
与
の
事
例
に
お
い
て
、
因
果
関
係
の
認
定
に
慎
重
な
姿
勢
を
と
る
こ
と
は
、
最
近
の
ド
イ
ツ
判
例
・
学
説
に
共
通
し
て
い
る
。

　
消
極
的
関
与
行
為
と
、
犯
罪
実
行
・
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が
存
在
す
る
と
認
定
で
き
た
場
）
22
（

合
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
因
果
関

係
が
認
め
ら
れ
る
消
極
的
関
与
に
つ
き
、
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
つ
の
方
向
性
が
考
え
ら
れ

る
。
一
つ
は
、
心
理
的
因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
）
23
（
る
。
も

う
一
つ
は
、
条
文
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
援
助
」（
ド
イ
ツ
刑
法
二
七
条
）、「
幇
助
」（
日
本
刑
法
六
二
条
）
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
重
要
視
）
24
（

し
、

ほ
と
ん
ど
の
消
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
、
幇
助
行
為
性
を
否
定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。

　
前
者
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
広
く
認
め
す
ぎ
る
点
で
、
妥
当
で
な
い
。
ま
た
、
心
理
的
因
果
関
係
を

肯
定
す
る
に
は
、
事
後
的
に
み
て
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
不
当
な
処
罰
を
導
く
可
能
性
が
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
と
思
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
保
障
人
的
地
位
の
要
求
を
回
避
し
た
、

作
為
犯
処
罰
が
行
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
）
25
（
る
。
ま
た
、
正
犯
が
、
関
与
行
為
と
犯
罪
計
画
と
を
、
恣
意
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決

意
が
強
化
さ
れ
た
場
合
に
も
、
関
与
者
が
処
罰
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
）
26
（

る
。

　
後
者
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
事
前
判
断
で
あ
る
幇
助
行
為
性
を
厳
格
に
解
釈
す
る
点
で
、
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
ほ
と
ん

ど
全
て
の
消
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
処
罰
範
囲
が
狭
す
ぎ
）
27
（

る
。
正
し
い
方
向
性
は
、

両
者
の
中
間
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
後
的
判
断
に
よ
れ
ば
、
関
与
行
為
に
よ
っ
て
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
常
に
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
と
せ
ず
、
幇
助
行
為
性
の
事
前
的
判
断
を
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
処
罰
範
囲
を
切
り

分
け
る
と
い
う
方
向
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
が
正
し
い
と
し
て
も
、
ど
の
範
囲
ま
で
幇
助
を
認
め
る
べ
き
か
が
、
次
に
問
題
と

な
る
。
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㈡
　
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
幇
助
犯
の
成
立
範
囲
に
つ
い
て

　
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
具
体
化
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
以
下
に
述
べ
る
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
が
参
考
に
な
る
。「
正
犯
が
、
そ
の
場

に
居
る
者
が
正
犯
を
裏
切
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
、
邪
魔
を
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
犯
行
の
継
続
を
動
機
付
け
ら
れ
た
場

合
に
お
い
て
も
、
何
も
せ
ず
に
そ
の
場
に
居
る
こ
と
は
、
い
ま
だ
可
罰
的
な
幇
助
で
は
な
い
。
確
か
に
そ
の
よ
う
な
消
極
性
を
、
犯
罪
実

行
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
正
犯
へ
の
激
励
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
幇
助
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
、

単
な
る
不
作
為
の
処
罰
が
保
障
人
的
地
位
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
無
に
す
る
も
の
で
あ
る
」。「
こ
の
点
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
も

の
が
、
正
犯
が
認
識
す
る
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
正
犯
の
た
め
に
介
入
す
る
つ
も
り
で
あ
る
場
合
に
は
別
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
は
、
通
常
、
犯
罪
現
場
に
姿
を
み
せ
る
こ
と
、
と
ど
ま
る
こ
と
が
、
既
に
少
な
く
と
も
、
必
要
で
あ
れ
ば
介

入
す
る
こ
と
の
約
束
で
あ
り
、
幇
助
と
し
て
可
罰
的
な
作
為
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
）
28
（
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
阻
止
し
な
い
と
い
う
態
度

を
、
可
罰
的
な
「
激
励
」
と
解
釈
し
て
は
な
ら
ず
、
必
要
で
あ
れ
ば
犯
罪
実
行
に
介
入
す
る
と
い
う
「
約
束
」
と
い
え
る
場
合
で
な
け
れ

ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
消
極
的
関
与
の
事
例
で
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め

る
に
は
、
事
前
に
み
て
、
そ
の
関
与
行
為
が
、
犯
罪
へ
の
積
極
的
働
き
か
け
と
同
様
の
危
険
性
を
持
っ
た
行
為
と
評
価
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
の
主
張
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
我
が
国
に
お
い
て
も
、
消
極
的
関
与
事
例
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
範
囲
を
限
定
的
に
理
解
す
る
見
解
が
有
力
に
主

張
さ
れ
て
い
）
29
（

る
。
例
え
ば
、
島
田
聡
一
郎
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
一
般
的
な
犯
罪
不
阻
止
が
処
罰
さ
れ
て
い
な
い
日
本
刑

法
の
解
釈
と
し
て
は
、
保
障
人
的
地
位
に
な
い
者
の
行
為
が
、
決
意
の
強
化
に
よ
る
心
理
的
因
果
性
を
満
た
す
た
め
に
は
、
関
与
者
が

「
正
犯
の
側
に
立
っ
た
」
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
単
に
犯
行
を
妨
害
し
な
い
と
思
わ
せ
る
だ
け
で
は
、
そ
の
よ
う
に
は
い
え
な

い
。
行
為
者
に
保
障
人
的
地
位
が
な
い
場
合
に
は
、「
彼
に
妨
害
さ
れ
な
い
」
と
思
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
意
が
強
化
さ
れ
た
だ
け
で
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は
足
り
ず
、
正
犯
に
対
し
て
、
よ
り
積
極
的
な
動
機
付
け
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
心
理
的
因
果
性
に
よ

る
作
為
の
関
与
と
し
て
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
正
犯
に
対
し
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
の
利
益
の
た
め
に
な
る
よ
う
介
入
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
、
犯
行
後
に
自
分
を
手
助
け
し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
い
っ
た
形
で
の
動
機
付
け
を
与
え
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
保
障
人
的
地
位
に
あ
る
関
与
者
が
、「
阻
止
し
な
い
」
と
い
う
発
言
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
正
犯
は
「
本
来
阻

止
す
べ
き
者
が
阻
止
し
な
い
で
い
て
く
れ
る
」
と
の
認
識
が
生
じ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
意
が
強
化
さ
れ
た
場
合
に
は
、
心
理
的

因
果
性
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
）
30
（
う
。
島
田
教
授
の
見
解
も
、
事
後
的
に
み
る
と
決
意
の
強
化
が
存
在
す
る
事
例
で
、
常
に
作

為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
の
で
は
な
く
、
事
前
的
判
断
に
よ
っ
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
を
認
め
る
に
は
不
十
分
で

あ
る
と
し
た
上
で
、
犯
罪
を
阻
止
し
な
い
態
度
し
か
存
在
し
な
い
よ
う
な
事
例
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
否

定
す
る
と
の
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
の
具
体
的
解
釈
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

四
　
精
神
的
幇
助
成
立
要
件
の
具
体
化

㈠
　
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
を
基
礎
付
け
る
要
件
と
し
て
の
「
同
意
の
表
明
」

　
以
上
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
判
例
・
学
説
を
概
観
し
た
。
ド
イ
ツ
判
例
は
、
消
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
、「
同
意

の
表
明
」
を
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
要
件
と
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
具
体
的
に
は
、
犯
罪
不
阻
止
の
意
思
表
明
し
か
存

在
し
な
い
と
解
さ
れ
る
事
案
で
は
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
犯
罪
を
阻
止
し
な
い
態
度
が

存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
事
例
で
は
、
決
意
の
強
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
が
限
定
的
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
こ
と
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が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
否
を
適
切
に
判
断
す
る
た
め
に
、
作
為
に

よ
る
幇
助
行
為
性
を
具
体
化
す
る
も
の
と
し
て
整
理
で
き
、
支
持
に
値
す
る
。

　
な
お
、
ド
イ
ツ
判
例
は
、
犯
罪
計
画
に
積
極
的
に
関
与
し
た
事
例
で
精
神
的
幇
助
を
認
め
る
際
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
を
要
求
し
て

い
な
）
31
（
い
。
し
か
し
、
積
極
的
関
与
事
例
で
は
、
そ
の
関
与
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る

た
め
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
が
、
明
示
的
に
要
求
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
釈
で
き
る
。「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
消
極
的
関
与
事
例

だ
け
で
な
く
、
精
神
的
幇
助
事
例
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
。

㈡
　
要
件
の
具
体
化

　「
同
意
の
表
明
」
要
件
を
、
精
神
的
幇
助
の
成
立
を
基
礎
付
け
る
要
件
と
把
握
し
た
上
で
、
以
下
、
精
神
的
幇
助
成
立
要
件
に
つ
い
て
、

私
見
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。
冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
、
関
与
者
が
、
①
犯
罪
実
行
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
と
評
価
で
き
る
者
に
対
し
、

②
犯
意
を
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
よ
う
な
動
作
・
態
度
を
と
る
場
合
に
、
幇
助
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
要
件
①
に
つ
い
て
は
、

当
該
正
犯
自
身
の
心
理
状
態
・
行
動
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
既
に
指
摘
し
）
32
（

た
。
本
稿
で
は
、
要
件
②
の
具
体
化
を
試
み
る
。

1　

行
為
性
の
要
件

　
ま
ず
、
判
断
の
前
提
と
し
て
、
行
為
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
。
社
会
的
に
意
味
の
あ
る
態
度
が
存
在
す
れ
ば
行
為
性
は
認
め
ら
れ
る
。

物
理
的
な
身
体
的
動
作
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
）
33
（
が
、
単
な
る
内
心
的
同
意
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
行
為
性
は
否
定
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
、
被
告
人
が
現
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
偶
然
の
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
、
行
為
性
を
否
定
し

た
自
動
車
強
盗
事
件
決
定
は
、
行
為
性
判
断
を
厳
格
に
行
っ
て
い
る
点
で
、
参
考
に
な
ろ
う
。

2　

作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
の
要
件

　
⑴
　「
同
意
の
表
明
」
の
存
在
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
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行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
の
肯
定
に
あ
た
っ
て
は
、
関
与
者
の
態
度
が
、「
同
意
の
表
明
」
と
評

価
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
犯
行
と
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
の
態
度
や
、「
犯
行
を
阻
止
し
な
い
」
と
の
態
度
に
は
、
作
為
犯
と
し
て

の
幇
助
行
為
性
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
他
人
の
犯
罪
実
行
に
対
す
る
態
度
は
、「
同
意
」・「
反
対
」・
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

分
類
で
き
る
。「
同
意
」
は
、
犯
罪
に
向
か
お
う
と
す
る
正
犯
を
、
犯
罪
に
向
け
て
、
動
的
に
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、「
反

対
」
は
、
犯
罪
に
向
か
お
う
と
す
る
正
犯
を
押
し
戻
そ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
「
無
関
心
・
不
阻
止
」
は
、
犯

罪
に
向
か
お
う
と
す
る
正
犯
を
押
し
戻
す
存
在
に
も
、
押
し
進
め
る
存
在
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
態
度
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
も
正
犯
の
決
意
を
強
化
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
る
。
犯
罪
実
行
に
反
対
す
る
場
合
で
す
ら
（
例
え
ば
、
犯
罪
を
決
意
し
た
者
に
、

「
お
前
に
は
ど
う
せ
無
理
な
大
役
だ
か
ら
、
や
め
て
お
け
」
等
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
）、「
同
意
」
や
「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
が
存
在
す
る

場
合
と
同
程
度
に
、
正
犯
の
決
意
を
強
化
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
も
っ
と
も
、
犯
罪
実
行
に
反
対
す
る
意
思
を
表
明
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
学
説
・
判
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。「
反
対
」
す
る
態
度
に
つ
き
、
幇
助
行
為
性
が
否

定
さ
れ
る
と
の
結
論
に
は
、
疑
い
が
生
じ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
ま
た
、「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
に
つ
い
て
は
、

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
良
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
⑵
　
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
の
関
係

　
手
が
か
り
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
、
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
は
、
行
為
の
態
様
は
異
な
る
も
の
の
、
法
的
に
同
質
の
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
精
神
的
幇
助
の
成
否
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
そ
の
行
為
と
同
質
の
行
為
が
、
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
し
て
処
罰

さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
て
良
い
が
、
そ
の
行
為
と
同
質
の
行
為
が
、
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
し
て

処
罰
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
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ま
ず
、「
同
意
の
表
明
」
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
れ
と
同
質
の
物
理
的
関
与
は
、
犯
罪
に
必
要
な
物
や
情
報
を
提
供
す
る
と
い
っ
た
、

正
犯
を
犯
罪
実
行
へ
と
動
的
に
押
し
進
め
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
犯
罪
に
必
要
な
物
や
情
報
を
提
供
す
る
行
為
に
は
、
作
為
に
よ
る

幇
助
行
為
性
を
肯
定
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
同
意
の
表
明
」
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。

　
犯
罪
実
行
に
「
反
対
」
す
る
態
度
と
同
質
の
物
理
的
関
与
は
、
例
え
ば
、
正
犯
の
犯
罪
道
具
を
隠
す
と
い
っ
た
、
犯
罪
に
向
か
お
う
と

す
る
正
犯
を
押
し
戻
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
が
、
何
ら
か
の
形
で
犯
罪
実
行
を
促
進
す
る
こ
と
は
想
定
で
き
る
）
34
（

が
、

作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
反
対
」
す
る
態
度
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇

助
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
同
意
の
表
明
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
幇
助
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
る
一
方
で
、

「
反
対
」
す
る
態
度
し
か
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
幇
助
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
帰
結
は
、
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
と
の
対
応

関
係
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
に
つ
い
て
、
幇
助
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
と
同
質
の
物
理
的
関
与
は
、
犯
罪
に
向
か
お
う
と
す
る
正
犯
を
押
し
戻
す
こ
と
も
、
押
し
進
め
る
こ
と
も

し
な
い
行
為
（
例
え
ば
、
正
犯
の
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
行
為
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
物
理
的
関
与
が
、
何
ら
か
の
形
で
犯
罪
実
行
を
容

易
に
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
作
為
に
よ
る
物
理
的
幇
助
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
に
向
か
お
う
と
す

る
正
犯
を
押
し
戻
す
存
在
に
も
、
押
し
進
め
る
存
在
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
作
為
に

よ
る
幇
助
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
行
為
性
は
、「
同
意
の
表
明
」
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
）
35
（

る
。
な
お
、
前
述

の
と
お
り
、
消
極
的
関
与
事
例
の
成
立
範
囲
に
関
す
る
学
説
に
お
い
て
は
、
関
与
者
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
正
犯
の
た
め
に
介
入
す
る

つ
も
り
で
あ
る
の
か
を
重
視
す
る
も
の
が
あ
る
。
も
し
、
正
犯
の
た
め
に
介
入
す
る
と
の
約
束
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
、「
同
意
の
表

明
」
を
肯
定
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
約
束
が
認
め
ら
れ
な
い
夜
間
強
盗
事
件
や
弁
護
士
恐
喝
事
件
に
お
い
て
は
、
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
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事
件
と
同
様
、
不
作
為
犯
の
成
否
が
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
同
意
の
表
明
」
は
、
関
与
者
の
態
度
に
、
正
犯
の
た

め
に
介
入
す
る
と
の
約
束
が
含
ま
れ
て
い
な
く
と
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
夜
間
強
盗
事
件
や
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
で
は
、
作
為

に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
⑶
　「
同
意
の
表
明
」
要
件
判
断
の
認
定

　
た
だ
し
、「
同
意
の
表
明
」
要
件
充
足
は
、
慎
重
か
つ
客
観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
、
適

切
な
作
為
犯
処
罰
を
行
う
た
め
で
あ
る
。

　
ま
ず
、「
同
意
の
表
明
」
の
存
否
は
、
関
与
行
為
の
直
前
の
状
況
や
、
関
与
者
の
過
去
の
言
動
の
解
釈
等
か
ら
、
慎
重
に
判
断
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
意
事
例
や
居
合
わ
せ
事
例
で
は
、
そ
の
関
与
者
の
態
度
が
、「
同
意
の
表
明
」
な
の
か
、
犯
罪
へ
の
「
無
関
心
・

不
阻
止
」
の
態
度
で
し
か
な
い
の
か
は
、
一
目
瞭
然
で
は
な
い
た
め
、
と
り
わ
け
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
同
意
事
例
・
居
合
わ
せ
事
例
で

安
易
に
「
同
意
の
表
明
」
を
肯
定
す
る
場
合
、
保
障
人
的
地
位
の
要
求
を
回
避
し
た
、
不
当
な
処
罰
を
認
め
る
恐
れ
が
あ
る
。
夜
間
強
盗

事
件
や
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
被
告
人
の
行
為
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
余
地
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

被
告
人
の
態
度
が
「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
両
判
決
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
点
で
問
題
が
あ
る
。
も

し
、
こ
れ
ら
の
事
例
で
、
犯
罪
へ
の
「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性

は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
無
関
心
・
不
阻
止
」
の
態
度
が
存
在
す
る
よ
う
な
事
例
で
は
、
関
与
者
が
犯
罪
実
行
に
対
し
、
内

心
で
は
同
意
し
て
い
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
同
意
が
外
部
に
表
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
作
為
犯
と
し
て
処
罰

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
正
犯
が
、
関
与
行
為
と
犯
罪
計
画
と
を
、
恣
意
的
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
る
場
合
、
関
与
者

は
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
同
意
の
表
明
」
の
存
否
は
、
正
犯
の
主
観
的
評
価
の
み
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
客
観
的
評
価
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
犯
が
、
関
与
者
の
言
動
を
、
同
意
の
表
明
で
あ
る
と
勝
手
に
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解
釈
し
て
い
た
と
し
て
も
、
客
観
的
評
価
に
よ
っ
て
そ
の
行
為
が
「
同
意
の
表
明
」
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性

は
否
定
さ
れ
る
。

　
⑷
　
決
意
を
強
化
す
る
効
果
の
量
的
判
断

　
同
意
の
表
明
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
意
の
表
明
が
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
、
正
犯
の
決
意
を
強
化
す
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
意
の
表
明
も
、
そ
の
内
容
や
、
関
与
者
と
正
犯
と
の
人
間
関
係
に
よ
っ
て
は
、
決
意
を
強
化
す
る
効
果
に
高

低
が
あ
）
36
（
る
。
事
前
に
み
て
、
決
意
を
強
化
す
る
効
果
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
幇
助
行
為
性
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。

例
え
ば
、
暴
力
団
の
事
務
所
を
襲
撃
す
る
た
め
に
出
発
す
る
組
員
を
、
そ
の
組
長
ら
幹
部
と
と
も
に
集
結
し
て
見
送
っ
た
多
数
の
平
組
員

の
全
員
に
つ
）
37
（
き
、
常
に
精
神
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
積
極
的
関
与
の
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
積
極
的
な
働

き
か
け
の
内
容
自
体
に
よ
っ
て
、
そ
の
関
与
が
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
決
意
を
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
場
合
が
多
い
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
積
極
的
な
働
き
か
け
が
存
在
し
な
い
消
極
的
関
与
の
事
例
に
お
い
て
、
幇
助
行
為
性
を
判
断
す
る
際

に
は
、
関
与
者
が
、
正
犯
の
意
思
に
対
し
て
、
あ
る
程
度
強
い
影
響
を
与
え
る
者
で
あ
る
か
否
か
が
、
重
要
な
判
断
要
素
と
な
ろ
）
38
（

う
。

　
で
は
最
後
に
、
右
で
明
ら
か
に
し
た
幇
助
行
為
性
判
断
基
準
に
よ
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
主
要
判
例
の
検
討
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

㈢
　
我
が
国
に
お
け
る
判
例
の
検
討

1　

作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
た
判
例

　
⑴
　
居
合
わ
せ
事
例

　
犯
罪
現
場
に
居
る
こ
と
に
よ
っ
て
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
三
四
年
二
月
一
八
）
39
（
日
が
あ
る
。
本
事
案

で
は
、
乾
児
の
報
復
的
な
傷
害
に
際
し
、
終
始
そ
の
場
に
居
な
が
ら
黙
認
し
て
い
た
愚
連
隊
Ｙ
一
家
の
首
領
の
行
為
に
つ
き
、
幇
助
犯
が

成
立
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
東
京
地
裁
は
、
被
告
人
は
、「
問
責
暴
行
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
終
始
そ
の
場
に
あ
つ
て
そ
の
情
況
を
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現
認
し
、
事
態
の
大
事
に
進
展
す
べ
き
を
知
り
な
が
ら
輩
下
で
あ
る
他
の
被
告
人
の
右
暴
行
を
黙
認
し
そ
の
な
す
に
委
せ
…
…
傷
害
の
結

果
を
未
然
に
防
止
す
る
に
足
る
措
置
を
と
ら
ず
」、
傷
害
の
結
果
を
惹
起
す
る
に
至
ら
し
め
た
と
し
て
、
傷
害
幇
助
の
成
立
を
認
め
た
。

　
学
説
の
中
に
は
、
本
判
決
を
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
判
例
と
整
理
す
る
見
解
も
あ
る
）
40
（
が
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
肯
定
し
た

も
の
か
判
然
と
し
な
い
と
の
評
価
も
あ
）
41
（
る
。
も
し
、
当
該
組
織
内
で
は
、
首
領
が
乾
児
の
行
動
を
現
認
し
な
が
ら
何
も
い
わ
な
い
場
合
、

そ
の
よ
う
な
態
度
は
「
同
意
の
表
明
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
事
案
で
は
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
が
認
め
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
被
告
人
の
態
度
に
よ
っ
て
行
為
性
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
し
、
首
領
で
あ
る
被
告
人

の
「
同
意
の
表
明
」
は
、
乾
児
の
決
意
を
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
効
果
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
実
行
に
同
意

し
て
い
る
首
領
が
側
に
居
る
場
合
、
乾
児
は
、
強
化
さ
れ
た
決
意
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
実
行
に
及
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
、
因
果
関
係
も
認

め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⑵
　
同
行
事
例

　
同
行
事
例
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
は
、
犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
正
犯
の
車
に
追
従
し
た
行
為
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
犯

の
成
立
を
認
め
た
東
京
高
判
平
成
二
年
二
月
二
一
）
42
（
日
が
あ
る
。
強
盗
殺
人
の
正
犯
は
、
当
初
地
下
室
で
の
殺
害
を
予
定
し
て
い
た
が
、
計

画
を
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
被
害
者
を
連
れ
て
外
出
し
た
上
で
、
走
行
中
の
自
動
車
内
で
実
行
に
及
ん
だ
。
正
犯
の
下
で
働
い
て
い
た
被

告
人
は
、
け
ん
銃
音
が
建
物
の
外
部
に
漏
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
地
下
室
の
目
張
り
を
行
っ
て
い
た
が
（
な
お
、
こ

の
目
張
り
行
為
は
正
犯
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
）、
正
犯
の
計
画
変
更
に
伴
い
、
後
続
の
自
動
車
に
同
乗
し
て
、
追
従
し
た
。
東
京
高
裁

は
、
目
張
り
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
犯
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
正
犯
の
決
意
の
維
持
・
強
化
に
役
立
っ
た
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、

幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
が
、
追
従
行
為
に
つ
い
て
は
、
正
犯
は
、
被
告
人
が
自
己
の
後
か
ら
追
従
し
て
来
る
こ
と
を
心
強
く
感
じ
て

い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
強
盗
殺
人
幇
助
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
た
。

　
東
京
高
裁
が
、
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
目
張
り
行
為
に
つ
き
、
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
点
、
追
従
行
為
に
つ
き
、
幇
助
犯
の
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成
立
を
認
め
た
点
は
、
正
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
単
に
後
続
の
車
に
同
乗
し
て
い
た
と
い
う
消
極
的
な
関
与
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い

場
合
に
は
、
そ
れ
が
同
意
の
表
明
と
い
え
る
か
、
慎
重
に
決
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
事
例
で
は
、
追
従
行
為
が
、
犯
罪
実
行
へ
の

積
極
的
な
働
き
か
け
で
あ
る
目
張
り
行
為
と
間
を
置
か
ず
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
等
を
考
慮
す
る
と
、
追
従
行
為
も
目
張
り
行
為

と
同
じ
く
、
犯
罪
実
行
に
対
す
る
「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
被
告
人
は
本
事
件
以
前
か
ら
、
正
犯
か
ら
様
々
な
犯
罪
が

ら
み
の
行
為
を
命
ぜ
ら
れ
な
が
ら
も
正
犯
の
も
と
に
居
続
け
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
被
告
人
と
正
犯
と
の
人
間
関
係
に
鑑
み
れ
ば
、
被

告
人
の
追
従
行
為
は
正
犯
の
犯
意
を
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
犯
に
追
従
す
る
こ
と
に
よ
る

幇
助
を
認
め
た
本
判
決
は
、
支
持
で
き
る
。

　
⑶
　
同
意
事
例

　
犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
者
に
犯
罪
実
行
へ
の
了
解
を
与
え
、
黙
認
し
た
行
為
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
た

判
例
と
し
て
、
最
決
平
成
二
五
年
四
月
一
五
日
（
公
刊
物
未
登
載
）
が
あ
る
。
被
告
人
Ａ
、
Ｂ
は
、
運
送
会
社
に
勤
務
す
る
同
僚
運
転
手

で
あ
り
、
Ｃ
（
正
犯
）
と
は
、
仕
事
の
指
導
等
を
す
る
先
輩
の
関
係
に
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
職
場
内
の
遊
び
仲
間
で
も
あ
っ
た
。
Ａ
、
Ｂ

は
、
飲
食
店
で
Ｃ
と
と
も
に
飲
酒
を
し
た
後
、
別
の
店
へ
車
で
行
き
、
Ｃ
と
と
も
に
開
店
を
待
つ
う
ち
、
車
内
で
Ｃ
か
ら
、「
一
回
り
し

て
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
、
道
路
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
の
了
解
を
求
め
ら
れ
た
。
被
告
人
Ａ
は
、
顔
を
Ｃ
に
向
け
て
頷
き
、
被
告
人
Ｂ
は

「
そ
う
し
よ
う
か
」
と
答
え
、
そ
れ
ぞ
れ
了
解
を
与
え
た
。
Ｃ
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
車
を
走

行
さ
せ
て
、
二
名
を
死
亡
さ
せ
、
四
名
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
事
故
を
起
こ
し
た
。
Ａ
、
Ｂ
は
、
そ
の
間
、
了
解
を
与
え
た
際
の
態
度
を
変

え
ず
、
Ｃ
の
運
転
を
制
止
す
る
こ
と
な
く
車
に
同
乗
し
、
こ
れ
を
黙
認
し
続
け
て
い
た
。
Ａ
、
Ｂ
の
行
為
は
、
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪

に
あ
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
一
審
は
、
了
解
に
つ
き
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
、
黙
認
に
つ
き
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
認
）
43
（
め
、

二
審
は
控
訴
を
棄
却
し
た
と
こ
）
44
（

ろ
、
最
高
裁
は
、
被
告
人
ら
の
行
為
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
。

　「
Ｃ
と
被
告
人
両
名
と
の
関
係
、
Ｃ
が
被
告
人
両
名
に
本
件
車
両
発
進
に
つ
き
了
解
を
求
め
る
に
至
っ
た
経
緯
及
び
状
況
、
こ
れ
に
対
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す
る
被
告
人
両
名
の
応
答
態
度
等
に
照
ら
せ
ば
、
Ｃ
が
本
件
車
両
を
運
転
す
る
に
つ
い
て
は
、
先
輩
で
あ
り
、
同
乗
し
て
い
る
被
告
人
両

名
の
意
向
を
確
認
し
、
了
解
を
得
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
な
契
機
と
な
っ
て
い
る
一
方
、
被
告
人
両
名
は
、
Ｃ
が
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ

り
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
本
件
車
両
発
進
に
了
解
を
与
え
、
そ
の
Ｃ
の
運
転
を
制
止
す
る
こ
と
な

く
そ
の
ま
ま
本
件
車
両
に
同
乗
し
て
こ
れ
を
黙
認
し
続
け
た
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の
被
告
人
両
名
の
了
解
と
こ
れ
に
続

く
黙
認
と
い
う
行
為
が
、
Ｃ
の
運
転
の
意
思
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｃ
の
危
険
運
転
致
死
傷
罪
を
容
易
に
し
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
被
告
人
両
名
に
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

　
一
審
が
、
了
解
に
つ
き
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
、
黙
認
に
つ
き
不
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
の
に
対
し
、
最
高
裁
が
、
了
解
・
黙

認
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
た
点
は
、
重
要
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
了
解
に
加
え
、
黙
認
に
つ
い
て
も
作
為
に
よ

る
精
神
的
幇
助
を
認
め
た
最
高
裁
決
定
は
、
妥
当
な
も
の
と
評
価
で
き
る
。
ま
ず
、
了
解
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
。
行
為
性

の
有
無
で
あ
る
が
、
被
告
人
ら
が
、
顔
を
Ｃ
に
向
け
て
頷
い
た
こ
と
、「
そ
う
し
よ
う
か
」
と
答
え
た
こ
と
に
よ
り
、
肯
定
さ
れ
る
。
次

に
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
一
回
り
し
て
き
ま
し
ょ
う
か
」
と
の
問
い
に
答
え
る
形
で
の
、
頷
く
行
為
や

「
そ
う
し
よ
う
か
」
と
の
発
言
は
、「
同
意
の
表
明
」
で
あ
る
と
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
職
場
の
先
輩
で
あ
る
Ａ
、
Ｂ
の
、
こ
の
よ
う
な

言
動
は
、
Ｃ
の
決
意
を
、
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
Ａ
、
Ｂ
の
了
解
に
よ
っ
て
、
Ｃ
の
決
意
が
強
化
さ

れ
、
強
化
さ
れ
た
決
意
に
基
づ
い
て
犯
罪
が
行
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、
因
果
関
係
も
認
め
ら
れ
、
精
神
的
幇
助
が
成
立
す
る
。

　
次
に
、
黙
認
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
を
検
討
す
る
。
黙
認
は
、「
同
意
の
表
明
」
と
い
え
る
了
解
行
為
の
直
後
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
文
脈
か
ら
し
て
「
黙
認
」
も
、「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
、
Ｃ
と
の
人
間
関
係
に
鑑
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
思

表
明
は
、
Ｃ
の
決
意
を
い
う
に
値
す
る
ほ
ど
強
化
す
る
も
の
と
い
え
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
す
る
と
、
最
高
裁
決
定
が
、
了
解
・
黙
認
に

つ
き
、
と
も
に
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
た
点
や
、
そ
の
際
に
、
状
況
や
人
間
関
係
に
つ
い
て
も
指
摘
す
る
点
は
、
支
持
に
値
す
る
。

も
っ
と
も
、
最
高
裁
は
、
単
な
る
黙
認
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
直
前
の
了
解
行
為
が
あ
っ
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て
は
じ
め
て
、
幇
助
行
為
性
を
認
め
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

2　

作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
判
例

　
最
後
に
、
関
与
者
の
発
言
に
よ
っ
て
正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
た
事
例
で
、
幇
助
犯
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
東
京
高
判
平
成
一
一
年

一
月
二
九
）
45
（
日
を
紹
介
す
る
。
本
事
案
は
、
パ
チ
ン
コ
店
か
ら
売
上
金
を
集
金
し
た
集
金
人
に
暴
行
を
加
え
、
現
金
を
奪
い
取
る
計
画
を
有

す
る
正
犯
の
一
人
で
あ
る
Ａ
が
、
事
前
に
、
Ｂ
に
犯
行
を
見
逃
す
よ
う
に
求
め
た
と
こ
ろ
、
Ｂ
は
、「
関
係
な
い
な
ら
い
い
で
す
」
と
答

え
て
、
そ
れ
以
上
止
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
関
知
す
る
こ
と
を
避
け
て
す
ご
す
態
度
を
示
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。
東
京
高
裁
は
、
Ｂ
の

行
為
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
、
さ
ら
に
、
不
作
為
犯
に
よ
る
幇
助
の
成
立
も
否
定
し
た
。

　
本
判
決
は
、
作
為
義
務
の
基
準
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
た
点
で
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
本
稿
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
本
判
決

が
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
検
討
に
移
る
前
に
、
以
下
の
よ
う
に
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
。「
被
告

人
Ｂ
の
『
関
係
な
い
な
ら
い
い
で
す
。』
と
い
う
発
言
も
、
犯
行
の
意
図
を
明
ら
か
に
し
た
被
告
人
Ａ
と
の
間
で
、
犯
行
を
止
め
さ
せ
よ

う
と
し
て
や
り
と
り
が
あ
っ
た
際
、
被
告
人
Ａ
の
『
Ｂ
ち
ゃ
ん
に
は
関
係
な
い
か
ら
』
と
の
発
言
を
受
け
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
、
止
め
る
よ
う
説
得
す
る
行
為
は
も
は
や
し
な
い
と
の
意
思
の
表
れ
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
に
…
…
犯
行

に
つ
い
て
一
切
他
言
し
な
い
と
の
意
思
ま
で
も
表
し
た
も
の
と
解
す
る
の
は
、
い
さ
さ
か
飛
躍
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
他 

に
…
…
犯
行
を
一
切
他
言
し
な
い
と
の
明
示
な
い
し
黙
示
の
承
諾
を
交
わ
し
た
と
認
め
る
に
足
り
る
事
実
は
存
せ
ず
、
む
し
ろ
…
…
犯
行

の
実
行
を
望
ま
ず
、
右
犯
行
計
画
を
上
司
等
に
報
告
し
よ
う
か
と
何
度
か
迷
っ
た
心
境
も
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
右
の
承
諾
を
し
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
…
…
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
は
、
い
ま
だ
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
」。

　
右
判
示
で
着
目
す
べ
き
点
は
、
被
告
人
の
言
動
を
、
犯
行
を
一
切
他
言
し
な
い
と
の
承
諾
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
作
為
に
よ
る

幇
助
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
が
、
止
め
る
よ
う
説
得
す
る
行
為
は
も
は
や
し
な
い
と
の
意
思
の
表
れ
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
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作
為
に
よ
る
幇
助
を
否
定
す
る
と
し
た
点
で
あ
る
。
も
し
、
犯
行
を
一
切
他
言
し
な
い
と
の
承
諾
が
存
在
す
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
承
諾
は
、

犯
罪
実
行
の
「
同
意
の
表
明
」
と
評
価
で
き
る
た
め
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
他
言
し
な
い
と
の
承
諾
に
よ
っ
て
、

正
犯
の
決
意
が
強
化
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
強
化
さ
れ
た
決
意
に
基
づ
い
て
、
犯
罪
実
行
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
作
為

に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
本
件
の
事
実
関
係
の
下
で
は
、
被
告
人
の
行
為
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
を
肯

定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
を
否
定
し
た
本
判
決
は
、
支
持
に
値
す
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
精
神
的
幇
助
成
立
要
件
の
具
体
化
を
試
み
た
。
検
討
の
過
程
で
、
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
消
極
的

関
与
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
判
例
を
概
観
す
る
と
、
判
例
は
、
消
極
的
関
与
事
例
で
は
、「
同
意
の
表
明
」
を
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助

の
成
立
要
件
と
し
て
要
求
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
行
為
主
義
の
要
請
に
答
え
る
た
め
、
ま
た
、
作
為
犯

の
幇
助
行
為
性
を
画
す
る
た
め
に
、
必
要
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
現
場
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
と
い
う
事
例
に
つ
き
、

「
同
意
の
表
明
」
が
な
い
と
し
て
、
行
為
性
を
否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
犯
罪
不
阻
止
の
態
度
し
か
存
在
し
な
い
事
例
で
は
、
作
為
に
よ

る
幇
助
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
犯
罪
不
阻
止
の
態
度
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
事
例
で
は
、
決
意
の
強
化
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
右
の
よ
う
な
判
例
・
学
説
に
お
け
る
問
題
意
識
は
妥
当
な
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
内
心
を
処
罰
す
る
こ

と
を
禁
ず
る
行
為
主
義
の
原
則
か
ら
の
要
請
に
か
な
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
作
為
犯
の
幇
助
行
為
性
概
念
を
重
視
す
る
点
で
、
支
持
に

値
す
る
。「
同
意
の
表
明
」
要
件
は
、
ド
イ
ツ
判
例
上
、
積
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
は
要
求
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
同
意
の
表
明
」
要

件
は
、
消
極
的
関
与
事
例
に
限
ら
れ
た
要
件
で
は
な
く
、
精
神
的
幇
助
事
例
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
積
極
的
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関
与
事
例
で
は
、
そ
の
関
与
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、「
同
意
の
表
明
」
要

件
が
、
明
示
的
に
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
解
釈
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
精
神
的
関
与
事
例
に
お
け
る
、
作
為
犯
の
幇
助
行
為
性
を
肯
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の
関
与
が
「
同
意
の
表
明
」
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
犯
罪
実
行
に
反
対
す
る
態
度
や
、
無
関
心
・
犯
罪
不
阻
止
の
態
度
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
作
為
に

よ
る
幇
助
行
為
性
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
、
作
為
に
よ
る

物
理
的
幇
助
と
の
関
係
か
ら
説
明
で
き
る
。
も
っ
と
も
、「
同
意
の
表
明
」
の
存
在
は
、
直
前
の
文
脈
や
、
関
与
者
の
過
去
の
言
動
の
解

釈
等
に
鑑
み
て
、
慎
重
に
、
か
つ
、
客
観
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、「
同
意
の
表
明
」
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ

た
と
し
て
も
、
決
意
を
強
化
す
る
効
果
が
高
い
も
の
に
限
っ
て
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
積
極
的
働
き
か
け
が
存
在

し
な
い
消
極
的
関
与
事
例
に
お
い
て
は
、
関
与
者
と
正
犯
と
の
人
間
関
係
が
、
重
要
な
判
断
要
素
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
幇
助
行
為
性
判

断
に
よ
っ
て
、
作
為
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
否
を
適
切
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
同
意
の
表
明
要
件
は
、
精
神
的
幇
助
だ
け
で
な
く
、
共
同
正
犯
の
成
立
範
囲
を
限
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
も
資
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
、
本
稿
で
の
考
察
が
妥
当
す
る
か
は
、
今
後
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
作
為
に
よ
る

精
神
的
幇
助
の
事
例
を
扱
う
に
と
ど
ま
り
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
要
件
・
範
囲
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
今
後
の
検
討
課
題
と
す
る
。

（
1
）  

我
が
国
に
お
け
る
先
駆
的
研
究
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
）
四
四
頁
以
下
。

（
2
）  

拙
稿
「
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
限
定
理
論
に
つ
い
て

―
中
立
的
行
為
事
例
を
素
材
と
し
て

―
」
法
学
政
治
学
論
究
九
三
号
（
二
〇
一
二
）
二

三
三
頁
以
下
、
同
「
関
与
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
物
の
利
用
状
況
に
つ
い
て
」
法
学
政
治
学
論
究
九
六
号
（
二
〇
一
三
）
二
一
一
頁
以
下
参
照
。
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（
3
）  

ド
イ
ツ
・
我
が
国
の
判
例
・
学
説
に
お
い
て
は
、
決
意
の
強
化
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
可
能
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（V

gl. W
olfgang 

Joecks, StG
B, M

ünchener Kom
m
entar, 2. Aufl., 2011, 

§ 27 Rn. 9 ff. 

ま
た
、
西
田
典
之
他
編
『
注
釈
刑
法
第
一
巻
』（
有
斐
閣
・
二
〇
一 

〇
）
九
三
四
頁
（
嶋
矢
貴
之
）
参
照
）。
た
だ
し
、
ド
イ
ツ
に
は
決
意
の
強
化
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
立
を
否
定
す
る
見
解
（
例
え
ば
、

Joachim
 H
ruschka, Alternativfeststellung zw

ischen Anstiftung und sog. psychischer Beihilfe, JR 1983, S. 178.

）
も
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
①
ド
イ
ツ
刑
法
二
七
条
の
「
援
助
」
の
概
念
に
、
決
意
の
強
化
は
含
ま
れ
な
い
、
②
精
神
に
向
け
た
単
な
る
影
響
の
場
合
、
因
果
関
係
は

確
認
で
き
な
い
、
③
正
犯
の
犯
罪
決
意
に
向
け
た
影
響
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
条
の
決
意
の
惹
起
に
よ
っ
て
の
み
把
握
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
論
拠
に
対
し
て
、
適
切
な
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
に
つ
い
て
は
、
非
現
実
的
に
文
言
の
狭
い
限
界
機
能
か

ら
出
発
し
て
い
る
、
②
に
つ
い
て
は
、
単
に
、
特
別
に
入
念
で
慎
重
な
事
実
関
係
の
認
定
が
強
要
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
、
③
は
、
二
六
条
の
あ
り

得
る
解
釈
で
し
か
な
く
、
二
七
条
が
、
正
犯
の
犯
罪
決
意
に
向
け
た
影
響
に
よ
る
幇
助
を
含
ん
で
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
方
法
に
基
づ
い

て
根
拠
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（V

gl. H
ans Küdlich, StG

B, Beck

’scher O
nline-Kom

m
entar, Stand: 

8.3.2013, Edition: 22, 
§ 27 Rn. 9.1

）。

（
4
）  

消
極
的
関
与
事
例
に
つ
い
て
の
ド
イ
ツ
判
例
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、
鈴
木
彰
雄
「
犯
行
現
場
に
居
る
こ
と
に
よ
る
精
神
的
幇
助
の
成
否
」

比
較
法
学
雑
誌
三
〇
巻
四
号
（
一
九
九
七
）
一
二
一
頁
、
小
島
陽
介
「
精
神
的
幇
助
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
（
二
）」
法
学
論
叢
一
六
一

巻
六
号
（
二
〇
〇
七
）
一
一
四
頁
等
。

（
5
）  

本
文
に
挙
げ
て
い
な
い
そ
の
他
の
判
例
に
つ
い
て
は
、Kristian F. Stoffers, Streitige Fragen der psychischen Beihilfe im

 Strafrecht, 
Jura 1993, S. 11 ff.

（
6
）  BG

H
 M
D
R 1967, 173.

（
7
）  BG

H
 StV
 1982, 517.

（
8
）  BG

H
 StV
 1982, 516. 

弁
護
士
恐
喝
事
件
と
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
の
評
釈
と
し
て
、H

ans-Joachim
 Rudolphi, StV

 1982, S. 518 f.

（
9
）  

ド
イ
ツ
の
学
説
の
多
く
は
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
と
ヘ
ロ
イ
ン
密
輸
事
件
の
事
案
は
、「
本
質
的
に
同
じ
性
質
」
を
持
っ
て
い
る
と
評
価
し
、
弁

護
士
恐
喝
事
件
に
お
い
て
も
、
不
作
為
犯
の
成
否
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。Vgl. Rudolphi, a. a. O. （Anm

. 8

）, S. 518 f.;  
Claus Roxin, Strafrecht Allgem

einer Teil, Band II, 2003, S. 201; Bernd Schünem
ann, StG

B, Leipziger Kom
m
entar, 12. Aufl., 

Band 1, 2006, 

§ 27 Rn. 16. 

な
お
、
弁
護
士
恐
喝
事
件
に
つ
き
、
被
告
人
の
行
為
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
入
と
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と

し
て
、
作
為
に
よ
る
幇
助
を
認
め
る
見
解
と
し
て
、U

lrich Sieber, D
ie Abgrenzung von Tun und U

nterlassen bei der „passiven

“ 
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G
esprächsteilnahm

e, JZ 1983, S. 437.

（
10
）  BG

H
 N
StZ 1995, 490. 

Ｂ
に
つ
い
て
の
決
定
は
、BG

H
, Beschluß vom

 17. 3. 1995 - 2 StR 85/95. 

決
定
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
。

評
釈
と
し
て
、Bernd-Rüdeger Sonnen, Psychische Beihilfe, JA 1995, S. 746.

（
11
）  
例
え
ば
、
殺
人
事
件
に
居
合
わ
せ
た
被
告
人
に
つ
き
、
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
たBG

H
 N
StZ-RR 1996, 290. 

他
に
、N

StZ-RR 2005, 
336.

（
12
）  
島
田
聡
一
郎
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
に
つ
い
て
（
一
）」
立
教
法
学
六
四
巻
（
二
〇
〇
三
）
一
八
頁
。

（
13
）  Joecks, a. a. O. （Anm

. 3

）, 

§ 27 Rn. 41.

（
14
）  

本
判
例
は
、
居
合
わ
せ
事
例
で
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
例
と
し
て
、
同
行
・
同
乗
と
い
っ
た
身
体
的
動
作
を
伴
う
場
合
を
挙
げ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
同
行
・
同
乗
と
い
っ
た
身
体
的
動
作
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
処
罰
範
囲
を
限
定
し
た
か
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、
本
判

例
は
、
犯
罪
を
認
識
し
て
同
行
・
同
乗
を
行
っ
た
結
果
、
犯
罪
現
場
に
居
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
弁
護
士
恐
喝
事
件
判
決
を
否
定
し
て
は
い
な

い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
決
定
は
、
同
行
・
同
乗
を
伴
わ
な
い
事
例
に
お
い
て
も
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
成
立
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
と
理
解

で
き
る
。

（
15
）  

神
山
敏
雄
『
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯
論
』（
成
文
堂
・
一
九
九
四
）
四
五
六
頁
は
、
本
件
は
、
作
為
に
よ
る
関
与
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、
不
作
為
に
よ
る
構
成
を
し
た
も
の
と
指
摘
す
る
。

（
16
）  BG

H
 N
StZ 1998, 622.

（
17
）  V

gl. Klaus G
eppert, D

ie Beihilfe, Jura 1999, S. 270; G
ünter H

eine, Schönke/Schröder, StG
B Kom

m
entar, 28. Aufl., 2010,  

§ 27 Rn. 12; Kristian Kühl, Lackner/Kühl, StG
B Kom

m
entar, 27. Aufl., 2011, 

§ 27 Rn. 4; W
olfgang Schild, Kinhäuser/N

eu-
m
ann/Paeffgen, StG

B Kom
m
entar, 4. Aufl., 2013, 

§ 27 Rn. 9.

（
18
）  Roxin, a. a. O. （Anm

. 9

）, S. 200.

（
19
）  Aristoteles Charalam

bakis, Zur Problem
atik der psychischen Beihilfe, in Festschrift für Claus Roxin, 2001, S. 639.

（
20
）  M
atina Baunack, G

renzfragen der strafrechtlichen Beihilfe, 1999, S. 102. 

同
じ
く
、
照
沼
亮
介
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
と
因
果
性
」

『
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論
』（
弘
文
堂
・
二
〇
〇
五
）
二
〇
一
頁
。

（
21
）  

こ
の
こ
と
を
主
張
し
は
じ
め
た
判
例
と
し
てBG

H
 N
StZ 1993, 233. 

他
に
、BG

H
 N
StZ-RR 1996, 290; BG

H
 N
StZ-RR 2001, 40; 

BG
H
 N
StZ-RR 2007, 37; BG

H
 N
StZ-RR 2011, 111.



精神的幇助成立要件の具体化

161

（
22
）  

な
お
、
関
与
者
が
、
正
犯
の
決
意
を
強
化
し
、
正
犯
が
強
化
さ
れ
た
決
意
に
基
づ
い
て
犯
罪
を
行
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
因
果
関
係
を

肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
（
そ
の
決
意
の
強
化
が
、
実
行
行
為
の
終
了
ま
で
継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
既
遂
犯
の
幇
助
が
認
め
ら
れ

る
）。
こ
れ
は
、
物
理
的
幇
助
と
の
対
応
関
係
か
ら
の
帰
結
で
あ
る
。
有
力
説
に
よ
れ
ば
、
物
理
的
幇
助
の
因
果
関
係
の
肯
定
に
あ
た
っ
て
は
、

犯
罪
実
行
・
結
果
を
促
進
す
る
こ
と
で
足
り
、
結
果
の
具
体
的
変
更
は
不
要
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
西
田
典
之
「
幇
助
の
因
果
関
係
」
法
学
セ
ミ

ナ
ー
三
二
二
号
（
一
九
八
一
）
二
五
頁
）。
精
神
的
幇
助
の
因
果
関
係
は
、
物
理
的
幇
助
の
因
果
関
係
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
精
神
的
幇
助
の
因
果
関
係
の
肯
定
に
あ
た
っ
て
は
、
結
果
の
具
体
的

変
更
は
不
要
と
考
え
る
。
な
お
、
精
神
的
幇
助
の
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
際
に
は
、
正
犯
が
「
強
化
さ
れ
た
決
意
に
基
づ
い
て
」
犯
罪
を
行
っ
た

こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
物
理
的
幇
助
よ
り
も
、
要
件
を
緩
和
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

（
23
）  

参
考
と
し
て
、
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
成
文
堂
・
二
〇
一
〇
）
三
五
六
頁
、
中
森
喜
彦
「
不
作
為
に
よ
る
共
同
正
犯

―
二
つ

の
高
裁
判
決
」
近
畿
大
学
法
科
大
学
院
論
集
七
号
（
二
〇
一
一
）
一
二
六
頁
。

（
24
）  Charalam

bakis, a. a. O. （Anm
. 19

）, S. 639.

（
25
）  

島
田
聡
一
郎
「
不
作
為
に
よ
る
共
同
正
犯
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
九
号
（
二
〇
一
一
）
四
一
頁
。
島
田
教
授
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
の
意
思

連
絡
が
、
心
理
的
因
果
関
係
を
基
礎
付
け
る
と
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
。
同
じ
く
、
清
水
晴
生
「
具
体
的
事
実
の
錯
誤
・
親
族
相
盗
例
・
不
作
為

に
よ
る
関
与
と
作
為
義
務
」
白
鷗
法
学
一
四
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
）
二
三
三
頁
。

（
26
）  

ク
ー
ド
リ
ッ
ヒ
は
、
決
意
の
強
化
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
に
は
、
動
機
付
け
の
効
果
は
「
恣
意
的
な
結
び
付
き
で
は
十
分
で
は
な
く
、

つ
ま
り
、
幇
助
者
の
行
為
に
、
客
観
的
に
強
化
さ
れ
る
傾
向
が
内
在
し
て
い
な
い
場
合
、
正
犯
が
主
観
的
に
強
化
さ
れ
た
と
自
分
で
感
じ
て
い
る

事
実
で
は
十
分
で
は
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
。Küdlich, a. a. O. （Anm

. 3

）, Rn. 9.2.

（
27
）  

井
田
良
『
刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』（
成
文
堂
・
二
〇
〇
五
）
四
四
〇
頁
の
脚
注
（
22
）
は
、
居
合
わ
せ
事
例
に
つ
き
、
作
為
に
よ
る
幇
助
犯

が
成
立
す
る
余
地
を
認
め
て
い
る
。

（
28
）  Roxin, a. a. O. （Anm

. 9

）, S. 201; Joecks, a. a. O. （Anm
. 3

）, 
§ 27 Rn. 12.

（
29
）  

島
田
・
前
掲
注
（
12
）
二
二
頁
、
前
掲
注
（
25
）
四
一
頁
。

（
30
）  

島
田
・
前
掲
注
（
12
）
二
二
頁
以
下
。

（
31
）  

例
え
ば
、BG

H
 N
StZ 1993, 535.

（
32
）  

拙
稿
・
前
掲
注
（
2
）「
関
与
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
物
の
利
用
状
況
と
幇
助
犯
の
成
否
」
二
三
一
頁
。
つ
ま
り
、
関
与
時
に
は
決
意
し
て
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い
な
か
っ
た
者
に
対
す
る
幇
助
犯
も
認
め
ら
れ
る
。
関
与
時
に
は
、
い
ま
だ
決
意
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
正
犯
の
関
与
行
為
時
以
前
の
行
動

か
ら
、
正
犯
が
犯
罪
実
行
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
者
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
者
に
関
与
す
る
と
き
、
精
神
的
幇
助
は
認
め
ら
れ
る
可
能

性
が
あ
る
。
例
え
ば
、
既
に
同
種
の
犯
罪
を
繰
り
返
し
行
っ
て
い
る
者
に
対
し
、「
ま
た
犯
罪
を
す
る
な
ら
、
そ
の
と
き
に
は
ア
リ
バ
イ
を
作
っ

て
や
る
」
と
約
束
し
た
者
が
い
た
と
す
る
。
そ
の
後
、
正
犯
が
、（
教
唆
を
基
礎
付
け
る
ほ
ど
強
い
影
響
力
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
）
こ
の
発
言

を
思
い
出
し
て
、
決
意
が
強
化
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
は
、
精
神
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
消
極
的
関
与
の
事
例
で
は
、
い
ま
だ
決
意
が
生
じ
て
い
な
い
者
に
対
す
る
精
神
的
幇
助
が
成
立
す
る
こ
と
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

既
に
決
意
し
た
正
犯
に
、
精
神
的
に
関
与
す
る
事
例
で
は
（
消
極
的
関
与
事
例
も
含
め
）、
正
犯
は
関
与
行
為
と
既
に
有
し
て
い
る
犯
罪
計
画
と

を
結
び
付
け
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
関
与
行
為
は
正
犯
の
決
意
の
強
化
に
資
す
る
。
一
方
、
い
ま
だ
決
意
し
て
い
な
い
者
に
対
す
る
精
神
的
関

与
事
例
で
は
、
正
犯
に
お
い
て
、
関
与
者
の
行
動
が
関
与
後
に
想
起
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
決
意
が
強
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
こ
ろ
、
正
犯
が
、

関
与
時
に
は
自
己
に
は
無
関
係
だ
と
理
解
し
て
い
た
関
与
者
の
消
極
的
な
態
度
の
存
否
・
内
容
を
、
正
確
に
想
起
し
、
自
己
の
犯
罪
の
決
意
と
結

び
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
関
与
行
為
と
決
意
と
の
間
に
時
間
差
が
あ
ま
り
な
い
事
例
を
除
け
ば
、
ま
だ
決
意
が
生
じ
て
い
な
い
者
に
対

す
る
、
精
神
的
な
消
極
的
関
与
の
事
例
は
想
定
し
が
た
い
。

（
33
）  

な
お
、
島
田
・
前
掲
注
（
12
）
二
〇
頁
は
、
作
為
犯
に
つ
き
、
身
体
的
動
作
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。
た
だ
し
、
身
体
的
動
作
が
わ
ず
か
な
も

の
で
あ
っ
て
も
、
作
為
に
よ
る
寄
与
が
認
め
ら
れ
る
と
し
、「
こ
の
よ
う
な
限
定
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
」
と
も
述
べ

て
い
る
。

（
34
）  

犯
罪
道
具
を
隠
さ
れ
た
こ
と
に
気
付
い
た
正
犯
が
、
よ
り
性
能
の
良
い
犯
罪
道
具
を
買
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
が
行
わ
れ
た
、
と
い
う
場
合

の
よ
う
に
。

（
35
）  

そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
不
阻
止
の
意
思
表
示
し
か
存
在
し
な
い
場
合
、
作
為
に
よ
る
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
余
地
は
な
く
、
不
作
為
に
よ
る
幇
助
行
為

性
の
存
否
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
島
田
教
授
は
、
保
障
人
が
犯
罪
不
阻
止
の
意
思
表
示
を
し
た
場
合
に
は
、
作
為
犯
・
不
作
為
犯

両
方
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
ち
ら
と
解
し
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
い
る
（
島
田
・
前
掲
注
（
12
）
七
〇
頁
の
注
（
93
））。

（
36
）  

こ
の
点
に
つ
い
て
、
既
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
島
田
・
前
掲
注
（
1
）
九
八
頁
。

（
37
）  

大
塚
仁
他
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
（
第
二
版
）』（
青
林
書
院
・
一
九
九
九
）
五
五
四
頁
（
堀
内
信
明
＝
安
廣
文
夫
）
の
例
に
よ

る
。「
ど
の
よ
う
な
類
型
の
ど
の
程
度
の
行
為
ま
で
を
可
罰
的
幇
助
行
為
と
解
し
う
る
の
か
に
つ
い
て
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
」
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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（
38
）  

「
同
意
の
表
明
」
が
存
在
し
、
幇
助
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
次
に
、
正
犯
が
そ
の
よ
う
な
「
同
意
の
表
明
」
に
よ
っ
て
、
決
意
が
強

化
さ
れ
た
か
が
問
題
と
な
る
。
な
お
、
心
理
的
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
正
犯
が
、
関
与
行
為
を
認
識
し
て
い
れ
ば
よ
く
、
正
犯

が
、
そ
の
関
与
行
為
が
「
同
意
の
表
明
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
理
的
関
与
の
事
例
で
は
、
正
犯
が
、
支
援

の
意
思
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
に
も
物
理
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
物
理
的
幇
助
と

の
関
係
か
ら
し
て
整
合
的
で
あ
る
（
つ
ま
り
、
心
理
的
因
果
関
係
は
、
物
や
情
報
の
提
供
が
契
機
で
あ
っ
て
も
発
生
し
得
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
意
思
連
絡
が
存
在
し
て
い
な
く
と
も
、
精
神
的
幇
助
が
成
立
し
得
る
と
解
釈
す
る
。
な
お
、
意
思
連
絡
を
通
じ
た
心
理
的
因
果
関

係
と
、
物
理
的
作
用
に
随
伴
す
る
心
理
的
因
果
関
係
に
関
し
て
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
嶋
矢
貴
之
「
共
犯
の
諸
問
題

―
共
犯
の
錯
誤
、
共
犯
の

離
脱
、
承
継
的
共
同
正
犯
、
共
謀
の
射
程

―
」
法
律
時
報
八
五
巻
一
号
（
二
〇
一
三
）
二
九
頁
等
）。

　
　
　
正
犯
が
、
関
与
行
為
は
認
識
し
て
い
る
が
、
そ
の
行
為
が
「
同
意
の
表
明
」
と
は
認
識
し
て
い
な
い
場
合
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
が
考

え
ら
れ
る
。
甲
は
、
乙
が
住
居
侵
入
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
乙
に
は
何
も
い
わ
ず
、
勝
手
に
侵
入
予
定
の
家
の
前
の
路
上
に
、
通

行
人
を
妨
げ
る
よ
う
な
形
で
工
事
用
コ
ー
ン
を
置
い
た
。
現
場
で
コ
ー
ン
を
発
見
し
た
乙
は
、
コ
ー
ン
に
よ
っ
て
通
行
人
が
生
じ
な
い
と
予
想
し
、

決
意
が
強
化
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
結
局
、
人
は
通
ら
な
か
っ
た
。
本
事
例
で
、
乙
は
、
コ
ー
ン
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
が
、

そ
れ
が
犯
罪
支
援
の
意
思
表
明
で
あ
る
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。
精
神
的
幇
助
の
成
立
要
件
に
、
意
思
の
連
絡
を
必
要
と
す
る
見
解
に
よ
れ
ば

（
例
え
ば
、
日
髙
義
博
「
幇
助
の
因
果
関
係
」
植
松
正
他
『
現
代
刑
法
論
争
Ⅰ
』（
勁
草
書
房
・
一
九
八
三
）
三
四
〇
頁
）、
甲
に
対
し
精
神
的
幇

助
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
乙
の
犯
罪
計
画
を
知
っ
た
上
で
、
侵
入
予
定
の
家
の
前
の
路
上
に
、
通
行
人
を
妨
げ
る

よ
う
な
形
で
工
事
用
コ
ー
ン
を
置
く
と
い
う
甲
の
行
為
は
、「
同
意
の
表
明
」
と
認
め
ら
れ
る
し
、
乙
は
置
か
れ
た
コ
ー
ン
を
認
識
し
、
そ
れ
ら

に
よ
っ
て
、
通
行
人
が
生
じ
な
い
と
予
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
決
意
が
強
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
心
理
的
因
果
関
係
も
認
め
ら
れ
よ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
甲
に
は
精
神
的
幇
助
が
成
立
す
る
と
考
え
る
。

（
39
）  

判
時
一
八
五
号
三
五
頁
。
評
釈
と
し
て
、
宮
澤
浩
一
「
不
作
為
に
よ
る
傷
害
」
法
学
研
究
三
二
巻
一
〇
号
（
一
九
五
九
）
六
七
頁
。

（
40
）  

宮
澤
・
前
掲
注
（
39
）
六
八
頁
、
神
山
敏
雄
「
不
作
為
を
め
ぐ
る
共
犯
の
新
様
相
」
現
代
刑
事
法
五
巻
九
号
（
二
〇
〇
三
）
四
六
頁
。

（
41
）  

西
田
典
之
「
不
作
為
に
よ
る
共
犯
」
法
学
協
会
雑
誌
一
二
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
五
）
四
二
七
頁
。
西
田
教
授
は
、「
事
実
関
係
か
ら
は
、
十
分

に
現
場
共
謀
を
肯
定
し
え
た
事
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
42
）  

判
タ
七
三
三
号
二
三
二
頁
。
評
釈
等
と
し
て
、
曽
根
威
彦
「
幇
助
の
因
果
関
係
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
三
二
号
（
一
九
九
〇
）
一
二
二
頁
、
大
谷

實
「
幇
助
の
因
果
性
」
刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
﹇
第
三
版
﹈（
一
九
九
一
）
一
七
八
頁
、
内
田
文
昭
「
幇
助
の
因
果
性
を
め
ぐ
る
最
近
の
二
判
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決
」
研
修
五
一
三
号
（
一
九
九
一
）
三
頁
、
高
橋
則
夫
「
幇
助
の
因
果
関
係
」
判
例
セ
レ
ク
ト
’90 
（
一
九
九
一
）
三
六
頁
、
緒
方
政
勝
「
幇
助
の

因
果
関
係
」
同
志
社
法
学
四
四
巻
二
号
（
一
九
九
二
）
一
二
五
頁
等
。

（
43
）  

さ
い
た
ま
地
判
平
成
二
三
年
二
月
一
四
日
。
一
審
判
決
の
評
釈
と
し
て
は
、
千
葉
陽
一
「
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
り
正
常
な
運
転
が
困
難
な

状
態
で
車
両
を
走
行
さ
せ
る
こ
と
に
了
解
を
与
え
、
黙
認
し
た
と
し
て
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
幇
助
罪
の
成
立
を
認
め
た
事
例
」
研
修
七
五
五
号

（
二
〇
一
一
）
一
五
頁
、
坂
本
学
史
「
同
乗
者
に
よ
る
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
幇
助
」
神
戸
学
院
法
学
四
〇
巻
三
・
四
号
（
二
〇
一
一
）
三
八
一

頁
、
上
野
幸
彦
「
飲
酒
関
与
同
乗
者
に
危
険
運
転
致
死
傷
幇
助
罪
が
認
め
ら
れ
た
事
例
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
五
号
（
二
〇
一
三
）
一
二
七
頁
。

（
44
）  

東
京
高
判
平
成
二
三
年
一
一
月
一
七
日
。

（
45
）  

判
時
一
六
八
三
号
一
五
三
頁
。
評
釈
と
し
て
、
入
江
猛
「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
否
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
」
研
修
六
一
八
号
（
一
九
九

九
）
二
五
頁
、
松
宮
孝
明
「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
の
成
否
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
四
号
（
二
〇
〇
〇
）
一
〇
八
頁
、
神
山
敏
雄
「
不
作
為
に
よ
る

幇
助
」
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説
（
二
〇
〇
〇
）
一
五
二
頁
、
日
髙
義
博
「
不
作
為
に
よ
る
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
し
た
事
例
」
現
代
刑
事

法
二
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
〇
）
八
〇
頁
等
。

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

　
主
要
著
作
　
　 「
幇
助
犯
の
処
罰
範
囲
限
定
理
論
に
つ
い
て

―
中
立
的
行
為
事
例
を
素
材
と
し 

て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
九
三
号
（
二
〇
一
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　 「
関
与
者
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
物
の
利
用
状
況
と
幇
助
犯
の
成
否
」『
法
学
政
治
学

論
究
』
第
九
六
号
（
二
〇
一
三
年
）


