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詐欺罪と窃盗罪における法益侵害の基本構造
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一
　
問
題
の
所
在

　
本
稿
は
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
し
、
行
為
者
か
ら
被
害
者
に
対
し
て
代
金
な
ど
の
相
当
対

価
の
反
対
給
付
が
な
さ
れ
た
事
例
（
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
）
に
お
け
る
両
罪
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
判
断
基
準
を
定
立
す
る
際
の
理

論
的
な
視
座
の
提
示
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
成
否
に
関
し
て
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
と
い
っ
た
形
式
的
損
害
が
あ
れ
ば
直
ち

に
同
罪
の
成
立
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
一
方
（
形
式
説
）、
財
産
的
損
害
や
法
益
関
係
的
錯
誤
が
認
め
ら
れ
て
は
じ
め
て
同
罪
の
成
立
を

肯
定
す
る
見
解
が
あ
る
（
実
質
説
）。
後
者
の
実
質
説
は
、
そ
の
内
部
で
種
々
の
対
立
は
あ
る
も
の
の
、
形
式
的
な
個
別
財
産
の
移
転
・

喪
失
を
超
え
た
実
質
的
損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
が
生
じ
な
け
れ
ば
同
罪
が
成
立
し
な
い
と
す
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
財

産
的
損
害
を
要
求
す
る
見
解
は
も
ち
ろ（
1
）ん、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
も
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
そ
れ
自
体
に
は
被
害
者
の
錯
誤
が
な
い

こ
と
か
ら
、
法
益
関
係
的
錯
誤
を
認
め
る
に
は
形
式
的
な
損
害
を
超
え
た
実
質
的
損
害
に
関
す
る
錯
誤
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ（
2
）る。

　
同
様
の
議
論
は
、
不
正
な
遊
戯
に
よ
っ
て
パ
チ
ス
ロ
遊
技
機
か
ら
メ
ダ
ル
を
取
得
し
た
事
例
に
お
け
る
窃
盗
罪
の
成
否
に
関
す
る
判（
3
）例

に
い
う
「
通
常
の
遊
戯
方
法
」
の
範
囲
内
か
と
い
う
基
準
を
め
ぐ
る
議
論
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
行
為
者
は
パ
チ

ス
ロ
遊
戯
に
あ
た
っ
て
相
当
対
価
の
反
対
給
付
を
交
付
し
て
お
り
、
財
産
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
限
っ
て
同
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き

だ
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ（
4
）る。

　
し
か
し
、
近
時
の
判
例
は
必
ず
し
も
財
産
的
損
害
に
着
目
し
て
詐
欺
罪
の
成
否
を
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
実
質
説
も
自
説
の

論
理
を
一
貫
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
か
ら
す
れ（
5
）ば、
財
産
的
損
害
が
同
罪
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
判
断
基
準
と
し
て
ど
れ
ほ
ど

機
能
し
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
ま
た
、
窃
盗
罪
に
関
し
て
も
、
相
当
対
価
の
も
の
を
置
い
て
財
物
を
盗
っ
た
と
し
て
も
同
罪
が
成
立
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す
る
と
解
さ
れ
る
な
ど
、
同
罪
で
は
基
本
的
に
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
パ
チ
ス
ロ
の
メ
ダ
ル
不
正

取
得
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
突
如
と
し
て
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
両
罪
を

峻
別
す
る
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
両
罪
を
同
じ
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
日
本
に
お
い
て
、
形
式
的
損
害
を
超
え
た
実
質
的

損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
根
拠
が
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
も
生
じ
て
く
る
。

　
も
っ
と
も
、
財
産
的
損
害
ま
た
は
被
害
者
の
錯
誤
・
意
思
の
法
益
関
係
性
と
い
う
観
点
か
ら
詐
欺
罪
お
よ
び
窃
盗
罪
の
成
立
範
囲
を
画

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
両
罪
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
詐
欺
罪
で
は
、

重
要
事
項
ま
た
は
、
欺
罔
行
為
に
該
当
す
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
議
論
さ
れ
る
傾
向
に
あ（
6
）り、

窃
盗
罪
で
は
、
財
物
の
占
有
移
転
に
際
し

て
被
害
者
の
行
っ
た
条
件
付
き
合
意
の
観
点
か
ら
議
論
す
る
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い（
7
）る。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
両
罪
の

構
造
に
照
ら
し
て
そ
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
理
論
的
視
座
を
示
し
て
お
ら
ず
、
当
該
範
囲
を
画
す
る
判
断
基
準
の
定
立
に
関
す
る
指
針
を

示
せ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
ま
ず
、
詐
欺
罪
お
よ
び
窃
盗
罪
の
法
益
侵
害
を
肯
定
す
る
う
え
で
財
産
的
損
害
が
要
件
と
な
る
か
を
論
じ
る

前
提
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性
を
概
観
し
（
二
）、
日
本
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性
を
立
法
沿
革
史
お
よ
び
学
説
史
の

見
地
か
ら
検
討
す
る
（
三
）。
な
ぜ
な
ら
、
実
質
説
が
参
照
す
る
ド
イ
ツ
は
両
罪
を
峻
別
す
る
と
い
う
両
罪
の
関
係
性
か
ら
財
産
的
損
害

の
要
否
を
論
じ
て
お
り
、
財
産
的
損
害
が
要
件
と
な
る
か
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
日
本
に
お
い
て
両
罪
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
き
た
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
両
罪
の
関
係
性
に
つ
い
て
日
独
で
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
両
罪
の
法
益
侵
害
の
基

本
構
造
を
明
ら
か
に
し
（
四
）、
当
該
構
造
に
照
ら
し
て
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
に
お
け
る
両
罪
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
判
断
基
準

を
定
立
す
る
際
の
理
論
的
な
視
座
を
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
（
五
）。
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二
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性

㈠
　
所
有
権
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪

　
ま
ず
、
ド
イ
ツ
で
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
で
は
条
文
構
造
も
異
な
る
う
え
、
そ
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
前
者
は
所
有
権
に

対
す
る
罪
（Eigentum

sdelikte

）
に
、
後
者
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
（Verm

ögensdelikte

）
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い（
8
）る。
す
な
わ
ち
、

両
者
は
保
護
法
益
の
異
な
る
犯
罪
類
型
だ
と
理
解
さ
れ
て
い（
9
）る。

そ
し
て
、
窃
盗
罪
の
客
体
で
あ
る
「
物
（Sache

）」
に
は
所
有
権
保
護

を
理
由
に
経
済
的
な
価
値
が
要
求
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
）
10
（

し
、
詐
欺
罪
で
は
一
般
に
経
済
的
な
損
害
が
要
件
と
さ
れ
、
た
と

え
ば
、
主
観
的
感
情
価
値
し
か
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
よ
う
な
財
物
は
、
窃
盗
罪
で
は
保
護
さ
れ
る
が
、
詐
欺
罪
で
は
保
護
さ
れ
な
い
と
一

般
に
解
さ
れ
て
い
）
11
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
者
は
広
義
で
は
同
じ
財
産
犯
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
詐
欺
罪
で
は
明
文
で
財
産
的
損
害

が
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
、
窃
盗
罪
で
は
財
産
的
損
害
が
要
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
）
12
（
る
。
そ
し
て
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損

害
の
内
実
と
し
て
経
済
的
損
害
を
基
本
と
す
る
の
が
一
般
的
な
理
解
で
あ
）
13
（
る
。

㈡
　
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
両
罪
の
間
隙
を
埋
め
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
罪

　
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
の
関
係
性
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
機
械
に
対
し
て
不
正
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
財
物
を
取
得
し
た
場
合
の
窃

盗
罪
の
成
否
に
つ
い
て
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
日
独
で
は
、
両
罪
の
関
係
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
関
連
し
て
、

前
記
の
場
合
に
窃
盗
罪
を
ど
の
範
囲
で
認
め
る
か
に
違
い
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
条
件
付
き
合
意
（bedingtes 

Einverständnis

）」
の
議
論
お
よ
び
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
罪
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
前
提
と
し
て
、「
物
に
対
す
る
詐
欺
罪
（Sachbetrug

）」
と
窃
盗
罪
は
「
合
意
（Einverständnis

）」
の
有
無
で
区
別
さ
れ
、
窃
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盗
罪
に
い
う
合
意
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
問
題
と
詐
欺
罪
に
い
う
処
分
意
思
の
有
無
の
問
題
が
連
動
す
る
関
係
に
あ
）
14
（
る
。
つ
ま
り
、
機

械
に
不
正
な
働
き
か
け
を
し
て
財
物
を
得
た
場
合
、
人
で
は
な
く
て
機
械
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
詐
欺
罪
の
成
立
は
認
め
ら
れ

ず
、
不
正
な
働
き
か
け
が
あ
る
と
は
い
え
、
一
見
す
る
と
、
機
械
の
設
置
者
（
占
有
者
）
の
意
思
に
合
致
す
る
形
で
財
物
の
占
有
が
移
転

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
占
有
者
の
合
意
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
窃
盗
罪
が
成
立
し
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
の
間
隙
を
埋
め

る
た
め
に
出
て
く
る
の
が
条
件
付
き
合
意
の
議
論
で
あ
）
15
（

る
。

　
条
件
付
き
合
意
の
議
論
と
は
、
現
金
自
動
預
払
機
の
よ
う
な
財
物
を
提
供
す
る
自
動
機
械
か
ら
の
不
正
な
財
物
奪
取
が
問
題
と
な
る
事

案
に
つ
き
、
設
置
者
は
行
為
者
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
ど
お
り
に
機
械
を
操
作
し
た
場
合
に
財
物
の
移
転
を
認
め
る
と
の
条
件
で
合
意
し
て
い
る

と
し
て
、
当
該
条
件
を
逸
脱
し
た
場
合
に
は
設
置
者
の
合
意
を
否
定
し
て
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

そ
の
条
件
は
客
観
的
に
認
識
可
能
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
外
観
基
準
）、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
基
準
が
厳
格
に
解
さ
れ
る
結
果
、
た

と
え
ば
、
無
権
限
者
が
他
人
の
ユ
ー
ロ
チ
ェ
ッ
ク
カ
ー
ド
を
用
い
て
現
金
自
動
預
払
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
場
合
に
窃
盗
罪
の
成
立

が
否
定
さ
れ
て
い
）
16
（

る
。

　
で
は
、
な
ぜ
外
観
基
準
が
厳
し
く
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
条
件
付
き
合
意
に
関
し
て
は
、
窃
盗
罪
が
詐
欺
罪
を
取
り
込
む
こ
と
と
な
る

点
に
問
題
が
あ
）
17
（

り
、
動
機
や
内
心
の
意
思
を
考
慮
す
る
と
両
罪
の
区
別
が
で
き
な
く
な
）
18
（

る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
外
観
基
準
が

限
定
的
に
解
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
両
罪
が
相
互
に
排
他
的
な
関
係
に
あ
る
と
の
理
解
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
罪
を
峻

別
す
る
た
め
に
外
観
基
準
が
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
観
基
準
を
厳
格
に
解
す
る
が
ゆ
え
に
他
人
名
義
の
カ
ー
ド

を
用
い
た
現
金
の
引
出
し
で
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
、
そ
れ
を
埋
め
る
た
め
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
罪
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
）
19
（

る
。

こ
の
点
、
当
該
事
例
で
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
日
本
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
）
20
（
る
。
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㈢
　
小
　
括

　
以
上
、
ド
イ
ツ
で
は
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
で
は
そ
の
保
護
法
益
が
異
な
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
前
者
で
は
一
般
に
経
済
的
な
損
害

と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
、
後
者
で
は
経
済
的
な
価
値
が
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
な
ど
の
主
観
的
感
情
価
値
し
か
認
め
ら
れ

な
い
財
物
も
保
護
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
合
意
の
有
無
で
物
に
対
す
る
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、

条
件
付
き
合
意
に
お
け
る
外
観
基
準
を
厳
格
に
解
し
、
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
た
と
し
て
も
両
罪
を
峻
別
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
財
産
的
損
害
の
要
否
や
被
害
者
の
合
意
の
認
否
の
観
点
か
ら
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
を
峻
別
し
、
両
罪
の

構
造
的
な
差
異
が
議
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
同
国
の
議
論
を
参
照
す
る
に
際
し
て
は
、
日
本
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性

を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

三
　
日
本
に
お
け
る
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性

㈠
　
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性
を
検
討
す
る
意
義
お
よ
び
議
論
状
況

　
ド
イ
ツ
で
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
を
保
護
法
益
を
異
に
す
る
相
互
排
他
的
な
犯
罪
類
型
と
理
解
し
た
う
え
で
、
両
罪
で
財
産
的
損
害

の
要
否
が
異
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
を
超
え
た
実
質
的
な
損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損

害
を
要
求
で
き
る
か
は
、
両
罪
の
関
係
性
を
い
か
に
解
す
る
か
と
密
接
に
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
け
る

両
罪
の
関
係
性
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
題
と
な
る
。

　
日
本
で
は
、
一
方
で
、
ド
イ
ツ
と
違
っ
て
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
で
規
定
の
構
造
に
差
異
が
な
い
と
指
摘
さ
）
21
（
れ
、
通
説
は
両
罪
と
も
に
個
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別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
い
）
22
（
る
。
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
日
本
で
の
分
類
が
ド
イ
ツ
に
お
け

る
所
有
権
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
の
分
類
に
対
応
す
る
も
の
だ
と
す
れ
）
23
（

ば
、
処
分
行
為
の
有
無
で
異
な
る
と
は
い
え
、
両

罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、
両
罪
を
同
質
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
。
他
方
で
、
詐

欺
罪
は
窃
盗
罪
と
は
沿
革
的
に
異
な
る
も
の
で
、
後
者
は
財
産
の
静
的
状
態
を
保
護
し
て
い
る
の
に
対
し
、
前
者
は
財
産
の
動
的
状
態
を

保
護
し
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
）
24
（

る
。
要
す
る
に
、
両
罪
を
同
質
的
に
捉
え
る
見
解
と
異
質
的
に
捉
え
る
見
解
と
が
混
在
し
て
い
る
の
が
日

本
の
現
状
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
を
峻
別
す
る
ド
イ
ツ
に
対
し
、
日
本
で
は
両
罪
の
関
係
性
が
必
ず
し
も
明
確
と
は
言
え
な
い
状
況

に
あ
る
。
そ
こ
で
、
両
罪
の
成
立
に
先
述
し
た
意
味
で
の
財
産
的
損
害
が
要
件
と
な
る
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
準
備
作
業
と
し
て
、
日

本
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性
を
立
法
沿
革
史
お
よ
び
学
説
史
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

㈡
　
立
法
沿
革
史
的
検
討

　
以
下
、
詐
欺
罪
・
窃
盗
罪
の
立
法
沿
革
を
概
観
し
て
い
）
25
（
く
。
ま
ず
、
仮
刑
律
で
は
、
両
罪
は
「
賊
盗
」
の
章
と
い
う
同
一
の
章
に
定
め

ら
れ
、
詐
欺
罪
は
「
窃
盗
に
準
し
て
論
す
」
と
さ
れ
て
い
）
26
（

た
。
ま
た
、
新
律
綱
領
に
お
い
て
も
、
仮
刑
律
と
同
様
に
、「
賊
盗
律
」
と
い

う
章
に
両
罪
が
規
定
さ
れ
、
詐
欺
罪
に
あ
た
る
詐
欺
取
財
罪
を
窃
盗
罪
に
準
じ
て
扱
う
と
し
て
い
）
27
（
た
。
こ
の
よ
う
に
、
両
罪
を
分
け
て
規

定
し
て
は
い
る
が
、
現
行
刑
法
と
は
異
な
り
、
両
罪
を
同
一
の
章
に
規
定
し
、
詐
欺
罪
を
窃
盗
罪
に
準
じ
て
扱
う
と
す
る
な
ど
、
両
罪
を

同
質
的
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
い
た
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。

　
次
に
、
旧
刑
法
に
お
け
る
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
の
規
定
を
見
る
と
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
取
財
罪
は
と
も
に
「
第
二
章
　
財
産
に
対
す
る
罪
」

に
規
定
さ
れ
、
前
者
を
「
第
一
節
　
窃
盗
の
罪
」
に
、
後
者
を
「
第
五
節
　
詐
欺
取
財
の
罪
及
ひ
受
寄
財
物
に
関
す
る
罪
」
に
規
定
し
て

い
）
28
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、
節
を
分
け
て
規
定
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
窃
盗
罪
は
客
体
が
「
所
有
物
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
詐
欺
取
財
罪
で
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は
「
財
物
若
く
は
証
書
類
」
と
な
っ
て
お
り
、
両
罪
で
客
体
も
異
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
罪
を
峻
別
し
て
い
る
と
も
思
え
る
た
め
、

こ
の
点
に
関
す
る
当
時
の
学
説
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
、
詐
欺
取
財
罪
は
「
窃
盗
と
其
所
為
同
し
か
ら
す
と
雖
も
其
情
同
）
29
（
し
」
と
し
て
所
為
以
外
の
違
い
を
と
く
に
意
識
し
て
い
な
い
と

思
わ
れ
る
指
摘
や
、
所
有
権
を
侵
害
す
る
犯
罪
と
し
て
窃
盗
罪
・
強
盗
罪
・
詐
欺
取
財
罪
を
あ
げ
、
そ
の
手
段
方
法
が
異
な
る
が
ゆ
え
に

罪
名
が
区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
詐
欺
取
財
罪
は
被
害
者
の
承
諾
の
有
無
で
他
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
欺
罔
に
よ
っ
て
誤
っ
て
被
害

者
が
承
諾
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
畢
竟
は
是
れ
承
諾
な
き
に
同
し
」
だ
と
し
て
詐
欺
取
財
罪
は
「
被
害
者
の
承
諾
な
く
し
て
財
物
を
取

る
犯
罪
に
外
な
ら
す
」
と
の
指
）
30
（

摘
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
す
れ
ば
、
両
罪
を
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
保
護
対
象
の
異
な
る
異
質
な
犯
罪

と
し
て
区
別
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。

　
次
に
、
客
体
の
違
い
に
関
し
て
も
、
厳
密
に
両
者
を
区
別
し
よ
う
と
い
う
傾
向
が
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
。
た
し
か
に
、
詐
欺
取
財
罪

に
い
う
「
財
物
」
は
、
窃
盗
罪
な
ど
と
異
な
り
、
不
動
産
や
有
形
・
無
形
の
動
産
な
ど
「
財
産
を
形
容
す
る
者
は
皆
含
蓄
す
る
も
の
」
で

あ
）
31
（

り
、「
諸
種
の
物
権
」
や
債
権
を
意
味
す
る
「
人
権
」（
旧
民
法
・
財
産
編
三
条
）
も
含
む
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
）
32
（

た
。
も
っ
と
も
、
こ

の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
、
詐
欺
取
財
罪
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
権
利
も
客
体
と
し
て
含
ま
れ
る
も
の
の
、
旧
刑
法
三
九
〇
条
が
と
く
に

「
証
書
類
」
と
規
定
し
て
い
る
以
上
は
同
条
に
い
う
「
財
物
」
の
範
囲
も
限
定
さ
れ
る
と
し
、「
財
物
」
に
は
権
利
を
含
ま
な
い
と
の
理
解

も
示
さ
れ
て
い
）
33
（
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
は
詐
欺
取
財
罪
の
性
質
か
ら
し
て
権
利
も
そ
の
保
護
対
象
に
な
る
と
の
理
解
は
看
取
さ
れ

る
が
、「
財
物
若
く
は
証
書
類
」
と
い
う
文
言
に
よ
っ
て
限
定
が
か
か
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
窃
盗
罪
の
客
体
と
大
き
く
異
な
る
も
の
と

理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
か
ら
す
れ
ば
、
旧
刑
法
は
窃
盗
罪
と
区
別
し
て
詐
欺
取
財
罪
を
規
定
し
て
は
い
る
が
、
両
者
の
性
質
が
大
き
く
異
な
る
も
の
と
は

理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
現
行
刑
法
の
よ
う
な
規
定
と
な
っ
た

の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
い
く
。
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旧
刑
法
の
施
行
後
、
そ
の
起
草
者
で
あ
っ
た
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
独
自
の
改
正
案
を
作
成
し
、
窃
盗
罪
の
客
体
を
「
有
形
の
動
産
」
と
し
、

詐
欺
罪
の
客
体
を
「
金
額
、
有
価
物
品
、
不
動
産
若
し
く
は
動
産
又
は
権
利
の
譲
渡
、
義
務
若
し
く
は
義
務
の
免
脱
を
記
載
せ
る
証
書
」

と
し
て
い
）
34
（
た
。
こ
こ
で
は
、
詐
欺
罪
の
ほ
う
が
窃
盗
罪
の
客
体
よ
り
も
広
い
客
体
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
両
罪
の
違
い
が
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
案
を
基
に
作
成
さ
れ
た
明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案
は
、
両
罪
を
「
第
六
章
　
財
産
に
対
す
る
罪
」
に
規
定
し
、「
第
一

節
　
盗
罪
」
の
「
第
一
款
　
窃
盗
の
罪
」
に
窃
盗
罪
を
規
定
し
、
詐
欺
取
財
罪
を
同
章
の
「
第
四
節
　
詐
欺
取
財
及
び
背
信
の
罪
」
に
規

定
し
て
い
）
35
（
る
。
後
者
は
客
体
に
「
不
正
の
利
益
」
と
い
っ
た
無
体
財
産
も
含
む
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
前
者
と
客
体
を
異
に
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
同
案
の
詐
欺
取
財
罪
の
規
定
は
、
当
時
の
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
の
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
と
類
似
す
る
が
、「
財
産
上
の
損
害
」

を
明
文
で
定
め
て
い
な
い
点
で
異
な
り
、
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
を
参
照
し
て
い
た
と
し
て
も
、
詐
欺
罪
を
ド
イ
ツ
と
同
様
に
全
体
財
産
に

対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
ま
で
の
意
図
は
有
し
て
い
な
か
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
）
36
（

に
、
同
罪
を
窃
盗
罪
と
異
質
の
も
の
と
理
解
し
て

い
た
か
は
定
か
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
、
現
行
刑
法
の
原
型
を
な
す
と
さ
れ
る
明
治
三
〇
年
刑
法
草
案
で
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
を
「
第
十
四
章
　
財
産
に
対
す
る

罪
」
の
「
第
一
節
　
賊
盗
の
罪
」
に
規
定
し
、
両
罪
を
そ
れ
ぞ
れ
「
窃
盗
の
罪
」
と
「
詐
欺
盗
の
罪
」
と
に
分
け
て
規
定
し
て
い
）
37
（
る
。
い

ず
れ
も
「
動
産
」
を
客
体
と
す
る
点
で
は
共
通
し
、
後
者
は
そ
れ
に
加
え
て
「
財
産
上
の
利
益
」
も
客
体
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

時
点
で
、
現
行
刑
法
の
一
項
と
二
項
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
の
客
体
は
窃
盗
罪
よ
り
も
拡
張
さ
れ
て
い
る
。

　
明
治
三
四
年
草
案
で
も
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
を
別
々
の
節
に
規
定
し
て
い
た
旧
刑
法
お
よ
び
明
治
二
三
年
改
正
刑
法
草
案
と
は
異
な
り
、

両
罪
を
ま
と
め
て
「
第
十
四
章
　
財
産
に
対
す
る
罪
」
の
「
第
一
節
　
賊
盗
の
罪
」
に
規
定
し
て
い
）
38
（

る
。
そ
の
た
め
、
両
罪
を
同
質
的
に

捉
え
て
い
た
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
。
現
に
、
明
治
三
四
年
第
一
五
回
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
明
治
三
四
年
草
案
に
関
す
る
「
刑
法
改

正
参
考
書
」
は
、
両
罪
の
性
質
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
か
ら
一
節
に
ま
と
め
た
と
説
明
し
て
い
）
39
（

る
。
も
っ
と
も
、
詐
欺
罪
を
純
然
た
る
盗
罪

と
し
た
例
は
な
く
、
民
法
一
九
三
条
の
「
盗
品
」
に
詐
欺
罪
で
得
た
場
合
が
含
ま
れ
る
の
は
妥
当
で
な
い
と
し
、
第
一
節
の
標
題
を
「
賊
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盗
の
罪
及
ひ
詐
欺
取
財
〔
の
〕
罪
」
に
改
め
る
べ
き
だ
と
の
当
時
の
大
審
院
長
の
意
見
が
あ
）
40
（
る
。
た
だ
、
同
意
見
は
、
両
罪
に
関
す
る
通

則
を
定
め
る
の
は
可
と
し
て
お
り
、
ど
こ
ま
で
両
罪
を
異
質
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
と
言
え
よ
う
。

　
ま
た
、
前
記
「
刑
法
改
正
参
考
書
」
で
は
、「
財
産
上
の
利
益
」
と
い
う
文
言
に
改
正
さ
れ
た
理
由
と
し
て
、「
財
物
若
く
は
証
書
類
」

と
い
う
語
の
意
義
が
不
明
確
で
あ
り
、
か
つ
、「
狭
き
に
失
す
る
こ
と
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
）
41
（
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
詐
欺
罪
の
客
体
を
拡
張

す
べ
き
だ
と
の
問
題
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、「
動
産
」
が
並
置
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
「
財
産

（Verm
ögen

）」
と
い
う
包
括
的
な
概
念
の
下
に
財
物
と
権
利
・
利
益
な
ど
を
包
括
的
に
規
定
す
る
と
い
う
方
法
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。
す

な
わ
ち
、
動
産
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
そ
れ
以
外
の
権
利
・
利
益
を
財
産
上
の
利
益
と
し
て
拡
張
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ

ず
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
概
念
と
し
て
の
「
財
産
」
と
い
う
考
え
方
は
、
少
な
く
と
も
立
法
上
は
採
用
さ
れ
て
い
な
い

の
で
あ
）
42
（

る
。
こ
の
こ
と
は
、
財
物
と
財
産
上
の
利
益
を
並
置
す
る
現
行
刑
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
明
治
三
五
年
改
正
案
も
、「
人
の
動
産
」
が
「
他
人
の
財
物
」
と
い
う
文
言
に
変
わ
っ
た
点
を
除
い
て
は
、
そ
の
改
正
理
由
も

含
め
て
明
治
三
四
年
草
案
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
）
43
（

る
。
そ
し
て
、
明
治
四
〇
年
改
正
）
44
（

案
を
経
て
、
平
易
化
以
前
の
現
行
刑
法
の
条
文
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
そ
れ
ぞ
れ
「
第
三
六
章
　
窃
盗
及
ひ
強
盗
の
罪
」
と
「
第
三
七
章
　
詐
欺
及
ひ
恐
喝
の
罪
」
と
分
け
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
現
行
刑
法
の
刑
法
改
正
政
府
提
出
案
理
由
書
は
、
窃
盗
罪
と
異
な
り
、
詐
欺
罪
の
場
合
は
、
財
物
以
外
の
財
産
上
の

利
益
を
取
得
す
る
場
合
も
あ
り
う
る
こ
と
か
ら
、
二
項
を
新
設
し
た
と
し
て
い
）
45
（
る
。
ま
た
、
同
理
由
書
は
、
窃
盗
罪
と
強
盗
罪
に
関
し
て
、

そ
の
性
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
か
ら
同
一
の
節
に
ま
と
め
た
と
し
て
お
）
46
（

り
、
章
を
異
に
す
る
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
を
同
一
の
性
質
と

見
て
い
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
章
を
分
け
て
規
定
し
た
こ
と
か
ら
直
ち
に
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
両
罪
の
性
質
が
異
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
断
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
被
害
者
の
意
思
の
関
与
の
有
無
と
い
う
点
で
窃
盗
罪
は
詐
欺
罪
と
異
な
る
に
す
ぎ
な

い
と
理
解
し
て
い
た
と
解
す
る
余
地
が
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
両
罪
が
性
質
を
大
き
く
異
に
す
る
犯
罪
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
と
ま
で

は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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以
上
、
仮
刑
律
か
ら
平
易
化
以
前
の
現
行
刑
法
に
至
る
ま
で
の
規
定
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
し
て
き
た
。
先
述
の
立
法
沿
革
に
鑑
み
る

と
、
行
為
態
様
と
し
て
は
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
を
区
別
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
性
質
が
大
き
く
異
な
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
両
罪
を
異
な
る
章
・
節
・
款
で
規
定
し
、
詐
欺
罪
は
窃
盗
罪
と
違
っ
て
権
利
や
利
益
な
ど

も
保
護
す
る
性
質
の
犯
罪
類
型
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
両
罪
を
意
識
的
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
傾
向
は
あ
っ
た
。
他
方
で
、
両
罪
は
基
本

的
に
性
質
を
同
じ
く
し
て
い
る
と
の
理
解
が
見
ら
れ
た
り
、
詐
欺
取
財
罪
の
客
体
で
あ
る
「
財
物
若
く
は
証
書
類
」
で
は
不
明
確
か
つ
狭

い
と
の
指
摘
は
な
さ
れ
た
り
し
て
き
た
が
、
財
産
的
損
害
を
詐
欺
罪
の
要
件
と
す
べ
き
だ
と
い
っ
た
議
論
が
意
識
的
に
な
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
は
な
か
っ
た
点
も
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
先
述
し
た
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
を
同
質
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
き
た
と
の
立
法
沿
革
理
解
に
対
し
て
は
、
ル
ー
ド
ル
フ
の
意
見
書
が

日
本
の
立
法
に
影
響
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
日
本
の
詐
欺
罪
の
規
定
は
ド
イ
ツ
の
影
響
を
受
け
て
客
体
の
包
括
化
を
図
っ
た
も
の
で
、
同

罪
の
本
質
は
利
益
詐
欺
罪
に
あ
っ
て
「
財
産
上
不
法
の
利
益
を
得
た
こ
と
」
の
解
釈
を
「
財
物
を
交
付
さ
せ
た
こ
と
」
の
解
釈
に
用
い
る

べ
き
だ
と
し
て
実
質
的
損
害
が
詐
欺
罪
の
要
件
に
な
る
と
の
主
張
が
あ
）
47
（

る
。
同
意
見
書
の
影
響
力
が
ど
の
程
度
あ
っ
た
か
は
措
く
と
し
て

も
、
同
意
見
書
は
客
体
が
有
体
物
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
狭
す
ぎ
る
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
）
48
（
ず
、
そ
れ
を
超
え
て
財
産
的
損
害
が
必
要

で
あ
る
と
か
、「
財
産
上
の
利
益
」
が
同
罪
に
お
い
て
本
質
的
な
部
分
で
あ
る
と
ま
で
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
立
法
沿
革
か
ら
は
同
罪
の
客
体
を
拡
張
す
る
と
の
意
図
は
確
認
で
き
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
意
図
ま
で
は

読
み
取
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
「
財
産
」
と
包
括
的
に
規
定
す
る
（
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
）
こ
と

の
意
義
は
、
客
体
を
拡
張
す
る
点
と
形
式
的
な
財
産
の
移
転
・
喪
失
を
超
え
た
実
質
的
な
損
害
を
要
求
す
る
点
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
）
49
（
が
、
日
本
の
立
法
沿
革
で
は
、
前
者
の
み
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
後
者
ま
で
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
ル
ー
ド
ル
フ
の
意
見
書
を
根
拠
と
す
る
前
記
見
解
を
支
持
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
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㈢
　
学
説
史
的
検
討

　
以
上
、
立
法
沿
革
史
の
観
点
か
ら
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
を
峻
別
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
行
為
態
様
や
被
害
者

の
意
思
の
関
与
と
い
う
点
で
異
な
る
と
は
い
え
、
両
罪
は
同
質
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
と
解
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
仮
に
立
法
沿

革
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
学
説
史
の
観
点
か
ら
両
罪
の
関
係
性
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
）
50
（

い
。

　
旧
刑
法
下
の
学
説
に
お
い
て
は
、
詐
欺
取
財
罪
は
権
利
と
い
っ
た
無
体
財
産
も
保
護
す
る
も
の
だ
と
の
理
解
が
あ
る
一
方
）
51
（
で
、
同
罪
の

「
財
物
」
に
権
利
は
含
ま
れ
な
い
と
の
異
論
が
見
ら
れ
た
り
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
取
財
罪
と
を
と
も
に
所
有
権
を
侵
害
す
る
犯
罪
類
型
と
解

す
る
立
場
も
主
張
さ
れ
て
い
た
り
と
、
行
為
態
様
や
客
体
を
超
え
て
両
罪
を
峻
別
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
現
行
刑
法
下
の
学
説
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性
の
理
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
か
つ
て
は
、
詐
欺
罪
は
財
産
的
損
害
が
生
じ
た
場
合
に
の
み
成
立
す
る
と
し
て
全
体
財
産
に
対
す
る
損
害
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
よ
う
に
同
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
の
に
親
和
的
な
見
）
52
（
解
と
、
そ
の
よ
う
な
損
害
は
要
求
さ
れ
な
い
と
の
見
）
53
（
解
と
が

対
立
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
が
異
な
る
性
質
の
も
の
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

財
産
的
損
害
の
要
否
が
争
わ
れ
て

い
）
54
（
た
。

　
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
い
う
分
類
を
よ
り
強
く
意
識
し
た
見
解
と
し
て
、「
個
々
の
財
物
を
侵
害
す
る

罪
」
と
「
包
括
的
財
産
を
侵
害
す
る
罪
」（「
他
人
の
財
産
状
態
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
罪
」）
と
に
分
け
、
窃
盗
罪
は
前
者
に
属
し
、
詐
欺
罪
は

「
両
者
に
跨
っ
て
い
る
」
と
の
主
張
が
あ
）
55
（
る
。
ま
た
、「
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
」
と
「
全
体
財
産
（
財
産
状
態
）
に
対
す
る
罪
」
と
に
分

け
、
窃
盗
罪
は
前
者
に
属
し
、
一
項
詐
欺
罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
の
み
が
含
ま
れ
る
が
、
二
項
詐
欺
罪
は
、
債
権
と
い
っ
た
個
々
の

財
産
権
に
関
し
て
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
あ
た
る
が
、
そ
れ
以
外
の
利
益
に
関
し
て
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
に
あ
た
る
と
の
主
張
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も
あ
る）
56
（

。

　
そ
し
て
、
近
時
は
、
一
項
と
二
項
と
を
区
別
せ
ず
に
、
詐
欺
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
）
57
（

る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
通
説
は
、
一
項
詐
欺
罪
と
二
項
詐
欺
罪
と
を
区
別
せ
ず
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
を
と
も
に
個
別
財
産
に
対
す
る
罪

と
位
置
づ
け
て
い
）
58
（
る
。
も
っ
と
も
、
詐
欺
罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
位
置
づ
け
る
見
解
に
お
い
て
も
、
相
当
対
価
の
反
対
給
付
が
全

く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
財
産
的
損
害
が
な
い
場
合
に
は
同
罪
の
成
立

を
認
め
な
い
実
質
的
個
別
財
産
説
も
主
張
さ
れ
て
い
）
59
（
る
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
通
説
は
、
一
項
詐
欺
罪
と
二
項
詐
欺
罪
と
を
区
別
せ
ず
に
詐
欺
罪
は
窃
盗
罪
と
同
じ
く
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に

あ
た
る
と
解
し
て
お
り
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
し
て
両
罪
を
同
質
的
な
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
二
項
詐
欺
罪
に
つ
い

て
は
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
の
場
合
も
含
む
と
す
る
見
解
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
な
ぜ
詐
欺
罪
全
体
が
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
属
す
る

と
の
理
解
が
通
説
と
な
っ
た
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
一
項
詐
欺
罪
と
二
項
詐
欺
罪
と
を
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
同
一
条
文
の
犯
罪
を
二
つ
の
性
質
の
異
な
る
も
の
と
分

け
て
理
解
す
る
根
拠
は
な
く
、
あ
え
て
二
項
詐
欺
罪
が
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
の
場
合
を
含
む
と
解
す
る
必
要
性
は
な
い
と
い
っ
た
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
）
60
（

る
。
ま
た
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
は
概
念
的
に
両
立
し
な
い
た
め
、
二
項
詐
欺
罪
に
全

体
財
産
に
対
す
る
罪
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
成
り
立
た
な
い
と
の
批
判
が
あ
）
61
（
る
。
以
上
か
ら
、
詐
欺
罪
全
体
を
個
別
財

産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
理
解
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
二
項
詐
欺
罪
の
す
べ
て
が
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
に
あ
た
る
と
解
す
る

以
上
、
債
権
な
ど
の
個
別
の
財
産
権
や
そ
の
他
の
「
財
産
上
の
利
益
」
が
個
別
財
産
に
含
ま
れ
る
こ
と
と
な
る
点
に
留
意
す
る
必
要
が
あ

る
。

　
次
に
、
そ
も
そ
も
一
項
詐
欺
罪
も
二
項
詐
欺
罪
も
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
見
解
の
当
否
も
問
題
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し

て
は
、
背
任
罪
と
の
条
文
の
文
言
の
違
い
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
批
判
さ
れ
て
い
）
62
（
る
。
ま
た
、
詐
欺
罪
は
奪
取
罪
に
分
類
さ
れ
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る
と
こ
ろ
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
を
同
質
的
な
も
の
と
捉
え
る
こ
と
を
前
提
に
、
奪
取
罪
の
う
ち
詐
欺
罪
の
み
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪

と
位
置
づ
け
る
の
は
困
難
で
あ
る
う
え
、
奪
取
罪
す
べ
て
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
と
、
相
当
対
価
の
も
の
を
置
い
て
他

人
の
物
を
盗
ん
だ
場
合
が
不
可
罰
と
な
っ
て
不
当
だ
と
の
批
判
も
あ
）
63
（
る
。

　
以
上
の
批
判
を
考
慮
し
て
か
、
通
説
は
、
窃
盗
罪
・
詐
欺
罪
と
も
に
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
両
罪
の
区
別
が
そ

れ
ほ
ど
厳
格
に
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
立
法
沿
革
と
親
和
的
で
あ
る
。
ま
た
、
実
質
的
個
別
財
産
説
も
含
め
、
学
説
の
多
数
は
、
個
別
財

産
の
移
転
・
喪
失
が
詐
欺
罪
の
法
益
侵
害
の
中
核
で
あ
り
、
詐
欺
罪
は
こ
の
点
で
窃
盗
罪
と
異
な
ら
な
い
と
理
解
し
て
い
る
と
言
え
る
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
、
立
法
沿
革
史
お
よ
び
学
説
史
の
観
点
か
ら
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
立
法
沿
革
上
、
詐
欺
罪

の
客
体
に
債
権
と
い
っ
た
財
産
上
の
利
益
を
含
め
る
べ
き
だ
と
の
問
題
意
識
は
看
取
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
に
個
別
財
産
の
移
転
・

喪
失
を
超
え
た
実
質
的
損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
の
必
要
性
に
つ
い
て
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、

学
説
史
上
は
、
詐
欺
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
見
解
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
学
説
の
多
く
は
、
窃
盗
罪
と
詐
欺

罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
お
り
、
両
罪
を
峻
別
し
て
こ
な
か
っ
た
立
法
沿
革
と
親
和
的
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
近
時
は
、
詐
欺
罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
な
が
ら
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
を
超
え
た
実
質
的
損
害
と

い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
実
質
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
同
説
は
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
主
張
さ
れ
て
い
る
）
64
（
が
、

ド
イ
ツ
で
は
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
を
峻
別
す
る
こ
と
を
前
提
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ド
イ
ツ
を
参
照
す
る
同
説
が
両
罪
を

同
質
的
に
解
し
て
き
た
日
本
の
伝
統
的
な
理
解
と
整
合
す
る
か
は
、
慎
重
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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四
　
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造

㈠
　
日
独
に
お
け
る
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性
の
相
違
点

　
以
上
、
ド
イ
ツ
で
は
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
を
峻
別
す
る
こ
と
と
財
産
的
損
害
の
要
否
が
関
連
づ
け
ら
れ
、
両
罪
の
関
係
性
と
財
産
的
損
害

の
要
否
と
は
密
接
に
関
係
し
て
い
る
た
め
、
日
本
に
お
け
る
両
罪
の
関
係
性
に
つ
い
て
立
法
沿
革
・
学
説
史
的
に
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て

き
た
か
を
見
て
き
た
。
以
下
で
は
、
日
独
の
比
較
を
通
じ
て
両
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
関
係
性
に
お
け
る
日
独
の
相
違
点
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ド
イ
ツ
で
は
、
窃
盗
罪
は
経
済
的
な
価

値
の
な
い
物
も
保
護
の
対
象
と
す
る
の
に
対
し
、
詐
欺
罪
で
は
一
般
に
経
済
的
な
損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
が
必
要
だ
と
し
て
、

両
罪
を
峻
別
し
て
い
る
。
ま
た
、
物
に
対
す
る
被
害
者
と
窃
盗
罪
は
占
有
者
（
被
害
者
）
の
合
意
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
、
機
械
に

不
正
に
働
き
か
け
て
財
物
を
取
得
し
た
事
例
で
条
件
付
き
合
意
に
お
け
る
外
観
基
準
を
厳
格
に
解
す
る
結
果
、
占
有
者
の
合
意
が
認
め
ら

れ
て
窃
盗
罪
に
も
詐
欺
罪
に
も
な
ら
な
い
領
域
が
広
く
認
め
ら
れ
て
お
り
、
合
意
の
観
点
か
ら
も
両
罪
を
峻
別
す
る
傾
向
に
あ
る
。

　
他
方
、
日
本
で
は
、
詐
欺
罪
も
窃
盗
罪
も
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
両
罪
を
客
体
や
被
害
者
の
意
思
の
関
与
と
い
う

点
で
区
別
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
両
罪
を
保
護
対
象
が
異
な
る
犯
罪
と
は
し
て
こ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
両
罪
は
同
質
的
な
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
現
に
、
両
罪
で
は
、
不
動
産
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
も
の
）
65
（

の
、
財
物
の
意
義
は
共
通
だ
と
さ
れ
、
ラ
ブ

0

0

レ
タ
ー
な
ど
の
主
観
的
感
情
価
値
し
か
な
い
物
に
つ
い
て
も
詐
欺
罪
で
保
護
す
べ
き
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
ド
イ
ツ
と
は
異
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。）
66
（

ま
た
、
条
件
付
き
合
意
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
た
と
え
ば
、
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
無
断
で
使
用
し
て
現
金
を
現
金
自
動
預
払
機

か
ら
引
き
出
し
た
事
例
に
つ
き
、
日
本
で
は
こ
の
場
合
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
に
対
）
67
（
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
般
に
被
害
者
の
合
意

が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
窃
盗
罪
は
成
立
せ
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
詐
欺
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
前0

記
の
場
合
に

0

0

0

0

0

、
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同
じ
事
案
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
日
本
で
は
合
意
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
窃
取
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る
の
に
対
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
ド
イ
ツ
で
は

0

0

0

0

0

合
意
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
窃
取
に
該
当
し
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
さ
れ
て
い
る
点
に
違
い
が
あ
る
。

　
以
下
で
は
、
先
述
し
た
日
独
の
差
異
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ま
ず
、
詐
欺
罪
お
よ
び
窃
盗
罪
で
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
を
超
え
た
実
質
的

損
害
と
い
う
意
味
で
の
財
産
的
損
害
が
要
件
と
な
る
か
を
検
討
す
る
。
す
な
わ
ち
、
詐
欺
罪
の
財
産
犯
性
お
よ
び
被
害
者
の
有
効
な
同
意

の
存
在
と
い
う
当
該
損
害
を
要
求
す
る
根
拠
の
当
否
を
論
じ
、
両
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
。

㈡
　
財
産
犯
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討

　
第
一
に
、
財
産
的
損
害
を
詐
欺
罪
の
要
件
と
す
る
根
拠
と
し
て
一
般
に
財
産
犯
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
）
68
（
る
。
し
か
し
、
財
産
犯

で
あ
る
こ
と
か
ら
直
ち
に
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
）
69
（

る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
か
つ
て
は
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と

を
異
質
の
も
の
と
捉
え
る
か
否
か
と
い
う
観
点
で
財
産
的
損
害
の
要
否
が
争
わ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
現
在
は
詐
欺
罪
を
窃
盗
罪
と
同
じ

個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
通
説
は
両
罪
を
異
質
な
も
の
と
は
捉
え
ず
、
同
質
的
な
も
の
と
し
て
両

罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
両
罪
の
法
益
侵
害
の
内
実
は
同
様
に
解
す
る
の
が

素
直
で
あ
る
。
ま
た
、
窃
盗
罪
で
は
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
）
70
（
ず
、
レ
ジ
に
代
金
を
置
い
て
商
品
を
持
ち
出
す
行
為
に
同
罪
の
成
立
を
認

め
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
よ
う
）
71
（

に
、
財
産
犯
だ
か
ら
と
い
っ
て
常
に
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
加
え
て
、
形
式

的
な
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
に
よ
っ
て
窃
盗
罪
の
法
益
侵
害
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
れ
）
72
（
ば
、
窃
盗
罪
と
同
質
的
な
も
の
と
し
て
個

別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
詐
欺
罪
で
も
同
様
に
解
す
余
地
が
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
財
産
犯
で
あ
る
こ
と
か

ら
直
ち
に
財
産
的
損
害
が
同
罪
の
要
件
に
な
る
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

　
ま
た
、
財
産
的
損
害
の
内
実
と
し
て
経
済
的
な
損
失
を
要
求
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
）
73
（

が
、
な
ぜ
詐
欺
罪
の
成
立
範
囲
が
経
済
的
な
損

失
の
生
じ
た
場
合
に
限
ら
れ
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
日
本
で
は
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
よ
う
な
主
観
的
感
情
価
値
し
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か
な
い
財
物
も
詐
欺
罪
で
保
護
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
仮
に
何
か
し
ら
経
済
的
な
損
失
が
必
要
だ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
経
済
的
な
価
値
の
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー
を
詐
取
し
た
と
こ
ろ
で
同
罪
は
成
立
し
な
い
と
解
す
る
の
が
論
理
的
に
は
一
貫

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
と
は
異
な
り
、
経
済
的
な
損
失
を
要
求
し
つ
つ
、
主
観
的
価
値
し
か
有
さ
な
い
ラ
ブ
レ
タ
ー

の
詐
取
に
同
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
は
、
論
理
的
整
合
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
難
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
前
記
の
理
解
に
対
し
て
は
、
主
観
的
感
情
価
値
が
高
け
れ
ば
経
済
的
価
値
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
）
74
（

る
。
し
か
し
、

同
見
解
に
い
う
「
経
済
的
価
値
」
は
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
で
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
も
の
と
は
異
な
る
も
の
で
、
論
者
の
意
図
し
て
い
る

「
経
済
的
価
値
」
は
何
を
意
味
す
る
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の
点
、
た
と
え
ば
、
財
産
的
価
値
を
「
社
会
通
念
上
、
当
該
客
体
が
内
在

的
・
類
型
的
に
担
っ
て
い
る
経
済
的
価
値
」
と
定
義
し
、
そ
こ
で
い
う
「
経
済
的
価
値
」
に
は
社
会
一
般
の
目
か
ら
見
て
類
型
的
に
存
在

す
る
価
値
と
是
認
で
き
る
「
思
い
入
れ
」
も
含
ま
れ
る
と
の
主
張
が
あ
）
75
（

る
。
こ
れ
は
「
社
会
一
般
の
目
」
と
い
う
客
観
的
評
価
の
観
点
か

ら
何
か
し
ら
の
限
定
を
加
え
よ
う
と
い
う
意
図
の
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
範
囲
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
）
76
（

、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
論
者
の
い
う
「
経
済
的
価
値
」
が
何
を
意
味
す
る
か
は
不
明
確
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
以
上
か
ら
、
同
見
解
は

支
持
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
以
上
、
財
産
犯
と
い
う
根
拠
か
ら
財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
詐
欺
罪
の
成
立
範
囲
を
形
式
的
損
害
と
は
別
に
経
済
的

損
害
が
生
じ
た
場
合
に
限
定
す
る
論
理
的
必
然
性
は
な
い
と
言
え
よ
う
。

㈢
　
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討

　
第
二
に
、
財
産
的
損
害
の
根
拠
と
し
て
被
害
者
の
有
効
な
同
意
の
存
在
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
の
同
意
が
あ

る
こ
と
か
ら
、
詐
欺
罪
の
保
護
の
主
眼
は
財
産
の
静
的
な
「
状
態
」
よ
り
も
動
的
な
「
活
用
」
に
あ
る
と
し
て
、
財
産
的
損
害
が
要
件
に

な
る
と
す
る
見
解
が
あ
）
77
（
る
。
こ
れ
は
、
被
害
者
の
有
効
な
同
）
78
（
意
に
よ
っ
て
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
は
正
当
化
さ
れ
、
そ
れ
と
は
別
に
財
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産
的
損
害
が
必
要
に
な
る
と
解
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
無
効
だ
と
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
形
式
的
な
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
に
よ
っ
て
同
罪
の
法
益
侵
害
性
は
基
礎
づ
け
ら
れ
、
そ
れ
を
超
え
た
実
質
的
損
害
と

し
て
の
財
産
的
損
害
を
別
個
に
要
件
と
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
記
見
解
は
説
得
的
で
は
あ
る
が
、
機
械
に
対
す
る
不
正
な
働

き
か
け
に
よ
る
財
物
の
取
得
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
結
果
、
本
質
的
に
は
詐
欺
罪
の
性
質
を
有
す
る
事
案
が
、
人
で
は
な
く
て
機
械

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
窃
盗
罪
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
「
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
）
79
（

化
」
と
い
う
現
象
を
説
明
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
が
あ
る
。

　
こ
の
疑
問
を
論
じ
る
前
提
と
し
て
、「
窃
取
」
の
意
義
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
窃
取
は
、
一
般
に
「
財
物
の
占
有
者
の
意
思
に
反
し

て
、
そ
の
占
有
を
侵
害
し
、
自
己
又
は
第
三
者
の
占
有
に
移
す
こ
と
」
と
定
義
さ
れ
）
80
（
る
。
こ
こ
で
い
う
「
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て
」
の

意
義
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
分
析
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ド
イ
ツ
の
窃
盗
罪
の
実
行
行
為
で
あ
る
「
奪
取
（W

egnahm
e

）」
は
、「
占
有
者
の
意
思
が
な
い
又
は
当
該
意
思
に
反
す
る
（ohne 

oder gegen den W
illen des G

ew
ahrsam

sinhabers
）」
場
合
に
認
め
ら
れ
）
81
（

る
。
筆
者
な
り
に
敷
衍
す
れ
ば
、
占
有
者
が
渡
し
た
く
な
い
と

思
っ
て
い
る
の
に
盗
る
ひ
っ
た
く
り
の
よ
う
な
場
合
は
、
現
に
渡
し
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
た
め
、
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て

（gegen den W
illen

）
財
物
を
盗
っ
た
と
な
る
。
他
方
、
家
に
あ
る
物
を
外
出
中
に
盗
ま
れ
た
空
き
巣
の
よ
う
な
場
合
、
当
該
占
有
者
が

行
為
者
に
対
し
て
当
該
物
を
渡
す
か
を
判
断
し
て
い
な
い
た
め
、
占
有
者
の
意
思
が
な
い
場
合
（ohne den W

illen

）
に
あ
た
る
。
そ
し

て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
窃
取
に
い
う
「
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て
」
は
、
前
者
の
み
な
ら
ず
、
後
者
の
場
合
も
含
む
と
一
般
に
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、「
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て
」
に
は
、
占
有
者
の
実
際
の
意
思
に
反
す
る
場
合
と
そ
の
意
思
が
存
在
し
な
い
場
合
が
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
は
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
）
82
（

る
。
な
ぜ
な
ら
、
占
有
者
の
実
際
の
意
思
に
反
す
る
場
合
も
占
有
者
が
相
手

に
渡
す
と
い
う
財
産
処
分
の
意
思
決
定
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
当
該
財
物
を
移
転
す
る
と
い
う
占
有
者
の
意
思
は
な
く
、
両
者
は
占
有
者
の
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財
産
処
分
の
意
思
の
な
い
場
合
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
窃
盗
罪
は
占
有
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
な
い
場
合
を
念
頭
に

置
い
た
犯
罪
類
型
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
仮
に
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
が
有
効
だ
と
す
れ
ば
、

機
械
の
場
合
で
あ
っ
て
も
本
質
は
同
罪
と
変
わ
ら
な
い
た
め
、
占
有
者
の
有
効
な
意
思
に
よ
る
移
転
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
窃
取

し
た
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
現
金
自
動
預
払
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
場
合
を
例
に
と
れ
ば
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と

暗
証
番
号
さ
え
合
致
す
れ
ば
、
占
有
者
で
あ
る
銀
行
の
有
効
な
同
意
に
基
づ
い
て
現
金
と
い
う
財
物
が
移
転
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
理
論

上
は
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
占
有
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、「
占
有
者
の
意
思
に
反
し
て
」

に
は
あ
た
ら
な
い
結
果
、
窃
盗
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
財
物
の
場
合
に
、
人
に
対
し
て
で
あ
れ
ば

詐
欺
罪
に
な
る
行
為
を
、
機
械
に
対
し
て
で
あ
れ
ば
何
も
成
立
し
な
い
と
い
う
の
は
、
結
論
の
妥
当
性
か
ら
し
て
疑
問
で
あ
る）
83
（

。

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
窃
盗
罪
を
認
め
る
理
論
構
成
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
占
有
者
の
財
産
処
分
の
意

思
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
理
論
的
に
そ
れ
が
な
い
場
合
と
同
様
に
評
価
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
。
理
論
構
成
と
し
て
は
、
占
有

者
の
財
産
処
分
の
意
思
は
無
効
と
な
る
の
で
当
該
意
思
が
な
い
場
合
と
同
視
で
き
る
と
し
て
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
先
述
の
例
で
あ
れ
ば
、
現
金
自
動
預
払
機
の
設
置
者
（
占
有
者
）
は
、
窃
取
し
た
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
の
引
出
し

で
あ
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
な
い
と
い
う
意
思
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
占
有
者
の
真
意
に
反
す
る
財
産
処
分
の
意
思
は
無
効
だ
と
解
す

れ
ば
、
占
有
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
不
存
在
で
あ
る
場
合
と
法
的
効
果
と
し
て
は
同
視
で
き
、
当
該
事
案
を
同
罪
で
処
罰
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

　
な
お
、
前
記
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
窃
盗
罪
は
、
占
有
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
存
在
し
な
い
場
合
の
み
な
ら
ず
、
当
該
意
思
が
無

効
に
な
る
場
合
も
含
む
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
窃
盗
罪
に
は
意
思
不
存
在
型
と
意
思
無
効
型
と
が
存
在
す
る
の
で
あ
）
84
（

る
。
そ
し
て
、

ド
イ
ツ
で
は
、
他
人
名
義
の
カ
ー
ド
を
用
い
た
現
金
自
動
預
払
機
か
ら
の
現
金
の
引
出
し
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
、
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条
件
付
き
合
意
に
お
け
る
外
観
基
準
を
厳
格
に
運
用
し
て
い
る
結
果
と
し
て
、
被
害
者
の
同
意
の
無
効
と
な
る
範
囲
が
か
な
り
限
定
さ
れ

て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
で
は
そ
の
無
効
と
な
る
範
囲
が
か
な
り
広
く
解
さ
れ
て
い
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
の
同
意
が
無
効
と
な
る
範
囲
を
広
く
認
め
た
結
果
と
し
て
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
が
生
じ
、
日
本
で
は
両
罪
の
区

別
が
相
対
化
し
て
い
）
85
（
る
。
そ
し
て
、
現
金
自
動
預
払
機
な
ど
の
機
械
に
不
正
な
働
き
か
け
を
し
て
現
金
な
ど
の
財
物
を
得
た
場
合
に
は
窃

盗
罪
で
対
応
で
き
る
こ
と
を
前
提
に
、
電
子
計
算
機
使
用
詐
欺
罪
が
「
財
産
上
の
利
益
」
の
場
合
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
か
）
86
（

ら
、

窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
を
広
く
認
め
な
け
れ
ば
処
罰
の
間
隙
が
生
じ
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
罪
を
峻
別
す
る
た
め
に
前
記

処
罰
の
間
隙
も
や
む
を
得
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
従
来
そ
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、
両
罪
の
同
質
性
か
ら
主

と
し
て
人
か
機
械
か
の
違
い
に
し
か
着
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
現
金
自
動
預
払
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
場
合
に
被
害
者
の
同
意
は
無
効
だ
と
し
て

窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
と
し
て
、
詐
欺
罪
の
場
合
に
前
記
の
窃
盗
罪
の
場
合
と
は
違
っ
て
被
害
者
の
同
意
を
有
効
と
解
し
て
し
ま
っ
て

い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
窃
取
し
た
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
銀
行
窓
口
で
行
員
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
場
合

に
は
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
が
、
こ
の
場
合
、
銀
行
員
は
窃
取
し
た
他
人
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
だ
と
知
っ
て
い
れ
ば
引
出
し
に
は
応
じ
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
先
述
し
た
窃
盗
罪
に
お
け
る
現
金
自
動
預
払
機
の
設
置
者
の
真
意
に
反
し
た
場
合
と
同
様
の
問
題
状
況
に
あ

る
。
こ
の
と
き
、
同
じ
問
題
状
況
で
あ
る
の
に
、
窃
盗
罪
と
の
関
係
で
は
当
該
意
思
は
無
効
で
、
詐
欺
罪
と
の
関
係
で
は
当
該
意
思
は
有

効
だ
と
す
る
の
は
論
理
的
に
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
を
回
避
す
る
に
は
詐
欺
罪
の
場
合
も
被
害
者
の
同
意
が
無
効
だ
と
解
す

ほ
か
な
い
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
被
害
者
の
有
効
な
同
意
か
ら
財
産
的
損
害
が
要
求
さ
れ
る
と
の
理
解
は
放
棄
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ

う
。

　
以
上
か
ら
、
詐
欺
罪
の
場
合
で
も
被
害
者
の
同
意
は
無
効
だ
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を

無
効
と
解
す
る
の
は
法
益
関
係
的
錯
誤
説
と
親
和
的
で
あ
る
。
ま
た
、
窃
盗
罪
に
お
い
て
も
、
法
益
関
係
性
の
あ
る
被
害
者
の
意
思
に
反
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し
た
場
合
に
限
っ
て
被
害
者
の
同
意
が
無
効
に
な
る
と
し
て
同
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
）
87
（
る
。
そ
の
た

め
、
法
益
関
係
的
錯
誤
お
よ
び
被
害
者
の
意
思
の
法
益
関
係
性
を
問
題
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
当
否
が
問
題
と
な
る
。

　
ま
ず
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
に
関
し
て
錯
誤
は
な
い
こ
と
か
ら
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
は
そ
の
理
論
的
前
提
と
し
て
個
別
財
産
の

移
転
・
喪
失
を
超
え
た
実
質
的
損
害
を
観
念
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
質
的
損
害
を
同
罪
の
要
件
と
で
き
な
い
以
上
は
当

該
損
害
に
関
す
る
錯
誤
も
要
件
と
し
て
は
不
要
で
あ
り
、
ま
た
、
詐
欺
罪
は
法
益
関
係
的
錯
誤
が
な
い
場
合
を
念
頭
に
置
い
た
犯
罪
類
型

で
あ
）
88
（
り
、
同
説
を
同
罪
に
応
用
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
日
本
で
は
窃
盗
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
体

感
器
に
よ
る
パ
チ
ス
ロ
の
メ
ダ
ル
不
正
取
得
に
類
似
す
る
空
プ
レ
イ
に
お
い
て
動
機
の
錯
誤
だ
と
し
て
被
害
者
の
合
意
の
有
効
性
を
認
め

て
同
罪
の
成
立
を
否
定
し
て
お
）
89
（
り
、
体
感
器
の
事
例
で
被
害
者
の
同
意
を
無
効
に
し
て
同
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
、
動
機
の
錯
誤
を

含
め
て
広
い
範
囲
で
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
前
記
の
よ
う
に
広
く
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
す
る

こ
と
は
、
同
説
の
当
初
の
意
図
と
は
背
馳
す
る
も
の
で
あ
ろ
）
90
（
う
。

㈣
　
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造

　
こ
の
よ
う
に
、
日
独
の
議
論
の
相
違
点
に
着
目
す
れ
ば
、
窃
盗
罪
と
同
様
に
詐
欺
罪
に
財
産
的
損
害
を
要
求
で
き
ず
、
窃
盗
罪
の
詐
欺

罪
化
が
示
す
よ
う
に
詐
欺
罪
の
場
合
も
被
害
者
の
同
意
が
無
効
で
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
す
べ
き
で
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
ま
ず
、
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
と
の
関
係
か
ら
詐
欺
罪
で
も
被
害
者
の
同
意
が
無
効
だ
と
解
す
べ
き
だ
と
論
じ
て
き
た
が
、
こ
の
こ
と
は

単
に
当
該
現
象
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
詐
欺
罪
は
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
が
法
益
侵
害
に
な
る

と
い
う
意
味
で
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
を
有
効
と
解
す
れ
ば
個
別
財
産
の
移

転
・
喪
失
は
正
当
化
さ
れ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
同
罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
こ
と
と
整
合
し
な
い
。
つ
ま
り
、
同
罪
を
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個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
以
上
、
被
害
者
の
同
意
は
無
効
と
解
さ
ざ
る
を
得
な
）
91
（
い
。
こ
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
被
害

者
の
同
意
を
無
効
と
解
す
る
こ
と
は
、
同
罪
を
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
こ
と
か
ら
論
理
的
に
導
か
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
詐
欺
罪
は
、
た
と
え
被
害
者
の
意
思
に
基
づ
い
て
個
別
財
産
が
移
転
・
喪
失
し
て
い
る
と
は
い
え
、
当
該
意
思
は
瑕
疵
あ

る
も
の
と
し
て
無
効
で
あ
り
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
が
法
益
侵
害
を
構
成
す
る
と
い
う
意
味
で
、
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ

け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
が
法
益
侵
害
の
内
実
を
な
す
と
い
う
意
味
で
は
、
窃
盗
罪
も
詐
欺
罪
と
同

質
的
だ
と
解
さ
れ
る
結
果
と
し
て
、
両
罪
は
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
法
的
効
果
の
面
で
は
意
思
の
不

存
在
も
無
効
も
異
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、
両
者
は
被
害
者
の
意
思
の
関
与
の
有
無
と
い
う
点
で
構
造
的
に
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
そ
の

た
め
、
意
思
不
存
在
型
を
典
型
と
す
る
窃
盗
罪
は
詐
欺
罪
と
本
来
的
に
は
大
き
く
異
な
る
の
で
あ
る
が
、
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
と
い
う
現

象
が
承
認
さ
れ
た
こ
と
で
窃
盗
罪
に
意
思
無
効
型
が
含
ま
れ
た
結
果
、
両
罪
の
差
異
は
相
対
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
窃
盗
罪
の
詐
欺
罪
化
に
よ
っ
て
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
が
承
認
さ
れ
、
詐
欺
罪
も
被
害
者
の
同
意
が
無
効
で
あ
る
場
合
を
想
定

し
た
犯
罪
類
型
で
あ
る
と
論
じ
て
き
た
。
そ
し
て
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
、
機
械
か
人
か
の
違
い
は
あ
れ
、
い
ず
れ
も
同

じ
理
論
状
況
に
あ
っ
て
重
要
事
項
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
言
）
92
（
え
、
そ
う
で
あ
れ
ば
両
者
は
統
一
的
に
解
決
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
）
93
（
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
窃
盗
罪
に
お
け
る
同
意
に
付
し
う
る
条
件
と
詐
欺
罪
の
欺
罔
行
為
に
い
う
重
要
事
項
と
が
一
致
す
る
論
理
的
必
然
性
は

な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
）
94
（
る
。
し
か
し
、
重
要
事
項
性
が
「
法
益
関
係
的
錯
誤
は
な
い
が
動
機
の
錯
誤
は
あ
る
場
合
の
う
ち
、
ど
こ

ま
で
を
財
産
犯
で
あ
る
同
罪
に
よ
っ
て
捕
捉
す
べ
き
で
あ
る
）
95
（

か
」
と
い
う
問
題
だ
と
す
れ
ば
、
体
感
器
を
利
用
し
た
パ
チ
ス
ロ
の
メ
ダ
ル

不
正
取
得
の
事
例
は
こ
れ
と
同
様
の
問
題
状
況
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
パ
チ
ス
ロ
遊
技
機
の
設
置
者
は
行
為
者
が
メ
ダ
ル
を

入
れ
て
遊
戯
し
た
場
合
に
メ
ダ
ル
を
移
転
さ
せ
る
と
い
う
意
思
を
有
し
、
当
該
事
例
に
お
い
て
も
メ
ダ
ル
を
入
れ
て
遊
戯
を
し
て
い
る
点

で
は
被
害
者
の
設
定
し
た
条
件
に
合
致
し
て
い
る
た
め
、
メ
ダ
ル
排
出
率
に
関
し
て
は
あ
く
ま
で
動
機
の
錯
誤
の
問
題
に
す
ぎ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
現
に
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
当
該
事
例
と
類
似
す
る
空
プ
レ
イ
に
関
し
て
動
機
の
錯
誤
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
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て
い
る
。
よ
っ
て
、
同
意
に
付
し
う
る
条
件
と
重
要
事
項
の
議
論
は
同
様
の
問
題
状
況
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
で
は
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
ど
の
よ
う
な
構
造
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
着
目
す
べ
き
は
、
両
者
が
、
意
思
不
存

在
型
の
窃
盗
罪
と
は
異
な
り
、
瑕
疵
あ
る
意
思
と
は
い
え
被
害
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
介
在
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
議
論
の
前
提
と
し

て
、
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
占
有
説
と
本
権
説
の
対
立
が
あ
る
も
の
の
、

い
ず
れ
の
見
解
も
究
極
的
に
は
所
有
権
を
保
護
し
て
い
る
点
で
は
一
致
が
見
ら
れ
）
96
（

る
。
そ
し
て
、
所
有
権
は
物
を
使
用
・
収
益
・
処
分
す

る
権
利
で
あ
る
か
ら
（
民
法
二
〇
六
条
）、
窃
盗
罪
で
は
財
物
に
関
す
る
処
分
の
自
由
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
）
97
（
る
。
厳
密
に
は
、
窃

取
さ
れ
て
も
法
的
に
は
被
害
者
に
所
有
権
が
存
す
る
こ
と
か
ら
、
処
分
し
よ
う
と
思
え
ば
処
分
で
き
る
と
い
う
処
分
可
能
性
が
保
護
さ
れ

て
お
）
98
（
り
、
財
産
処
分
の
自
由
は
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
内
実
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
、
ま
ず
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
の
比
較
対
象
と
し
て
意
思
不
存
在
型
の
窃
盗
罪
の
基
本
構
造
に
つ
い
て
見

て
い
く
。
従
来
、
意
思
不
存
在
型
の
窃
盗
罪
に
関
し
て
は
財
産
的
損
害
の
問
題
は
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、
同
罪
が
財
産
処

分
の
自
由
を
保
護
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
財
産
を
好
き
に
処
分
で
き
る
可
能
性
が
占
有
者
の
意
思
に
反
す
る
占
有
移
転
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
自
由
の
侵
害
は
相
当
対
価
の
も
の
が
置
か
れ
た
と
し
て
も
治
癒
さ
れ
な
い
た
め
、
財
産
的
損
害
の
有
無
を
論
じ
る
ま
で
も
な

く
同
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
で
は
、
占
有
者
で
あ
る
機
械
の
設
置
者
は
一
定
の
条
件
を
満
た
せ
ば
機
械
を
通
じ
て
財
物
を
交

付
す
る
と
い
う
意
思
決
定
を
事
前
に
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
被
害
者
の
財
産
処
分
の
意
思
決
定
が
介
在
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
一
見

す
る
と
被
害
者
の
意
思
に
反
し
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
が
、
行
為
者
が
機
械
に
不
正
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
で
被
害
者
の
真
意
に
は
反

し
て
い
る
た
め
、
そ
の
同
意
が
無
効
と
な
っ
て
同
罪
が
成
立
す
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
瑕
疵
あ
る
意
思
と
は
い
え
、
被
害
者

の
財
産
処
分
の
意
思
決
定
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
罪
の
成
否
が
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
詐
欺
罪
に
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
罪
の
場
合
も
、
欺
罔
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
瑕
疵
あ
る
意
思
と
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は
言
え
、
被
害
者
は
処
分
行
為
と
い
う
形
で
財
産
処
分
の
意
思
決
定
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
窃
盗
罪
は
財
物
を
対
象

と
し
て
所
有
権
を
保
護
し
て
い
る
が
、
詐
欺
罪
は
二
項
で
「
財
産
上
の
利
益
」
も
客
体
と
し
て
い
る
点
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
が
問
題

と
な
る
。

　
民
法
学
で
は
、
財
産
上
の
利
益
の
代
表
格
で
あ
る
債
権
に
つ
き
、「
債
権
の
上
の
所
有
権
」
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
い
た
。
も
っ
と

も
、
現
在
で
は
、
そ
の
よ
う
な
所
有
権
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
一
般
に
解
さ
れ
て
い
）
99
（

る
。
し
か
し
、
債
権
の
上
の
所
有
権
を
否
定
す
る

立
場
に
お
い
て
も
債
権
は
権
利
の
譲
渡
性
な
ど
と
い
っ
た
点
で
所
有
権
と
共
通
の
性
質
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
承
認
さ
れ
て
お
）
100
（
り
、
処

分
権
限
と
い
う
点
で
は
所
有
権
も
債
権
も
共
通
し
て
い
る
と
さ
れ
）
101
（

る
。
刑
法
の
通
説
は
財
物
（
所
有
権
）
も
債
権
も
同
じ
個
別
財
産
に
含

ま
れ
る
と
解
し
て
い
る
が
、
両
者
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
る
の
は
、
両
者
が
処
分
権
と

い
う
意
味
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
、
一
項
で
も
二
項
で
も
財
産
に
対
す
る
処
分
権
が
問
題
と

な
）
102
（
り
、
い
ず
れ
も
財
産
処
分
の
自
由
を
保
護
す
る
も
の
な
の
で
あ
）
103
（
る
。

㈤
　
小
　
括

　
以
上
か
ら
、
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
は
財
産
処
分
の
自
由
で
あ
り
、
被
害
者
の
意
思
を
介
在
さ
せ
な
い
こ
と
で
、
あ
る
い
は
、

そ
の
意
思
が
無
効
と
な
る
こ
と
で
、
被
害
者
の
財
産
処
分
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
に
属
す
る
意
思
不
存
在
型
の
窃
盗

罪
お
よ
び
後
者
に
属
す
る
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
・
詐
欺
罪
は
、
法
的
効
果
の
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
被
害
者
の

瑕
疵
あ
る
財
産
処
分
の
意
思
が
介
在
し
て
い
る
点
に
お
い
て
意
思
不
存
在
型
の
窃
盗
罪
と
は
構
造
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

窃
盗
罪
か
詐
欺
罪
か
の
違
い
は
あ
る
が
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
被
害
者
の
意
思
が
介
在
す
る
点
で
同
じ
構
造
・
問
題
状
況

に
あ
る
た
め
、
パ
チ
ス
ロ
の
メ
ダ
ル
不
正
取
得
の
事
例
に
関
す
る
判
例
が
あ
げ
る
「
通
常
の
遊
戯
方
法
」
の
範
囲
内
と
言
え
る
か
と
い
う

問
題
と
詐
欺
罪
の
欺
罔
行
為
の
重
要
事
項
に
あ
た
る
か
と
い
う
問
題
は
同
様
の
判
断
基
準
で
解
決
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
に
お
け
る
法
益
侵
害
の
基
本
構
造
は
、
被
害
者
の
意
思
の
不
存
在
ま
た
は
無
効
に
よ
る
財
産
処
分
の

自
由
の
侵
害
で
あ
り
、
後
者
の
場
合
に
は
、
無
効
と
は
い
え
被
害
者
の
意
思
が
介
在
す
る
と
い
う
点
か
ら
、
両
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す

る
必
要
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
次
章
で
は
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
の
成
立
範
囲
を
画
す
る
判

断
基
準
を
定
立
す
る
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
視
座
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

五
　 
結
語
に
代
え
て

―
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
に
お
け
る
判
断
基
準
を
定

立
す
る
際
の
理
論
的
視
座

―

　
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
は
、
瑕
疵
あ
る
意
思
と
は
い
え
、
被
害
者
の
財
産
処
分
の
意
思
決
定
が
介
在
し
て
い
る
点
に
特
色
が

あ
る
。
こ
の
被
害
者
の
意
思
の
介
在
と
い
う
要
素
が
、
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
に
お
け
る
判
断
基
準
を
定
立
す
る
際
に
は
重
要
と
な

る
。
以
下
、
前
記
要
素
か
ら
当
該
判
断
基
準
の
定
立
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
理
論
的
視
座
が
導
か
れ
る
か
を
論
じ
、
本
稿
の
結
語
に
代
え

る
こ
と
と
し
た
い
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
根
拠
と
し
て
被
害
者
の
同
意
の
有
効
性
が
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
瑕
疵
あ
る
意
思
と
は
い
え
、
被
害
者
の
財
産
処
分
の
意
思
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
点
が
詐
欺
罪
の
成
立
を
限
定
す
る
根
拠
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
一
の
構
造
に
あ
る
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
に
も
あ
て
は
ま
る
。

　
も
っ
と
も
、
詐
欺
罪
で
は
、
被
害
者
の
意
思
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
行
為
者
の
欺
罔
行
為
が
介
在
し
て
い
る
結
果
、
そ
の
意
思
に
瑕
疵
が
あ

る
と
い
う
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
に
お
い
て
も
、
行
為
者
の
機
械
に
対
す
る
不
正
な
働
き
か
け
の
結
果
と
し

て
、
一
見
す
る
と
被
害
者
の
設
定
し
た
条
件
に
合
致
し
た
占
有
移
転
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
真
意
に
反
す
る
財
産
処
分
を
さ
せ
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ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
被
害
者
の
意
思
に
瑕
疵
が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
害
者
の
同
意
を
有
効
な
も
の
と
し
て

両
罪
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
そ
の
意
思
に
瑕
疵
が
あ
る
点
を
無
視
す
る
も
の
で
問
題
が
あ
る
。

　
一
方
で
、
被
害
者
の
財
産
処
分
の
意
思
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
そ
の
成
立
範
囲
を
限
定
す
る
必
要
性
が
一
定
程
度
認
め
ら
れ
る
の

に
対
し
、
他
方
で
、
そ
の
意
思
に
瑕
疵
が
あ
る
の
で
当
該
意
思
を
有
効
だ
と
し
て
当
該
範
囲
を
過
度
に
限
定
す
る
の
に
も
問
題
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
瑕
疵
あ
る
意
思
と
は
い
え
自
ら
財
産
処
分
を
行
う
と
決
定
し
た
以
上
は
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
財
産
処
分
に

関
す
る
自
己
決
定
の
自
己
責
任
的
側
面
と
、
欺
罔
行
為
や
不
正
な
働
き
か
け
か
ら
被
害
者
の
意
思
決
定
を
保
護
す
る
と
い
う
財
産
処
分
に

関
す
る
自
己
決
定
の
要
保
護
的
側
面
が
あ
る
。
敷
衍
す
れ
ば
、
自
己
決
定
の
自
己
責
任
的
側
面
は
、
詐
欺
罪
と
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
の

成
立
範
囲
を
限
定
す
る
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
調
す
れ
ば
、
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
は
被
害
者
の
自
己
責
任
と
さ
れ
、
そ
れ
を
超
え

た
損
害
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
保
護
に
値
す
る
た
め
、
実
質
説
は
前
記
側
面
を
強
調
す
る
も
の
と
言
え
る
。
他
方
、
自
己
決
定
の
要
保
護
的

側
面
は
詐
欺
罪
の
成
立
を
拡
張
す
る
要
素
で
あ
り
、
こ
れ
を
強
調
す
れ
ば
、
行
為
者
に
よ
っ
て
だ
ま
さ
れ
た
以
上
は
広
く
被
害
者
の
意
思

決
定
を
保
護
す
べ
き
だ
と
し
て
、
だ
ま
し
て
財
産
を
交
付
さ
せ
れ
ば
直
ち
に
詐
欺
罪
に
あ
た
る
こ
と
と
な
る
た
め
、
形
式
説
は
前
記
側
面

を
強
調
す
る
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
形
式
説
も
相
当
対
価
の
反
対
給
付
事
例
で
詐
欺
罪
の
成
立
範
囲
の
限
定
を
試
）
104
（

み
、
実
質
説
も
当

該
範
囲
を
広
げ
る
傾
向
に
あ
る
か
）
105
（
ら
、
妥
当
な
処
罰
範
囲
は
そ
の
中
間
に
あ
る
と
言
え
、
両
側
面
の
調
和
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
自
己
決
定
の
自
己
責
任
的
側
面
と
要
保
護
的
側
面
の
調
和
を
求
め
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

は
、
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
が
取
引
を
念
頭
に
置
く
犯
罪
類
型
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
）
106
（
る
。
そ
し
て
、
民
法
で
は
私
的
自
治
か
ら

当
事
者
に
は
原
則
と
し
て
取
引
に
お
け
る
情
報
収
集
の
責
任
が
あ
る
と
し
つ
つ
、
取
引
当
事
者
間
の
情
報
の
非
対
称
性
・
格
差
の
是
正
と

い
う
観
点
か
ら
情
報
提
供
義
務
の
生
じ
る
場
合
が
あ
る
と
さ
れ
、
刑
法
の
欺
罔
行
為
で
も
情
報
格
差
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

れ
ば
、
両
者
の
調
和
を
考
え
る
際
に
は
情
報
収
集
の
責
任
お
よ
び
行
為
者
の
情
報
提
供
義
務
に
着
目
す
べ
き
で
あ
）
107
（
る
。
つ
ま
り
、
両
罪
の

成
立
範
囲
を
限
定
す
る
視
座
は
、
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
財
産
的
損
害
で
は
な
く
、
情
報
収
集
の
責
任
お
よ
び
行
為
者
の
情
報
提
供
義
務
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に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
情
報
収
集
の
責
任
と
い
う
観
点
か
ら
被
害
者
の
確
認
措
置
が
な
さ
れ
て
は
じ
め
て
意
思
無
効
型
の
窃
盗
罪

や
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
）
108
（
る
。
も
っ
と
も
、
大
判
大
九
・
五
・
八
刑
録
二
六
輯
三
四
八
頁
が
飲
食
・
宿
泊
の

申
込
み
に
は
「
特
に
反
対
の
事
情
の
存
せ
さ
る
限
り
」
代
金
の
支
払
い
の
暗
黙
の
意
思
表
示
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
よ
う
に
、
常
に
被

害
者
の
確
認
措
置
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
方
で
、
暴
力
団
関
係
者
が
暴
力
団
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
ゴ
ル
フ
場
を
利

用
し
た
事
例
で
、
最
高
裁
は
、
ゴ
ル
フ
場
が
実
効
的
な
暴
排
措
置
を
講
じ
て
は
じ
め
て
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
）
109
（
る
。
こ
の
よ
う
に
、

事
案
に
よ
っ
て
被
害
者
の
確
認
措
置
の
要
否
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
差
異
が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
理
論
的
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
前
記
の
差
異
に
着
目
し
た
具
体
的
な
判
断
基
準
の
定
立
を
課
題
と
し
た
い
。

（
1
）  

財
産
的
損
害
を
要
求
す
る
見
解
と
し
て
、
詐
欺
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
全
体
財
産
説
と
同
罪
が
個
別
財
産
に
対
す
る
罪
で

あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
実
質
的
個
別
財
産
説
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
は
同
様
の
判
断
構
造
に
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、

照
沼
亮
介
「
判
批
（
最
決
平
二
二
・
七
・
二
九
）」
刑
ジ
ャ
二
七
号
（
二
〇
一
一
）
九
〇
頁
）。
こ
れ
に
対
し
て
、「
得
よ
う
と
し
た
も
の
と
現
実

に
得
た
も
の
」
と
の
比
較
で
あ
っ
て
全
体
財
産
説
と
は
異
な
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
橋
爪
隆
「
詐
欺
罪
成
立
の
限
界
に
つ
い
て
」
植
村
立
郎
判
事

退
官
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
現
代
刑
事
法
の
諸
問
題
　
第
一
巻
　
第
一
編
』
一
八
〇
頁
以
下
（
立
花
書
房
、
二
〇
一
一
））。
し
か
し
、
形

式
的
な
個
別
財
産
の
移
転
・
喪
失
の
み
で
は
詐
欺
罪
の
法
益
侵
害
が
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
と
す
る
点
で
は
両
説
に
違
い
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

両
説
に
お
け
る
同
罪
の
法
益
侵
害
の
捉
え
方
に
大
き
な
差
は
な
い
と
言
え
る
。

（
2
）  

た
と
え
ば
、
松
原
芳
博
『
刑
法
各
論
』
二
七
七
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
）
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
と
実
質
的
個
別
財
産
説
が
表
裏
の

関
係
に
あ
る
と
指
摘
す
る
。
な
お
、
小
林
憲
太
郎
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
の
周
辺
」
判
時
二
三
九
五
号
（
二
〇
一
九
）
一
二
五
頁
以
下

も
参
照
。

（
3
）  

体
感
器
を
利
用
し
た
事
例
に
関
す
る
最
決
平
一
九
・
四
・
一
三
刑
集
六
一
・
三
・
三
四
〇
お
よ
び
壁
役
と
し
て
遊
戯
し
た
事
例
に
関
す
る
最
決

平
二
一
・
六
・
二
九
刑
集
六
三
・
五
・
四
六
一
。
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（
4
）  

た
と
え
ば
、
内
田
幸
隆
「
窃
盗
罪
に
お
け
る
窃
取
行
為
に
つ
い
て
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

﹇
下
巻
﹈』
一
三
三
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
）。

（
5
）  

齋
野
彦
弥
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
損
害
の
意
義
」
山
口
厚
ほ
か
編
『
西
田
典
之
先
生
献
呈
論
文
集
』
三
八
三
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
七
）。

（
6
）  
た
と
え
ば
、
暴
力
団
関
係
者
が
暴
力
団
関
係
者
で
あ
る
こ
と
を
秘
し
て
ゴ
ル
フ
場
を
利
用
し
た
事
案
で
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
最
決
平
二

六
・
三
・
二
八
刑
集
六
八
・
三
・
六
四
六
の
調
査
官
解
説
で
あ
る
野
原
俊
郎
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
・
刑
事
篇
平
成
二
六
年
度
』
一

五
七
頁
以
下
。

（
7
）  

深
町
晋
也
「
判
批
（
最
決
平
二
一
・
六
・
二
九
）」
論
究
ジ
ュ
リ
一
三
号
（
二
〇
一
五
）
一
八
八
頁
以
下
、
菊
地
一
樹
「
占
有
者
の
意
思
と
窃

盗
罪
の
成
否
」
早
法
九
二
巻
二
号
（
二
〇
一
七
）
八
一
頁
以
下
。

（
8
）  G

unther A
rzt/U

lrich W
eber/Bernd H

einrich/Eric H
ilgendorf, Strafrecht BT, 3. Aufl., 2015, 

§ 11 Rn. 5 ff.; Rudolf Rengier, 
Strafrecht BT I, 20. Aufl., 2018, 

§ 1 Rn. 2 ff.; Johannes W
essels/Thom

as H
illenkam

p/Jan C. Schuhr, Strafrecht BT 2, 41. Aufl., 
2018, Rn. 1 ff.

（
9
）  

井
田
良
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
に
つ
い
て
」
曹
時
六
六
巻
一
一
号
（
二
〇
一
四
）
三
頁
、
野
澤
充
「
窃
盗
罪
に
お
け
る
『
財
産
損

害
』
？
」
立
命
三
七
五
・
三
七
六
号
（
二
〇
一
七
）
二
六
九
頁
。

（
10
）  Joachim

 Vogel, in: LK Bd. 8, 12. Aufl., 2010 Vor 

§§ 242 ff. Rn. 53.; Rengier, a. a. O. 

（A
nm
. 8

） 

§ 2 Rn. 6.; W
essels/

H
illenkam

p/Schuhr, a. a. O. 

（Anm
. 8

） Rn. 74.

樋
口
亮
介
「
ド
イ
ツ
財
産
犯
講
義
ノ
ー
ト
」
東
京
大
学
法
科
大
学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
八
号

（
二
〇
一
三
）
一
五
四
頁
、
野
澤
充
・
前
掲
注
（
9
）
二
七
〇
頁
。

（
11
）  Rengier, a. a. O. （Anm

. 8

） Rn. 2.; W
essels/H

illenkam
p/Schuhr, a. a. O. （Anm

. 8

） Rn. 1. 

な
お
、
樋
口
亮
介
・
同
右
一
八
七
頁
。

（
12
）  

井
田
良
・
前
掲
注
（
9
）、
野
澤
充
・
前
掲
注
（
9
）
二
六
九
頁
以
下
、
佐
竹
宏
章
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
構
成
要
件
的
結
果
の
意
義
及
び
判
断

方
法
に
つ
い
て
（
五
）」
立
命
三
八
〇
号
（
二
〇
一
八
）
四
七
頁
。
な
お
、
佐
竹
宏
章
・
前
掲
四
八
頁
以
下
は
、
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置

づ
け
る
こ
と
と
経
済
的
な
損
害
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
と
は
論
理
必
然
的
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
と
す
る
。
と
は
い
え
、
ド
イ
ツ
で
は
一
般
に

詐
欺
罪
の
成
立
に
経
済
的
な
損
害
が
要
求
さ
れ
て
い
る
点
は
看
過
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
13
）  

議
論
の
詳
細
に
つ
き
、A

ndreas H
oyer, in: SK Bd. 5, 7. Aufl., 2004, 

§ 263 Rn. 88 ff.; Klaus Tiedem
ann, in: LK Bd. 9/1, 12. 

Aufl., 2012 

§ 263 Rn. 126 ff.; Eric H
ilgendorf/Brion Valerius, Strafrecht BT II, 2017, 

§ 13 Rn. 67 ff.; Rengier, a. a. O. 

（Anm
. 

8

） 

§ 13 Rn. 117 ff.; W
essels/H

illenkam
p/Schuhr, a. a. O. （Anm

. 8

） Rn. 530 ff.; Roland H
efendehl, in: M

K Bd. 5, 3. Aufl., 2019, 
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§ 263 Rn. 365 ff. 

照
沼
亮
介
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
現
況
」
刑
ジ
ャ
三
一
号
（
二
〇
一
二
）
三
二
頁
以
下
、
樋
口
亮
介
・
前
掲
注

（
10
）
一
八
七
頁
以
下
、
足
立
友
子
『
詐
欺
罪
の
保
護
法
益
論
』
一
一
〇
頁
以
下
（
弘
文
堂
、
二
〇
一
八
）、
佐
竹
宏
章
・
同
右
五
二
頁
以
下
。

（
14
）  Rengier, a. a. O. （Anm

. 8

） 

§ 13 Rn. 75 ff.; W
essels/H

illenkam
p/Schuhr, a. a. O. （Anm

. 8

）  Rn. 624. 

樋
口
亮
介
・
同
右
一
八
四
頁
。

（
15
）  
議
論
の
詳
細
に
つ
き
、
拙
稿
「
窃
取
概
念
に
お
け
る
条
件
設
定
論
の
検
討
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
六
号
（
二
〇
一
八
）
一
五
〇
頁
以
下
。

（
16
）  BG

H
St 35, 152.

（
17
）  H

einrich, a. a. O. （Anm
. 8

） 

§ 13 Rn. 55. 

な
お
、
佐
藤
陽
子
『
被
害
者
の
承
諾
』
二
二
六
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
一
）。

（
18
）  Roland Schm

itz, in: M
K Bd. 4, 3. Aufl., 2017, 

§ 242 Rn. 99.; A
lbin Eser/N

ikolaus Bosch, in: Sch/Sch, 30. Aufl., 2019, 

§ 242 
Rn. 36a.

（
19
）  BT-D

rs. 10/5058, S. 30. 

樋
口
亮
介
・
前
掲
注
（
10
）
一
五
八
頁
。
な
お
、
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
（
神
山
敏
雄
訳
）「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

刑
法
」
宮
澤
浩
一
ほ
か
監
訳
『
ド
イ
ツ
お
よ
び
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
経
済
犯
罪
と
経
済
刑
法
』
一
七
六
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
九
〇
）。

（
20
）  

長
井
圓
『
カ
ー
ド
犯
罪
対
策
法
の
最
先
端
』
一
四
二
頁
（
日
本
ク
レ
ジ
ッ
ト
産
業
協
会
ク
レ
ジ
ッ
ト
研
究
所
、
二
〇
〇
〇
）。

（
21
）  

林
幹
人
『
財
産
犯
の
保
護
法
益
』
一
〇
一
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
四
）。

（
22
）  

た
と
え
ば
、
山
口
厚
『
刑
法
各
論
』
一
七
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
版
、
二
〇
一
〇
）。

（
23
）  

林
幹
人
『
刑
法
各
論
』
一
三
八
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
版
、
二
〇
〇
七
）、
中
森
喜
彦
『
刑
法
各
論
』
一
〇
〇
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
四
版
、

二
〇
一
五
）。

（
24
）  

松
原
芳
博
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
三
頁
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
各
論
』
二
四
九
頁
以
下
お
よ
び
二
六
七
頁
（
成
文
堂
、
五
版
、
二
〇
一
八
）。
な

お
、
小
林
憲
太
郎
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
五
頁
も
参
照
。

（
25
）  

詐
欺
罪
の
規
定
の
沿
革
に
つ
い
て
、
佐
竹
宏
章
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
構
成
要
件
的
結
果
の
意
義
及
び
判
断
方
法
に
つ
い
て
（
二
）」
立
命
三
七

七
号
（
二
〇
一
八
）
一
九
八
頁
以
下
お
よ
び
同
稿
で
引
用
さ
れ
て
い
る
文
献
を
参
照
。
と
く
に
、
中
森
喜
彦
「
二
項
犯
罪
小
論
」
論
叢
九
四
巻

五
・
六
号
（
一
九
七
四
）
二
一
五
頁
以
下
、
渡
辺
靖
明
「
詐
欺
罪
と
恐
喝
罪
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
考
察
」
横
浜
国
際
社
会
科
学
研
究
一
八
巻
三
号

（
二
〇
一
三
）
一
三
頁
以
下
、
足
立
友
子
・
前
掲
注
（
13
）
三
五
頁
以
下
。

（
26
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
解
題
／
倉
富
勇
三
郎
ほ
か
監
修
／
高
橋
治
俊
ほ
か
編
『
増
補
　
刑
法
沿
革
総
覧
』
二
二
三
五
頁
以
下
（
信

山
社
、
一
九
九
〇
）。
な
お
、
立
法
資
料
お
よ
び
大
審
院
の
判
例
に
関
し
て
は
、
適
宜
、
旧
字
体
を
新
字
体
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
ひ
ら
が
な
に
改
め

て
い
る
（
以
下
同
様
）。
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（
27
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
ほ
か
・
同
右
二
三
〇
六
頁
以
下
。

（
28
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
ほ
か
・
同
右
五
二
頁
以
下
。

（
29
）  

村
田
保
『
刑
法
注
釈
　
再
版
　
巻
七
』
三
一
頁
（
内
田
正
栄
堂
、
一
八
八
一
年
）。

（
30
）  
古
賀
廉
造
講
述
『
刑
法
各
論
』
一
九
六
頁
以
下
（
和
仏
法
律
学
校
、
一
九
〇
三
）。

（
31
）  
宮
城
浩
蔵
『
刑
法
﹇
明
治
一
三
年
﹈
講
義
﹇
四
版
﹈
第
二
巻
　
日
本
立
法
資
料
全
集
　
別
巻
　
八
〇
』
六
九
二
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
八
）。

（
32
）  
宮
城
浩
蔵
（
明
治
大
学
創
立
百
周
年
記
念
学
術
叢
書
出
版
委
員
会
編
）『
刑
法
正
義
（
創
立
百
周
年
記
念
学
術
叢
書
第
四
巻
）』
七
四
三
頁
（
明

治
大
学
、
一
九
八
四
）。

（
33
）  

豊
島
直
道
「
刑
法
上
所
有
物
と
財
産
と
は
如
何
な
る
差
異
あ
り
や
」
梅
謙
次
郎
ほ
か
『
法
典
質
疑
問
答 

第
八
編 

刑
法
・
国
際
公
法
・
国
際
私

法 

全
』
一
六
四
頁
（
信
山
社
、
復
刻
版
、
一
九
九
四
）。

（
34
）  

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
刑
法
草
案
註
釈
（
下
巻
）』
五
九
七
頁
お
よ
び
六
九
八
頁
（
宗
文
館
書
店
、
復
刻
版
、
一
九
八
八
）。

（
35
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
ほ
か
・
前
掲
注
（
26
）
一
二
七
頁
以
下
。

（
36
）  

渡
辺
靖
明
・
前
掲
注
（
25
）
二
二
頁
。

（
37
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
明
治
二
八
年
刑
法
草
案
と
あ
わ
せ
て
、
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
二
）
日
本
立
法
資
料
全
集
二

一
』
一
七
八
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
三
）。

（
38
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
三
）

― 

Ⅰ
日
本
立
法
資
料
全
集
二
二
』
五
七
頁
以
下
（
信
山
社
、

一
九
九
四
）。

（
39
）  

内
田
文
昭
ほ
か
・
同
右
一
五
二
頁
。

（
40
）  

内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
三
）

― 
Ⅱ
日
本
立
法
資
料
全
集
二
三
』
二
〇
八
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
四
）。
な
お
、
同
一

四
頁
〔
内
田
文
昭
〕
も
参
照
。

（
41
）  

内
田
文
昭
ほ
か
・
前
掲
注
（
38
）
一
五
四
頁
。

（
42
）  

井
田
良
・
前
掲
注
（
9
）
二
頁
。

（
43
）  

具
体
的
な
規
定
お
よ
び
改
正
理
由
に
つ
き
、
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
四
）
日
本
立
法
資
料
全
集
二
四
』
五
五
頁
以
下
お

よ
び
一
四
七
頁
以
下
（
信
山
社
、
一
九
九
五
）。

（
44
）  

具
体
的
な
規
定
に
つ
き
、
松
尾
浩
也
ほ
か
・
前
掲
注
（
26
）
一
五
九
〇
頁
以
下
。
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（
45
）  

松
尾
浩
也
ほ
か
・
同
右
二
二
一
二
頁
。

（
46
）  

松
尾
浩
也
ほ
か
・
同
右
二
二
〇
九
頁
。

（
47
）  

佐
竹
宏
章
・
前
掲
注
（
25
）
二
四
三
頁
以
下
。
ま
た
、
同
説
か
ら
の
帰
結
に
つ
き
、
佐
竹
宏
章
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
構
成
要
件
的
結
果
の
意
義

及
び
判
断
方
法
に
つ
い
て
（
六
・
完
）」
立
命
三
八
一
・
三
八
二
号
（
二
〇
一
九
）
一
五
四
頁
以
下
。
な
お
、
野
澤
充
・
前
掲
注
（
9
）
二
七
七

頁
以
下
。

（
48
）  
オ
ッ
ト
ー
・
ル
ー
ド
ル
フ
（
宮
島
鈴
吉
訳
）「
日
本
刑
法
意
見
書
」
内
田
文
昭
ほ
か
編
『
刑
法
〔
明
治
四
〇
年
〕（
一
）

― 

Ⅰ
日
本
立
法
資

料
全
集
二
〇
』
五
二
〇
頁
（
信
山
社
、
一
九
九
九
）。
な
お
、
長
井
圓
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
形
式
的
個
別
財
産
説
の
理
論
的
構
造
」
新
報
一
二
一

巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
一
五
）
三
六
三
頁
も
参
照
。

（
49
）  

中
森
喜
彦
・
前
掲
注
（
25
）
二
二
六
頁
。

（
50
）  

学
説
の
展
開
に
つ
き
、
設
楽
裕
文
・
淵
脇
千
寿
保
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
」Law

 &
 Practice

八
号
（
二
〇
一
四
）
一
七
一
頁
以
下
。

（
51
）  

な
お
、
中
森
喜
彦
・
前
掲
注
（
25
）
二
一
七
頁
以
下
。

（
52
）  

大
場
茂
馬
『
刑
法
各
論
　
上
巻
　
復
刻
叢
書
法
律
学
編
　
四
二
』
五
六
九
頁
以
下
（
信
山
社
、
一
九
九
四
）、
宮
本
英
脩
『
宮
本
英
脩
著
作
集
　

第
三
巻
　
刑
法
大
綱
（
第
四
版
）』
三
七
〇
頁
以
下
（
成
文
堂
、
覆
刻
版
、
一
九
八
四
）、
瀧
川
幸
辰
『
増
補
　
刑
法
各
論
』
一
六
〇
頁
（
世
界
思

想
社
、
一
九
六
八
）。

（
53
）  

牧
野
英
一
『
刑
法
各
論
　
下
巻
』
六
八
二
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
六
版
、
一
九
五
五
）。

（
54
）  

瀧
川
幸
辰
・
前
掲
注
（
52
）
と
牧
野
英
一
・
同
右
六
八
四
頁
の
対
立
を
参
照
。

（
55
）  

小
野
清
一
郎
『
新
訂
　
刑
法
講
義
　
各
論
』
二
二
五
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
一
九
四
九
）。

（
56
）  

た
と
え
ば
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
』
五
四
六
頁
お
よ
び
六
一
九
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
三
版
、
一
九
九
〇
）。
な
お
、
山
中
敬
一
『
刑
法

各
論
』
二
五
三
頁
（
成
文
堂
、
三
版
、
二
〇
一
五
）
は
、
二
項
犯
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
。

（
57
）  

林
幹
人
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
上
の
損
害
」
現
刑
四
四
号
（
二
〇
〇
二
）
五
二
頁
以
下
。

（
58
）  

た
と
え
ば
、
福
田
平
『
全
訂
　
刑
法
各
論
』
二
五
〇
頁
（
有
斐
閣
、
三
版
増
補
、
二
〇
〇
二
）。

（
59
）  

た
と
え
ば
、
西
田
典
之
（
橋
爪
隆
補
訂
）『
刑
法
各
論
』
二
二
〇
頁
（
弘
文
堂
、
七
版
、
二
〇
一
八
）。

（
60
）  

中
森
喜
彦
「
二
項
犯
罪
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
　
第
四
巻
　
刑
法
各
論
の
諸
問
題
』
二
九
八
頁
以
下
（
成
文
堂
、
一
九
八
二
）、

曽
根
威
彦
「
二
項
犯
罪
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
〈
第
5
巻
〉

―
財
産
犯
論
』
一
五
六
頁
（
法
学
書
院
、
一
九
九
三
）。
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（
61
）  

山
口
厚
・
前
掲
注
（
22
）
二
四
四
頁
。

（
62
）  

山
口
厚
『
新
判
例
か
ら
見
た
刑
法
』
二
九
五
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
三
版
、
二
〇
一
五
）。

（
63
）  

松
原
芳
博
・
前
掲
注
（
2
）
二
七
五
頁
。

（
64
）  
す
な
わ
ち
、
実
質
的
個
別
財
産
説
の
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
伊
藤
渉
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
（
一
）
〜
（
五
）」
警
研
六
三
巻
四
号

（
一
九
九
二
）
二
七
頁
以
下
・
同
五
号
（
同
年
）
二
八
頁
以
下
・
同
六
号
（
同
年
）
三
九
頁
以
下
・
同
七
号
（
同
年
）
三
二
頁
以
下
・
同
八
号

（
同
年
）
三
〇
頁
以
下
は
、
詐
欺
罪
を
全
体
財
産
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
る
ド
イ
ツ
の
議
論
・
裁
判
例
を
参
照
し
て
い
た
。
ま
た
、
法
益
関
係

的
錯
誤
説
を
同
罪
に
応
用
し
た
代
表
的
な
研
究
で
あ
る
佐
伯
仁
志
「
被
害
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
」
神
戸
法
学
年
報
一
号
（
一
九
八
五
）
一
〇
二
頁

以
下
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
同
説
の
議
論
を
同
罪
に
導
入
・
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
65
）  

議
論
状
況
に
つ
き
、
佐
伯
仁
志
「
不
動
産
を
客
体
と
す
る
財
産
犯
」
法
教
三
六
八
号
（
二
〇
一
一
）
一
〇
八
頁
以
下
。

（
66
）  

田
山
聡
美
「
財
産
犯
に
お
け
る
客
体
と
損
害
概
念
」
刑
法
五
七
巻
二
号
（
二
〇
一
八
）
一
五
四
頁
以
下
。
ま
た
、
先
述
し
た
ド
イ
ツ
の
一
般
的

な
理
解
と
は
異
な
り
、
法
律
的
・
経
済
的
財
産
概
念
を
採
用
す
る
立
場
か
ら
も
ラ
ブ
レ
タ
ー
の
詐
取
に
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
る

も
の
と
し
て
、
井
田
良
・
前
掲
注
（
9
）
八
頁
、
高
橋
則
夫
『
刑
法
各
論
』
二
一
一
頁
（
成
文
堂
、
三
版
、
二
〇
一
八
）。

（
67
）  

た
と
え
ば
、
窃
取
し
た
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
用
い
て
現
金
自
動
預
払
機
か
ら
現
金
を
引
き
出
し
た
事
例
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
た
例
と
し

て
東
高
判
昭
五
五
・
三
・
三
判
時
九
七
五
号
一
三
二
頁
。

（
68
）  

西
田
典
之
・
前
掲
注
（
59
）
一
五
〇
頁
。
加
え
て
、
足
立
友
子
・
前
掲
注
（
13
）
一
二
三
頁
。

（
69
）  

窃
盗
罪
に
財
産
的
損
害
を
要
求
で
き
な
い
と
の
文
脈
だ
が
、
野
澤
充
・
前
掲
注
（
9
）
二
六
七
頁
以
下
。

（
70
）  

井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
各
論
』
二
七
二
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
一
六
）、
橋
爪
隆
「
銀
行
預
金
に
関
連
す
る
財
産
犯
に
つ
い
て
」
法
教
四
四
〇

号
（
二
〇
一
七
）
九
八
頁
。

（
71
）  

た
と
え
ば
、
高
橋
則
夫
・
前
掲
注
（
66
）
三
三
九
頁
。

（
72
）  

高
橋
則
夫
・
同
右
。

（
73
）  

た
と
え
ば
、
田
山
聡
美
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
財
産
的
損
害
」
高
橋
則
夫
ほ
か
編
『
曽
根
威
彦
先
生
・
田
口
守
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
下

巻
﹈』
一
五
七
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二
〇
一
四
）。

（
74
）  

田
山
聡
美
・
前
掲
注
（
66
）
一
五
五
頁
。
中
国
刑
法
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
付
立
慶
（
毛
乃
純
訳
・
甲
斐
克
則
補
正
）「
詐
欺
罪
に
お
け

る
財
産
損
失
に
関
す
る
試
論
」
甲
斐
克
則
編
『
日
中
刑
法
総
論
・
各
論
の
先
端
課
題
』
二
三
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）。
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（
75
）  

田
山
聡
美
・
同
右
一
五
四
頁
以
下
。

（
76
）  

山
口
厚
「
刑
法
に
お
け
る
財
物
の
意
義
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
〈
第
五
巻
〉

―
財
産
犯
論
』
二
七
頁
お
よ
び
三
一
頁
（
法
学

書
院
、
一
九
九
三
）。

（
77
）  
松
原
芳
博
・
前
掲
注
（
2
）
二
六
三
頁
お
よ
び
二
七
四
頁
以
下
。

（
78
）  
井
田
良
「
コ
メ
ン
ト
②
」
山
口
厚
ほ
か
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
Ⅱ
』
一
四
三
頁
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
）。

（
79
）  
前
掲
注
（
67
）
で
あ
げ
た
裁
判
例
を
参
照
。
誤
振
込
み
で
も
同
様
の
現
象
が
問
題
と
な
る
こ
と
に
つ
き
、
橋
爪
隆
・
前
掲
注
（
70
）
一
〇
八 

頁
。

（
80
）  

た
と
え
ば
、
前
田
雅
英
ほ
か
編
『
条
解
刑
法
』
七
二
三
頁
（
弘
文
堂
、
三
版
、
二
〇
一
三
）。

（
81
）  Rengier, a. a. O. （Anm

. 8

） 

§ 2 Rn. 64.; W
essels/H

illenkam
p/Schuhr, a. a. O. （Anm

. 8

） Rn. 115. 

（
82
）  

な
お
、Vogel, a. a. O. （Anm

. 10

） Rn. 107.; Schm
itz, a. a. O. （Anm

. 18

） Rn. 88.

（
83
）  

現
に
、
前
掲
注
（
67
）
の
裁
判
例
の
結
論
に
賛
成
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
山
口
厚
・
前
掲
注
（
22
）
二
五
一
頁
。

（
84
）  

拙
稿
・
前
掲
注
（
15
）
一
四
九
頁
以
下
・
一
五
九
頁
以
下
。

（
85
）  

井
田
良
・
前
掲
注
（
78
）
は
、
詐
欺
罪
に
法
益
関
係
的
錯
誤
説
を
応
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

詐
欺
罪
で
は
な
く
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
は
ず
だ
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
財
物
に
関
し
て
は
処
分
行
為
の
有
無
に
よ
っ
て
両
罪
が
区
別
さ
れ
、

そ
こ
で
は
処
分
意
思
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る
こ
と
か
ら
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
被
害
者
の
同
意
を
無
効
と
し
て
し
ま
う
と
、
両
罪
の
区
別
が
相
対

化
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
日
本
で
は
、
ド
イ
ツ
で
窃
盗
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
空
プ
レ
イ
な
ど
の
機
械
に
対

し
て
不
正
な
働
き
か
け
を
行
っ
て
財
物
を
取
得
す
る
場
合
に
広
く
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
ほ
ど
両
罪
の
区
別

が
厳
格
に
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
日
本
で
は
、
前
記
の
場
合
に
人
か
機
械
か
で
一
項
詐
欺
罪

と
窃
盗
罪
と
が
区
別
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
被
害
者
の
同
意
の
効
力
と
い
う
観
点
か
ら
厳
格
に
両
罪
が
区
別
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
86
）  

米
澤
慶
治
編
『
刑
法
等
一
部
改
正
法
の
解
説
』
一
一
六
頁
〔
的
場
純
男
〕（
立
花
書
房
、
一
九
八
八
）。

（
87
）  

橋
爪
隆
「
窃
盗
罪
に
お
け
る
『
窃
取
』
の
意
義
に
つ
い
て
」
刑
法
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
五
）
三
〇
一
頁
以
下
。
な
お
、
同
「
ネ
ッ
ト
取
引
と

犯
罪
」
法
教
三
九
一
号
（
二
〇
一
三
）
九
三
頁
は
、
法
益
関
係
的
錯
誤
説
か
ら
は
窃
盗
罪
と
詐
欺
罪
と
を
連
続
的
に
議
論
で
き
る
と
指
摘
す
る
。

（
88
）  

井
田
良
・
前
掲
注
（
78
）、
小
林
憲
太
郎
『
刑
法
総
論
の
理
論
と
実
務
』
一
九
九
頁
（
判
例
時
報
社
、
二
〇
一
八
）。

（
89
）  

ド
イ
ツ
の
裁
判
例
や
議
論
の
詳
細
に
つ
き
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
15
）
一
五
〇
頁
以
下
。
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（
90
）  

葛
原
力
三
「
財
産
的
損
害
の
な
い
詐
欺
罪
」
井
田
良
ほ
か
編
『
山
中
敬
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
﹇
下
巻
﹈』
二
二
五
頁
以
下
（
成
文
堂
、
二

〇
一
七
）。
な
お
、
小
林
憲
太
郎
・
前
掲
注
（
2
）
一
二
五
頁
は
、「
詐
欺
罪
の
捕
捉
す
る
錯
誤
が
法
益
関
係
的
錯
誤
を
超
え
て
い
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

（
91
）  
な
お
、
品
田
智
史
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
契
約
上
の
規
律
に
つ
い
て
」
阪
法
六
七
巻
一
号
（
二
〇
一
七
）
一
三
一
頁
は
、
民
法
の
詐
欺
の
場
合
に

は
一
応
契
約
が
成
立
す
る
と
い
う
発
想
を
刑
法
理
論
が
前
提
に
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
た
し
か
に
、
民
法
の
詐
欺
効
果
は
取
消
し
と
な
っ
て
お

り
（
民
法
九
六
条
一
項
）、
取
り
消
さ
れ
る
ま
で
は
有
効
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
取
消
し
の
効
果
は
無
効
と
同
じ
で
（
同
一
二
一
条
本
文
）、

あ
く
ま
で
「
不
確
定
的
有
効
」（
佐
久
間
毅
『
民
法
の
基
礎
1
　
総
則
』
二
三
二
頁
（
有
斐
閣
、
四
版
、
二
〇
一
八
））
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
う
え
、
取
消
し
と
無
効
の
違
い
は
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
（
我
妻
榮
ほ
か
『
我
妻
・
有
泉
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
民
法

―
総
則
・
物
権
・
債

権

―
』
二
四
九
頁
以
下
（
日
本
評
論
社
、
五
版
、
二
〇
一
八
））。
現
に
、
民
法
改
正
で
は
、
錯
誤
の
効
果
が
無
効
か
ら
取
消
し
へ
と
変
更
さ
れ

て
い
る
（
筒
井
健
夫
ほ
か
編
著
『
一
問
一
答
　
民
法
（
債
権
関
係
）
改
正
』
二
〇
頁
（
商
事
法
務
、
二
〇
一
八
））。
こ
の
よ
う
に
両
者
の
違
い
が

相
対
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
、
犯
罪
の
成
否
と
詐
欺
取
消
し
に
よ
る
私
法
上
の
効
力
は
別
次
元
の
問
題
だ
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば

（
こ
の
点
に
つ
き
、
葉
玉
匡
美
編
著
『
新
・
会
社
法
100
問
』
一
一
二
頁
（
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
、
二
版
、
二
〇
〇
六
）、
品
田
智
史
・
前
掲
一
二
八

頁
）、
民
法
の
詐
欺
に
よ
る
意
思
表
示
が
取
消
し
可
能
と
い
う
意
味
で
不
確
定
的
有
効
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
刑
法
の
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の

同
意
を
有
効
と
解
す
る
論
理
的
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
92
）  

橋
爪
隆
「
詐
欺
罪
の
実
質
的
限
界
に
つ
い
て
」
法
教
四
三
五
号
（
二
〇
一
六
）
一
〇
八
頁
。

（
93
）  

そ
の
よ
う
な
試
み
と
し
て
、
拙
稿
・
前
掲
注
（
15
）
一
五
四
頁
以
下
。

（
94
）  

小
林
憲
太
郎
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
処
分
（
交
付
）
意
思
の
周
辺
」
判
時
二
三
八
三
号
（
二
〇
一
八
）
一
四
三
頁
。

（
95
）  

小
林
憲
太
郎
・
同
右
一
三
八
頁
。

（
96
）  

た
と
え
ば
、
井
田
良
・
前
掲
注
（
70
）
二
〇
二
頁
。

（
97
）  

橋
爪
隆
・
前
掲
注
（
1
）
一
七
八
頁
、
成
瀬
幸
典
「
詐
欺
罪
の
保
護
領
域
に
つ
い
て
」
刑
法
五
四
巻
二
号
（
二
〇
一
五
）
二
八
八
頁
。

（
98
）  

ド
イ
ツ
の
議
論
で
あ
る
が
、W

essels/H
illenkam

p/Schuhr, a. a. O. 
（Anm

. 8

）  Rn. 5

は
、
所
有
権
に
対
す
る
罪
は
「
物
に
対
す
る
自
由

な
処
分
可
能
性
と
い
う
所
有
者
の
利
益
（das Interesse des Eigentüm

ers an der freien Verfügungsm
öglichkeit über die Sache

）」
を

保
護
し
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
長
井
圓
・
前
掲
注
（
48
）
三
七
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
99
）  

議
論
状
況
に
つ
き
、
松
岡
久
和
「
債
権
的
価
値
帰
属
権
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」
社
会
科
学
研
究
年
報
一
六
号
（
一
九
八
六
）
七
〇
頁
以
下
。
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（
100
）  

我
妻
榮
「
権
利
の
上
の
所
有
権
と
い
ふ
観
念
に
つ
い
て
（
三
・
完
）」
法
協
五
四
巻
五
号
（
一
九
三
六
）
八
八
九
頁
。

（
101
）  

平
野
裕
之
『
物
権
法
』
二
六
三
頁
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
六
）。

（
102
）  

も
っ
と
も
、
そ
の
発
展
過
程
か
ら
財
産
上
の
利
益
に
つ
い
て
は
財
物
と
異
な
る
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
財
産
の
存
在
形
態
の
変
化

か
ら
財
物
罪
の
み
な
ら
ず
利
得
罪
・
利
益
罪
も
処
罰
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
（
西
田
典
之
・
前
掲
注
（
59
）
一
四
八
頁
）、

財
産
上
の
利
益
は
財
物
に
比
べ
て
後
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
財
産
上
の
利
益
の
代
表
格
で
あ
る
債
権
も
物
権
に
後
れ
て
発
達
し
、

徐
々
に
そ
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
（
我
妻
榮
『
近
代
法
に
お
け
る
債
権
の
優
越
的
地
位
』
六
頁
以
下
（
有
斐
閣
、
復
刊
、
一
九
九
七
））、
詐
欺
罪

な
ど
で
保
護
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
財
産
上
の
利
益
で
は
所
有
権
ほ
ど
に
は
確
立
し
て
い
な
い
後
発
的
な
権
利
や
利

益
が
問
題
と
な
り
、
利
益
性
や
移
転
性
の
観
点
か
ら
財
産
上
の
利
益
の
範
囲
を
い
か
に
画
す
る
か
が
議
論
さ
れ
て
い
る
（
議
論
状
況
に
つ
き
、
照

沼
亮
介
「
財
産
的
『
利
益
』
の
刑
法
的
保
護
」
刑
ジ
ャ
四
九
号
（
二
〇
一
六
）
四
頁
以
下
）。
こ
の
よ
う
に
、
財
産
上
の
利
益
に
は
財
物
と
異
な

る
配
慮
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、
詐
欺
罪
な
ど
に
お
い
て
条
文
上
は
両
者
が
並
列
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
以
上
は
、
両
者
に
何
ら
か
の
共
通
し
た

性
質
が
見
い
だ
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
私
見
は
、
そ
の
共
通
し
た
性
質
が
財
産
処
分
の
自
由
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
103
）  

詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
が
財
産
処
分
の
自
由
だ
と
解
す
る
前
掲
注
（
97
）
で
あ
げ
た
諸
文
献
を
参
照
。

（
104
）  

た
と
え
ば
、
団
藤
重
光
編
『
注
釈
刑
法
（
六
）
各
則
（
四
）』
一
八
三
頁
﹇
福
田
平
﹈（
有
斐
閣
、
一
九
六
六
）。

（
105
）  

た
と
え
ば
、
井
田
良
・
前
掲
注
（
70
）
二
七
九
頁
、
西
田
典
之
・
前
掲
注
（
59
）
二
二
五
頁
以
下
。

（
106
）  

松
原
芳
博
・
前
掲
注
（
2
）
二
〇
〇
頁
お
よ
び
二
六
三
頁
、
高
橋
則
夫
・
前
掲
注
（
66
）
三
三
九
頁
。

（
107
）  

詳
細
に
つ
き
、
拙
稿
「
詐
欺
罪
お
よ
び
窃
盗
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
の
規
範
的
意
義
」
法
学
政
治
学
論
究
一
一
一
号
（
二
〇
一
六
）

二
五
八
頁
以
下
。
ま
た
、
冨
川
雅
満
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
と
欺
罔
行
為
と
の
関
係
性
（
二
）」
新
報
一
二
二
巻
五
＝
六
号

（
二
〇
一
五
）
五
四
頁
以
下
、
品
田
智
史
・
前
掲
注
（
91
）
一
三
二
頁
以
下
。

（
108
）  

拙
稿
・
同
右
二
六
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注
（
15
）
一
五
五
頁
以
下
。

（
109
）  

暴
力
団
ゴ
ル
フ
場
事
例
で
詐
欺
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
最
判
平
二
六
・
三
・
二
八
刑
集
六
八
・
三
・
五
八
二
お
よ
び
同
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た

前
掲
・
最
決
平
二
六
・
三
・
二
八
を
参
照
。
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山
内
　
竜
太
（
や
ま
う
ち
　
り
ゅ
う
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

　
　
　
　
　
　
信
州
大
学
先
鋭
領
域
融
合
研
究
群
社
会
基
盤
研
究
所
（
経
法
学
部
）
助
教
（
特
定
雇

用
・
刑
事
法
）

最
終
学
歴
　
　
慶
應
義
塾
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科

所
属
学
会
　
　
日
本
刑
法
学
会
、
慶
應
法
学
会

専
攻
領
域
　
　
刑
法

主
要
著
作
　
　「
詐
欺
罪
お
よ
び
窃
盗
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
確
認
措
置
の
規
範
的
意
義
」『
法
学
政

治
学
論
究
』
第
一
一
一
号
（
二
〇
一
六
年
）

　
　
　
　
　
　「
窃
取
概
念
に
お
け
る
条
件
設
定
論
の
検
討

―
パ
チ
ス
ロ
の
メ
ダ
ル
不
正
取
得
事

例
に
い
う
「
通
常
の
遊
戯
方
法
」
を
め
ぐ
っ
て

―
」『
法
学
政
治
学
論
究
』
第
一

一
六
号
（
二
〇
一
八
年
）


