
目

次

一
は
じ
め
に

二
中
止
未
遂
の
法
的
性
格

三
ド
イ
ツ
に
お
け
る
加
菫
的
未
遂
の
処
理

四
罪
数
形
態
別
の
検
討

一
法
条
競
合

二
包
括
一
罪

三
科
刑
上
一
罪
（
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
）

五

お

わ

り

に

優
位
法
の
中
止
未
遂
と
劣
位
法
に
よ
る
処
罰

虫

明

二
三
九

満
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と
こ
ろ
で
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
未
遂
行
為
の
後
で
中
止
行
為
が
行
わ
れ
、

る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
、

る。

ヽ

つ
ま
り

ま
た
、
刑
の
減
軽
•
免
除
の
構
造
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

こ
こ
で
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
は
犯
罪
自
体
が
成
立
し
な
い
の
か
、
犯
罪
は
成
立
す
る
が
刑
罰
の
み
が
減
軽
・
阻
却
さ
れ

る
の
か
、
又
は
、
そ
も
そ
も
実
体
法
的
に
は
何
の
変
化
も
な
く
単
な
る
訴
訟
障
害
に
過
ぎ
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
影
響
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
の
問
題
に
他
な
ら
な
い
。

犯
に
も
及
ぶ
か
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
、

い
て
、 我

が
国
の
刑
法
四
三
条
は
、
未
遂
犯
の
場
合
、
「
其
刑
ヲ
減
軽
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
し
る
こ
と
と
し
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
、
「
其
刑
ヲ
減

軽
又
ハ
免
除
ス
」
と
定
め
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
中
止
未
遂
の
刑
は
必
ず
減
軽
又
は
免
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
例
え

ば
、
中
止
未
遂
で
刑
が
免
除
さ
れ
る
場
合
、

そ
の
未
遂
犯
で
処
罰
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
未
遂
犯
に
含
ま
れ
る
他
の
既
遂
犯
と

し
て
も
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
殺
人
の
中
止
未
遂
で
刑
が
免
除

さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
傷
害
罪
の
既
遂
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

中
止
未
遂
の
た
め
に
優
位
法
に
よ
る
処
罰
が
不
可
能
と
な
る
と
き
、
本
来
な
ら
ば
前
面
に
出
て
こ
な
い
犯
罪
が
、
改
め
て
可
罰
的
と
な
る

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
我
が
国
で
は
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

い
わ
ゆ
る
加
重
的
未
遂

(qualifizierter
V
 er
s
u
c
h
)
 

こ
こ
で
の
問
題
は
、
未
遂
行
為
が
他
の
既
遂
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
き
、
中
止
行
為
の
効
果
が
そ
の
既
遂

は

じ

め

に

ド
イ
ツ
で
は
中
止
未
遂
の
効
果
に
つ

の
問
題
と
し
て
古
く
か
ら
多
く
の
議
論
の
な
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
未
遂
犯
に
対
す
る
刑
が
減
軽
•
免
除
さ
れ

こ
の
問
題
の
解
決
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
刑
が
減
軽
•
免
除
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は

ニ
四

0
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

一
方
、
中
止
未
遂
に
「
含
ま
れ
る
」
他
の
既
遂
犯
と
い
う
場
合
、

ニ
四

行
為
が
他
の
既
遂
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
き
、
本
来
な
ら
ば
当
該
未
遂
犯
の
一
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
で
も
、
未
遂
犯
と
既
遂

犯
の
関
係
は
、
罪
数
論
上
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
は
、
本
来
的
一
罪
と
し
て
の
法
条
競
合
・
包

括
一
罪
の
み
な
ら
ず
、
科
刑
上
一
罪
と
し
て
の
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
も
あ
り
う
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、

罪
数
形
態
は
、
同
じ
く
一
罪
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
ら
の
罪
数
形
態
の
相

違
に
よ
っ
て
、
前
述
の
、
中
止
行
為
の
効
果
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
か
と
い
う
問
題
の
結
論
も
変
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の

そ
の
罪
数
論
的
意
味
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
関
す
る
認
識
と
、
罪
数
の
意
義
に
関
す
る
認
識
と
の
、
両
方
向
か

ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
ま
ず
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
、

を
検
討
し
た
上
で
、
罪
数
形
態
の
相
違
が
結
論
に
い
か
な
る
違
い
を
及
ぽ
す
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

題
を
考
え
る
に
は
、

中
止
未
遂
の
法
的
性
格

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ド
イ
ツ
で
も
古
く
か
ら
議
論
の
な
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
我
が
国
で
も
、

多
く
の
学
説
が
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
香
川
教
授
を
は
じ
め
、
最
近
で
も
幅
広
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
必
要
な
範
囲
で
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
の
議
論
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
条
一
項
は
、
「
任
意
に
、
所
為
の
そ
れ
以
後
の
実
行
を
放
棄
し
、
又
は
所
為
の
完
成
を
防
止
し
た
者
は
、

未
遂
と
し
て
は
こ
れ
を
罰
し
な
い
」
と
規
定
し
、
中
止
未
遂
を
不
可
罰
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
我
が
国
の
刑
法
が
、
中
止
未
遂
を
必
要

さ
ら
に
、

一
罪
と
さ
れ
る
形
態
の
罪
数
論
的
意
義
を
ふ
ま
え
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ

い
か
な
る
形
で
「
含
ま
れ
る
」
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
未
遂
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的
な
刑
の
減
免
と
す
る
の
と
異
な
る
。
そ
し
て
、

に
、
中
止
未
遂
が
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
は
、

ド
イ
ツ
で
は
、
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
を
め
ぐ
っ
て
、

ニ
四
二

そ
の
根
拠
は
何
で
あ
る
か
、

ま

た
、
そ
れ
を
犯
罪
体
系
上
ど
こ
に
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
大
い
に
見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
ず
、
中
止
末
遂
の
不
可
罰
性
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
四
つ
の
立
場
に
集
約
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

そ
れ
に
よ
っ
て
、
未
遂
段
階
に
至
っ
た
者
を
既
遂
に
至
ら
せ
る
の
を
阻
止
す
る
た
め
で
あ
る

と
い
う
刑
事
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
と
す
る
、
刑
事
政
策
説
(
k
r
i
m
i
n
a
l
p
o
l
i
t
i
s
c
h
e
T
h
e
o
r
i
e
)
、
第
二
に
、
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
は
、

い
っ
た
ん
着
手
し
た
犯
罪
を
放
棄
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
酬
で
あ
る
と
す
る
、
褒
賞
説

(
P
r
a
m
i
e
n|
0
 d. G
n
a
d
e
n
t
h
e
o
r
i
e
)
、
第
三
に
、

任
意
の
中
止
は
行
為
者
の
犯
罪
意
思
が
弱
く
な
っ
た
た
め
で
あ
り
、
行
為
者
の
危
険
性
が
減
少
す
る
と
共
に
行
為
の
危
険
性
が
減
少
し
た

徴
表
で
あ
る
と
し
て

(
I
n
d
i
z
t
h
e
o
r
i
e
)
、
中
止
者
に
は
、
当
罰
性
又
は
刑
罰
目
的
が
欠
如
す
る
と
す
る
も
の

(
S
t
r
a
f
z
w
e
c
k
t
h
e
o
r
i
e
)

、

第
四
に
、
刑
罰
を
基
礎
づ
け
る
実
行
行
為
と
刑
罰
を
免
除
す
る
中
止
行
為
と
の
分
離
に
反
対
し
、
両
事
象
の
全
体
的
観
察
を
主
張
す
る
、

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
第
四
の
単
一
説
は
、
特
別
な
方
法
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

罰
性
の
根
拠
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
、

そ
れ
自
体
不
可

そ
れ
以
外
の
根
拠
に
つ
い
て
も
、
純
粋
な
形
で
主
張
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
ま
れ
で
、
多
く

(
5
)
 

の
学
説
は
複
数
の
根
拠
を
複
合
的
に
取
り
入
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

(
6
)
 

次
に
、
中
止
未
遂
に
よ
る
不
可
罰
性
の
犯
罪
体
系
上
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
、
構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段

階
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
と
、

そ
れ
ら
の
犯
罪
構
成
要
素
以
外
の
刑
罰
論
段
階
で
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
見
解
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
構
成
要
件
的
不
法
が
脱
落
す
る
と
す
る
の
で
、

そ
れ
は
消
極
的
構
成
要

件
要
素
の
問
題
と
な
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
違
法
性
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
中
止
未
遂
は
違
法
性
阻
却
事
由
と
な
る
。
も
っ
と
も
、

こ
れ
ら
の
見
解
は
む
し
ろ
少
数
説
で
、
現
在
で
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
責
任
の
減
少
な
い
し
消
滅
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
が
有
力
と

な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
れ
に
よ
る
と
、
中
止
未
遂
は
責
任
消
滅
事
由

(
S
c
h
u
l
dti l
g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
)

と
か
、
責
任
容
赦
事
由

(
E
n
t
s
c
h
u
l
,
 

単
一
説

(
E
i
n
h
e
i
t
s
t
h
e
o
r
i
e
)
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

あ
る
。
そ
し
て
、

両
国
に
お
け
る
中
止
犯
の
解
釈
に
関
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
相
違
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
」
で
あ
り
、
「
西
ド
イ
ツ
で
は
、
中
止
規
定
の
根

拠
を
む
し
ろ
犯
罪
体
系
外
的
考
察
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
を
問
う
と
い
う
形
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
、
わ
が
国
で
は
、

(
9
)
 

体
系
内
的
考
察
の
枠
内
で
そ
の
根
拠
を
見
出
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
」
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

拠
」
に
関
す
る
見
解
は
、
中
止
未
遂
の
不
処
罰
は
「

S
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
目
的
論
的
説
明
を
行
っ
て
お
り
、
「
体
系
的
位
置
づ
け
」

(10) 

に
関
す
る
見
解
は
、
「
＼
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
因
果
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
中
止
未
遂
の
不
処
罰
と
い
う
一

つ
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
側
面
か
ら
つ
ま
り
各
々
異
な
る
次
元
に
お
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
も

あ
な
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
方
で
は
、
「
な
ぜ
中
止
未
遂
に
通
常
の
障
害
未
遂
よ
り
も
大
き
な
特
典
的
効
果
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
ど
ち
ら
の
分
類
方
法
が

優
遇
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の

争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

d
i
g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
)
、
あ
る
い
は
責
任
阻
却
事
由

(
S
c
h
u
l
d
a
u
s
s
c
h
l
i
e
B
u
n
g
s
g
r
u
n
d
)
と
な
る
。
し
か
し
、
通
説
は
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て

違
法
・
責
任
に
変
化
は
な
く
、
単
に
処
罰
の
必
要
性
に
影
響
を
及
ぼ
す
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
、
中
止
未
遂
を
一
身
的
な
刑
罰
消
滅
事
由

と
考
え
る
見
解
の
よ
う
で
あ
る
。

(
p
e
r
s
o
n
l
i
c
h
e
r
 S
t
r
a
f
a
u
f
h
e
b
u
n
g
s
g
r
u
n
d
)
 

一
方
、
我
が
国
で
は
、
中
止
未
遂
の
「
根
拠
」
と
「
体
系
的
地
位
」
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
に
明
確
に
区
別
さ
れ
て
お
ら

ず
、
両
者
が
併
せ
て
議
論
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
我
が
国
で
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
の
刑
の
減
免
は
、
実
行
行
為
者

が
既
遂
に
至
る
の
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
政
策
的
考
慮
に
よ
る
と
す
る
刑
事
政
策
説
と
、
中
止
未
遂
に
何
ら
か
の
犯
罪
体
系
的
意
味
を
見

い
だ
そ
う
と
す
る
法
律
説
と
に
分
か
れ
、
後
者
は
さ
ら
に
、
違
法
性
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
か
、
責
任
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
か
で

以
上
の
よ
う
に
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
関
す
る
議
論
は
、

「
根
拠
」
と
そ
の

「
体
系
的
地
位
」

の
問
題
は
、

一
方
で
は
、

そ
も
そ
も
「
根

ド
イ
ツ
と
我
が
国
で
は
様
相
を
異
に
し
て
お
り
、
特
に
、
中
止
未
遂
を

の
問
題
を
区
別
し
て
論
ず
る
か
ど
う
か
で
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で

『
よ
い
』

か
と
い
う
観
点
で
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

ニ
四
三

む
し
ろ
、
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(
l
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

(
6
)
 

(
7
)
 

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、

「
根
拠
」

以
下
で
は
、

こ
の

で
な
く
、

い
な
け
れ
ば
な
ら
」
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

「
二
つ
の
問
題
を
切
断
し
、

論
理
上
の
誤
り
を
犯
す
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
あ
る
。

う
問
題
へ
の
解
答
は
、

別
個
の
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り

も
っ
と
も
、

と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
が
ま
ず
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ド
イ
ツ
及
び
我
が
国
の
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
関
す
る
学
説
を
検
討
し
て
み
た
い
。

香
川
達
夫
・
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
（
昭
和
三
八
年
）
。

例
え
ば
、
山
中
敬
一
「
中
止
犯
」
現
代
刑
法
講
座
第
五
巻
（
昭
和
五
七
年
）
三
四
五
頁
以
下
、
城
下
裕
二
「
中
止
未
遂
に
お
け
る
必
要
的
減
免
に
つ
い
て

『
根
拠
し
と
『
体
系
的
位
置
づ
け
』
ー
ー
＇
」
北
大
法
学
論
集
一
土
ハ
巻
四
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
七
一
二
頁
以
下
、
清
水
一
成
「
中
止
末
遂
に
お
け
る
『
自

己
ノ
意
思
二
因
リ
し
の
意
義
」
上
智
法
学
論
集
二
九
巻
ニ
・
三
号
（
昭
和
六
一
年
）
一
六
五
頁
以
下
。

V
 gl. 
V
o
g
l
e
r
,
 
S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,
 
L
e
i
p
z
i
g
e
r
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 
10. Aufl., 
33. L
i
e
f
e
r
u
n
g
,
 
1983, 
S. 
126ff.; 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
G
r
u
n
d
f
r
a
g
e
n
 

d
e
s
 R
U
c
k
t
r
i
t
t
s
 v
o
m
 V
e
r
s
u
c
h
 in 
T
h
e
o
r
i
e
 u
n
d
 Praxis, 
1976, 
S. 33ff. 

な
お
、
第
も
有
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
ク
ラ
ウ
ス
・
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ

ー
著
両
理
論
及
び
実
務
に
お
け
る
中
止
未
遂
の
基
本
問
題
』
（
一
九
七
六
年
）
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集
七
八
号
（
昭
和
五
四
年
）
四
二
七
頁
以
下
参
照
。

但
し
、
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、
犯
罪
意
思
の
減
弱
と
い
う
観
点
と
刑
罰
目
的
の
欠
如
と
い
う
観
点
を
区
別
し
て
い
る
。

V
gl. 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 

S. 
44ff. 

V
 gl. 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 46ff. 

V
g
l
.
 V
o
g
l
e
r
 ̀

 a. 
a. 
0., 
S. 
130f. 

山
中
・
前
掲
論
文
三
五
五
頁
参
照
。

山
中
・
前
掲
論
文
一
．
一
六
七
頁
参
照
。

山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
。

城
下
・
前
掲
論
文
二

0
四
頁
以
下
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

中
止
未
遂
に
つ
い
て
の

や
は
り
行
為
の
犯
罪
性
を
規
定
す
る
要
素
構
成
要
件
該
当
性
、

違
法
性
、

有
責
性
に
関
連
づ
け
ら
れ
て

ニ
四
四
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と
す
る
が
、

た
い
て
い
の
行
為
者
は
、

(11)
山
中
・
前
掲
論
文
三
六
七
頁
参
照
。

(12)
清
水
・
前
掲
論
文
二
三
六
頁
。

ま
ず
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
我
が
国
に
お
い
て
も
、
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
な
い
し
刑
の
減
免
の
根
拠
と
し
て
共
通
に
あ
げ
ら
れ

る
の
は
、
刑
事
政
策
説
で
あ
る
。
こ
の
刑
事
政
策
説
の
淵
源
は
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
遡
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
端
的
に
次
の
よ
う
な

リ
ス
ト
の
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
「
不
可
罰
の
予
備
行
為
と
可
罰
的
な
実
行
行
為
と
の
境
界
線
が
越
え

ら
れ
た
瞬
間
に
、
未
遂
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
た
刑
罰
も
具
体
化
す
る
。
こ
の
事
実
は
も
は
や
変
え
ら
れ
な
い
し
、

と
も
で
き
ず
、
抹
殺
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
か
し
、
立
法
は
、
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
、

為
者
に
、
後
戻
り
の
た
め
の
黄
金
の
橋
を
架
け
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
。
立
法
は
、
任
意
の
中
止
を
刑
罰
消
滅
事
由
と
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
行
っ
た
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
黄
金
の
橋
」
と
い
う
表
現
が
、
刑
事
政
策
説
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
用

い
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

く
に
我
が
国
の
場
合
、

ニ
四
五

こ
の
見
解
は
、
行
為
者
が
実
行
行
為
中
に

『
遡
っ
て
破
棄
す
る
』
こ

す
で
に
処
罰
さ
る
べ
き
も
の
と
な
っ
た
行

こ
の
刑
事
政
策
説
に
対
し
て
は
、
種
々
の
異
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

自
分
の
行
為
の
有
利
・
不
利
を
冷
静
に
考
え
て
行
動
を
統
制
す
る
と
い
う
考
え
方
が
基
本
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
中
止
未
遂
を
不
可
罰
と
す
る
こ
と
が
行
為
を
放
棄
す
る
こ
と
の
動
機
に
な
る
と
い
う
の
は
心
理
学
的
に
認
め
ら
れ
な

い
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
見
解
の
主
張
は
、
中
止
犯
が
不
可
罰
と
な
る
こ
と
が
行
為
者
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提

そ
の
よ
う
な
規
定
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
と

ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
に
中
止
未
遂
は
完
全
な
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
刑
事
政
策
的
効
果
は
存
在
す
る

と
し
て
も
き
わ
め
て
弱
い
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
当
を
得
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
と
は
い
え
、
少
な
く
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と
も
、
中
止
犯
が
優
遇
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
に
対
し
て
は
、
刑
事
政
策
的
効
果
が
あ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、

「
す
べ
て
の
場
合
に
効
果
を
発
揮
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
程
度
の
効
果
を
狙
っ
た
も
の
だ
と
解
す
れ
ば
、
直
に
無
意
味
だ
と

は
い
い
き
れ
な
い
」
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
刑
事
政
策
説
は
、
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
な
い
し
刑
の
減
免
に
、
犯
罪
防
止
的
機
能
（
一
般
予

防
的
機
能
）
を
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
で
指
摘
す
る
よ
う
に
中
止
犯
に
関
す
る
刑
法
規
定
の
み
の

問
題
で
は
な
く
、
刑
罰
法
規
一
般
に
妥
当
す
る
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。

次
に
、
特
に
ド
イ
ツ
で
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
褒
賞
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
適
時
に
中
止
し
又
は
行
為
に
よ
る
悔
悟
を
行

っ
た
者
は
、
将
来
彼
は
犯
罪
を
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
期
待
を
生
ぜ
し
め
、
彼
に
向
け
ら
れ
た
責
任
非
難
の
重
り
を
、
少
な
く
と
も

功
労
的
な
行
為
と
い
う
対
重
に
よ
っ
て
、

し
て
や
る
の
で
あ
り
、

一
定
程
度
ま
で
釣
り
合
わ
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
故
に
、
彼
に
刑
罰
を
科
す
の
を
容
赦

(lo) 

つ
ま
り
、
彼
に
褒
賞
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、
刑
法
は
犯
罪

行
為
に
褒
賞
を
与
え
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
か
、
褒
賞
と
い
う
の
は
単
な
る
結
果
で
あ
っ
て
、
こ
の
説
で
は
な
ぜ
褒
賞
が
与
え
ら

(12) 

れ
る
の
か
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
中
止
犯
特
典
の
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
褒
賞
説
の
主

張
は
、
中
止
者
に
は
そ
の
褒
賞
と
し
て
不
可
罰
性
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
結
局
、
刑
事
政
策
説
に
お
け
る
「
黄
金
の
橋
」

を
褒
賞
と
し
て
と
ら
え
直
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
見
解
も
、
刑
事
政
策
説
の
主
張
者
で
あ
る
フ
ォ
イ

（い）

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
見
解
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
由
縁
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
法
は
犯
罪
者
に
褒
賞
を
与
え
る
た
め
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と

い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
褒
賞
的
応
報
の
思
想
に
よ
り
そ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

に
は
、
一
般
予
防
的
観
点
と
共
に
、
応
報
刑
思
想
の
存
在
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
徴
表
説
な
い
し
刑
罰
目
的
説
も
ド
イ
ツ
で
主
張
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
「
行
為
者
は
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
、

自
分
が
合
法
性
へ
と
立
ち
帰
り
、

こ
う
し
て
、
こ
の
見
解

そ
の
犯
罪
意
思
は
犯
罪
遂
行
に
と
っ
て
十
分
強
く
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
従
っ
て
、
彼
を

ニ
四
六
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(
l
)
 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
a. 
a. 
0
 

•• 

S
.
 4
2
 

位
の
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ニ
四
七

将
来
的
に
犯
罪
行
為
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
も
、
他
人
を
そ
の
よ
う
な
行
動
を
し
な
い
よ
う
に
威
嚇
し
又
は
侵
害
さ
れ
た
法
秩
序
を
再
び

(16) 

回
復
す
る
た
め
に
も
、
彼
を
処
罰
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
な
っ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
の
意
思
は

実
行
の
時
点
で
は
既
遂
に
至
る
の
に
十
分
強
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
っ
て
、
中
止
は
し
ば
し
ば
全
く
偶
然
の
外
部
的
事
情
に

よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
。
ま
た
、
行
為
自
体
の
で
あ
れ
行
為
者
の
で
あ
れ
、
そ
の
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
定

で
き
ず
、
通
常
は
中
止
行
為
の
た
め
に
少
し
も
減
少
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
行
為
の
当
罰
性
が
中
止
行
為
に
よ
っ
て
直
ち
に

消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
に
徴
表
説
な
い
し
刑
罰
目
的
説
は
、
行
為
者
の
犯
罪
意
思
の
強

弱
を
問
題
に
す
る
以
外
に
、
行
為
者
が
合
法
性
へ
と
立
ち
帰
っ
て
い
る
た
め
将
来
的
に
彼
を
犯
罪
行
為
か
ら
遠
ざ
け
る
た
め
に
処
罰
す
る

必
要
が
な
く
、
ま
た
、
他
人
が
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
に
威
嚇
す
る
た
め
に
も
行
為
者
を
処
罰
す
る
必
要
が
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
確
か
に
、
行
為
者
に
対
す
る
特
別
予
防
的
観
点
及
び
一
般
人
に
対
す
る
一
般
予
防
的
観
点
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い

な
い
。
こ
の
点
で
、
こ
の
見
解
も
ま
た
、
刑
事
政
策
説
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

的
説
も
、

そ
も
刑
罰
の
機
能
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
な
い
し
刑
の
減
免
の
根
拠
の
問
題
は
、

以
上
の
よ
う
に
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
の
根
拠
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
褒
賞
説
も
、
徴
表
説
な
い
し
刑
罰
目

一
般
予
防
的
観
点
•
特
別
予
防
的
観
点
・
応
報
論
的
観
点
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
もそ

も
そ
も

刑
罰
法
規
の
果
た
し
う
る
機
能
そ
の
も
の
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
何
を
強
調
す
る
か
で
争
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

を
推
測
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
の
問
題
と
し
て
よ
り
本
質
的
な
も
の
は
、
次
の
、
中
止
未
遂
の
犯
罪
体
系
上
の
地
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11
回＜

(
N
)
 
Liszt-Schmidt, 

L
e
h
r
b
u
c
h
 des D

e
u
t
s
c
h
e
n
 Strafrechts, 

26. Aufl., 
1932, 

S. 
315. 

(
M
)
 
M
e
z
g
e
r
,
 
Strafrecht, 

3. 
Aufl., 

1949, 
S. 

403 ;
 Ko
h
l
r
a
u
s
c
h
-
L
a
n
g
e
,
 
Strafgesetsbuch, 

43. Aufl., 
1961, 

S. 
153 ;

 Hippe!, 
Deutsches 

Strafrecht, 
Bd. 2, 

1930, 
S. 

411 ;
 Allfeld, 

L
e
h
r
b
u
c
h
 des deutschen 

Strafrechts, 
Allg. Tei!, 

9. 
Aufl., 

1934, 
S. 

201 ;
 -Kt: 喜

1
=

匡
浣

蓄
1
・
臣
迅
露
浬
〔
翌
要
至
〕
（
蛋
正
ば
Iii
母）

IIHく
兵
直
＇
丑
—
笛
女
造
・
匡
:
庄
且
謡
譴
呈
郡
（
菩
品
に
目
母
）

1
 1
兵
國゚

げ
）

Ulsenheimer, 
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

な
く
、

ニ
四
九

そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
が
、
違
法
性
・
反
社
会
性

観
的
違
法
要
素
論
の
立
場
か
ら
、

「
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
は
、

私
の
見
解
に
よ
る
と
、

い
わ
ゆ
る
『
刑
事
政
策
的
理
由
』
に
よ
る
の
で
は

ま
た
、

ヘ
ー
グ
ラ
ー
は
、

主

「
規
範
」
の
要
求
に
合
致
し
た
行
動
を
し
た
こ
と

る
と
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
。

そ
し
て
、

(16) 
R
u
d
o
l
p
h
i
,
 
S
y
s
t
e
m
a
t
i
s
c
h
e
r
 
K
o
m
m
e
n
t
a
r
 z
u
m
 S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,
 
B
d
.
 1, 
A
l
i
g
.
 Tei!, 
2. 
Aufl., 
1977, 
S. 199. 

そ
の
価
塩
回
号rr
•
R
o
x
i
n
,
 

U
b
e
r
 
d
e
n
 
Rticktritt 
v
o
m
 u
n
b
e
e
n
d
e
t
e
n
 
V
e
r
s
u
c
h
,
 
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
 
flir 
E
r
n
s
t
 
H
e
i
n
i
t
z
 
z
u
m
 70. G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
,
 
1972, 
S. 2
7
0
 ;
 Blei, 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 I
 

`
 
Alig. Tei!, 
18. Aufl., 
1983, 
S. 236. 

(17) 
J
e
s
c
h
e
c
k
 ̀

 
a. 
a. 
0., 
S. 4
8
6
 ;
 Vo
g
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 127f. 

(18) 
J
e
s
c
h
e
c
k
,
 
a. 
a. 0
 

•• 

S. 486f.; 
V
o
g
l
e
r
,
 
a. 
a. 
0・
↓
 

S. 1
2
8
;
 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 85. 

(19)
城
下
・
前
掲
論
文
ニ
ニ
―
頁
以
下
参
照
。

中
止
未
遂
の
犯
罪
体
系
上
の
地
位
の
問
題
と
し
て
は
、
構
成
要
件
レ
ベ
ル
で
と
ら
え
る
見
解
は
ま
れ
で
、

中
止
行
為
に
よ
っ
て
未
遂
行
為
の
違
法
性
が
減
少
・
消
滅
す
る
か
ど
う
か
、

も
っ
と
も
、す

な
わ
ち
、

国
民
に
要
求
す
る
命
令
で
あ
り
、
後
者
は
国
家
に
刑
罰
を
加
え
る
権
利
を
付
与
す
る
法
規
で
あ
っ
て
、

の
違
反
で
あ

人
間
の
行
動
は
人
間
生
活
の
破
壊
の
原
因
を
設
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
を
「
規
範
」
は
命
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
た
場
合
は
、

に
な
る
。
こ
う
し
て
、
任
意
の
中
止
未
遂
の
不
可
罰
性
は
、
こ
の
法
義
務
の
充
足
に
あ
る
の
で
あ
り
、
「
そ
の
不
可
罰
性
は
、
た
だ
単
に
賢

明
さ
の
要
請
に
基
づ
く
の
で
は
な
く
、
行
為
の
違
法
性
の
脱
落
に
基
づ
く
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

犯
罪
を
行
お
う
と
す
る
決
意
が
効
果
を
発
揮
す
る
前
に
反
対
決
意
が
立
て
ら
れ
、

犯
罪
と
は
「
規
範
」

が
あ
る
。

ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
は
、

周
知
の
よ
う
に
、

「
規
範
」
と
「
刑
罰
法
規
」
と
を
区
別
し
、

前
者
は
国
家
に
対
す
る
服
従
を

ド
イ
ツ
で
は
、
違
法
性
の
消
滅
に
着
目
す
る
見
解
も
む
し
ろ
少
な
く
、

し
い
て
挙
げ
れ
ば
、

歴
史
的
に
は
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ

る。

ま
た
、

責
任
が
減
少
・
消
滅
す
る
か
ど
う
か
で
争
わ
れ
て
い

現
在
で
は
主
と
し
て
、

10-3•4-577 (香法'91)



遂
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
法
益
侵
害
の
危
険
を
取
り
去
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
こ
に
違
法
性
の
事
後
的
な
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
何
も
し
な
い
場
合
と
比
べ
て
、
中
止
行
為
が
違
法
性
を
減
少
・
消
滅
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は

は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

を
主
観
的
に
制
約
す
る
性
格
を
失
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
見
解
は
少
な
く
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
平
場
教
授
は
、
違
法
性
に
お
い
て
も
責
任
に
お
い
て
も
中
止
犯

の
刑
の
減
免
を
理
由
づ
け
う
る
と
さ
れ
つ
つ
、
「
た
だ
違
法
問
題
の
責
任
問
題
に
対
す
る
論
理
的
先
行
性
か
ら
及
び
責
任
に
根
拠
を
求
め
る

立
場
を
貫
け
ば
既
遂
の
中
止
、
不
能
犯
の
中
止
も
中
止
犯
の
中
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
ゆ
え
に
、
中
止
犯
の
理
由
づ
け
は
第
一
義
的
に
違

法
性
を
減
少
又
は
消
滅
せ
し
め
る
事
由
だ
と
考
え
た
ゞ
補
充
的
に
責
任
の
点
を
考
え
れ
ば
よ
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
実
行
の
着

手
に
よ
り
生
じ
た
行
為
の
危
険
へ
の
方
向
が
未
だ
客
観
化
さ
れ
な
い
以
前
に
お
い
て
中
止
さ
れ
た
場
合
は
、
主
観
的
違
法
要
素
の
消
滅
に

よ
る
計
画
の
危
険
性
の
喪
失
に
、
ま
た
一
度
び
危
険
状
態
が
客
観
化
さ
れ
た
ば
あ
い
は
、
か
か
る
危
険
状
態
の
消
滅
に
よ
る
現
実
の
危
険

性
の
喪
失
に
、
根
拠
を
求
む
べ
き
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
違
法
性
減
少
・
消
滅
説
は
、
故
意
の
放
棄
に
よ
る
主
観
的
違
法
要
素
の
消
滅
と
い
う
観
点
（
主
観
面
）
と
、
結
果
発
生

の
危
険
性
の
消
滅
と
い
う
観
点
（
客
観
面
）
と
の
両
者
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
う
ち
、
前
者
は
、
故
意

を
主
観
的
違
法
要
素
と
し
て
と
ら
え
る
見
解
か
ら
支
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
主
観
的
違
法
要
素
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
争
い

の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者
に
つ
い
て
も
、
障
害
未
遂
も
中
止
未
遂
も
客
観
的
に
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
「
自
己
の
意
思
」
に
よ
る

結
果
発
生
の
阻
止
が
と
く
に
違
法
減
少
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
、
故
意
が
主
観
的
違
法

要
素
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
中
止
行
為
に
違
法
性
の
消
滅
を
認
め
る
の
は
容
易
で
あ
ろ
う
が
、

め
な
い
と
し
て
も
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
結
果
発
生
が
阻
止
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

た
と
え
主
観
的
違
法
要
素
自
体
を
認

そ
の
意
味
で
中
止
行
為
が
違
法
結
果
を
除
去
し
た
こ
と

つ
ま
り
、
未
遂
の
処
罰
根
拠
が
法
益
侵
害
の
危
険
に
あ
る
と
す
る
以
上
、
行
為
者
が
す
で
に
未

一
方
、
我
が
国
で
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
違
法
性

二
五

0
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

否
定
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
、
中
止
行
為
が
違
法
性
を
減
少
・
消
滅
さ
せ
る
と
い
っ
て
も
、

こ
と
自
体
に
変
わ
り
は
な
く
、

二
五

そ
の
前
に
未
遂
行
為
が
存
在
す
る

そ
の
未
遂
行
為
の
違
法
性
が
遡
及
的
に
減
少
・
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
は
見
逃
し
て
は
な
ら

次
に
、
中
止
未
遂
に
責
任
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
見
解
も
多
い
。
こ
の
点
、
平
場
教
授
に
よ
り
、
「
規
範
的
責
任
論
に
よ
れ
ば
責
任
は

非
難
（
可
能
性
）

で
あ
り
、
非
難
は
結
局
法
規
範
の
命
令
的
機
能
に
違
反
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
。
法
規
範
の
命
令
は
単
に
事
前
に
お
い

て
『
一
定
の
違
法
行
為
を
な
す
な
』
と
命
令
す
る
の
み
な
ら
ず
、
事
後
に
お
い
て
も
『
そ
の
違
法
行
為
を
中
止
せ
よ
』
『
引
き
か
え
せ
』
と

の
呼
び
掛
け
を
な
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
命
令
規
範
の
呼
び
掛
け
に
応
じ
て
引
き
か
え
し
た
も
の
は
命
令
違
反
と
し
て
の
責
任
に
お

い
て
軽
減
免
除
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．．． 
性
格
的
責
任
論
に
よ
れ
ば
行
為
は
行
為
者
の
反
社
会
的
性
格
を
徴
表
す
る

意
味
を
持
つ
。
故
に
実
行
着
手
に
よ
り
一
度
び
反
社
会
的
性
格
を
徴
表
し
た
者
も
爾
後
に
お
い
て
反
社
会
性
を
否
定
す
る
他
の
行
為
を
な

(10) 

し
た
ば
あ
い
犯
人
の
性
格
の
危
険
性
は
そ
れ
だ
け
小
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
現
在
で

は
規
範
的
責
任
論
が
通
説
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
特
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
責
任
の
減
少
・
消
滅

を
認
め
る
見
解
は
、
ロ
ク
シ
ン
を
は
じ
め
と
し
て
、
近
時
ま
す
ま
す
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
ル
ド
ル
フ
ィ
ー
は
、

「
行
為
者
は
、
中
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
不
法
と
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
不
法
も
責
任
も
、
任
意
の
中
止
に
よ
っ
て
、

残
り
の
責
任
非
難
が
い
わ
ゆ
る
刑
事
政
策
的
理
由
か
ら
必
要
で
な
く
な
る
ほ
ど
に
減
少
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
刑
法
上

重
要
な
』
責
任
が
欠
如
し
て
い
る
」
と
し
、
中
止
未
遂
を
責
任
容
赦
事
由

(
E
n
t
s
c
h
u
l
d
i
g
u
n
g
s
g
r
u
n
d
)

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

同
じ
く
、
中
止
未
遂
を
責
任
容
赦
事
由
と
す
る
ウ
ル
ゼ
ン
ハ
イ
マ
ー
に
よ
る
と
、
中
止
犯
の
場
合
、
結
果
が
回
避
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
結

ま
た
、
中
止
行
為
に
含
ま
れ
る
法
益
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
意
思
に
よ
る
行
為
無
価

果
無
価
値
の
排
除
が
行
為
者
の
責
任
を
減
少
さ
せ
、

値
の
減
少
が
間
接
的
に
責
任
の
減
少
を
も
た
ら
し
、

な
い
。

さ
ら
に
、
任
意
に
中
止
し
た
場
合
に
は
、
行
為
者
の
心
情
は
法
律
違
反
的
な
も
の
か
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の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ら
法
律
に
か
な
っ
た
も
の
に
変
革
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

た
だ
、

こ
れ
に
よ
り
全
体
行
為
に
対
す
る
非
難
が
減
少
す
る
と
さ
れ
、

行
為
は
も
は
や
許
し
て
も
よ
い
も
の
と
な
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
我
が
国
で
も
、
例
え
ば
香
川
教
授
は
、
「
た
と
え
一
度
は
法

的
義
務
に
違
反
し
て
犯
罪
的
意
思
決
定
を
な
し
た
の
で
あ
っ
て
も
、

し
た
が
っ
て
た
め
に
有
責
と
の
非
難
が
さ
け
ら
れ
な
い
ば
あ
い
で
あ

っ
て
も
、
行
為
者
の
主
体
的
な
介
入
に
よ
っ
て
・
・
・
中
止
未
遂
は
、

の
要
求
に
合
致
し
た
ば
あ
い
と
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

た
と
え
事
後
的
で
は
あ
る
に
せ
よ
積
極
的
、
直
接
的
に
法
的
義
務

た
め
に
責
任
の
消
滅
を
認
め
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
に
責
任
の
減
少
な
い
し
消
滅
を
認
め
る
見
解
は
少
な
く
な
い
。
と
は
い
え
、
我
が
国
で
は
、
そ
れ
と
共
に
違
法
性
の
減
少
・
消
滅
を
も

(16) 

認
め
る
の
も
稀
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
我
が
国
の
場
合
、
中
止
未
遂
の
要
件
と
し
て
、
「
自
己
の
意
思
に
因
り
」
止
め
た
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
、

の
後
悔
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

少
・
消
滅
し
た
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

変
化
も
な
く
、

る
が
、

そ
し
て
、

二
五
二

も
し
後
悔
し
て
止
め
た
の
で
あ
れ
ば
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
が
減

そ
う
で
な
い
以
上
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
す
べ
て
非
難
可
能
性
が
減
少
・
消
滅
す
る
と
は

限
ら
な
い
と
し
て
、
責
任
減
少
・
消
滅
説
は
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
は
、
未
遂
行
為
の
後
で
「
自
己
の
意
思
に
因

り
」
中
止
行
為
を
行
っ
て
、
法
益
侵
害
を
除
去
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
「
広
義
の
後
悔
」
に
よ
る
も
の
で
な
く
て

も
、
行
為
者
に
対
す
る
非
難
可
能
性
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
中
止
行
為
に
は
責
任

こ
こ
で
も
、
未
遂
行
為
が
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
に
は
何
の

そ
の
未
遂
行
為
の
責
任
が
遡
及
的
に
減
少
・
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
違
法
性
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
他
の
場
合
よ
り
も
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
な
い
し
消
滅
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ

そ
れ
は
中
止
行
為
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
前
に
存
在
す
る
未
遂
行
為
自
体
の
違
法
性
・
責
任
が
遡
及
的
に
減
少
・
消
滅
す
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
の
両
者
を
合
わ
せ
た
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
を
問

い
わ
ゆ
る
1

広
義

こ
の
た
め
に
そ
の
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

(
1
)
 

(
2
)
 

(
3
)
 

(
4
)
 

な
お
、
山
中
・
前
掲
論
文
三
五
五
頁
以
下
参
照
。

B
i
n
d
i
n
g
,
 
D
i
e
 N
o
r
m
e
n
 u
n
d
 ihre U
b
e
r
t
r
e
t
u
n
g
,
 
B
d
.
 1, 
4
.
 
Aufl., 
1922, 
S. 
117. 

B
i
n
d
i
n
g
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 
1
1
7
 
A
n
m
.
 8.
 

H
e
g
l
e
r
,
 
S
u
b
j
e
k
t
i
v
e
 R
e
c
h
t
s
w
i
d
r
i
g
k
e
i
t
s
m
o
m
e
n
t
e
 i
m
 R
a
h
m
e
n
 d
e
s
 a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
n
 
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
b
e
g
r
i
f
f
s
.
 
F
e
s
t
g
a
b
e
 fur 
R
e
i
n
h
a
r
d
 

v
o
n
 F
r
a
n
k
 z
u
m
 70. G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
,
 
B
d
.
 1, 
1
9
3
0
 ̀

 
S. 3
2
9
 
A
n
m
.
 2. 

(
5
)
平
場
・
前
掲
書
一
四

0
頁。

(
6
)
平
場
・
前
掲
書
一
四

0
頁
以
下
。

(
7
)
平
野
龍
一
・
刑
法
総
論
11

（
昭
和
五

0
年
）
三
三
三
頁
、
福
田
平
・
全
訂
刑
法
総
論
（
昭
和
五
九
年
）
ニ
―
五
頁
。
な
お
、
西
原
・
前
掲
書
二
八
七
頁
。

(
8
)
中
山
研
一
・
刑
法
総
論
（
昭
和
五
七
年
）
四
三
一
頁
、
曽
根
威
彦
・
現
代
刑
法
論
争
I

（
昭
和
五
八
年
）
三

0
二
頁
、
野
村
稔
・
未
遂
犯
の
研
究
（
昭
和

五
九
年
）
四
四
一
頁
。

(
9
)
清
水
・
前
掲
論
文
二
六
一
頁
参
照
。

(10)
平
場
・
前
掲
書
一
四

0
頁。

(11) 
R
o
x
i
n
 ̀

 
a. 
a. 0., 
S. 273. 

(12) 
R
u
d
o
l
p
h
i
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 200. 

(13) 
U
l
s
e
n
h
e
i
m
e
r
,
 
a. 
a. 
0. `

 
S. 90ff. 

(14)
香
川
・
前
掲
書
九
七
頁
。

(15)
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕
〔
増
補
〕
（
昭
和
六
三
年
）
三
二
六
頁
、
植
松
正
・
再
訂
刑
法
概
論

I
総
論
（
昭
和
四
九
年
）
三
二
四
頁
、
佐
伯

千
似
•
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）
（
昭
和
五
六
年
）
三
ニ
ニ
頁
、
内
田
文
昭
・
刑
法I

（
総
論
）
（
昭
和
五
二
年
）
二
五
七
頁
、
曽
根
・
前
掲
書
一
―
1
0
一
頁
、

山
中
・
前
掲
論
文
三
六
九
頁
以
下
。

(16)
い
わ
ゆ
る
併
合
説
に
つ
き
、
城
下
・
前
掲
論
文
一
九
四
頁
以
下
参
照
。

(
1
7
)平
野
・
前
掲
論
文
四
0
五
頁
、
清
水
•
前
掲
論
文
二
五

0
頁
。

題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
五
三
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る
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
中
止
に
よ
り
未
遂
犯
の
主
観
的
条
件
た
る
犯
罪
的
意
思
が
遡
っ
て
廃
棄
さ
れ
る
と
考
え
た
ツ
ァ

ハ
リ
エ
の
廃
棄
説

(
A
n
n
u
l
a
 
ti onstheorie)
、
中
止
犯
の
場
合
全
体
と
し
て
み
れ
ば
犯
罪
を
既
遂
に
い
た
ら
せ
る
意
思
が
欠
け
て
い
る
と

す
る
ル
ー
デ
ン
の
無
効
説

(
N
ullitatstheorie)
、
中
止
犯
に
お
け
る
犯
罪
的
意
思
は
確
実
な
も
の
で
は
な
い
と
す
る
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
の

一
度
存
在
し
た
犯
罪
事
実
を
後
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

不
確
実
説

(Infirmitatstheorie)
、
中
止
犯
は
既
遂
に
い
た
る
可
能
性
が
な
か
っ
た
の
だ
と
考
え
る
ヘ
ル
ツ
ォ
ー
ク
の
推
定
説

(
l
)
 

．
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
は
、
犯
罪
的
意
思
を
犯
罪
の
本
質
と
す
る
点
は
と
も
か
く
と
し
て

(
P
r
a
s
u
m
t
1
0
n
s
t
h
e
o
n
e
 

(
2
)
 

こ
れ
は
い
か
に
し
て
も
認
め
が
た
く
、
現
在
で
は

そ
こ
で
、

そ
の
後
の
学
説
は
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
未
遂
行
為
は
確
か
に
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
、
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
・
消
滅
を
理
論
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

法
性
も
責
任
も
一
定
の
事
実
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
事
実
自
体
に
変
化
が
な
く
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
は
変
化
し
う
る
と
し
て
、

違
法
性
な
い
し
責
任
の
事
後
的
減
少
・
消
滅
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

的
変
化
と
い
う
考
え
方
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
可
罰
的
未
遂
』
の
評
価
の
対
象
と
な
る
の
は
、
『
実
行

の
着
手
』
か
ら
『
中
止
行
為
』
が
な
さ
れ
る
前
ま
で
の
段
階
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
『
可
罰
的
未
遂
』
と
し
て
の
違
法

性
・
有
責
性
の
評
価
は
確
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
は
事
後
の
中
止
行
為
に
よ
っ
て
も
不
変
な
の
で
は
な
い
か
」
と
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
責
任
の
評
価
に
お
い
て
は
内
心
の
変
化
の
過
程
も
判
断
の
対
象
に
な
る
の
で
、
責
任
評
価
は
流
動
的
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
違
法
評
価
は
事
後
的
に
変
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
違
法
も
―
つ
の

評
価
で
あ
り
、
評
価
は
評
価
の
対
象
の
変
化
に
よ
っ
て
も
変
動
し
う
る
と
し
て
も
、

支
持
す
る
者
は
い
な
い
。

もヽ
四
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

―
つ
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
固
定
的
な
も
の

こ
の
よ
う
な
違
法
性
な
い
し
責
任
の
事
後

い
わ
ゆ
る
「
古
い
法
律
説
」
は
、
前
に
存
在
し
た
犯
罪
事
実
が
後
で
取
り
消
さ
れ

そ
れ
は
違
法
性
も
責
任
も
具
備
す

そ
し
て
、
多
く
は
、
違

二
五
四
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

で
あ
り
、
変
化
し
た
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
は
さ
き
の
も
の
と
は
別
個
で
あ
っ
て
、

(
5
)
 

ぽ
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
未
遂
行
為
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
不
変
で
あ
る
か
ら
、

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
後
で
中
止
行
為
が
行
わ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

は
一
定
の
事
実
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
、

は
な
お
不
十
分
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
中
止
未
遂
は
、
障
害
未
遂
と
同
じ
く
未
遂
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

中
止
行
為
に
よ
っ
て
未
遂
と
な
っ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
止
未
遂
の
犯
罪
的
評
価
は
中
止
行
為
も
含
め
て
行
う
べ
き
も
の
と
い

つ
ま
り
、

そ
れ
は
「
未
遂
行
為
」
か
ら
「
中
止
行
為
」

と
「
中
止
行
為
」
の
両
者
を
同
時
に
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
は
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
を
完
全
に

独
立
し
た
別
個
の
行
為
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
両
者
を
統
合
的
に
評
価
す
る
必
要
が
で
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
の
統
一
的
観
察
は
、

う
こ
と
が
で
き
る
。

二
五
五

さ
き
の
事
実
に
対
す
る
違
法
評
価
に
影
響
を
お
よ

そ
れ
に
対
す
る
違
法
評
価
・
責
任
評
価
も
そ
の
時
点
で
確
定
し

そ
の
評
価
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
違
法
・
責
任

そ
の
事
後
的
な
減
少
・
消
滅
を
認
め
て
も
さ
し
つ
か
え
な
い
と
す
る
の

の
前
ま
で
の
事
実
に
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
未
遂
行
為
」

ド
イ
ツ
で
い
わ
ゆ
る
単
一
説
(
E
i
n
h
e
i
t
s
t
h
e
o
r
i
e
)

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
見
解
は
、
未
遂
の
可
罰
性
が
事
後
の
中
止
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
と
い
う
考
え
方
に
反
対
し
、
未
遂
行
為
と
中
止
行
為
を
全
体
的
に
観

察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
は
評
価
的
観
点
の
も
と
で
規
範
的
に
は
単
一
性
を
示
し
て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
後
の

態
度
が
以
前
の
態
度
を
相
殺
し
た
り
、
事
後
的
に
他
の
色
づ
け
を
す
る
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
以
前
の
態
度
は
否
定
的
性
格
を
持
っ
て

お
り
、
事
後
的
に
肯
定
的
な
も
の
が
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
的
態
度
に
つ
い
て
新
し
い
評
価
的
観
点
が
生
ず
る
。
二
つ
の
態
度

は
い
わ
ば
―
つ
の
結
果
の
否
定
面
と
肯
定
面
と
し
て
現
れ
、
そ
れ
が
全
体
的
評
価
に
よ
っ
て
、
当
罰
性
に
つ
い
て
異
な
る
結
論
に
導
く
」

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
止
行
為
は
未
遂
行
為
の
実
効
性
を
失
わ
せ
る
行
為
で
あ
り
、
両
者
は
内
容
的
に
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と

(10) 

を
考
え
る
な
ら
、
中
止
未
遂
の
違
法
性
及
び
責
任
の
評
価
は
、
両
者
を
総
合
的
に
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
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合
中
止
行
為
者
の
み
な
ら
ず
そ
の
共
犯
者
も
そ
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
、

っ
と
も
、
特
に
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
違
法
性
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
る
見
解
に
対
し
て
は
、
共
犯
従
属
性
説
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
場

そ
れ
は
妥
当
で
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ

~
ま
、
し
て

t

お
そ
ら
く
、
共
犯
者
の
責
任
は
正
犯
者
の
行
為
に
加
担
し
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
べ
き
で
、
中

止
行
為
を
行
わ
な
い
共
犯
者
の
違
法
性
な
い
し
責
任
に
は
何
の
影
響
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
中
止
行
為
者
も
「
犯
罪
ノ
実
行
二
著
手
シ
テ
之
ヲ
遂
ケ
サ
ル
者
」
で
あ
っ
て
、
本
来
の
未
遂
犯
と
し
て
刑
を
「
減
軽
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
」
る
（
刑
法
四
三
条
本
文
）
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
刑
法
上
は
、
さ
ら
に
中
止
未
遂
の
刑
は
「
減
軽
又
ハ
免
除
ス
」
（
同

条
但
書
）

と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
体
系
的
意
味
が
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
述
の
よ
う

に
、
中
止
行
為
に
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
・
消
滅
を
認
め
、
全
体
的
観
察
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
中
止
未
遂
は
未
遂
犯
で
あ
る
こ
と
に

変
わ
り
は
な
く
、
全
体
と
し
て
の
違
法
性
及
び
責
任
が
「
消
滅
」
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
し
て
の
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
を
認
め
う
る
に
と
ど
ま
り
、
犯
罪
そ
の
も
の
は
成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、

は
で
き
な
い
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
の
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
が
あ
っ
て
も
、

つ
ま
り
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
全
体

そ
れ
を
無
罪
と
す
る
こ
と

そ
れ
は
全
て
の
場
合
に
刑
を
必
ず
し
も
減
軽
•
免
除
す

べ
き
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
を
本
来
の
未
遂
と
同
じ
く
刑
の
任
意
的
減
軽
で
処
理
す
る
こ
と
は
あ
な
が
ち
不
可
能

遇
さ
れ
た
刑
は
、
立
法
者
の
決
定
と
い
う
ほ
か
な
く
、

で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
中
止
未
遂
に
お
け
る
刑
の
必
要
的
減
軽
•
免
除
は
、
全
体
と
し
て
の
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
に
よ
っ
て
完
全

に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
任
意
的
減
軽
で
は
な
く
必
要
的
減
免
と
す
る
、
障
害
未
遂
よ
り
も
優

そ
れ
は
政
策
的
判
断
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
結
局
、

中
止
未
遂
の
場
合
、
少
な
く
と
も
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
は
認
め
ら
れ
る
が
、
立
法
者
は
そ
れ
に
鑑
み
て
刑
の
減
軽
•
免
除
を
決
定
し

た
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
、
刑
事
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
一
身
的
な
刑
罰
の
減
軽
・
阻
却
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
刑
の
必
要
的
減
免
の
体
系
的
地
位
の
問
題

二
五
六

10--3•4-- 584 (香法'91)



優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

と
し
て
は
、

二
五
七

(
1
)
小
野
・
前
掲
書
二
七
七
頁
以
下
、
香
川
・
前
掲
書
四
一
頁
以
下
、
六
〇
貞
以
下
、
城
下
・
前
掲
論
文
一
八
一
頁
以
下
参
照
。

(
2
)
小
野
・
前
掲
書
二
七
八
頁
、
城
下
・
前
掲
論
文
一
八
二
頁
。

(
3
)
 
K
e
m
m
s
i
e
s
,
 D
i
e
 T
a
t
i
g
e
 R
e
u
e
 als S
c
h
u
l
d
a
u
f
h
e
b
u
n
g
s
g
r
u
n
d
,
 
Strafrechtliche A
b
h
a
n
d
l
u
n
g
e
n
,
 
H
e
f
t
 259, 
1929, 
S. 4
0
;
 

掲
論
文
四

0
五
頁
、
小
野
・
前
掲
書
二
七
八
頁
以
下
、
中
野
・
前
掲
書
―
二

0
頁
以
下
、
長
岡
・
前
掲
論
文
四
七
頁
。

(
4
)
城
下
・
前
掲
論
文
二
二
六
頁
。

(
5
)木
村
（
静
）
•
前
掲
論
文
二
五
頁
。
な
お
、
野
村
・
前
掲
書
四
四
一
頁
は
、
「
こ
の
こ
と
は
窃
盗
犯
人
が
財
物
を
窃
取
後
返
還
し
た
と
し
て
も
窃
盗
罪
の
違

法
性
が
減
少
し
な
い
こ
と
と
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

(
6
)川
端
博
•
前
掲
現
代
刑
法
論
争
I

二
九
七
頁
。
な
お
、
清
水
・
前
掲
論
文
二
三
六
頁
参
照
。

(
7
)
 
V
 gl. R
u
d
o
 
I
 

phi, 
a. 
a. 
0., 
S. 2
0
0
 ;
 Ro
x
i
n
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 2
7
3
 ;
 UI笞
n
h
e
i
m
e
r
,
a. a. 
0., 
S. 89f. 

(
8
)
 
L
a
n
g
-
H
i
n
r
i
c
h
s
e
n
,
 
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 z
u
m
 B
e
g
r
i
f
f
 d
e
r
 "
T
a
t
"
 i
m
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 ̀

 
Festschrift 
ftir 
K
a
r
l
 
E
n
g
i
s
c
h
 z
u
m
 70. G
e
b
u
r
t
s
t
a
g
,
 

1969, 
S. 372. 

(
9
)
川
端
・
前
掲
書
二
九
七
頁
。

(10)
野
村
・
前
掲
書
四
五
一
二
頁
は
、
実
行
行
為
者
に
犯
罪
中
止
義
務
及
び
結
果
防
止
義
務
を
考
え
、
そ
れ
ら
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
点
に
、
中
止
未
遂
と
障
害
未

遂
の
違
法
性
の
構
造
の
違
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
全
体
的
観
察
方
法
に
よ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
義
務
違
反
性
に
違
法
性
の
根
拠
を
認
め
な
く
て

も
、
違
法
性
の
減
少
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(11)
曽
根
・
前
掲
書
三

0
四
貞
、
香
川
達
夫
・
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
（
昭
和
五
五
年
）
二
七
三
頁
注

(
7
)
、
同
・
前
掲
法
的
性
格
七
四
頁
以
下
、
野
村
・
前
掲

書
四
四
二
頁
。
な
お
、
川
端
•
前
掲
書
二
九
七
頁
、
長
岡
・
前
掲
論
文
四
七
頁
参
照
。

(12)
ド
イ
ツ
で
も
我
が
国
で
も
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
違
法
性
な
い
し
責
任
の
減
少
・
消
滅
が
認
め
ら
れ
て
も
、
そ
の
不
可
罰
性
な
い
し
刑
の
減
免
は
、

的
刑
罰
阻
却
な
い
し
一
身
的
な
刑
の
減
免
と
解
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

一
身

平
野
•
前

(12) 

そ
れ
は
刑
事
政
策
的
考
慮
に
基
づ
く
一
身
的
な
刑
罰
減
軽
・
阻
却
事
由
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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‘、、

と
カ

ド
イ
ツ
で
は
中
止
未
遂
は
不
可
罰
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
、

い
わ
ゆ
る
加
重
的
未
遂

(qualifizierter
V
e
r
s
u
c
h
)

の
問
題
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

未
遂
の
中
に
既
遂
行
為
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
、
既
遂
犯
に
は
独
立
の
犯
罪
的
意
味
は
な
い
と
か
、
こ
の
場
合
に
は
既
遂
犯
の
故
意
が
な

い
と
か
の
理
由
で
、
既
遂
行
為
で
も
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
か
つ
て
は
有
力
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
の
ド

イ
ツ
の
学
説
・
判
例
は
、
既
遂
行
為
で
処
罰
さ
れ
る
と
解
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
、
未
遂
行
為
と
既
遂
行
為
が
法
条
競
合
と
な
る
場
合

で
あ
っ
て
も
、
観
念
的
競
合
と
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
妥
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
中
止
未
遂
規
定
が
、

「
未
遂
と
し
て
は
こ
れ
を
罰
し
な
い
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
既
遂
と
し
て
は
処
罰
で
き
る
と
の
解
釈
の
余
地
を
残
し
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、

さ
ら
に
、
行
為
者
は
、
既
遂
犯
に
加
え
て
重
い
犯
罪
（
中
止
し
た
犯
罪
）
を
意
図
し
た
が
故
に
、
不
可
罰
と
さ
れ
る
の
は
妥
当

で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
中
止
未
遂
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
既
遂
犯
は
可
罰
的
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
強
姦
の
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
性
的
強
要
（
§

1

7

8

S
t
G
B
)
で
処
罰
さ
れ
、
重
い
傷
害
又
は
堕

胎
の
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
傷
害
で
、
放
火
の
中
止
未
遂
は
器
物
損
壊
で
、
偽
証
の
中
止
未
遂
は
宣
誓
の
な
い
偽
り
の
証
言

(
§
1
5
3

S
t
G
B
)
で
、
恐
喝
又
は
強
盗
の
中
止
未
遂
は
強
要
で
、
強
盗
的
恐
喝
の
場
合
は
強
要
又
は
脅
迫
で
、
殺
人
の
中
止
未
遂
は
傷
害
で
、
そ
れ

ぞ
れ
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
な
お
、
そ
の
他
同
様
の
観
点
か
ら
、
侵
入
窃
盗
の
中
止
未
遂
に
お
い
て
は
住
居
侵
入
又
は
器
物
損
壊
で

処
罰
さ
れ
、
傷
害
又
は
殺
人
の
中
止
未
遂
は
着
衣
の
損
壊
で
処
罰
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

合
で
は
な
く
包
括
一
罪
と
考
え
る
べ
き
事
例
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
に
お
け
る
加
重
的
未
遂
の
処
理

こ
れ
ら
は
我
が
国
で
は
む
し
ろ
、
法
条
競

そ
れ
に
含
ま
れ
る
既
遂
犯
と
し
て
処
罰
で
き
る
か
と
い
う
こ

二
五
八
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

ょ、
,
1
 

遂
の
場
合
に
は
、

二
五
九

一
定
の
制
限
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
止
し
た
犯
罪
の
構
成
要
件
が
侵

こ
れ
は
、
前
者
が
軽
罪

(
V
e
r
g
e
h
e
n
)
で
後
者

こ
れ

も
っ
と
も
、
法
条
競
合
で
あ
っ
て
も
、
優
位
法
が
減
軽
犯
の
場
合
に
は
、

こ
の
場
合
に
も
処
罰
す
る
と
、
優
位
法
が
既
遂
と
な
れ
ば
減
軽
犯
と
し
て
優
遇
さ
れ
る
の
に
、
優
位
法
が
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
一

般
犯
と
し
て
優
遇
し
な
い
と
い
う
矛
盾
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
犯
罪
が
、
優
位
法
よ
り
も
重

い
か
軽
い
か
が
重
要
と
も
な
る
。
そ
こ
で
、
例
え
ば
、
嘱
託
殺
人
罪
(
§
2
1
6

S
t
G
B
)
の
中
止
未
遂
で
重
い
傷
害
的
結
果
（
失
明
、
不
随
）

が
発
生
し
た
と
き
も
、
重
い
傷
害
罪
(
§
2
2
4

S
t
G
B
)
で
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

が
重
罪

(
V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
)

a
 S
t
G
B
)
 

そ
れ
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
重
い
一
般
法
の
既
遂
で
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

で
処
罰
す
る
こ
と
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、

ま
た
、
中
止
未
遂
に
含
ま
れ
る
既
遂
が
危
険
犯
の
場
合
に
も
、

害
犯
で
あ
り
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
既
遂
が
同
一
法
益
の
具
体
的
危
険
を
含
ん
で
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
き
は
、
危
険
犯
た
る
既
遂
構
成
要
件

で
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
止
行
為
に
よ
っ
て
未
遂
に
存
在
す
る
危
険
に
対
す
る
刑
罰
が
排
除
さ

(10) 

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
危
険
の
特
別
構
成
要
件
に
つ
い
て
も
、
刑
罰
の
排
除
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

の
場
合
、
火
災
の
危
険
の
招
来
(
§
3
1
0

a
 S
t
G
B
)

に
よ
る
処
罰
は
排
除
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

て
、
放
火
の
中
止

(
§
3
1
0

S
t
G
B
)
 

こ
の
場
合
で
も
、
軽
い
傷
害
罪

(
§
2
2
3

S
t
G
B
)

や
危
険
な
傷
害
罪

(
§
2
2
3

い
ず
れ
も
嘱
託
殺
人
罪
と
同
じ
く
軽
罪
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

同
じ
く
、
謀
殺
の
中
止
未
遂
の
場
合
、
生
命
に
対
す
る
危
険
行
為
と
し
て
の
危
険
な
傷
害
罪
(
§
2
2
3

a
 S
t
G
B
)
に
よ
る
処
罰
は
排
除
さ

れ
る
が
、
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
単
純
傷
害
罪
(
§
2
2
3

S
t
G
B
)
に
よ
る
処
罰
が
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
行

為
者
の
行
為
が
同
時
に
抽
象
的
危
険
犯
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
場
合
は
、
そ
れ
に
よ
る
処
罰
が
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
、
抽
象
的
危
険

(14) 

犯
は
、
侵
害
犯
と
同
一
の
法
益
侵
害
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
殺
人
の

中
止
未
遂
の
場
合
に
は
、
無
権
限
の
武
器
携
帯
の
罪
に
よ
る
処
罰
は
可
能
と
な
る
。

一
定
の
留
保
が
付
け
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
減
軽
犯
の
中
止
未
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

の、

二
六

前
述
の
具
体
的
危
険
犯
の
場
合
と
同
様
の
考
慮
に
よ
る

的
と
な
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
。

(
3
)
 

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
ぱ
ら
、

中
止
未
遂
に
よ
っ
て
不
可
罰
と
な
る
侵
害
犯

そ
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な
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V
o
g
l
e
r
 ̀

 
L
K
.
,
 
S. 1
9
3
 ;
 Sc
h
o
n
k
e
-
S
c
h
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d
e
r
 (
E
s
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拙
稿
・
前
掲
論
文
九
二
頁
以
下
参
照
。

の
遂
行
又
は
重
罪
の
教
唆
に
つ
い
て
、
承
諾
の
意
思
表
示
を
し
、
他
人
の
申
し
出
を
受
諾
し
、
又
は
、
他
人
と
申
し
合
わ
せ
た
者
」
（
二
項
）

を
処
罰
す
る
。

そ
こ
で
、

但
し
、
こ
の
場
合
は
法
条
競
合
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
る
。
な
お
、

「
重
罪
の
遂
行
又
は
重
罪
の
教
唆
へ
他
人
を
決
意
さ
せ
よ
う
と
試
み
た
者
」

こ
れ
を
犯
し
た
者
が
実
際
に
重
罪
の
実
行
に
着
手
し
た
と
き
は
、

(
2
)
 

そ
れ
は
我
が
国
で
は
包
括
一
罪
と
考
え
る
べ
き
場
合
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
ら
は
、

次
に
、

重
罪
が
中
止
未
遂
と
な
る
場
合
、

改
め
て
三

0
条
に
よ
っ
て
可
罰

（
一
項
）
と
、

実
行
の
着
手
以
前
の
予
備
段
階
に
お
け
る
行
為
を
例
外
的
に
処
罰
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い

そ
の
重
罪
と
し
て
の
み
処
罰
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

こ
の
場
合
、

優
位
法
が
中
止
未
遂
で
あ
れ
ば
三

0
条
の
可
罰
性
は
生
じ
な
い
と

三
0
条
で
処
罰
さ
れ
る
行
為
は
、(

4
)
 

危
険
な
前
段
階
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、

こ
れ
は
、

ド
イ
ツ
刑
法
三

0
条
は
、

「
重
罪

10-3•4--- 589 (香法'91)



こ
こ
で
は
法
条
競
合
が
問
題
と
な
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
も
し
そ
の
よ
う
に
中
止
未
遂
に
よ
っ
て
三

0
条
で
も
処
罰
さ
れ
な
い
と
解
す
る

な
ら
、
単
な
る
予
備
行
為
以
上
の
こ
と
を
行
っ
た
者
の
方
が
優
遇
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
不
都
合
で
あ
る
と
い
う
反
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
同
一
犯
に
対
す
る
予
備
行
為
と
そ
の
発
展
段
階
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
限
り
、
三

0
条
に
は
侵
害

構
成
要
件
と
は
別
の
無
価
値
内
容
が
な
い
と
し
て
、
む
し
ろ
事
態
の
発
展
に
よ
っ
て
前
の
行
為
は
無
意
味
と
な
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

但
し
、
三

0
条
の
不
可
罰
性
は
、
同
一
犯
に
つ
い
て
の
予
備
行
為
と
発
展
段
階
に
限
ら
れ
る
の
で
、
未
遂
行
為
が
計
画
さ
れ
た
犯
罪
よ

り
軽
い
と
き
は
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
、
三

0
条
の
可
罰
性
が
生
じ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
実
行
行
為
が
計
画
さ
れ
た
も
の
に
達

し
な
い
と
き
は
一
般
に
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
予
備
行
為
は
軽
い
犯
罪
の
既
遂
又
は
未
遂
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
の
で
、

中
止
未
遂
の
場
合
に
も
、
重
い
犯
罪
の
予
備
の
責
任
は
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
独
立
予
備
罪
の
場
合
、
上
述
の
よ
う
な
後
の
侵
害
犯
へ
の
発
展
過
程
に
す
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
全
て
そ
う
で
あ
る
と
は
限

ら
な
い
。
も
し
、
予
備
行
為
が
後
の
犯
罪
の
発
展
過
程
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
行
為
者
が
実
行
行
為
を
行
っ
た
後
で
中
止
し
て
不
可
罰
と

な
れ
ば
予
備
行
為
も
不
可
罰
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
よ
る
可
罰
性
が
生
じ
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

と
し
て
の
一
四
九
条
（
但
し
、

や
有
価
証
券
偽
造
罪
(

§

1

4

8

S
t
G
B
)

が
中
止
未
遂
で
不
可
罰
と
な
る
場
合
、

そ
の
二
項
又
は
三
項
を
充
足
し
な
い
と
き
に
限
る
）

そ
の
予
備
罪

(JO) 

に
よ
っ
て
可
罰
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
侵
害
犯
と
そ
の
予
備
的
段
階
の
行
為
の
場
合
、
後
者
は
前
者
へ
の
単
な
る
発
展
過
程
に
過
ぎ
ず
特
別
な
無
価
値
内
容

を
持
っ
て
い
な
い
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
、
中
止
未
遂
に
お
い
て
も
、

る
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
し
、

例
え
ば
、
通
貨
偽
造
罪
(

§

1

4

6

S
t
G
B
)
 

そ
の
前
に
行
わ
れ
た
予
備
的
行
為
に
よ
る
可
罰
性
の
有
無
が
異
な

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
結
論
は
、
前
述
の
法
条
競
合
の
場
合
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
し

そ
も
そ
も
こ
の
場
合
は
、
未
遂
行
為
の
前
に
そ
れ
と
は
別
の
行
為
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、

の
で
は
な
く
、
我
が
国
で
は
む
し
ろ
包
括
一
罪
と
い
う
べ
き
場
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
前
の
行
為
が
後
の
行
為
へ
の
単
な

二
六
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

数
個
の
未
遂
行
為
が
連
続
犯
と
な
る
場
合
、

。

に
行
わ
れ
た
も
の
に
も
及
ぶ
と
い
わ
れ
て
い
る
全
て
の
未
遂
行
為
が
全
体
と
し
て
一

合
に
は
中
止
未
遂
の
効
果
が
他
の
未
遂
行
為
に
も
及
ぶ
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
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a. 
a. 
0., 
S. 2
0
9
 ;
 M

a
u
r
a
c
h
 1 
G
o
笏
elー

Zipf,
a. 
a. 
0., 

S. 8
9
.
 

但
し
、
反
対
•
S
c
h
o
n
k
e
-
S
c
h
r
o
d
e
r
 (
C
r
a
m
e
r
)
,
 
a. 
a. 
0
 ., 
S. 3
8
0
.
 

討
が
要
請
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

法
条
競
合
の
場
合
と
包
括
一
罪
の
場
合
は
、

二
六

そ
の
解
決
の
基
本
的
視
点
が
異
な
る
の
で
あ
り
、

最
初
の
未
遂
が
障
害
未
遂
で
、

罰
性
は
残
る
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
、

中
止
未
遂
と
な
る
行
為
と
は
別
の
未
遂
行
為
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、

ま
た
、

た
だ
、

行
為
者
が
さ
ら
に
未
遂
を
繰
り
返
し
、

最
後
に
中
止
未
遂
と
な
る
場
合
に
は
、

し
よ
、

こ
ォ
t

認
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、

最
後
の
未
遂
が
中
止
未
遂
で
あ
れ
ば
そ
の
効
果
は
そ
れ
ま
で

(12) 

つ
の
未
遂
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

な
お
、

ド
イ
ツ
で
は
、

我
が
国
の
よ
う
に
包
括
一
罪
と
い
う
概
念
は
な
い
が
、

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

る
発
展
過
程
を
示
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、

罪
数
形
態
別
の
検

中
止
行
為
の
効
果
が
そ
れ
と
は
別
の
前
の
行
為
に
及
ぶ
か
と
い
う
こ
と
も

最
初
の
未
遂
の
可

そ
の
よ
う
な
場

そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
連
続
犯
と
い
う
概
念
が
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為
二
依
リ
未
遂
犯
ヲ
シ
テ
中
止
犯
二
変
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

と
し
て
含
ま
れ
る
既
遂
犯
に
よ
る
処
罰
が
問
題
に
な
る
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
な
場
合
に
、

既
遂
犯
に
よ
る
処
罰
を
可
能
と
す
る
見
解
も

我
が
国
で
は
、

(
8
)
 

(
9
)
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 

か
つ
て
は
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
場
博
士
は
、

「
中
止
犯
ハ
犯
罪
力
未
遂
ノ
程
度
二
在
ル
場
合
二
限
リ
存
シ
得
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
シ
テ
中
止
行

故
二
未
了
未
遂
ノ
場
合
ナ
ル
ト
又
終
了
未
遂
ノ
場
合
ナ
ル
ト
ヲ
問
ハ
ス
之

ニ
対
シ
中
止
行
為
ア
リ
タ
ル
カ
為
メ
中
止
犯
卜
為
リ
タ
ル
場
合
二
於
テ
其
未
遂
犯
タ
ル
行
為
中
二
既
成
ノ
独
立
ノ
犯
罪
行
為
ヲ
包
含
ス
ル

ト
キ
ハ
其
行
為
ハ
未
遂
犯
ト
シ
テ
処
罰
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ニ
非
ス
シ
テ
独
立
セ
ル
犯
罪
ト
シ
テ
処
罰
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
と
さ
れ
た

中
止
未
遂
は
刑
の
必
要
的
な
減
軽
又
は
免
除
と
さ
れ
て
い
る
が
、

法

条

競

合

四
罪
数
形
態
別
の
検
討

特
に
、

刑
が
免
除
さ
れ
る
場
合
、

未
遂
に
法
条
競
合

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
9
3
.
 

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
9
4
.
 

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
9
4
 ;
 
ders., 
B
o
c
k
e
l
m
a
n
nー

Fest.,
a. 
a. 
0., 
S. 7
2
8
;
 
S
c
h
o
n
k
eー

S
c
h
r
o
d
e
r
(Stree), 
a. 
a. 
0., 
S. 5
7
2
;
 
J
e
s
c
h
e
c
k
,
 
a. 
a. 

0
:
 S. 4
9
5
 ;
 

D
r
e
h
e
r
 1
 

T
r
o
n
d
l
e
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 7
8
3
;
 
L
a
c
k
n
e
r
,
 
a. 
a. 
0., 
S. 6
8
4
 ;
 
vgl. R
G
.
 in JW• 

,
 19

2
4
,
 

S. 1
5
2
5
;
 
B
u
s
c
h
,
 
a. 
a. 
0., 

§
 

4
6
,
 

R
d
n
.
 4
2
.
 

但
し
、

G
e
e
r
d
s
,
Z
u
r
 L
e
h
r
e
 v
o
n
 d
e
r
 K
o
n
k
u
r
r
e
n
z
 i
m
 Strafrecht, 
1
9
6
1
,
 

S. 1
7
2
は
、
臨
〖
四
四
を
呈
す
る
。

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
9
4
.
 

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
5
1
.
 

V
o
g
l
e
r
,
 
L
K
.
,
 
S. 1
9
4
 ;
 

S
c
h
o
n
k
e
-
S
c
h
r
o
d
e
r
 (Eser), 
a. 
a. 
0., 
S. 3
1
8
 ;
 

R
G
.
 in 
J
W
.
,
 1
9
3
6
,
 

S. 3
2
4
f
・
 

二
六
四
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

二
六
五

い
ず
れ
に
し
て
も
犯
罪
成
立
要
件
は
充

一
方
、
違
法
性
に
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
人
を
殺
そ
う
と
し
て
一
刀
を
加
え
て
軽
傷
を
与
え
た
後
こ
れ
を
中
止
し
た
と
き
は
、
殺
人
罪
は
中
止
犯

と
な
っ
て
も
傷
害
を
加
え
た
行
為
は
傷
害
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
こ
の
よ

う
な
見
解
は
む
し
ろ
少
な
く
、
例
え
ば
小
野
博
士
に
よ
る
と
、
「
法
條
競
合
の
場
合
に
於
い
て
は
、
其
の
適
用
法
條
に
依
る
罪
の
中
止
犯
は

未
遂
犯
の
一
態
様
と
し
て
慮
罰
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
其
の
中
止
犯
を
論
ず
る
限
り
、
別
に
之
に
よ
っ
て
適
用
を
排
除
さ
れ
た

罪
の
成
立
を
認
む
べ
き
理
由
は
な
い
」
と
さ
れ
、
ま
た
、
香
川
教
授
も
、
ェ
中
止
未
遂
も
ま
た
、
未
遂
犯
と
し
て
の
成
立
を
前
提
と
す
る
わ

が
国
現
行
法
の
も
と
に
あ
っ
て
は
、
内
在
す
る
軽
い
既
遂
犯
が
独
自
の
犯
罪
的
意
味
を
も
っ
て
く
る
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
」
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
殺
人
の
中
止
未
遂
の
場
合
に
は
、
傷
害
と
し
て
も
処
罰
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

み
が
適
用
さ
れ
、
他
の
法
規
（
劣
位
法
）

り
を
認
め
、

っ
て
、
こ
の
場
合
、
他
の
構
成
要
件
を
充
足
し
て
お
れ
ば
、

一
罪
の
成
立
す
る
場
合
で
あ
り
、

さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
後
は
劣
位
法
に
つ
い
て
の
犯
罪
成
立
要
件
が
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
り
、

責
任
に
も
何
の
変
化
も
な
く
、
又
は
、
違
法
性
な
り
責
任
な
り
が
減
少
は
す
る
が
消
滅
は
せ
ず
、

一
個
の
法
規
（
優
位
法
）

の

と
こ
ろ
で
、
法
条
競
合
と
は
、
数
個
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
が
ら
、

の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
、
優
位
法
に
つ
い
て
の
犯
罪
成
立
要
件
が
充
足

そ
れ
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
仮

に
法
条
競
合
で
あ
っ
た
な
ら
ば
適
用
が
排
除
さ
れ
る
劣
位
の
犯
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
、
優
位
法
に
つ
い
て
の

犯
罪
成
立
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
と
劣
位
法
と
の
罪
数
関
係
も
生
じ
な
い
し
、
法
条
競
合
に
も
な
り
得
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
中
止
未
遂
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
違
法
性
の
消
滅
な
り
責
任
の
消
滅
な

そ
も
そ
も
未
遂
犯
に
つ
い
て
の
犯
罪
成
立
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
未
遂
犯
と
他
の
犯
罪
と
は
罪
数
関
係

そ
の
も
の
が
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
法
条
競
合
と
し
て
他
の
犯
罪
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
る
こ
と
と
な
る
。
従

そ
れ
に
よ
る
可
罰
性
が
独
自
に
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

足
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
未
遂
犯
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
犯
罪
と
の
罪
数
関
係
も
生
じ
、

そ
れ
ら
が
法
条
競
合
と
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こ
の
場
合
は
、
未
遂
犯
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
法
規
の
適
用
は
排
除
さ
れ
、

性
は
生
じ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
止
未
遂
の
場
合
、

か
と
い
う
問
題
は
、
中
止
未
遂
が
未
遂
犯
と
し
て
の
犯
罪
成
立
要
件
を
充
足
す
る
と
考
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
前
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
刑
の
必
要
的
減
免
に
つ
い
て
は
、

は
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
違
法
性
な
い
し
責
任
の
消
滅
は
認
め
ら
れ
ず
、
従
っ
て
、
犯
罪
成
立
要
件
を
充
足
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
未

遂
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
と
し
て
刑
が
減
軽
さ
れ
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
さ
ら
に

免
除
さ
れ
る
と
き
も
、
未
遂
犯
は
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
点
、

い
う
こ
と
は
、
実
行
行
為
が
他
の
犯
罪
構
成
要
件
を
も
満
た
し
て
お
り
、
そ
れ
が
未
遂
犯
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
と
き
に
は
、
中

止
未
遂
の
場
合
で
も
、
そ
の
犯
罪
の
成
立
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
の
法
規
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
結
局
、
中
止

未
遂
で
刑
が
免
除
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
他
の
既
遂
犯
で
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
と
な
る
。

ド
イ
ツ
で
は
、
中
止
未
遂
を
一
身
的
刑
罰
消
滅
事
由
と
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
合
そ
れ
に
含
ま

れ
る
他
の
既
遂
犯
で
処
罰
で
き
る
と
す
る
の
は
理
解
で
き
な
い
。
ド
イ
ツ
の
未
遂
犯
規
定
が

て
既
遂
犯
に
よ
る
処
罰
を
否
定
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、

と
い
っ
て
も
、
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
る
以
上
、

そ
れ
は
一
身
的
な
刑
罰
減
軽
・
阻
却
事
由
で
あ
る
と
い
う
結
論
を
得
た
。
こ
れ

さ
ら
に
、
重
い
犯
罪
を
意
図
し
た
が
ゆ
え
に
優
遇
さ
れ
る
の
は
不
都
合
で
あ
る

そ
れ
に
含
ま
れ
る
法
規
の
適
用
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ

ツ
の
こ
の
点
に
関
す
る
処
理
は
、
法
条
競
合
の
意
義
に
反
し
て
お
り
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

(
1
)
大
場
茂
馬
・
刑
法
総
論
下
巻
（
大
正
二
＼
七
年
）
八
三
一
頁
以
下
。

も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、

「
未
遂
と
し
て
は
こ
れ
を
罰
し
な
い
」
と
し

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
一
身
的
刑
罰
減
軽
・
阻
却
事
由
の
意
味
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
可
罰

そ
れ
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
他
の
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
る

二
六
六

と
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

じ
る
わ
け
で
あ
る
。

包

括

罪

二
六
七

(
2
)
小
野
・
前
掲
書
二
九
二
頁
。

(
3
)
香
川
・
前
掲
法
的
性
格
一
四

0
頁
。
同
旨
・
濱
邦
久
・
未
遂
〔
刑
事
法
重
点
講
座
〕
理
論
と
実
際
（
昭
和
五
七
年
）
二
八
四
頁
以
下
。

(
4
)
小
野
・
前
掲
書
二
九
二
頁
以
下
、
香
川
・
前
掲
法
的
性
格
一
三
九
頁
、
牧
野
英
一
・
重
訂
日
本
刑
法
上
巻
（
昭
和
―
二
年
）
三
一
四
頁
、
泉
二
新
熊
・
日

本
刑
法
論
上
巻
（
総
論
）
〔
四
一
版
〕
（
昭
和
四
年
）
五
三
二
頁
。

(
5
)
拙
稿
「
法
条
競
合
と
包
括
一
罪
（
一
）
」
香
川
法
学
一
一
巻
一
号
（
昭
和
五
七
年
）
一
〇
九
貞
参
照
。

(
6
)
小
野
・
前
掲
書
二
九
三
頁
が
、
責
任
解
除
の
場
合
に
は
他
の
罪
名
に
よ
る
可
罰
性
を
認
め
る
の
に
対
し
、
香
川
・
前
掲
法
的
性
格
二
四

1

貞
は
、
違
法
性

の
泊
滅
の
場
合
に
は
内
包
さ
れ
た
従
た
る
行
為
の
可
罰
性
を
是
認
し
つ
つ
、
責
任
消
滅
の
場
合
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る
が
、
疑
問

で
あ
る
。

包
括
一
罪
と
は
、
数
個
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
が
あ
る
が
、

そ
れ
ら
の
違
法
内
容
及
び
責
任
内
容
が
一
個
の
罰
条
の
予
定
す
る

違
法
内
容
及
び
責
任
内
容
の
範
囲
内
に
あ
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
全
て
の
事
実
を
一
回
的
に
評
価
し
う
る
が
故
に
一
罪
の
認
め
ら
れ
る

場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
か
ら
独
自
の
可
罰
性
を
持
っ
て
お
り
、
数
個
の
罰
条
に
よ

る
評
価
を
行
っ
て
も
、
必
ず
し
も
二
重
評
価
の
問
題
は
生
じ
な
い
点
で
法
条
競
合
と
区
別
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
例
え
ば
、
同
一
の
結
果
を

目
指
す
数
個
の
実
行
行
為
が
行
わ
れ
た
が
結
局
目
的
を
達
し
得
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
は
、
包
括
一
罪
と
し
て
未
遂
犯
の
一
罪
が
成
立
す

る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
例
え
ば
、
単
な
る
暴
行
・
脅
迫
を
行
っ
た
後
で
財
物
奪
取
の
意
思
が
生
じ
、
強
盗
の
実
行
行
為
を
行
っ
た
が
結

局
財
物
を
奪
取
し
得
な
か
っ
た
場
合
も
、
強
盗
未
遂
の
包
括
一
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
お
い
て
、
後
の
未
遂

が
中
止
未
遂
と
な
る
場
合
に
は
、
前
に
行
わ
れ
た
別
の
行
為
の
た
め
に
処
罰
さ
れ
る
か
と
い
う
、
法
条
競
合
の
場
合
と
同
様
の
問
題
が
生
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こ
の
問
題
の
解
決
に
当
た
っ
て
も
、

こ
れ
ら

つ
ま
り
、
包
括
一
罪
の
場
合
に
は
、
中
止
未
遂

お
そ
ら
く
、
中
止
未
遂
の
法
的
性
格
の
問
題
と
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
の

場
合
、
違
法
性
な
り
責
任
な
り
の
消
滅
を
認
め
、
そ
も
そ
も
そ
れ
は
犯
罪
成
立
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
考
え
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
中
止
未

遂
と
他
の
犯
罪
と
の
罪
数
関
係
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
犯
罪
の
成
立
要
件
を
満
た
す
限
り
、
そ
れ
で
処
罰
さ
れ
る
の
は
当
然

と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
中
止
未
遂
も
犯
罪
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
、

た
と
え
そ
の
た
め
に
刑
が
免
除
さ
れ

る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
罪
数
関
係
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
即
し
た
解
決
が
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
止
未
遂
の
場
合
、
違
法
性
及
び
責
任
の
減
少
が
認
め
ら
れ
て
も
、
犯
罪
成
立
要
件
が
満
た
さ
れ
な
く
な
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
犯
罪
の
成
立
を
認
め
つ
つ
、
単
に
刑
罰
を
一
身
的
に
減
軽
・
阻
却
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は
こ
れ
ま
で
に
論
じ
て
き

た
通
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
上
掲
の
よ
う
な
、
数
個
の
未
遂
行
為
の
後
で
の
中
止
未
遂
の
事
例
も
、
単
純
暴
行
・
脅
迫
の
後
で
の
強
盗
の

中
止
未
遂
の
事
例
も
、
い
ず
れ
も
未
遂
犯
（
中
止
未
遂
）
の
包
括
一
罪
が
成
立
す
る
場
合
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

間
題
は
、
中
止
未
遂
の
効
果
が
、
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
他
の
行
為
へ
も
及
ぶ
と
考
え
る
べ
き
か
ど
う
か
で
あ
る
。

部
と
し
て
中
止
未
遂
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

さ
て
、
上
述
の
よ
う
に
、
包
括
一
罪
の
場
合
は
、
数
個
の
構
成
要
件
該
当
行
為
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
可
罰
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
一

そ
れ
と
他
の
行
為
と
は
一
応
別
の
事
実
と
い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
と
な
る
の

は
そ
の
行
為
の
み
で
あ
っ
て
、
他
の
行
為
も
共
に
中
止
未
遂
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
中
止
未
遂
の
効
果
は
、

そ
れ
と
包
括
一

罪
を
構
成
す
る
他
の
犯
罪
に
は
及
ば
な
い
と
一
般
的
に
は
言
い
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

に
よ
っ
て
刑
が
た
と
え
免
除
さ
れ
て
も
、
他
の
行
為
に
よ
る
可
罰
性
に
は
影
響
が
な
い
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
、
数
個
の
未
遂

行
為
の
後
で
中
止
行
為
が
行
わ
れ
、
刑
の
免
除
が
な
さ
れ
る
場
合
と
か
、
単
純
暴
行
・
脅
迫
の
後
で
強
盗
の
中
止
未
遂
を
行
い
刑
が
免
除

さ
れ
る
場
合
で
も
、
前
に
行
わ
れ
た
未
遂
行
為
又
は
単
純
暴
行
・
脅
迫
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、

の
場
合
、
包
括
一
罪
の
一
部
の
み
が
不
可
罰
と
な
る
に
過
ぎ
ず
、
他
の
部
分
に
よ
っ
て
は
処
罰
可
能
と
考
え
れ
ば
足
り
る
。

た
だ
、
中
止

二
六
八
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

未
遂
と
し
て
刑
が
減
軽
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
と
き
は
、

軽
い
と
き
は
、
他
の
犯
罪
に
よ
る
処
罰
も
可
能
と
な
る
と
解
し
た
い
。
そ
し
て
、

は
同
じ
く
一
罪
で
あ
り
な
が
ら
、

と
こ
ろ
で
、

す
な
わ
ち
、

そ
れ
に
よ
る
処
罰
自
体
は
可
能
と
し
て
も
、
減
軽
さ
れ
た
刑
が
他
の
犯
罪
よ
り
も

こ
の
点
で
法
条
競
合
と
異
な
る
が
、
こ
れ
は
、
包
括
一
罪
と
法
条
競
合
と

そ
の
構
造
を
異
に
す
る
た
め
に
生
じ
る
相
違
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
で
も
議
論
の
あ
っ
た
よ
う
に
、
予
備
行
為
が
あ
っ
た
後
で
実
行
行
為
が
行
わ
れ
、

二
六
九

そ
れ
が
中
止
未
遂
で
刑
の
減
軽

又
は
免
除
が
な
さ
れ
る
場
合
、
予
備
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
我
が
国
で
も
問
題
と
な
る
。
も
っ
と
も
、

い
わ
ゆ
る
予
備
の
中
止
が
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
の
前
提
と
し
て
取
り
挙
げ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
も
そ
も
予
備
の
中
止
と
は
、
犯
罪
の
準
備
行
為
を
行
っ
た
後
で
自
ら
犯
罪
意
思
を
放
棄
し
た
場
合
を
言
い
、
こ
の
場
合
、

四
三
条
但
書
を
適
用
し
て
、
刑
の
減
軽
•
免
除
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
実
行
に
着
手

し
た
後
で
中
止
す
れ
ば
刑
の
必
要
的
減
免
を
受
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、
予
備
行
為
を
行
っ
た
後
で
実
行
行
為
を
行
う
こ
と
を
自
ら
止
め
た

場
合
に
は
、
刑
の
減
免
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う
不
均
衡
が
生
じ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

予
備
の
中
止
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
、
「
予
備
罪
に
は
中
止
末
遂
の
観
念
を
容
れ
る
余
地
の
な
い
も
の
」
と
し
、
学
説
の
中
に
も
、

「
予
備
の
中
止
は
、
結
局
、
予
備
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
「
予
備
の
中
止
と
い
う
観
念
は
成
り
立
た
な
い
」
と
い
う

見
解
も
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
、
通
説
は
、
主
と
し
て
、
実
行
に
着
手
し
た
後
で
中
止
し
た
場
合
に
は
刑
の
免
除
も
受
け
ら
れ
る
の
に
、

着
手
前
に
実
行
を
思
い
と
ど
ま
っ
た
と
き
は
予
備
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
は
均
衡
を
失
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
予
備
に
も
四
三
条
但
書

の
準
用
な
い
し
類
推
適
用
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
、
独
立
罪
と
し
て
の
予
備
罪
の
場
合
に
は
、
四
三
条
但
書
の
類
推
適
用

は
な
い
が
、
修
正
形
式
と
し
て
の
予
備
罪
に
対
し
て
は
類
推
適
用
は
不
可
能
で
は
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
少
な
く
と
も

通
説
は
、
予
備
行
為
の
後
で
中
止
未
遂
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
予
備
罪
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
と
い
っ
て

我
が
国
で
は
、

こ
れ
は
、

場
合
で
も
他
の
犯
罪
に
よ
る
処
罰
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
に
、
包
括
一
罪
に
お
い
て
は
、
中
止
未
遂
の
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こ
の
よ
う
な
通
説
の
前
提
は
、
予
備
行
為
の
後
で
実
行
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
予
備
罪
は
未
遂
罪
に
法
条
競
合
と
し
て
「
吸
収
」

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
予
備
行
為
の
後
で
中
止
未
遂
が
行
わ
れ
、
刑
が
免
除
さ
れ
る
と
き
で

も
、
中
止
犯
は
犯
罪
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
予
備
行
為
は
未
遂
行
為
に
「
吸
収
」
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
「
予
備
と
未
遂
に

法
条
競
合
の
関
係
を
認
め
る
な
ら
、
中
止
未
遂
の
効
果
は
予
備
に
も
お
よ
ぶ
」
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
し
、
予
備
罪
と
未

遂
罪
の
関
係
を
法
条
競
合
（
吸
収
関
係
）

こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

と
と
ら
え
る
な
ら
、
未
遂
犯
が
成
立
す
る
以
上
そ
れ
に
含
ま
れ
る
予
備
罪
の
可
罰
性
が
生
じ
る

す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
条
競
合
と
は
、
数
個
の
構
成
要
件
を
充
足
し
て
い
る
が
、
数

個
の
罰
条
に
よ
る
評
価
を
行
う
と
二
重
評
価
と
な
っ
て
し
ま
う
場
合
を
言
う
べ
き
で
あ
る
の
に
対
し
、
予
備
行
為
と
未
遂
行
為
は
一
応
別

の
事
実
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
罰
条
に
よ
る
評
価
を
行
っ
て
も
、
二
重
評
価
の
問
題
は
生
じ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
が
一
罪
と
な
る
の

は
、
法
条
競
合
で
は
な
く
包
括
一
罪
の
観
点
に
よ
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
予
備
行
為
の
後
で
中
止
未
遂
が
行
わ
れ
た
場
合
に
つ
い
て

は
、
前
述
の
包
括
一
罪
の
事
例
と
同
じ
く
考
え
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
り
、
基
本
的
に
は
、
中
止
未
遂
の
効
果
は
予
備
罪
に
は
及
ば
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
中
止
未
遂
の
刑
が
免
除
さ
れ
る
と
き
は
も
ち
ろ
ん
、
減
軽
さ
れ
た
結
果
予
備
罪
の
刑
よ
り
軽
く
な
っ
た
場
合

に
は
、
予
備
罪
も
可
罰
的
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、
包
括
一
罪
を
構
成
す
る
行
為
の
一
部
の
み
が
処
罰
さ
れ

な
い
も
の
で
あ
っ
た
り
、
刑
を
減
軽
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
予
備
の
中
止
の
問
題
に
お
い
て
、
通
説
の
前
提
す
る
と
こ
ろ
の
、
予
備
行
為
の
後
で
中
止
未
遂
を
行
う
と

予
備
罪
と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
考
え
方
は
、
妥
当
で
な
い
こ
と
と
な
る
。
従
っ
て
、
予
備
の
中
止
の
問
題
に
つ
き
、

(12) 

四
三
条
但
書
の
適
用
を
認
め
な
く
て
も
、
何
等
刑
の
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
予
備
行
為
の
後
で
中
止

未
遂
が
行
わ
れ
、
刑
の
免
除
が
適
当
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
予
備
と
し
て
も
処
罰
に
値
し
な
い
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想

、入

0

ょし

二
七

0
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

二
七

こ
れ
は
、
予
備
罪
と
し
て
の
処
罰
の
問
題
で
あ
り
、
現
に
、
刑
の
免
除
の
認
め
ら
れ
る
予
備
罪
（
例
え
ば
、

殺
人
予
備
罪
）
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
刑
の
免
除
の
認
め
ら
れ
て
い
な
い
予
備
罪
（
例
え
ば
、
強
盗
予
備
罪
）

の
重
大
性
等
を
考
慮
し
た
立
法
の
趣
旨
に
よ
る
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

は
、
犯
罪

つ
ま
り
、
刑
の
免
除
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
予
備
罪
は
、

た
と
え
実
行
に
至
る
こ
と
を
自
ら
止
め
た
と
し
て
も
処
罰
す
る
と
い
う
の
が
立
法
の
趣
旨
で
あ
り
、

(
1
)
拙
稿
「
法
条
競
合
と
包
括
一
罪
（
四
・
完
）
」
香
川
法
学
五
巻
二
号
（
昭
和
六

0
年
）
二
七
九
頁
以
下
。

(
2
)
拙
稿
・
前
掲
「
法
条
競
合
と
包
括
一
罪
（
四
・
完
）
」
一
三
八
頁
。

(
3
)
ド
イ
ツ
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
数
個
の
未
遂
行
為
が
連
続
犯
と
な
る
場
合
、
最
後
の
未
遂
が
中
止
未
遂
で
あ
れ
ば
そ
の
効
果
は
前
の
行
為
に
も
及
ぶ
と

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
全
体
と
し
て
一
個
の
中
止
未
遂
が
あ
る
場
合
に
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
中
止
未
遂
と
は
別
に
未
遂
行
為
が
あ
る
場
合
に
は
妥

当
と
は
言
え
な
い
。

(
4
)
最
判
（
大
）
昭
和
二
九
年
一
月
二

0
日
刑
集
八
巻
一
号
四
一
頁
。
な
お
、
大
判
大
正
五
年
五
月
四
日
刑
録
二
二
巻
六
八
五
頁
。

(
5
)
植
松
・
前
掲
書
三
三
四
頁
以
下
、
青
柳
文
雄
・
刑
法
通
論
I
総
論
（
昭
和
四

0
年
）
三
四
六
頁
、
藤
木
英
雄
・
注
釈
刑
法
⑥
（
昭
和
四
一
年
）
一
〇
九
頁
。

(
6
)小
野
・
前
掲
書
二
九
七
頁
、
大
塚
仁
・
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
改
訂
版
〕
（
昭
和
六
一
年
）
ニ
ニ
八
頁
、
団
藤
・
前
掲
書
三
四
一
頁
注
（
三
）
、
佐
伯
•
前

掲
書
一
ニ
ニ
七
頁
、
平
野
・
前
掲
書
三
三
八
頁
、
福
田
・
前
掲
書
ニ
ニ
0
頁
、
柏
木
千
秋
・
刑
法
総
論
（
昭
和
五
七
年
）
二
六
四
頁
、
木
村
（
静
）
•
前
掲

論
文
三
四
頁
、
前
野
育
三
「
予
備
罪
の
諸
問
題
L

現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
（
昭
和
五
四
年
）
一
五
七
頁
、
堀
内
捷
三
「
予
備
の
中
止
」
刑
法
判
例
百
選
ー

総
論
（
第
二
版
）
（
昭
和
五
九
年
）
一
五
七
頁
、
野
村
稔
・
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
二
巻
（
平
成
元
年
）
九
七
一
頁
、
下
村
康
正
「
予
備
行
為
の
中

止
」
法
学
新
報
六
六
巻
五
号
（
昭
和
三
四
年
）
三
五
七
頁
。

(
7
)
香
川
達
夫
「
予
備
の
中
止
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
九
号
（
昭
和
三
四
年
）
三
三
頁
、
同
・
前
掲
総
論
二
八
一
頁
、
西
原
・
前
掲
書
二
七
二
頁
、
斉
藤
誠
ニ
・

予
備
罪
の
研
究
（
昭
和
四
六
年
）
三
九
三
頁
。

(
8
)
小
野
・
前
掲
書
二
九
五
頁
、
平
野
・
前
掲
論
文
四
一
九
頁
、
野
村
・
前
掲
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
九
七
一
頁
。

と
す
る
な
ら
、
法
の
改
正
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。

像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
に
刑
の
免
除
を
認
め
よ
う
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(
9
)
香
川
・
前
掲
法
的
性
格
一
七
五
頁
、
同
・
前
掲
「
予
備
の
中
止
」
三
三
頁
。
な
お
、

(10)
拙
稿
・
前
掲
「
法
条
競
合
と
包
括
一
罪
（
三
）
」
九
一
頁
。

(11)
植
松
・
前
掲
書
三
三
五
頁
。

(12)
植
松
・
前
掲
書
一
―
―
―
―
一
六
頁
。

科
刑
上
一
罪
（
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
）

科
刑
上
一
罪
と
は
、
数
個
の
犯
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
が
、

手
段
、
原
因
・
結
果
の
関
係
（
牽
連
犯
）

（
観
念
的
競
合
）

か
又
は
数
偲
の
行
為
が
目
的
・

小
野
・
前
掲
書
―
―
九
五
頁
参
照
。

(
l
)
小
野
・
前
掲
書
二
九
二
頁
、
香
川
・
前
掲
法
的
性
格
一
三
二
頁
、
濱
・
前
掲
書
二
八
五
頁
。

二
七
二

一
個
の
行
為
に
よ
る

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
別
に
一
罪
的
処
分
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
立
す
る
数
個
の
犯
罪
は
、
相
互
に
独
立
し
た
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
。
従
っ
て
、
中
止
未
遂
と

観
念
的
競
合
な
い
し
牽
連
犯
を
構
成
す
る
犯
罪
は
、
全
く
別
の
犯
罪
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
中
止
未

遂
の
刑
が
減
軽
•
免
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
当
該
未
遂
犯
に
つ
い
て
の
み
い
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
の
犯
罪
に
関
す
る
こ
と
で

は
な
い
。
こ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
と
い
っ
た
科
刑
上
一
罪
の
場
合
に
は
、
中
止
未
遂
の
効
果
は
他
に
及
ば
な
い

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
他
の
犯
罪
は
独
自
に
可
罰
的
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

一
罪
と
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優位法の中止未遂と劣位法による処罰（虫明）

あ
る
犯
罪
が
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
不
可
罰
と
な
る
場
合
、

そ
の
犯
罪
に
含
ま
れ
る
他
の
犯
罪
で
処
罰
で
き
る
か
と
い
う
問
題
は
、

不
可
罰
の
理
由
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
出
現
す
る
。
本
稿
は
、
中
止
未
遂
に
よ
る
刑
の
減
軽
•
免
除
が
な
さ
れ
る
場
合
に
つ
き
、
そ

れ
に
含
ま
れ
る
他
の
犯
罪
で
の
処
罰
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
中
止
未
遂
の
場
合
の
刑
の
減
免
の
意
義
が
問
題

と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
成
立
要
件
自
体
が
欠
如
す
る
の
で
は
な
く
、
一
身
的
に
刑
罰
を
減
軽
・
阻
却
す
る
に
過
ぎ

な
い
も
の
で
あ
る
と
の
結
論
を
得
た
。
こ
れ
を
前
提
と
し
て
考
え
る
と
き
、
中
止
未
遂
は
犯
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
こ
と

に
な
る
の
で
、

た
と
え
刑
が
免
除
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

こ
と
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
概
念
的
に
含
ま
れ
る
も
の
で
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
可
罰
性
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
罪
数
の
各
形
態
の
意
義
を
考
慮
す
る
と
き
、
法
条
競
合
は
、
あ
る
犯
罪
の
中
に
他
の
犯
罪
が
概
念
的
に
含
ま
れ
て
い
る
が
故
に

一
罪
の
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
包
括
一
罪
は
、

そ
れ
に
概
念
的
に
含
ま
れ
る
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
可
罰
的
と
な
る

そ
の
よ
う
に
概
念
的
に
含
ま
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
一
罪
の
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
中
止
未
遂
に
法
条
競
合
と
し
て
含
ま
れ
る
犯
罪
は
、
刑
の
減
免
が
あ
っ
て
も
不
可
罰
で
あ
る
の
に

対
し
、
包
括
一
罪
の
場
合
に
は
可
罰
的
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
法
条
競
合
も
包
括
一
罪
も
同
じ

く
一
罪
で
あ
る
が
、

そ
の
取
り
扱
い
に
大
き
な
違
い
が
生
ず
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

五

お

わ

り

に

二
七
三
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