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遂
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お
わ
り
に

は
じ
め
に

中
止
未
遂
に
よ
り
刑
の
減
免
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
「自
己
の
意
思
に
よ
り
」
「
犯
罪
を
中
止
し
た
」
こ
と
が
必
要
で
あ
る

(刑
法

四
三
条
但
書
)
(
1
)
。
前
者
が
任
意
性
の
要
件
、

後
者
が
中
止
行
為
の
要
件

で
あ
る
。
後
者
の
中
止
行
為

の
要
件
に
関
し

て
、
古
く
か
ら
、
着

1
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手
未

遂
の
場
合
と
実
行
未
遂
の
場
合
と
で
分
け
て
、
(作
為
犯
に
つ
い
て
)
着
手
未
遂

の
場
合
に
は
行
為
者
が
そ
れ
以
上

の
実
行
行
為
を

や
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
不
作
為
で
足
り
る
の
に
対
し
て
、
実
行
未
遂
の
場
合
に
は
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
の
積
極

的
な
阻
止
行
為
、

つ

ま
り
、
作
為
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
が

一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
(
2
)

。
判
例
(
3
)

も
、
た
と
え
ば
、
「中
止
犯
ノ
成
立
ス
ル
ニ
ハ
、
實
行
ノ
著

手

ア
ル
モ
未
ダ
行
爲
完
了
前

ニ
在
リ
テ
ハ
、
行
爲
者
ガ
單

ニ
行
爲
ヲ
止
ム
ル
ノ
不
作
爲
ニ

出
デ
タ
ル
コ
ト
ヲ
以

テ
足

ル
モ
、
既

ニ
行
爲
完

了
後

ニ
在
リ
テ
ハ
、
行
爲
者
ガ
進
ン
デ
結
果
ノ
發
生

ヲ
防
止
ス
ル
ノ
作
爲

ニ
出
デ
、
而
カ
モ
現
實
ニ

結
果
ノ
發
生

ヲ
防
止
シ
得
タ
ル
コ
ト

ヲ
要

ス
」
(
4
)

と
判
示
し
、
こ
の
よ
う
な
区
別
を
前
提
と
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
区
別
を
す
る
場
合
、
着
手
未
遂

の
場
合
に
は
中
止
行

為
が
不
作
為

で
足
り
る
こ
と
か
ら
、
も

っ
ぱ
ら
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
の
検
討

に
重
点
が
置
か
れ
る
の
に
対

し
て
、
実
行
未
遂
の

段
階

に
い
た

っ
た
場
合
に
は
、
た
と
え
ば
、
殺
傷
事
件

で
は
被
害
者

の
傷
を
治
療
す
る
た
め
に
素
人
で
あ
る
行
為
者
に
は
手
に
負
え
ず
、

専
門
家
で
あ

る
医
師

の
助
力
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
放
火
事
件
で
も
独
力
の
消
火
活
動
だ
け
よ
り
も

、
近
隣
の
人
々
や
消

防
士

の
助
力
を
得
て
消
火
す
る
方
が
よ
り
確
実
か

つ
迅
速
に
消
火
で
き
る
の
が

一
般
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
に
他

人
の
助
力
を
得
て
既

遂
を
阻
止
し
た
場
合
に
も

「
犯
罪
を
中
止
し
た
」
と

い
え
る
の
か
ど
う
か
、
さ
ら
に
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合

に
、
翻
意
し
た
行
為
者

自
身
が
ど
の
程
度

の
阻
止
行
為
な
い
し
は
阻
止

へ
の
寄
与
を
す
れ
ば

「犯
罪
を
中
止
し
た
」
と
い
え
る
の
か
と

い
う

中
止
行
為

の
問
題
が

重
要

に
な

っ
て
く
る
(
5
)

。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
実
行
未
遂

の
中
止
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

第

一
節

実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
関
す
る
判
例
の
立
場

一
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
ま
で
の
大
審
院
判
例

2
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実

行
未
遂
の
中
止
行
為

の
要
件
、
と
く
に
他
人
の
助
力
を
得
て
既
遂
を
阻
止
し
た
場
合

の
取
扱

い
に

つ
い
て
、
大
審
院
時
代
の
当
初
の

判
例

は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
か

っ
た
。
病
気

の
妻
の
療
養
費
を
調
達
す
る
た
め
、
火
災
に
よ
る
混
乱
に
乗
じ
財
物
を
窃
取
す
る
目
的
で
、

雇
用

さ
れ
て
い
た
診
療
所
に
放
火
し
た
が
、
火
勢
が
激
し
い
の
を
見

て
恐
怖
の
念
を
生
じ
、
他
の
雇
人
等
と
共
に
消
火
に
努
め
て
鎮
火
し

た
事
案
(
6
)

、

夫
死
亡
後
病
気
の
子
供
を
抱
え
な
が
ら
小
売
業
を
営
む
中
で
そ
の
医
療
費
等
に
苦
慮
し
保
険
金
詐
取
の
目
的
で
放
火
し
た
が
、

火
勢

に
驚
き
大
声
で
隣
人
を
呼
び
そ
の
助
力
を
得

て
消
火
し
た
事
案
(
7
)

で
、
い
ず
れ
も
そ
の
理
由
を
明
確
に
せ
ず
に
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た

も

の
が
あ
る
(
8
)

一
方
で
、
放
火
し
た
後
近
隣

の
住
人
が
そ
の
場
に
駆
け

つ
け
消
火
し
た
事
案
で
、
「縦
令
所
論
ノ
如
ク
被
告
人
カ
近
隣
ノ
人

々

ノ
消
防

ニ
助
力
シ
タ
ル
事
實
ア
リ
ト
ス
ル
モ
右

ハ
被
告
人
自
發

ノ
意
思

ニ
因
リ
テ
放
火
行
爲
ニ

着
手
後
其
ノ
結
果
ノ
發
生
ヲ
獨
力
防
止
シ

タ
ル

モ
ノ
ニ
非
サ
レ
ハ
刑
法
第
四
十
三
條
但
書
ノ
場
合

ニ
該
當
セ
ス
」
と
判
示
し
、
独
力
の
既
遂
阻
止
を
要
求
し
中
止
未
遂
を
否
定
し
た

も
の
(
9
)

、
保
険
金
を
詐
取
す
る
目
的
で
賃
借
す
る
家
屋
に
放
火
し
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
同
居
人
が
火
災
を
発
見
し
消
火
に
着
手
し
た
た
め
、

被
告

人
も
こ
れ
に
協
力
せ
ざ

る
を
え
な
く
な
り
、
そ
の
結
果
消
火
す
る
に
い
た

っ
た
事
案
で
、
「本
件
ノ
放
火
カ
未

遂

ニ
終

リ
タ
ル

ハ
判

示
ノ
障
碍

ニ
基
因
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
コ
ト
明
白
ナ
ル
カ
故

ニ
」
中
止
未
遂
の
主
張
は
認
め
ら
れ
な

い
と
し
た
も

の
(
1
0
)

、
不
本
意
な
扱

い
に
対
す

る
鬱
憤

を
晴
ら
す
た
め
雇

い
主
の
店
舗
に
放
火
し
た
が
、
居
合
わ
せ
た
店
員
等
が
火
災
を
発
見
し
、
被
告
人
も
消
火
行
為
に
協
力
し
て
消

火
し
た
事
案
で
、
「他
人

ニ
於
テ
犯
罪
ノ
完
成

ニ
要
ス
ル
結
果
ノ
發
生
防
止

ニ
著
手
シ
タ
ル
上
犯
人

ニ
於

テ
之

ニ
協
力

シ
因

テ
右
結
果
ノ

發
生

ヲ
防
止
シ
得
タ
ル
場
合

ニ
於
テ
ハ
右
結
果
ノ
發
生
防
止

ハ
犯
人
ノ
自
發

ニ
出
タ
ル
モ
ノ

ニ
非
ス
シ
テ
他
人
ノ
發

意

ニ
基
ク
モ
ノ
ニ
外

ナ
ラ
サ
ル
ニ
依
リ
犯
人
ノ
協
力

ハ
最
早
障
礙
未
遂

犯
ノ
成
立

ヲ
阻
却

ス
ル
ノ
効
力

ナ
ク
中
止
犯
ヲ
以

テ
論
ス
ル
コ
ト

ヲ
得
ス
」
と
判
示
し

て
、
自
発
の
既
遂
阻
止
で
な

い
こ
と
を
理
由
に
中
止
未
遂
を
否
定
し
た
も
の
が
あ
り
、
他
人
の
助
力
を
得
て
既
遂
を
阻
止
し
た
場
合

の
取

扱

い
に

つ
い
て
、
概
ね
自
発
性

の
有
無
に
着
目
し
て
区
別
し
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
明
ら
か

で
は
な
か

っ
た
。

3
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二

宜
し
く
頼
む
事
例
判
決

こ
の
よ
う
な
状
況
の
下
、
大
審
院
昭
和

一
二
年
六
月
二
五
日
判
決

(刑
集

一
六
巻
九
九
八
頁
。
「宜
し
く
頼
む
事
例

(判
決
)
」
と
表
記
)

が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
、
自
ら
の
身
勝
手
な
振
る
舞

い
に
対
す
る
同
居
の
父
等

の
対
応

に
対
し

(こ
れ
ま
た

身
勝
手

に
)
憤
慨
し
、
そ
の
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
、
某
日
午
後

一
〇
時
三
〇
分
頃
、
父
等

の
不
在
に
乗
じ
、
台
所

の
土
間
の
竈
と
東
側
出

入
口
板
戸
と
の
間
に
長
さ
約
四
、
五
尺
、
周
囲

一
抱
え

の
枯
松
枝
三
束
、
藺
草

一
束
を
積
み
重
ね
、
竈

の
上
に
あ

っ
た

マ
ッ
チ
で

一
番
下

の
松
枝
束
に
点
火
し
放
火
し
、
即
時
そ
の
場
を
立
ち
去

っ
た
。
し
か
し
、
裏
手

の
叔
父
A
方
門
前
に
差
し
か
か

っ
た
際
に
、
屋
内
よ
り
炎

上
す

る
火
勢
を
認
め
恐
怖
心
を
生
じ
た
た
め
、
A
に
対
し

「放
火
し
た
る
に
依
り
宜
敷
頼
む
」
と
叫
び
な
が
ら
走
り
去

っ
て
し
ま

っ
た
。

そ
の
後
、
A
等
に
お
い
て
直
ち
に
現
場
に
駆
け

つ
け
消
火
し
た
結
果
、
松
枝
藺
草

の
各

一
部
を
燃
焼
す
る
に
と
ど
ま

っ
た
と

い
う
事
案
に

関
し
て
、
他
人
の
助
力
を
得
て
既
遂
を
阻
止
し
た
場
合
の

一
般
的
基
準
に
つ
い
て
、
「結
果
發
生

ニ
付
テ
ノ
防
止

ハ
必
ス
シ
モ
犯
人
單
獨

ニ
テ
之

ニ
當
ル
ノ
要
ナ
キ
コ
ト
勿
論
ナ
リ
ト
雖
其
ノ
自
ラ
之

ニ
當
ラ
サ
ル
場
合

ハ
少
ク
ト
モ
犯
人
自
身
之
カ
防
止

ニ
當
リ
タ
ル
ト
同
視

ス

ル
ニ
足
ル
ヘ
キ
程
度
ノ
努
力

ヲ
拂

フ
ノ
要
ア
ル
モ
ノ
ト
ス
」

(以
下
、
こ
の
考
え
方
を

「
同
視
基
準
」
と
略
記
)
と
し
た
上
で
、
た
だ

「宜

敷
頼
む
」
と
依
頼
し
た
だ
け
で
叫
び
な
が
ら
走
り
去

っ
て
し
ま

っ
た
本
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
同
視
基
準
を
充
た
し

て
い
な
い
と
し
て
中

止
未
遂
を
否
定
し
た
。
こ
の
判
例
は
、
第

一
に
、
既
遂
を
阻
止
す

る
た
め
に
他
人
の
助
力
を
得
て
も
よ
い
こ
と
を
明
確
に
し
、
第
二
に
、

そ
の
場
合

の
基
準
と
し
て
同
視
基
準
を
示
し
た
点
で
重
要
な
意
味
を
も
ち
、
そ
の
後

の
判
例
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
こ
と
に
な

っ
た
。

三

宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
以
降
の
判
決

4
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こ

の
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決

の
後
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
関
す
る
最
高
裁
判
例
は
な

い
が
、
下
級
審
判
例

に
お
い
て
、
同
視
基
準

を
示

し
た
上
で
、
そ
れ
に
具
体
的
事
例
を
当

て
は
め
よ
う
と
す
る
の
が
主
流

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
青
酸
カ
リ
を
与
え

て
被
害
者
の
自
殺

を
幇
助

し
、
そ
の
後
被
害
者
が
苦
悶
し
は
じ
め
た
の
で
旅
館
の
人
に
知
ら
せ
て
医
師
を
呼
び
迎
え
る
よ
う
に
依
頼

し
未
遂
に
と
ど
ま

っ
た

事
案

で
、
実
行
未
遂
の
場
合

に
、
「被
告
人
の
み
が
そ
の
後
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
か
又
は
自
ら
防
止
し
た
と
同
視
す
る
に
足
る
行
為

を
し
て
、
そ
の
結
果
未
遂
と
な

つ
た
場
合
に
限
り
中
止
未
遂
を
以
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
べ
き
で
あ

る
」
と
す
る
も
の
(
1
2
)

、
放
火

後
そ

の
家
の
娘
に
火
事
だ
と
知
ら
せ
、
そ
の
娘
と
二
人
で
火
事
だ
火
事
だ
と
大
声

で
叫
ん
だ
の
で
付
近
の
者
が
駆
け

つ
け
て
消
火
し
未
遂

に
と

ど
ま

っ
た
事
案

で
、
「中
止
未
遂
で
あ
る
が
た
め
に
は
、
犯
人
自
ら
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
か
又
は
自
ら
防

止
し
た
と
同

一
視
す

る
に
足
る
べ
き
程
度
の
努
力
を
払
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
を
相
当
と
す
る
」
と
判
示
す
る
も

の
で
あ
る
(
1
3
)

。

第

二
に
、
同
視
基
準
に

「
真
摯
な
努
力
」
を
付
け
加
え
る
も
の
が
あ
る
。
住
込
み
で
の
家
事
手
伝

い
先
の
小
児

に
睡
眠
薬
を
飲
ま
せ
て

殺
害

し
よ
う
と
し
た
が
、
小
児
が
口
か
ら
泡
を
吹
き
始
め
る
等

の
様
子
に
驚
き
、
大
変
な
こ
と
を
し
た
と
思

い
、
警
察
に
電
話
し
た
結
果

未
遂

に
と
ど
ま

っ
た
事
案
で
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
を
引
用
し
、
「犯
罪
の
実
行
行
為
終
了
後

に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
実
行
中
止
に
よ
る

中
止
未
遂

の
成
立
要
件
と
さ
れ
る
結
果
発
生
の
防
止
は
、
必
ず
し
も
犯
人
単
独
で
、
こ
れ
に
当
る
必
要
は
な

い
の
で
あ

つ
て
、
結
果
発
生

の
防
止
に
つ
い
て
他
人
の
助
力
を
受
け
て
も
、
犯
人
自
身
が
防
止
に
当

つ
た
と
同
視
す
る
に
足
る
程
度

の
真
摯
な
努

力
が
払
わ
れ
た
と
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
や
は
り
、
中
止
未
遂

の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
判
示
す
る
も

の
で
あ
る
(
1
4
)

。

第

三
に
、
同
視
基
準

に
は
触
れ
ず
、
単
に

「真
摯
な
努
力
」
を
要
す
る
と
判
示
す
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判

決

の
後

の
共
犯
者

の
中
止
未
遂
に
関
す
る
判
決

で
あ
る
が
、
「假
リ

ニ
所
論
ノ
如
ク
被
告
人

ニ
於

テ
翻
意
シ
テ
共
謀
者
ノ

一
人
B

ニ
封
シ

テ

『
一
切
ノ
手

ヲ
引
ク
カ
ラ
承
知
シ
テ
呉

レ
』
ト
申
聞
ケ
タ
ル
ノ
事
實
ア
リ
ト

ス
ル
モ
、
之

ヲ
目
シ
テ
結
果
ノ
發

生

ヲ
防
止
ス
ル
ノ
眞

摯
ナ

ル
努
力

ニ
出
デ
タ
ル
モ
ノ
ト
爲
ス
コ
ト
能

ハ
ザ

ル
ハ
勿
論
、
亦
結
果
ノ
發
生
ヲ
防
止

ス
ル
ノ
實
効

ナ
カ
リ
シ
ノ
事
跡

ニ
徴
ス
レ
バ
」
、

5
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中
止
未
遂
を
認
め
な
か

っ
た

の
は
妥
当
で
あ
る
と
判
示
し
(
1
5
)

、
ま
た
、
被
告
人
が
、
c
を
毒
殺
し
保
険
金
を
詐
取
す
る
目
的
で
c
に
胃
腸
薬

と
称

し
て
青
酸
カ
リ
を
交
付
し
た
後
で
翻
意
し
、
C
方
で
当
該
薬
品
を
取
り
戻
そ
う
と
し
た
が
、
C
が
偽

っ
て
既
に
服
用
し
た
と
告
げ
た

た
め

、
C
に
異
常

の
な

い
こ
と
に
安
心
し
て
敢
え

て
取
り
戻
さ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
数
日
後

に
C
が
服
用
し
て
死
亡
し
て
し
ま

っ
た
と

い

う
既
遂
に
い
た

っ
た
事
例
に
関
し
て
、
「結
果
發
生
前
結
果
ノ
發
生

ヲ
現
實

ニ
防
止
シ
タ
ル
モ
ノ

ニ
ア
ラ
サ
ル
カ
故

ニ
中
止
未
遂

二
當

ラ

サ
ル
モ
ノ
ト

ス
蓋
シ
苟

モ
青
酸
加
里
ノ
如
キ
毒
物
ヲ
服
用
シ
テ
激
變

ナ
カ
リ
シ
カ
如
キ
ハ
輙
ク
首
肯

ス
ヘ
キ
事
柄

ニ
非
ス
被
告
人

ニ
シ
テ

眞

ニ
結
果
ノ
發
生

ヲ
防
止
セ
ン
ト
セ

ハ
宜
シ
ク
其
ノ
曩

ニ
交
付
シ
タ
ル
藥
品
カ
毒
物
ナ
リ
シ
コ
ト
ヲ
告
白

ス
ル
ノ
眞
摯
ナ
ル
態
度

二
出
テ

サ
ル

ヘ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
被
告
人
カ
單

ニ
C
ノ
言

ニ
依
リ
テ
其
ノ
儘
放
任
シ
置
キ
タ
ル
ハ
未
タ
結
果
ノ
發
生
ヲ
防
止

ス
ル
行
爲

ヲ
爲
シ
タ

リ
ト
云

フ
ヲ
得
サ
レ

ハ
ナ
リ
」
と
判
示
す
る
も
の
(
1
6
)

、
戦
後
の
下
級
審
判
例
で
も
、

ア
パ
ー
ト
に
放
火
後
翻
意
し
て
ア
パ
ー
ト
所
有
者
方
に

赴

い
て
火
災
を
知
ら
せ
、
所
有
者
が
消
火
に
当

っ
た
た
め
未
遂
に
と
ど
ま

っ
た
事
案

で
、
「
お
よ
そ
実
行
未
遂

の
中
止
未
遂
は
、
結
果
発

生
を
防
止
す
る
た
め
真
摯
な
努
力
を
な
す
こ
と
が
要
件
で
あ
る
と
解
す

べ
き
と
こ
ろ
」
と
判
示
す
る
も
の
が
あ
る
(
1
7
)

。

な
お
、
そ
の
他
、
妻
に
対
し
殺
意
を
も

っ
て
自
動
車
内

で
気
を
失
う
ま

で
そ

の
頸
部
を
力

一
杯
絞
め
た
が
、
妻

の
意
識
が
戻

っ
た
後
、

妻

に
対
し

「俺
に
は
、
わ

い
は
や

っ
ぱ
り
殺
し
き
れ
ん
や

っ
た
。」
と
述
べ
、
そ
れ
以
上
の
実
行
を
思
い
と
ど
ま
り

未
遂
に
と
ど
ま

っ
た

事
案

で
、
「本
件
の
実
行
行
為
は
終
了
し
て
い
た
も

の
と
解
さ
れ
…
…
被
害
者
の
救
護
等
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
積
極
的
な
行
為

が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
べ
き

で
あ
」
る
と
判
示
す
る
も
の
も
あ
る
(
1
8
)

。
こ
れ
は
従
来
の
判
例
よ
り
も
緩
や
か
な
中
止
行
為
の
要
件
を
提
示

す
る
も

の
だ
と
の
理
解
も
あ
り
え
よ
う
が
、
本
件
に
お

い
て
は
、
実
行
行
為
が
終
了
し
て
お
ら
ず
自
ら
の
意
思
で
頸
部
を
絞
め
る
行
為
を

や
め

れ
ば
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
旨

の
弁
護
側
主
張
に
対
し
て
、
本
件
は
実
行
未
遂
の
事
案

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
実
行
行
為

の
放
棄

で
は
十
分
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
害
者
を
病
院
に
連
れ
て
行
く
な
ど
何
ら
積
極
的
な
救
助
行
為
を
し
な
か

っ
た
以
上
中
止
未
遂
が

認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
を
簡
潔

に
示
し
、
弁
護
人
側
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
た
も

の
で
、
従
来
の
判
例
の
変
更
を
意
図
す
る
も

の
で
は

6
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な

い
と
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
1
9
)
(
2
0
)

。

四

小
括

以
上

の
よ
う
に
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
、
と
り
わ
け
他
人
の
助
力
を
受
け
た
場
合
の
中
止
行
為
の
要
件
に
つ
い
て
、
宜
し
く
頼
む
事

例
判
決
以
降
の
判
決

の
表
現
は
、
(
1
)
自
ら
防
止
し
た
の
と
同
視
す
る
に
足
る
努
力
、
(
2
)
自
ら
防
止
し
た
の
と
同
視

す
る
に
足
る
程
度

の
真

摯
な
努
力
、
さ
ら
に
、
(
3
)
単
に
真
摯
な
努
力
を
要
す
る
と
表
現
す
る
も

の
に
大
別
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
同
視
基
準
と
真
摯
性
基
準
と
は
異
な
る
も

の
な

の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
原
則

的
な
判
例
の
立
場
は
、

同
視

で
き
る
程
度
の
真
摯
な
努
力
を
要
す
る

(同
視
基
準
は
真
摯
性
基
準
を
限
定
な
い
し
は
具
体
化
す
る
も
の
)

と
い
う
意
味
で
、
宜
し

く
頼
む
事
例
判
決
の
同
視
基
準
に
従

っ
て
い
る
も

の
と
解
釈
で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
既
に
古
く
、

牧
野
博
士
は
、
宜
し
く

頼
む
事
例
判
決

の
評
釈

に
お
い
て
、
「判
例
が

『
犯
人
自
身
之
が
防
止
に
當
り
た
る
と
同
視
す
る
に
足
る
べ
き
程
度
の
努
力
』
と
し
て
ゐ

る
と

こ
ろ
を
、
わ
た
く
し
は

『眞
摯
性
』
と
呼
び
た
い
」
(
2
1
)

と
判
例
の
同
視
基
準
を

(そ
の
表
現
の
言

い
換
え
が
適

切
な
も
の
か
否
か
は
別

と
し

て
)
真
摯
性
と

い
う
語
に
置
き
換
え
、
そ
の
後
も
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
に
つ
い
て
、
「
中
止
未
途
に
お

い
て
眞
摯
性
が
必
要
で

あ

る
こ
と
を
認
め
た
も

の
で
あ
る
(
2
2
)

」
と
か
、
「中
止
行
為
に
真
摯
な
結
果
防
止
の
態
度
を
要
求
す
る
立
場
を

一
般
的
前
提
と
し
つ
つ
、
さ

ら
に
、
と
く
に
他
人

の
協
力
を
え
る
場
合
に
、
犯
人
が
ど
の
程
度
の
努
力
を
払

っ
た
な
ら
ば
中
止
犯
を
認
め
う
る
か
の
基
準
を
示
し
た
も

の
」
(
2
3
)

と
理
解
さ
れ
て
き

て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
同
視
基
準
と
真
摯
性
基
準
を
－
そ
の
表
現
が
違
う
以
上
－

別
個
の
異
な
る
内
容
を
も

っ
た
基
準
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る

(本
来
な
ら
ば
、
別
個

の
も
の
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
)。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
同
視
基
準
は
、
他
人
の
助

7
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力
を
受
け
る
場
合
に

「ど
の
程
度

の
阻
止
措
置
を
と
れ
ば
」
同
視
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
何
ら
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
く

(し
た

が

っ
て
、
こ
の
意
味
で

「基
準
」
と

い
う

の
も
不
適
切
か
も
し
れ
な

い
)
、

一
方
で
、
真
摯
な
努
力
と

い
う

の
も

、

一
般
的
に
は
、
既
遂

を
阻
止
す
る
た
め
の
力
の
及
ぶ
限
り
の
努
力
、

一
生
懸
命
な
努
力
ま
た
は
ひ
た
む
き
な
努
力
と

い
う
よ
う
な
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
具
体
的

事
案

で
と
る
べ
き
措
置
の
内
容
に
は
相
当
な
幅
が
考
え
ら
れ

(こ
の
よ
う
な
不
明
確
性
が
む
し
ろ
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
)
、
内
容

が
定
ま
ら
な

い
以
上

一
般
論
と
し
て
両
者

の
比
較
ま
た
は
そ
の
関
係
を
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
(
2
4
)

。
た
だ
、
宜

し
く
頼
む
事
例
判
決
で

消
火
を
依
頼
し
て
走
り
去

っ
た
行
為
が
中
止
行
為
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
か
ら
、
同
視
基
準
を
挙
げ
る
判
例
で
あ
れ
、
真
摯
性

基
準
を
挙
げ
る
判
例
で
あ
れ
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
既
遂

の
阻
止
に
つ
い
て
自
ら
責
任
を
も
た
ず
他
人
任
せ
に
す
る
よ
う
な
場
合
に
中
止
行

為
は
認
め
ら
れ
な
い
、
と

い
う
限
り
で

一
致
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
当
該
具
体
的
事
案
に
お

い
て
ど

の
よ
う
な
行
動

を
と

っ
た
た
め
に

(も
し
く
は
と
ら
な
か

っ
た
た
め
に
)
中
止
行
為
と
認
め
ら
れ

(も
し
く
は
認
め
ら
れ
な

い
)

の
か
は
必
ず
し
も
十
分

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
お
ら
ず
、
し
た
が

っ
て
、
中
止
行
為
を
判
断
す
る
際
に
ど

の
よ
う
な
要
因
が
重
視
さ
れ

て
い
る
の
か
を
個
々
の

ケ
ー

ス
ご
と
に
分
析
す
る
こ
と
が
重
要
に
な

っ
て
こ
よ
う
(
2
5
)

。

第
二
節

実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
関
す
る
学
説
の
状
況

一
学
説
の
整
理

(
一
)
真
剣
な
努
力
説

8
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実
行
未
遂
の
中
止
に
つ
い
て
、従
来

の
通
説
は
真
摯
な

(真
剣
な
)
努
力
を
要
す
る
と
解
し
て
き
た

(以
下
、
「真
剣

な
努
力
説
」
と
略
記
)
(
2
6
)

。

な
ぜ
真
摯
な
努
力
が
必
要
な
の
か
、
ま
た
、
そ
の
内
容
と
し
て
ど
の
よ
う
な
中
止
行
為
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

こ
の
立
場

の
す

べ
て
の
論
者
が
十
分
に
明
確

に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
規
範
に
合
致
し
た
意
思

の
現
れ
や
態
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
こ
の
こ
と
が
真
剣
な
努
力
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
た
と
え
ば
、

西
原
教
授
は
、
「実
行
中
止

の
成
立

の
た
め
に
は
、
単
に
偶
然
的
に
結
果
が
生
じ
な
か

っ
た
だ
け

で
な
く
、
結
果

防
止
を
真
に
目
的
と
し

た
行
為
者
自
身
の
努
力

(も
ち
ろ
ん
行
為
者

に
と

っ
て
可
能
な
限
度
内
で
の
努
力
)
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
要
件
が
要
求
さ
れ
た

の
は
、
…
…
合
規
範
的
意
思

の
中
止
行
為

へ
の
表
動
が
な
け
れ
ば
違
法
性

の
減
少
を
認
め
て
刑
を
減
免
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
か
ら
で

あ
る
」
と
論
じ
(
2
7
)

、
川
端
教
授
は
、
真
摯
性

の
要
求
は

「形
式
的
に
中
止
行
為
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
は
責
任
減
少
を

み
と
め
る
べ
き
で
は
な

い
と
す
る
思
考
に
由
来
す
る
。

い
っ
た
ん
違
法

『
行
為
』
を
終
了
し
て
し
ま

っ
て
い
る
以
上
、
法
的
義
務
に
ふ
た

た
び
合
致
し
よ
う
と
す

る
態
度
が
あ
る
と

い
え
る
た
め
に
は
、
真
剣

に
結
果
発
生
防
止
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
真
摯
な
中
止
行
為
が
な
さ
れ
て
は

じ
め

て
、
中
止
行
為
者
の

『法
敵
対
性
』
が
弱
ま
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
(
2
8
)

。
そ
の
他
、
結
果
を
防
止
す
る
義
務
が
指

摘
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
江
家
教
授
は
、
「
一
旦
犯
罪
の
実
行
に
著
手
し
結
果
発
生
の
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
以
上
は
、
結
果
の
発
生
を
防

止
す

る
た
め

『真
摯
な
努
力
』
を
し
な

い
限
り
、
中
止
未
遂
と
し
て
取
扱
わ
れ
な
い
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
自
己
の
作
為

に
よ
り
結
果
発
生
の
危
険
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
は
、
結
果
の
発
生
を
防
止
す
べ
き
義
務
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

(先

行
行
爲
に
基
く
防
止
義

務

。

.

.

.

.

.

.
)
」

と

論

じ

て

い

る
(
2
9
)

。

な

お
、
香
川
教
授

の
見
解
は
若
干
複
雑
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
真
剣
な
努
力
説
と
ほ
ぼ
同
様
と

い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
は
、

(
1
)

教
授

の
い
う
本
来
的
な
意
味
で
の
中
止
行
為

の
場
合
と
、
(
2
)
結
果

の
不
発
生
が
確
定
的
な
場
合
や
、
第
三
者

の
介
入
に
よ

っ
て
結
果
発

生
が
防
止
さ
れ
た
場
合

(さ
ら
に
、
未
遂
の
段
階
で
中
止
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
が
発
生
し
た
場
合
も
含
め
る
)
を
分
け
、
(
1
)の

9
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場
合

に
、
「着
手
し
た
犯
罪
の
完
成
を
阻
止
し
え
た
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
、
「本
来
的
な
構
成
要
件
に
お
け
る
実
行

行
為

の
も
た
ら
す
因
果

関
係

の
遮
断
」
を
要
件
と
し
(
3
0
)

、
(
2
)
の
場
合
に
は
、
既
遂
阻
止
と
中
止
措
置
と
の
間
の
因
果
関
係
を
要
求
す
る
と
、

着
手
未
遂

の
中
止
に
お

け
る
中
止
行
為
と

の
関
連
で
中
止
の
認
め
ら
れ
る
要
件
が
よ
り
厳
格
に
な
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
因
果
関
係
に
代
わ
る
要
件
と
し
て
真
摯
性

を
要

求
す
る
(
3
1
)

。
そ
し
て
、
(
2
)の第
三
者
の
介
入
に
よ

っ
て
結
果
発
生
が
防
止
さ
れ
た
場
合

の
中
に
、
(
2
)
-
①
行
為

者
が
既
遂
の
阻
止
に
条

件
を
与
え
た
場
合
と
、
(
2
)
-
②
条
件
を
与
え
て
い
な

い
場
合
の
両
者
を
含
め
る
た
め
(
3
2
)

、
わ
が
国
の
判
例
で
同
視
基
準

(等
)
が
問
題
と
な

っ

て

い
る
と
こ
ろ
の

(実
行
未
遂
の
中
止
行
為

の
典
型
的
な
場
合
で
あ
る
)
(
2
)
-①

の
類
型
は
、
真
摯
な
努
力
が
要
件
と
な
り
、
こ
の
限
り

で
通

説
と
同
じ
見
解
と
な
る
(
3
3
)

。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
真
摯
な
努
力
の
要
求
は
、
「要
求
さ
れ
る
法
的
義
務
に
合
致

し
よ
う
と
す
る
意
欲
」
、

「そ
う
し
た
規
範
的
意
識
の
具
体
化
と
し
て
な
さ
れ
た
中
止
で
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
責
任
の
消
滅
減
少
事
由
と
し

て
作
用
す
る
(
3
4
)

」
と

い
う

中
止

未
遂
の
理
解
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

(
二
)
適
切
な
努
力
説

真

剣
な
努
力
説
に
対
し
て
か

つ
て
は
そ
れ
ほ
ど
異
論
が
向
け
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
近
時

で
は
、
(そ

の
表

現
に

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
あ

る
が
)
真
剣
な
努
力
と

い
う
表
現
を
避
け
も
し
く
は
限
定
し
、
中
止
行
為

の
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
つ
い
て
真
剣
な
努
力
説
よ
り
も
若
干
広

く

(緩
や
か
に
)
認
め
て
い
こ
う
と
志
向
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
、
支
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
代
表
的
な

の
は
、
客
観
的
に
結
果

を
防

止
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
積
極
的
な
行
為
で
足
り
る
と
す
る
曽
根
教
授
や
、
結
果
発
生
防
止
に
適
切
な
努
力
を
要
す
る
と
す
る
内
藤

教
授

の
見
解
で
あ
ろ
う

(以
下
、
「適
切
な
努
力
説
」
と
呼
ぶ
(
3
5
)

)
。
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
る
。
「実
行
中
止

の
成

立
の
た
め
に
は
、
単
に

偶
然

的
に
結
果
が
生
じ
な
か

っ
た
だ
け
で
な
く
、
結
果
防
止
を
目
的
と
し
た
行
為
者
自
身
の
積
極
的
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

10



実行未遂の中止行為(原 口伸夫)

な
要
件
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
合
規
範
的
意
思
の
中
止
行
為

へ
の
表
動
が
な
け
れ
ば
、
非
難
可
能
性

(責
任
)
の
減
少
を
認
め
て
刑
を
減

免
す

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
か
ら

で
あ
る
。
…
…
従
来
、
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
真
摯
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
き

た
が
、
刑
法
上
の
責
任
を
法
的
責
任
と
解
し
て
倫
理
的

(道
義
的
)
責
任
か
ら
区
別
す
る
立
場
で
は
、
努
力

の

『
真
摯
性
』
は
過
度
の
要

求
と

い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
客
観
的
に
み
て
結
果
を
防
止
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
行
為
者
の
積
極
的
な
行
為
お
よ
び
そ
の
認
識
が
あ
れ
ば

そ
れ

で
十
分
で
あ
る
」
と
さ
れ
(
3
6
)

、
ま
た
、
「も
と
も
と
、
『努
力
』

の
語
は
、
目
標
実
現
の
た
め
、
心
身
を
労
し
て

つ
と
め
る
こ
と
を
意
味

し
て

い
る
か
ら
、
そ
の
う
え
に
、
ま
じ
め
で
、
ひ
た
む
き
な
さ
ま
を
意
味
す
る

『真
摯
な
』
の
語
を
付
け
加
え
て
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ

と
は
、
中
止
行
為
に
条
文
の
文
理
に
も
な

い
過
大
な
要
求
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
し
か
に
、
道
義
的

(倫
理
的
)
責
任
論
の
見

地
か
ら
道
義
的
非
難
可
能
性
の
減
少
を
中
止
犯
に
お
け
る
必
要
的
刑
減
免

の
根
拠
と
す
る
な
ら
ば
、
努
力

の

『真

摯
性
』
を
強
調
す
る
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
考
え
方
は
、
任
意
性
の
要
件
も
道
義
的
悔
悟
に
よ
る
場
合
に
限
定
す

る
こ
と
に
連
な
る
お
そ

れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
法
的
責
任
論

の
見
地
か
ら
刑
罰
を
手
段
と
す
る
法
的
非
難
可
能
性

の
減
少
を
問
題
と
す

る
な
ら
ば
、
『真
摯
性
』

の
要
件
は
必
要
で
な
く
、
結
果
発
生
防
止
に
適
切
な
努
力
を
す
れ
ば
足
り
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
し
か
に
、
他
人
の
助
力
を
得
た

場
合

に
、
故
意
の
自
発
的
放
棄
が
中
止
行
為
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
し
て
責
任
減
少
を
認
め
る
た
め
に
は
、
自
分

の
行
為
が
結
果
発
生
を

防
止
す
る
た
め
の
中
止
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
…
…
。

い
わ
ゆ
る

『真
摯
性
』

の
要
件
に
あ
た
る
も

の

は
、

そ
の
よ
う
な
認
識
を
意
味
す
る
に
と
ど
ま
る
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
認
識
は

『努
力
』

の
語
に
表
現
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
と

い
う
法
政
策
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
、
右
の
程
度

の
努
力
が
な
さ
れ
れ
ば

十
分

で
あ

ろ
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
(
3
7
)
(
3
8
)

。

ま

た
、
真
摯
な
努
力
と

い
う
表
現
を
用
い
る
こ
と
が
必
ず
し
も
排
斥
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
表
現
を

用

い
る
と
し
て
も
、
そ

れ
が
行
き
過
ぎ
た
限
定
に
な
ら
な

い
よ
う
に
、
前
記
の
適
切
な
努
力
説
と
同
じ
よ
う
な
表
現
で
、
真
摯
な
努
力

の
内
容
と
し
て
要
求
さ
れ
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る
こ
と
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
明
確
に
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
中
教
授
は
、
「積
極
的
結
果
防
止
行

為
は
、
結
果
の
発
生
を

防
止
す
る
に
足
り
る
行
為
を
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
る
…
…
。
通
説

・
判
例
は
…
…
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の

『真
摯
な
努
力
』
を
要
求

す
る
…
…
。
真
摯
性
を
要
求
す
る
と
し
て
も
、
倫
理
的
評
価
と
は
切
り
離
し
て
、
た
だ
、
真
に
結
果
の
発
生
を
防

止
す
る
よ
う
意
欲
し
た

か
ど
う
か
を
問
題
に
す
べ
き
で
あ
る
が
、
第

一
次
的
に
は
、
客
観
的

に
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
適
当
で
必
要
な
行
為

(中
止
行
為
)

を
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

っ
て
、そ

の
客
観
的
行
為
に
結
果
発
生
防
止

の
意
欲

(中
止
意
思
)
が
表
れ
て
お
れ
ば
よ
い
。

『真
摯
な
努
力
』
と
は
、

こ
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
る
べ
き
概
念
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、真
摯
な
努
力
は
、あ
く
ま
で
結
果
防
止
の
た
め
に
必
要
な
行
為
で
足
り
、

自
己

が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
告
げ
た
か
ど
う
か
な
ど
、
法
秩
序
に
対
す
る
全
面
的
な
恭
順
の
意
を
示
す
こ
と

ま
で
も
要
求
す
る
も

の

で
あ

る
べ
き
で
は
な

い
」
と
論
じ
(
3
9
)

、
井
田
教
授
は
、
「中
止
行
為
と
は
、
犯
罪
実
現
回
避
の
た
め
行
為
者

に
期
待
さ
れ
た
行
動
要
請
に
か

な
う
行
為
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
中
止
行
為
時
に
お
い
て

(
11
事
前
判
断
を
基
準
と
し
て
)
犯
罪
実
現
の
回
避
が
十
分
に
見
込
ま
れ
る
行

為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
…
判
例

・
通
説
に
よ
る
と
、
中
止
行
為
は
、
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
に
つ
い
て

の

『真
摯
な
努
力
』
を

示
す
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
る
…
…
。
『真
摯
性
』
と
は
誤
解
を
招
き
や
す

い
表
現
で
あ
る
が
…
…
、
中
止
行
為
を
行
う

に

あ
た

っ
て
他
人

の
手
を
借
り
る
と
き
、
他
人
ま
か
せ
で
あ

っ
て
は
な
ら
ず

(そ
れ
は
結
果
発
生
の
阻
止
を
保
証
で
き
る
行
為
で
は
な
い
)
、

み
ず

か
ら
結
果
不
発
生
の
確
度
の
高

い
行
為
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
趣
旨
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
妥
当
な
も

の
と

い
え
よ
う
」
と
論
じ
て

い

る
(
4
0
)
(
4
1
)

。
(
三
)
因
果
関
係
必
要
説

さ
ら
に
、
近
時
に
お

い
て
、
真
剣
な
も
し
く
は
適
切
な

「努
力
」
と
い

っ
た
中
止
行
為
そ
れ
自
体
の
性
質

(努
力
や
、
中
止
措
置
の
も

12
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つ
既
遂
阻
止
適
性
)
を
重
視
す
る
の
で
は
な
く
、
因
果
性
の
観
点
か
ら
解
決
し
よ
う
と
す
る
見
解
、
す
な
わ
ち
、
狭
義
の
中
止
行
為
と
既

遂
阻
止

(も
し
く
は
危
険
消
滅
)

の
間
の
因
果
関
係
の
有
無
を
問
題
と
す
る
考
え
方

(以
下
、
「因
果
関
係
必
要
説
」
と
略
記
)
が
有
力

な
論

者
に
よ
り
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
山

口
教
授
は
、
「犯
罪
を
中
止
し
た
」
と

い
え
る
た
め
に
は

「
中
止
行
為
と
危
険

の
消

滅
と

の
間
に
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
り

(客
観
的
中
止
要
件
)、
行
為
者
に
は
自
己
の
中
止
行
為

に
よ
り
危
険
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と

の
認

識
が
必
要
で
あ
る

(主
観
的
中
止
要
件
)」
と
そ
の
基
本
的
立
場
を
簡
潔

に
示
さ
れ
(
4
2
)

、
ま
た
、
和
田
助
教
授

は
、
中
止
規
定
の
も

つ

犯
罪

予
防
機
能
を
重
視

・
強
調
す
る
立
場
(
4
3
)

か
ら
次

の
よ
う
に
論
ず
る
。
す
な
わ
ち
、
「狭
義
の
中
止
行
為
と
中
止
結
果
と
の
間
の
因
果
関

係
を

中
止
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
要
求
す
べ
き
か
否
か
で
あ
る
。
今
日
の
有
力
説
は
因
果
関
係
を
不
要
と
解
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
行
為

者
が
十
分
な
こ
と
を
為
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
未
遂
の
罪
責
に
留
ま
る
限
り
で
は
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
る
べ
き

で
あ
る
と
い
う
判
断

に
基

づ

い
て
い
る
。
し
か
し
、

一
旦
因
果
関
係
を
不
要
と
す
る
と
、
行
為
者
が
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
為
し
た
ら
十
分
で
あ
る
の
か
、
そ
の
基
準

を
見

つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
仮
に
、
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
真
摯
な
、
あ
る
い
は
積
極
的
な
努
力
、
と

い
う

基
準
が
、
十
分
に
根
拠
が
あ
り
明
白
な
も

の
で
あ
る
と
し
て
も
、
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
事
案

に
お

い
て
も
そ
れ
ら
の
要
件
が
重

ね
て
要
求
さ
れ
る
結
果
、
中
止
犯
の
成
立
範
囲
を
不
当
に
狭
め
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
妥
当
で
は
な

い
。
逆
に
、
因
果
関
係
を
要
求
し
て
も
、

行
為

者
の
行
為
が
明
ら
か
に
中
止
行
為
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
場
合

に
は
、
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
で
中
止
犯
の
成
立
を
制
限

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
因
果
関
係
を
要
求
し
て
初
め
て
、
未
遂
に
留
ま

っ
た
こ
と
を
中
止
犯

の
単
な
る
形
式
的

・
外
在
的

要
件

と
は
せ
ず

に
済
む
こ
と
に
も
な
る
。
即
ち
、
中
止
減
免
は
中
止
結
果
を
発
生
さ
せ
未
遂
を
未
遂
に
留
め
た
こ
と
に
対
す
る
報
奨
と
し

て
為

さ
れ
る
も

の
で
あ
る
、
と

い
う
説
明
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
狭
義

の
中
止
行
為
と
中
止
結
果
と
の
間
に
因
果
関
係
が

認
め
ら
れ
る
場
合
に
初
め
て
、
そ
し
て
そ
の
と
き
に
は
必
ず
、
『犯
罪
を
中
止
し
た
』と
言
え
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
(
4
4
)

」
と
。

13
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(四
)
小
括
－
以
下
の
考
察
の
出
発
点

以
上
の
よ
う
に
、
学
説
に
お
い
て
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
真
剣
な
努
力
説
の
ほ
か
に
、
近
時

で
は
、
こ
れ
を
緩
和
も
し
く
は
適
度
に
限

定
し

よ
う
と
す
る
適
切
な
努
力
説
、
さ
ら
に
、
既
遂
阻
止

(な
い
し
危
険
消
滅
)
結
果
に
対
す
る
因
果
関
係
を
重
視
し
て

「中
止
行
為
」

を
考
え
て
い
こ
う
と
す
る
因
果
関
係
必
要
説
が
有
力
に
主
張

・
支
持
さ
れ
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
の
中
で
の
各
論
者

の
微
妙
な
相
違
も
考
え
る
と
、
か

つ
て
は
比
較
的
安
定
し
た
状
態
に
あ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
学
説
の
状
況
が
近

時
に
わ
か
に
多
様
化
し

て
き

て
い
る
と

い
え
よ
う
。
そ
の

一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
に
立

っ
た
場
合
に
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
違

い
が
出
て
く
る
の
か
、
換
言

す
れ
ば
、
－
判
例

の
同
視
基
準
と
真
摯
性
基
準
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
－
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
場
合
に
中
止
行

為
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
認
め
ら
れ
な

い
の
か
と

い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ま

で
の
議
論
に
お

い
て
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
深
め
ら

れ
て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
の
行
わ
れ
う
る
状
況
が
多
種
多
様
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
要

件
が
ど
う
し
て
も

一
般
的

・
抽
象
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
裁
判

で
の
事
案

の
解
決

の
指
針
に
な
り
え
、
ま
た
、
建
設
的
な
批
判
の
対
象

に
な
り
う
る
程
度

の
明
確
化
は
必
要
で
あ

ろ
う
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て

(わ
が
国
お
よ
び
ド
イ

ツ
の
判
例
で
問
題
に
な

っ
た
)
具
体
的
な
事
案
を

前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
各
説
の
結
論
を

(で
き
る
だ
け
)
明
ら
か
に
し

つ
つ
、
各
説
の
適
否
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
具
体

例
と

し
て
、
わ
が
国
の
判
例
に
お

い
て
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
の
出
発
点
を
形
づ
く

っ
て
い
る
宜
し
く
頼
む
事
例
、
ド
イ
ツ
の

判
例

で
近
時
議
論
の
対
象
と
な

っ
て
い
る
病
院
事
例

・
毒
事
例
を
用
い
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
の
事
例
に
よ
り
各
説
の
結
論

の
異
同

が
あ

る
程
度
浮
き
彫
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
以
下
の
考
察
に
先
立

っ
て
、
各
事
例
に
つ
い
て
示
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
宜
し
く
頼
む
事
例
に

つ
い
て
は
前

14
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で

示

し

た
(
4
5
)

。

病
院
事
例
と
毒
事
例
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

(
イ
)
病
院
事
例

被
告
人
は
、
妻
に
離
婚
す
る
よ
う
に
要
求
し
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
に
憤
激

し
て
、
ビ
ー
ル
び
ん
や

重
い
ガ
ラ
ス
製

の
灰
皿
、
さ
ら
に
木
製
の
椅
子
で
妻
を
激
し
く
殴

っ
た
。
彼
女
が
頭
か
ら
激
し
く
出
血
し
た
と
き

、
彼
は
殴
る
の
を
や
め

た
。
彼
女
は
膝
か
ら
崩
れ
落
ち
、
し
ば
ら
く
の
間
意
識
を
失

っ
て
い
た
。
被
告
人
は
彼
女
を
病
院
に
連
れ
て
い
こ
う
と
決
意
し
、
途
中
ま

で
車

に
乗
せ
て
い
っ
た
が
、
病
院
の
通
用
口
ま
で
約
九
五
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
で
出
血
し
て
い
る
妻
を
降
ろ
し
、

一
人
で
歩
い
て
病
院
に

行
か
せ
、
そ
こ
を
離
れ
た
。
そ
の
後
、
病
院
の
正
面
入
口
か
ら
約
四
〇
メ
ー
ト

ル
離
れ
た
所
で
意
識
を
失

っ
て
倒
れ
て
い
た
彼
女
は
通
行

人
に
よ

っ
て
発
見
さ
れ
、
救
助
さ
れ
た
。
彼
女
は
出
血
多
量

で
、
頭
の
怪
我
は
脳
水
腫
の
危
険
が
あ
り
、
直
ち
に
医
療
上

の
処
置
を
し
な

け
れ
ば
、
少
な
く
と
も
心
不
全
お
よ
び
循
環
不
全

の
た
め
に
死
亡
す
る
可
能
性
が
あ

っ
た
と
い
う
状
態

で
あ

っ
た
。
な
お
、
被
告
人
は
妻

が
病
院
ま

で
行
け
た
か
ど
う
か
不
安
だ

っ
た
た
め
も
う

一
度
病
院
の
近
く
に
戻
り
、
そ
こ
で
病
院
の
中
に
妻
ら
し
き
人
物
を
確
認
し
て
家

に

戻

っ
た

、

と

い
う

も

の

で
あ

る
(
4
6
)

。

(
口
)
毒
事
例

被
告
人
は
、
彼
女

の
夫
に

E
-60
5
と

い
う

一
服
の
毒
を
与
え
た
。
そ
の
毒
は
医
師
に
よ
る
即
座
の
救
助
が
な
さ
れ

な
け
れ
ば
死

へ
と
導
く
も
の
で
あ

っ
た
。
呼
吸
中
枢
を
麻
痺
さ
せ
る
そ
の
毒
の
作
用
が
現
れ
は
じ
め
た
と
き
、
彼
女
は
、
夫

の
要
求
に
基

づ

い
て
、
(A
rb
eiter-S
am
ariter-B
un
d
と

い
う
)
救
急
医
療
機
関
に
電
話
し
、
「夫

の
具
合
が
悪
く
、
彼
が
台
所

で
よ
ろ
め
い
て
い
る
」

と
知
ら
せ
、
救
急
車
の
派
遣
を
要
請
し
た
。
そ
れ
に
基
づ

い
て
到
着
し
た
救
急
医
が
夫
を
救
助
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
な
お
、
彼
女
は
、

到
着
し
た
医
師
に
対
し
て
、
ま

っ
た
く
毒
の
こ
と
を
指
摘
せ
ず
、
か
え

っ
て
、
「夫
が

コ
ー
ヒ
ー
と
青

い
薬
を
飲

ん
だ
」
と
意
識
的
に
誤

解

を

招

く

説

明

を

し

た

、

と

い
う

も

の

で

あ

っ
た
(
4
7
)

。
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以
下
、
こ
れ
ら
の
事
例
を
手
が
か
り
と
し
つ
つ
各
学
説
の
結
論

・
適
否
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

二

真
剣
な
努
力
説
と
適
切
な
努
力
説

こ
れ
ま

で
の
学
説
の
対
立
に
お

い
て
は
、
従
来
の
通
説
で
あ
る
真
剣
な
努
力
説
に
対
し
て
、
適
切
な
努
力
説
の
側
か
ら
、
「努
力
の
真

摯
性
」
と

い
う
要
件
が
倫
理
的
な
要
求
に
つ
な
が
り
、
そ
の
よ
う
な
要
求
は
不
適
切
で
あ
る
、
ま
た
は
、
中
止
行
為
を
認
め
る
に
あ
た

っ

て
過
大
な
要
求
で
あ
る

(ま
た
は
過
大
な
要
求
に
な
り
う
る
)
と

い
う
こ
と
が
批
判
さ
れ
、
法
的
な
観
点
か
ら
も

し
く
は
中
止
未
遂
の
認

め
ら

れ
る
実
質
的
な
根
拠
か
ら
、
中
止
行
為
の
合
理
的
な
範
囲
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
基
準
と
し
て
、
適
切
な
努
力
と

い
う

基
準

(ほ
か
、
論
者
が
妥
当
と
考
え
る
基
準
)
が
提
案
さ
れ
て
き
た
(
4
8
)

。
こ
の
よ
う
な
適
切
な
努
力
説

の
関
心
は
適

切
か

つ
妥
当
な
も

の
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
真
剣
な
努
力
説
と
適
切
な
努
力
説
の
こ
の
よ
う
な
対
立
は
、
そ
の
背
後
に
あ
る
体
系

的
な
関
心
等
を

一
旦
度

外
視

し
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
の
要
件
と
し
て
の
み
み
た
場
合
に
は
、
そ
の
批
判
や
用
い
ら
れ
る
表
現

(真
摯
な
努
力
か
、
適
切
な
努

力
か
)
が
与
え
る
印
象
ほ
ど
大
き
な
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
両
者

の
結
論
は
基
本
的
に
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る

(い

た
)

の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
い
く

つ
か
の
観
点
か
ら
こ
の
こ
と
を
検
討
す
る
。

(
一)
犯
跡
隠
蔽
措
置
と
中
止
行
為

真

剣
な
努
力
説
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
主
た
る
批
判
で
あ

っ
た
と
こ
ろ
の
倫
理
性
云
々
と

い
う

こ
と
に
関
し
て
、

一
般
論
と
し
て
、
真

剣
な
努
力
説
の
論
者
も
、
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
倫
理
的
な
反
省

・
悔
悟

や
、
道
徳
的
に
あ
る
べ
き
態
度

・
事
後
措

置
を
強
調

・
重
視
し
、
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中
止
行
為
を
必
要
以
上
に
限
定
し
よ
う
と
意
図
し
た
も

の
と
は
各
論
述
か
ら
読
み
取
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
前
述

の
よ
う
に
、
こ
の
真
摯

性
と

い
う
表
現
に
つ
い
て
、
か

つ
て
牧
野
博
士
は
判
例

の
同
視
基
準
を
真
摯
性
と
い
う
語
に
置
き
換
え
(
4
9
)

、
ま
た
、
別
の
論
者
も
、
「
中
止

行
為
が
真
摯
な
努
力

の
現
わ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
し

つ
つ
、
「し
か
し
、
真
摯
な
努
力
は
結
果
の
防
止
に
相
当
な
行
為

の
主
観
的

裏
づ

け
の
限
度
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
主
観
的
態
度
は
そ
れ
以
上
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
」

と
論
じ
(
5
0
)

、
近
時

で
も
、

明
確

に

「
こ
こ
に
い
う
真
摯
性
は
倫
理
的
評
価
と
は
直
接
、
関
係
を
有
せ
ず
、
結
果
の
不
発
生
を
真
に
意
欲
し
て
行
動
し
た
か
否
か
、
と

い
う
観
点
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
5
1
)

。

た
だ
、
こ
の
倫
理
性
云
々
と

い
う
批
判
と
の
関
係
で
、
真
剣
な
努
力
を
要
求
す
る
場
合
に
、
中
止
行
為

の
際
に
ま
た
は
そ

の
後

で
自
己

の
犯
行
で
あ
る
こ
と
を
救
急
医
療
機
関
の
関
係
者

・
現
場
に
駆
け
つ
け
た
警
察
官
な
ど
に
申
告
し
な
い
こ
と
、
さ

ら
に
、
よ
り
積
極
的
に

犯
跡
を
隠
蔽
す
る
措
置
を
な
し
た
こ
と
が
中
止
行
為
を
否
定
す
る
方
向
で
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と

い
う

こ
と
が

問
題

に
な
り
う
る
。
実
際
に
、
裁
判
例
で
は
救
助
措
置
に
際
し
て
の
犯
跡

の
隠
蔽
措
置
等
を
重
視
し
て
中
止
未
遂
を
否
定
し
た
も

の
が
あ

る
。
事
案
は
、
被
害
者

の
腹
部
を
包
丁
で
刺
し

(肝
臓
に
達
す
る
深
さ
約

一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
の
刺
創
を
負
わ

せ
)
た
後
、
被
害
者
が

激
痛

に
耐
え
か
ね
、
「痛

い
痛

い
」
と
言

っ
て
泣
き
な
が
ら

「
病
院

へ
連
れ

て
行

っ
て
く
れ
」
と
哀
願
し
た
の
で
、
被
告
人
は
憐
憫

の
情

を
発

す
る
と
と
も
に
事
の
重
大
さ
に
恐
怖
驚
愕
し
て
死

の
結
果
発
生
を
防
止
す
る
た
め
被
害
者
を
自
己
運
転

の
自
動
車
に
乗
せ
、
直
ち
に

近
く

の
病
院
に
運
び
込
み
、

一
命
を
と
り
と
め
た
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た

(以
下
、
「犯
跡
隠
蔽
事
例
」
と
表
記
)
。
こ
の
よ
う
な
事
案

に

対
し

て
、
大
阪
高
裁
昭
和
四
四
年

一
〇
月

一
七
日
判
決
(
5
2
)

は
次
の
よ
う

に
判
示
し
て
中
止
未
遂
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「本
件
の
よ
う

に
実
行
行
為
終
了
後
重
傷
に
呻
吟

す
る
被
害
者
を
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
致
死
の
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
は
き

わ
め
て
大
き
い
の
で
あ

る
か
ら
、
被
告
人

の
爾
後

の
救
助
活
動
が
中
止
未
遂
と
し
て
の
認
定
を
受
け
る
た
め
に
は
、
死
亡
の
結
果
発
生
を

防
止
す
る
た
め
被
告
人

が
真
摯
な
努
力
を
傾
注
し
た
と
評
価
し
う

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
救
助
の
段

階
に
お
け
る
被
告
人

の
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言
動
を
検
討
す
る
と
…
…
被
害
者
を
…
…
病
院

へ
運
ぶ
途
中
自
動
車
内
に
お
い
て
、
被
告
人
は
被
害
者
に
対
し

『わ

し
に
刺
さ
れ
た
と

い

わ
ん
よ
う
に
し
て
く
れ
』
と
言
つ
た
と
こ
ろ
、
被
害
者
は
そ
れ
を
断

つ
て
は
ま
た
刺
さ
れ
て
殺
さ
れ
る
と
思
い
、

か
つ

一
刻
も
早
く
病
院

へ
運

ん
で
ほ
し
か

つ
た
の
で
、
『お
前
の
よ

い
よ
う
に
言
う
て
お
け
』
と
返
事
し
た
、
と
い
う

の
で
あ
り
、
…
…
被
害
者
を
病
院

へ
担
ぎ

込
ん
だ
時
同
人
が
被
告
人
に

『お
前
が
や
つ
た
と
警
察

へ
は
言
う
な
よ
』
と
言

つ
た
の
で
そ
の
好
意
に
甘
え
た
、

と

い
う

の
で
あ

つ
て
、

そ
の
動
機
は
何
れ
と
も
断
定
し
が
た
い
が
、
被
告
人
が
被
害
者
を
病
院

へ
担
ぎ
込
み
、
医
師
の
手
術
施
行
中
病
院

に
居
た
間
に
被
告
人
、

被
害

者
の
共
通
の
友
人
数
名
や
被
害
者
の
母
等

に
犯
人
は
自
分
で
は
な
く
、
被
害
者
が
誰
か
判
ら
な
い
が
他

の
者

に
刺
さ
れ
て
い
た
と
嘘

言
を
弄
し
て
い
た
こ
と
及
び
病
院

に
到
着
す
る
直
前
に
兇
器
を
川
に
投
げ
捨

て
て
犯
跡
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
動
か
し
得
な
い
事

実

で
あ

つ
て
、
被
告
人
が
被
害
者
を
病
院

へ
運
び
入
れ
た
際
、
そ
の
病
院

の
医
師
に
対
し
、
犯
人
が
自
分

で
あ
る
こ
と
を
打
ち
明
け

い
つ

ど
こ
で
ど

の
よ
う
な
兇
器
で
ど

の
よ
う
に
突
刺
し
た
と
か
及
び
医
師
の
手
術
、
治
療
等
に
対
し
自
己
が
経
済
的
負

担
を
約
す
る
と
か
の
救

助
の
た
め
の
万
全

の
行
動
を
採

つ
た
も

の
と
は

い
い
が
た
く
、
単
に
被
害
者
を
病
院

へ
運
ぶ
と

い
う

一
応

の
努
力
を
し
た
に
過
ぎ
な

い
も

の
で
あ

つ
て
、
こ
の
程
度

の
行
動
で
は
、
未
だ
以
て
結
果
発
生
防
止

の
た
め
被
告
人
が
真
摯
な
努
力
を
し
た
も

の
と
認
め
る
に
足
り
な
い

も

の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
従

つ
て
本
件
が
中
止
未
遂
に
あ
た
る
と
す
る
所
論
は
採
用
す
る
に
由
な
く
本
論
旨
は
失
当
で
あ
る
」

と
。こ

の
判
決
は
学
説
か
ら
最
も
批
判
を
受
け
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
凶
器
を
川
に
投
げ
捨
て
た
こ
と

や
犯
人
が
自
分
で
な

い

と
虚
言
を
弄
し
た
こ
と
の
よ
う
な
犯
跡
隠
蔽
措
置
を
な
し
た
こ
と
や
、
医
療
費
の
経
済
的
負
担
を
約
束
し
な
か

っ
た

こ
と
の
よ
う

に
、
「
結

果
の
防
止
行
為
と
は
何
ら
関
係
な

い
被
告
人
の
事
後
的
な
態
度
ま
で
を
も
判
断
材
料
の
射
程
に
入
れ
た
判
例
の
立

場
に
は
き
わ
め
て
問
題

が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
(
5
3
)
、

「本
判
決
が

『真
摯
な
努
力
』
の
内
容
と
し
て
要
求
す
る
諸
事
情
は
、
結
果
防
止
行

為
と
は
直
接
関
係

の
な

い
事
後
的
な
態
度
ま
で
も
が
対
象
と
な

っ
て
お
り
…
…
、
そ
の
点
で
す
で
に

『中
止
行
為
』
の
要
件
を
逸
脱
し
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

18
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な

い
(
5
4
)

」
と
批
判
さ
れ
て
き
た
。

中
止
行
為
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
真
剣
な
努
力
説
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
己

の
犯
行
で
あ
る
こ
と

の
不
申
告
や
よ
り
積
極
的
な

犯
跡
隠
蔽
措
置

の
よ
う
に
、
既
遂
の
阻
止
に
直
接
関
係
し
な
い
事
情
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
疑
問
と

い
わ
ざ
る
を
え

ず
、
前
記
批
判
に
は
も
と
よ
り
異
論
は
な
い
(
5
5
)

。
し
か
し
、
真
剣
な
努
力
説
か
ら
も
、
む
し
ろ
次
の
よ
う
な
理
解
が

一
般
的
で
は
な

い
か
と

考
え

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「結
果
回
避

(防
止
)
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
と

い
う
場
合

に
、
大
切
な
こ
と
は
、
法
益
侵
害
の
結
果
を
防

止
す

る
に
役
立

つ
よ
う
な
努
力
を
し
て
い
る
か
否
か
で
あ

っ
て
、殊
勝
な
態
度
を
と
る
こ
と
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、本
件
な
ら
、

生
命
救
助

の
た
め
に
必
要
な
努
力
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
よ

い
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
H
(
＝被
害
者
。
原

口
注
)
に
と

っ
て
不
可
欠
な
の
は
、

い
ち
早
く
医
師
に
よ
る
専
門
的
な
医
療
行
為
を
受
け
る
こ
と
で
あ

っ
て
、
素
人
が
な
す
べ
き
こ
と
は
医
師
の
と
こ

ろ
へ
連
れ
て
い
く
こ
と

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
判
例
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
G

(
＝
被
告
人
。
原
口
注
)
が
自
分
は
犯
人
で
な
い
と
虚

言
を
弄
し
た
り
、
凶
器

を
川

に
捨

て
た
り
、
医
療
の
経
済
的
負
担
を
申
し
出
な
い
こ
と
な
ど
を
も

っ
て
、
万
全
の
行
動
を
採

っ
て
い
な

い
と
す
る
の
は
、
見
当
違

い
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
判
例
は
中
止
犯
の
要
件
と
し
て
の
真
摯
な
努
力
に
つ
い
て
誤
解
を
し
て
い
る
も

の
で
あ
り
、
判
例
の
全

体
的
な
流
れ
に
影
響
を
与
え
る
も

の
で
は
な
い
(
5
6
)

」
と

い
う
理
解
で
あ
る
(
5
7
)

。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
れ
ば
、
犯
跡
隠
蔽
事
例
判
決
は
、

自
己

の
犯
行
で
あ
る
こ
と
の
不
申
告
や
よ
り
積
極
的
な
犯
跡
隠
蔽
措
置
の
よ
う
に
、
既
遂
の
阻
止
に
直
接
関
係
し

な
い
事
情
の
評
価
に
関

し
て
、

一
般
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
真
剣
な
努
力
説
と
は
大
き
く
異
な
る
判
断
を
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
判
決
を
も

っ
て
真
剣
な
努
力

説
を
批
判
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
公
正
で
は
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
真
剣
な
努
力
説
の

一
般
的
な

理
解
と
適
切
な
努
力
説

と
で
は
、
中
止
行
為

の
際
ま
た
は
そ
の
後
の
犯
跡
隠
蔽
措
置
の
評
価
に
関
し
て
、
原
則
的
に
違

い
は
な

い
と
考
え

て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。も

っ
と
も
、
「真
摯
な

(真
剣
な
)
努
力
」
と
い
う
表
現

の
意
味
す
る
内
容
に
相
当
な
幅
が
あ
る
こ
と
も
確
か

で
あ
り
、
犯
跡
隠
蔽
事
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例
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う

に
、
中
止
行
為
を
評
価
す
る
者
の

(価
値
)
判
断
に
よ

っ
て
－
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う

な
価
値
判
断
は
、
そ
れ

を
表
面
に
出
す
の
か
否
か
は
別
と
し
て
、
法
解
釈
を
す
る
上
で
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
－
大
き
く
左
右
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
真
剣
な
努
力
と
い
う
表
現
を
用

い
る
場
合
に
は
、
内
容
を
合
理
的
に
限
定
し
た
上
で
そ
の
概
念
を
用

い
る
こ
と
が
必
要
に
な

っ
て

こ
よ
う
。

(
二
)
宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合
に
は
真
剣
な
努
力

・
適
切
な
努
力
は
認
め
ら
れ
な

い

次

に
、
犯
跡
隠
蔽
措
置

の
よ
う
な
既
遂
の
阻
止
に
直
接
関
係
し
な
い
事
情

の
評
価
以
外
で
も
、
真
剣
な
努
力
説
と
適
切
な
努
力
説
は
基

本
的

に
は

一
致
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

宜

し
く
頼
む
事
例
に
つ
い
て
、
真
剣
な
努
力
説
の
立
場
か
ら
、
「行
為
者
み
ず
か
ら
消
火
行
為
を
し
え
た
と
思
わ
れ
る
の
で
、
真
摯
な

努
力

と

い
う
に
は
不
十
分
で
あ
る
」
と
さ
れ
(
5
8
)

、
適
切
な
努
力
説

の
立
場
か
ら
も
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
の

「結

論
は
妥
当
で
あ
る
」
と

し
、

「本
件

の
場
合
、
中
止
行
為
を
認
め
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
、
放
火
の
現
場
に
引
き
返
し
て
A

(
＝
隣
人
。
原
口
注
)
ら
と
と

も
に
自
ら
消
火
作
業
に
当
た
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
5
9
)

。
し
た
が
っ
て
、
宜
し
く
頼
む
事

例
に
関
し
て
、

い
ず
れ

の
立
場
で
も
要
求
さ
れ
る

「
中
止
行
為
」
が
否
定
さ
れ
る
点
で

一
致
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(
三
)
病
院
事
例

・
毒
事
例
－
中
止
措
置
を
途
中
か
ら
他
人
任

せ
に
す
る
場
合
、
も
し
く
は
お
ざ
な
り
な
態
度

で
心
身
を
労
さ
な

い
場

合

に
は
真
剣
な
努
力

・
適
切
な
努
力
は
認
め
ら
れ
な

い
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さ
ら
に
、
宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合
を
よ
り

一
般
化
し
て
、
翻
意
し
た
行
為
者
が
既
遂
阻
止

へ
向
け
て
の
因
果

の
流
れ
を
始
動
さ
せ
た

が
、
そ
の
後

の
中
止
措
置
は
他
人
任
せ
に
す
る
場
合
、
も
し
く
は
お
ざ
な
り
な
態
度
で
心
身
を
労
さ
な
い
よ
う
な
場
合
、
典
型
的
に
は
、

放
火
事
件
や
殺
傷
事
件
で
、
消
防
車
や
救
急
車

の
派
遣
を
依
頼
し
た
後

で
た
だ
ち
に
現
場
か
ら
立
ち
去

っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
場
合
に
も
、

両
説
と
も
、
－
も
ち
ろ
ん
、
具
体
的
な
事
案

で
と
ら
れ
る
べ
き
措
置
は
、
た
と
え
ば
、
殺
傷
事
件

の
場
合
、
被
害
者
の
傷
害
の
部
位

・
程

度
や
犯
行
現
場
の
状
況
な
ど
の
具
体
的
な
事
情
に
も
大
き
く
依
存
す
る
が
、
実
行
未
遂

の
場
合
に
は
そ
の
ま
ま
放
置
す
れ
ば
死
に
い
た
る

程
度

の
傷
害
を
被
害
者
に
負
わ
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
前
提
に
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

一
般
的
に
は
－
真
剣

な
努
力

・
適
切
な
努
力

を
認
め
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、

一
一
九
番

・
一
一
○
番
通
報
自
体
が
あ
る
意
味
で

「
既
遂
を
阻
止
す

る
の
に
適
し
た
」
行
為

と
評
価
し
う
る
こ
と
か
ら
、
と
く
に
適
切
な
努
力
説
に
お
い
て
既
遂
阻
止
の
純
客
観
的
な
確
率
だ
け
を
問
題
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う

な
通
報
だ
け
で

(
一
般
的
に
)
中
止
行
為
と
認
め
て
よ

い
と
も
考
え
ら
れ
う
る
も

の
の
(
6
0
)

、
適
切
な
努
力
説
の
代
表

的
論
者

の
論
述
か
ら
見

て
、

一
般
論
と
し
て

一
一
九
番
・
一
一
〇
番
通
報
を
し
た
だ
け
は
中
止
行
為
と
し
て
十
分
な
も
の
と
は
考
え
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た

と
え
ば
、
内
藤
教
授
は
、
「
努
力
」
と
い
う
表
現
に

「目
標
実
現
の
た
め
、
心
身
を
労
し
て
つ
と
め
る
」
と

い
う
意
味
を
認
め
た
上

で

「適
切
な
努
力
」
と

い
う
要
件
を
示
し
、
具
体
的
に
、

一
一
〇
番
通
報

に
加
え
て
、
止
血

の
た
め
の
お
絞
り
の
手
交
や
救
急
車
到
着
ま

で
の
被
害
者

へ
の
付
き
添

い
な
ど
と

い
う
行
動
も
指
摘
し
て
中
止
行
為
を
肯
定
し
た
宮
崎
地
裁
都
城
支
部
昭
和
五
九
年

一
月
二
五
日
判
決
(
6
1
)

や
、
救
急
車
の
派
遣
要
請
に
加
え
て
、
止
血
措
置
を
し
た
り
被
害
者
を
励
ま
し
な
が
ら
救
急
車

の
到
着
を
待
ち
、
救
急
車
の
到
着
後
速
や

か
な
搬
送
を
手
伝
う
と
い
っ
た
行
動
な
ど
も
指
摘
し
中
止
行
為
を
肯
定
し
て
い
る
福
岡
高
裁
昭
和
六

一
年
三
月
六

日
判
決
(
6
2
)

に
つ
い
て
、
「努

カ

の

『真
摯
』
性
に
過
大
な
要
求
は
な
さ
れ
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
6
3
)

。

さ
ら
に
、
結
果
防
止
に
適
当
で
必
要
な
行
為
を
要
求
す
る
山
中
教
授
は
、
救
急
車
等

の
派
遣
要
請
後
立
ち
去

っ
て
し
ま

っ
た
場
合
や
投

毒
後

の
情
報
提
供
を
し
な
か

っ
た
場
合
に

つ
い
て

一
層
明
確
に
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「例
え
ば
、
重
傷
を
負
わ
せ
た
者
が
、
救
急
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車
を
呼
ぶ
べ
く
電
話
し
た
だ
け
で
そ
の
場
を
逃
走
し
た
場
合
、
放
火
後
火
勢
を
恐
れ
、
よ
ろ
し
く
頼
む
と
叫
び
逃
走
す
る
場
合

…

、
青

酸
カ
リ
の
投
与
後
、
他
人
に
医
者
を
呼
び
迎
え
る
よ
う
依
頼
し
た
だ
け
の
場
合
…
…
に
は
、

い
ま
だ
結
果
防
止
に
ふ
さ
わ
し

い
結
果
防
止

行
為

と
は

い
え
な

い
(
6
4
)

」
と
し
、
ま
た
、
毒
事
例
に
つ
い
て
、
「本
判
決
は
、
『救
助
の
意
思
』

の
問
題
に
還
元
し
て

い
る
が
、
本
件
に
お
け

る

『結
果
発
生
防
止
行
為
』
の
時
点
、
す
な
わ
ち
、
電
話
を
し
た
時
点

で
は
、
救
助

の
意
思
は
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

問
題
は

『電
話
を
す
る
』
行
為

の
み
で
は
積
極
的
結
果
防
止
行
為
と
し
て
は
客
観
的
に
十
分

で
な
か

っ
た
と
い
う

点
に
あ
る
。
本
件

の
事

案
が
示
す
よ
う
に
、
結
果
の
不
発
生
に
向
か
う
因
果
連
鎖
を
進
行
に
置
く
行
為
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
確
実
に
結
果

の
発

生
を

防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
行
為
が
必
要
な
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
(
6
5
)

、
「医
師
の
手
当
て
が
適
切
に
行
わ
れ
、
確
実
に
結
果
発
生
を
防

止
す

る
た
め
に
は
、
例
え
ば
、
医
師
に
当
該
の
傷
害
を
も
た
ら
し
た
凶
器
な

い
し
毒
物
に
つ
い
て
説
明
し
、
治
療

の
促
進
を
図
る
べ
き
で

あ

る
」
と
論
じ
て
い
る
(
6
6
)

。
ま
た
、
中
止
行
為
時
に
お

い
て
犯
罪
実
現
の
回
避
が
十
分
に
見
込
ま
れ
る
行
為
で
あ
る

こ
と
を
要
求
す
る
井
田

教
授

も
、
同
じ
よ
う

に
、
「救
急
車
を
呼

ぶ
た
め
に
電
話
し
た
だ
け
と
か
、
他
人
に
救
助
を
依
頼
し
て
逃
げ
去

っ
た
と
か

い
う
だ
け
で
は

被
害

者
が
救
助
さ
れ
る
確
実
性
が
低
く
、
中
止
行
為
と
し
て
十
分
で
な

い
が
、
被
害
者
を
病
院
に
運
び
込
み
、
傷
害
に
至

っ
た
経
過
を
医

師

に
説
明
し
た
う
え
で
、
治
療
さ
せ
た
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
中
止
行
為
の
要
件
を
み
た
す
で
あ
ろ
う
」
と
論
じ
て

い
る
(
6
7
)

。

し
た
が

っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
適
切
な
努
力
説
の
代
表
的
主
張
者
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
救
助
の
成
否
を
病
院
ま

で
の
被
害
者
自
身

の

独
力
で
の
歩
行
ま
た
は
第
三
者

の
救
助
に
委
ね

(し
か
も
、
宜
し
く
頼
む
事
例
と
は
異
な

っ
て
、
第
三
者
に
救
助

を
依
頼
し
て
い
な

い
)、

重
傷
の
被
害
者
を
病
院
付
近

で
降
ろ
し
て
立
ち
去

っ
て
し
ま

っ
た
病
院
事
例
に
お
い
て
、
要
求
さ
れ
る

「適
切
な
努
力
」
と
い
う
中
止
行

為

の
要
件
は
充
た
さ
れ
ず
、
ま
た
、
毒

の
投
与
や
毒
の
種
類
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
を
せ
ず
、
救
急
車
を
呼
ぶ
に
と
ど
ま

っ
た
毒
事
例
に

お

い
て
も
同
様
に
中
止
行
為
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
真
剣
な
努
力
説

で
も
同
様
で
あ
ろ
う
(
6
8
)

。

つ
ま
り
、

既
遂
阻
止

へ
向
け
て
の
重
要
な
因
果
の
流
れ
を
始
動
さ
せ
た
も
の
の
、
そ
の
後

の
中
止
措
置

(の
進
展

.
新
た
な
状
況

へ
の
対
応
)
に
つ
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い
て
は
自
ら
責
任
を
も
た
ず
、
他
人
任
せ
に
し
て
し
ま
う
場
合
、
も
し
く
は
お
ざ
な
り
の
態
度
で
心
身
を
労
さ
な

い
よ
う
な
場
合

に
、
真

剣

な
努
力
説
も
適
切
な
努
力
説
も
中
止
行
為
は
認
め
な

い
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

(
四
)
小
括

確
か
に
、
適
切
な
努
力
説
は
様

々
な

ニ
ュ
ア
ン
ス
で
主
張
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
し
ば
し
ば
、
「適
切
な
努
力

」
そ

の
他
要
求
さ
れ
る

基
準
を
充
た
し
て
い
る
の
か
否
か
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
、
ま
た
は
、
具
体
例
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
結

論
に
な
る
の
か
と

い
う

こ
と
は
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
論
者
に
よ

っ
て
は
こ
こ
で
示
さ
れ
た
結
論
と
は
異
な
る
結
論
を
導
く
場

合
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
、
検
討
し
た
よ
う
に
、
真
剣
な
努
力
説
の

一
般
的
理
解
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
る
中
止
行
為
と
、
従
来

主
張
さ
れ
て
き
た
適
切
な
努
力
説
の
代
表
的
な
主
張
者
に
よ

っ
て
要
求
さ
れ
る
中
止
行
為
と
は
、
そ
の
結
論
に
お

い
て
基
本
的
に
異
な
る

も

の
で
は
な

い
と
考
え
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
6
9
)

。
具
体
的
に
は
、
い
ず
れ
の
立
場
で
も
、
犯
跡
隠
蔽
事
例

で
は
中
止
行
為
が
肯
定
さ
れ
、

宜

し
く
頼
む
事
例
、
病
院
事
例
、
毒
事
例
で
は
否
定
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
結
論
の
基
本
的
な
同

一
性
は
、
実
行
未
遂

の
中
止
行
為

の
要
件

の
根
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
実
質
的
観
点
の
類
似
性

か

ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
の
立
場

で
も
、
そ
の
要
件
に
関
す
る
表
現

の
違

い
は
あ
れ
、
実
質

的

な
観
点
と
し
て

「合
規
範
的
意
思
の
中
止
行
為

へ
の
表
動
」
や

「法
的
義
務
に
ふ
た
た
び
合
致
し
よ
う
と
す
る
態
度
」
を
問
題
と
す
る

論

者
が
多
く
(
7
0
)

、
ま
た
、
内
藤
教
授
も
、
前
述
の
よ
う

に
、
「努
力
」
と
い
う
表
現
に

「
目
標
実
現
の
た
め
、
心
身
を
労
し
て
つ
と
め
る
」

と

い
う
意
味
を
認
め
た
上
で
こ
の
表
現
を
用

い
て
い
る
(
7
1
)

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
質
的
な
観
点
か
ら
も
、
既
遂
阻
止

へ
向
け
て
の

重

要
な
因
果
の
流
れ
を
始
動
さ
せ
－
結
果
的
に
生
じ
た
既
遂
の
阻
止
と
行
為
者

の
中
止
措
置
と

の
間
に

(条
件

関
係
は
も
と
よ
り
相
当
)
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因
果
関
係
が
肯
定
さ
れ
－
た
場
合
で
も
、
そ
の
後
の
中
止
措
置

(の
進
展
・新
た
な
状
況

へ
の
対
応
)
に
つ
い
て
は
自
ら
責
任
を
も
た
ず
、

他

人
任
せ
に
し
て
し
ま
う
場
合
、
も
し
く
は
お
ざ
な
り
の
態
度

で
心
身
を
労
さ
な

い
よ
う
な
場
合
に
要
求
さ
れ
る
中
止
行
為
を
肯
定
し
な

い
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

三

因
果
関
係
必
要
説
の
射
程

真
剣
な
努
力
説
と
適
切
な
努
力
説
が
、
そ
の

一
般
的
な
も
し
く
は
代
表
的
な
論
者
の
理
解
に
お
い
て
、
そ
の
結

論
の
点
で
基
本
的
に
ほ

ぼ

一
致
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
近
時
有
力
な
論
者
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
て
き
て
い
る
因
果
関
係

必
要
説
の
結
論
は
、
そ

の
よ
う
な
従
来
あ
る
程
度

一
致
が
み
ら
れ
た
結
論
か
ら
の
隔
た
り
が
大
き

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お

い
て
、
毒
事
例
、
宜
し
く
頼

む
事
例
、
病
院
事
例

の
順
に
因
果
関
係
、
と
く
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
を
検
討
し
て
い
く
。

(
一
)
毒
事
例
の
場
合
、
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る

因
果
必
要
関
係
説
の
論
者
は
、
「
相
当
因
果
関
係
は
…
…
救
急
車
を
呼
ん
で
救
助
し
た
場
合
は
そ
れ
以
上
の
積
極
的
努
力
の
有
無
に
拘

わ
ら
ず
肯
定
さ
れ
る
(
7
2
)

」
と
し
て
お
り
、
救
助
に
当
た

っ
た
医
療
関
係
者
に
毒
の
投
与
の
こ
と
を

一
切
言
及
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
救
急
車

の
派
遣
を
依
頼
し
た
毒
事
例
に
つ
い
て
は
中
止
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
二
)
宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合
に
相
当
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
な

い
の
か
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因
果
関
係
必
要
説
に
よ
れ
ば
、宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合
に
相
当
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
る
と
明
確
に
論
ず
る
論
者
も
い
る
(
7
3
)

。
し
か
し
、

宜

し
く
頼
む
事
例
に
お
い
て
中
止
措
置

(宜
し
く
頼
む
と

い
う
依
頼
)
と
既
遂

(独
立
燃
焼
段
階
そ
の
他
適
切
と
考
え
ら
れ
る
放
火
罪
の

既
遂
段
階
に
い
た
る
こ
と
の
)
阻
止
結
果
と
の
間
の
条
件
関
係
は
も
と
よ
り
、相
当
因
果
関
係
も
肯
定
さ
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、

出

火
に
気
づ

い
て
い
な
か

っ
た
近
隣

の
者

(宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合

に
は
、
と
り
わ
け
放
火
者
の
親
類
)
が
近
所
で
の
出
火
を
知
ら
さ

れ

れ
ば
、
そ
れ
を

(現
在

で
あ
れ
ば
)
消
防
署
等
に
通
報
し
、
ま
た
は
自
ら
が

(場
合
に
よ

っ
て
は
近
隣
の
人

の
協
力
を
求
め
て
)
消
火

活

動
に
出
て
、
(も
ち
ろ
ん
、
既
遂
を
阻
止
で
き
る
か
否
か
に

つ
い
て
は
放
火
の
態
様
・燃
焼
し
て
い
る
物
の
素
材

・放
火
の
時
刻
・天
候
や
、

火
災

の
進
捗
状
況
等
に
大
き
く
依
存
す
る
で
あ

ろ
う
が
)
焼
損
に
い
た
ら
な

い
こ
と
も
決
し
て
稀
有
な
事
態
で
は
な
く
、
む
し
ろ
通
常
あ

り
う
る
プ

ロ
セ
ス
で
あ
ろ
う
(
7
4
)

。

つ
ま
り
、
こ
の
場
合
の
よ
ろ
し
く
頼
む
と
い
う
既
遂
阻
止
行
為
の
い
わ
ば

「教
唆

」
行
為
か
ら
他
人
に
よ

る
既
遂
阻
止
結
果
ま
で
の
因
果
の
プ

ロ
セ
ス
は
決
し
て
特
異

・
偶
然
的
な
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
本
質
的
な
因
果
経
過
も
予
見
可
能
で
あ

り

、
し
た
が

っ
て
、

(相
当
因
果
関
係
説

の
折
衷
説
で
あ
れ
、
客
観
説
で
あ
れ
)
相
当
因
果
関
係
は
否
定
さ
れ
え
な

い
と
考
え
ら
れ
る
(
7
5
)

。

実
際
に
、
古
く
、
吉
田
常
次
郎
教
授
は
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
「假
に
中
止
行
爲
は
結
果
發

生
防
止
に
封
し
相

當

原
因
力
あ
る
も
の
に
限
る
と
す
る
こ
と
が
正
當
な
り
と
す
る
も
放
火
し
た
る
に
依
り
宜
敷
頼
む
旨
を
近
親
に
依

頼
し
た
る
と
き
は
其

の

依

頼
を
受
け
た
る
者
は
消
火
に
努
力
す
る
こ
と

一
般
の
経
験
に
照
し
明
白
な
る
が
故

に
右
依
頼
行
爲
は
鎭
火
に
封
し
相
當
原
因
力
あ
る

も

の
と

い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
し
て
お
り
(
7
6
)

、
ま
た
、
近
時
で
は
、
危
険
消
滅
説
の
立
場
か
ら
も
、
宜
し
く
頼
む
事

例
の
場
合
に

「行
為
者

の
行
為
と
危
険
消
滅
と

の
問
に
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
。
「
中
止
犯
を

一
般
の
犯
罪

の
裏
返
し
の
も
の
と
し
て

理
解
す
る
な
ら
ば
、
中
止
行
為
と
危
険
消
滅
と

の
間
に
因
果
関
係
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
中
止
未
遂

の
成
立
を
肯

定
す
べ
き

で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
」
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
(
7
7
)

。
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(
三
)
病
院
事
例

の
場
合
に
相
当
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
る
の
か

重
傷

の
被
害
者
を
病
院
の
通
用
口
か
ら
九
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
所
で
降
ろ
し
た
病
院
事
例
に
つ
い
て
、
因
果
関
係
必
要
説
の
論
者
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
病
院

の
近
く
ま
で
被
害
者
を
運
ん
だ
行
為
と
、
既
遂
阻
止
結
果
な
い
し
は
危
険
消
滅
と
の
間

の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
る

の
か
否
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
因
果
関
係
必
要
説
と
類
似
す
る
と
考
え
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
を
検
討
す
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

因
果

関
係
必
要
説
の
こ
の
事
案
に
お
け
る
結
論
を
考
え
て
み
た

い
。

(
イ
)
客
観
的
帰
属
を
問
題
と
す
る
立
場

ま
ず
、
構
成
要
件
該
当
性
判
断

(す
な
わ
ち
、
因
果
関
係
論
)
で
の
わ
が
国
の
相
当
因
果
関
係
説
と
類
似
す
る
思
考
か
ら
条
件
関
係
を

限
定

し
よ
う
と
す
る
客
観
的
帰
属
論
を
用

い
て
、
客
観
的
に
帰
属
可
能
な
か
た
ち
で
既
遂
の
阻
止
を
も
た
ら
し
た

場
合
に
は
不
処
罰
と
な

る
中
止
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
ド
イ
ツ
の
有
力
な
見
解
が

一
つ
の
参
考
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
B
l
o
yは
、
既
遂
阻
止
結
果

の
客
観
的
帰
属
可
能
性
を
問
題
と
し
(
7
8
)

、
行
為
者
が
既
遂
を
阻
止
す
る

た
め
に
第

三
者
と
共
働

す
る
場
合
を
類
型
化
し
、
既
遂

の
阻
止
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
第
三
者

の
助
言
や
援
助
を
受
け
る
だ
け

の

(単
独

)
正
犯
形
態
、
間
接
正

犯
形
態
ま
た
は
共
同
正
犯
形
態
の
場
合
に
は
、
問
題
な
く
そ
の
既
遂
阻
止
結
果
は
行
為
者
に
帰
属
し
、
教
唆
形
態

の
場
合

に
は
、
医
師

・

消
防
士
等

の
専
門
家
(
7
9
)

ま
た
は
素
人
に
既
遂
の
阻
止
を
要
請
す
る
場
合
と
、
第
三
者

(と
意
を
通
じ
ず
、
そ
)

の
介

入
を
誘
発
す
る
よ
う

に

状
況

の
お
膳
立
て

を
す
る

(arran
g
iere
n)
に
す
ぎ
な

い
場
合
と
に
分
け
る
が
、

い
ず
れ
の
場
合
も
原
則
的
に
は
阻

止
結
果
は
行
為
者

に
帰

属
し
(
8
0
)

、
病
院
事
例
は
こ
の
教
唆
形
態
の
後
者
に
属
し
、行
為
者
に
不
処
罰
と
な
る
中
止
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と

(中
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止
未

遂
の
成
立
を
否
定
し
た
)
判
例
を
批
判
し
て
い
る
。
同
様
に
、
R
ud
o
lp
h
i
も
、
ド
イ

ツ
刑
法
二
四
条

一
項

一
文
第
二
選
択
肢
の
意
味

で
の
行
為

の
既
遂
の
阻
止
と

い
う
要
件
が
充
た
さ
れ
る
た
め
に
、
最
善
の
救
助
措
置
を
と
る
必
要
は
な
く
、
行
為

者
が
行
為

の
既
遂
を
客

観
的

に
帰
属
可
能
な
方
法
で
阻
止
す
る
と

い
う
こ
と
で
十
分
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
彼
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て

い
る
法
益
に
関
し
て
救

助

の
重
要
な
チ
ャ
ン
ス
を
創
出
し
、
そ
の
創
出
さ
れ
た
チ
ャ
ン
ス
が
既
遂
に
い
た
ら
な

い
こ
と
の
中
に
現
実
化
す

る
場
合
に
、
行
為
者
は

行
為

の
既
遂
を
阻
止
す
る
と
し
、
病
院
事
例
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
、
彼

の
行
動
に
よ

っ
て
－
た
と
え
ば
、

B
G
H
S
t
3
1,4
9
に
お
い
て
致

命
傷
を
負
わ
せ
ら
れ
た
被
害
者
を
病
院
の
近
く
に
運
ぶ
こ
と
の
よ
う
に
－
自
ら
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と

っ
て
第
三
者

が
救
助
作
業
を
完
成
さ

せ
る
よ
う
な
状
況
を
創
出
す
る
場
合
で
も
十
分
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
8
1
)
(
8
2
)

。

こ

の
よ
う
な
既
遂
阻
止
結
果
の
帰
属
可
能
性
と
同
様
に

(も
し
く
は
類
似
し
て
)
相
当
因
果
関
係
を
考
え
る
で
あ
れ
ば
、
同
様

に
、
病

院
事
例
に
お
い
て
も
相
当
因
果
関
係
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
、
わ
が
国
の
従
来
の
相
当
因
果
関
係

説

(ま
た
は
近
時
の
修

正
さ
れ
た
相
当
因
果
関
係
説
)
と
、
近
時
有
力
に
な
り

つ
つ
あ
る
客
観
的
帰
属
論

の
相
互
の
関
係
は
そ
れ
自
体

一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ

り
、
両
者
が
少
な
く
と
も
ま

っ
た
く
同
様
な
わ
け
で
は
な

い
以
上
、
B
l
o
yや
R
u
d
olph
i
な
ど
の
既
遂
阻
止
結
果

の
客
観
的
帰
属

の
有
無

を
問
題
に
す
る
見
解
か
ら
、
因
果
関
係
必
要
説
に
よ
る
病
院
事
例
の
結
論
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し

い
で
あ
ろ
う

。

(
ロ
)
中
止
行
為
の
適
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
る
限
定

さ
ら
に
、
既
遂
阻
止
結
果
を

(事
前
に
)
予
見
可
能
な
も

の
と
思
わ
せ
る
中
止
措
置

(中
止
行
為
の
適
性
)
を

問
題
と
し
、
前
述
の
既

遂
阻
止
結
果
の
客
観
的
帰
属
の
み
を
問
題
と
す
る
立
場
よ
り
も
中
止
行
為
の
範
囲
を
限
定
的
に
解
す
る
立
場
が
よ

り
参
考
に
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
判
断
は
相
当
因
果
関
係
説

(の
折
衷
説
)
の
判
断
と
重
な
る
部
分
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ

る
(
8
3
)

。
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こ

の
立
場
を
主
張
す
る
B
o
s
sは
、
行
為
者

の
中
止
阻
止
と
既
遂
不
発
生

の
間
に
条
件
関
係
が
あ
る
だ
け
で
は
十

分
で
は
な
く
、
既
遂

の

阻
止

に
関
す
る
そ
の
中
止
措
置
の
適
性

(す
な
わ
ち
、
事
前
判
断
を
し
て
、
行
為
者
が
、
客
観
的
に
、
中
止
結
果

の
発
生
を
予
見
可
能
な

も
の
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
適
す
る
中
止
行
為
を
行
う
こ
と
)
を
要
求
し
(
8
4
)

、
病
院
事
例
等
に
つ
い
て
、
こ
の
要
件
を

以
下
の
よ
う
に
当
て
は

め
て

い
る
。

病
院
事
例
の
場
合
に
、
中
止
行
為

の
適
性
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
(
1
)
妻
が
自
力
で
病
院
に
到
達
し
う

る
こ
と
の
予
見
可
能
性
と
、
(
2
)
通

行
人

に
よ
る
発
見

・
病
院

へ
の
搬
送
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
問
題
と
な
る
と
し
、
大
要
次

の
よ
う

に
述

べ
て
、
そ
の
予
見
可
能
性
、

し
た
が

っ
て
、
中
止
行
為
の
適
性
は
認
め
ら
れ
え
な
い
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ω
に
つ
い
て
は
、
椅
子
の
脚
で
の
よ
う
な
堅

い
物
体
に
よ

る
頭
部
の
殴
打
お
よ
び
妻
の
多
量
の
失
血
に
基
づ

い
て
、
彼
女
が
－
実
際

に
意
識
を
失

っ
た
よ
う

に
－
意
識
を
失

い
う
る
で
あ
ろ
う
と

い

う
こ
と
は
予
見
可
能
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
妻
を
降
ろ
し
て

一
人
で
病
院
に
行
か
せ
る
こ
と
は
、
救
助
結
果
を
ひ
き
起
こ
す
の
に
適

す
る
も
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
予
見
可
能
性
、
し
た
が

っ
て
、
事
前

の
客
観
的
適
性
は
認
め
ら
れ
え
な
い
。
ま

た
、
(
2
)
に
関
し
て
、
被

害
者
を
病
院
の
前
で
降
ろ
す
こ
と
は
救
命
治
療
を
ひ
き
起
こ
す
の
に

一
般
的
に
適
し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
事
情
に
よ

っ
て
は
、
た

と
え
ば
、
病
院
の
正
面
入
口
の
前
で
降

ろ
し
た
場
合
の
よ
う

に
、
病
院
の
来
訪
者
の
多
さ
次
第
で
は
、
被
害
者
が
そ
こ
で
意
識
を
失

っ
た

と

し
て
も
、
職
員
、
面
会
者
ま
た
は
患
者
が
被
害
者
に
気
づ
き
、
彼
を
助
け
る
こ
と
が
蓋
然
性
の
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
の
事
例
の
場

合

に
は
、
夫
は
、
正
面
入
口
で
は
な
く
、
通
用
口
か
ら
九
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
所
で
被
害
者
を
降

ろ
し
、
し
か
も
、
妻
が
茂
み
の
中
に
意

識
を

失

っ
て
倒
れ
た

(そ
の
こ
と
か
ら
、
彼
女
は
助
け
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
す
り
泣
く

こ
と
や
う
め
き
声
を
上

げ

る
こ
と
も
不
可
能
で
あ

っ
た
)
と
い
う
こ
と
も
考
慮
す
れ
ば
、
通
り
す
が
り
の
通
行
人
に
と

っ
て
直
ち
に
は
認
識
可
能
で
は
な
く
、
通

行
人
が
時
機
を
失
し
な
い
で
発
見
す
る
可
能
性
は
事
前
に
は
極
め
て
あ
り
そ
う
も
な
い
も
の
で
あ
り
、
妻
が
実
際

に
通
行
人
に
よ

っ
て
時

機
を
失
せ
ず
に
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
事
前

の
見
方
か
ら
は
、
ま

っ
た
く
の
偶
然
と
し
て
し
か
評
価
さ
れ
え
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

28



実行未遂の中止行為(原 口伸夫)

こ

の
点

で
も
客
観
的
な
予
見
可
能
性
、
し
た
が

っ
て
、
救
助
行
為
の
客
観
的
な
適
性
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
(
8
5
)

。

因
果
関
係
必
要
説
が
、
B
o
s
s
と
同
じ
よ
う
な
中
止
行
為

の
適
性

(事
前
判
断
で
の
客
観
的
な
予
見
可
能
性
)
を

問
題
と
す
る
な
ら
ば
、

客
観
的
帰
属
可
能
性
を
問
題
と
す
る
前
述

(イ
)
の
立
場
よ
り
は
限
定
的
に
、
病
院
事
例
の
場
合
に
は
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
B
o
s
s
が
論
じ
る
よ
う
に
、
条
件
が
多
少
変
わ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
被
害
者
が
病
院
ま
で
連
れ
て
行

か
れ
な
く
て
も
、
病
院

の
正
面
入
り
口
付
近
な
ど
重
傷
の
被
害
者
が
そ
こ
で
意
識
を
失

っ
て
も
誰
か
に
す
ぐ
に
発
見
さ
れ
治
療
を
受
け
ら

れ
る
こ
と
が
客
観
的
に
予
想
し
う
る
よ
う
な
場
所
ま
で
連
れ
て
行
か
れ
れ
ば
中
止
行
為
の
認
め
ら
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

(四
)
小
括

以
上
の
検
討
か
ら
、
因
果
関
係
必
要
説
か
ら
は
、
毒
事
例

の
場
合
に
中
止
行
為
は
認
め
ら
れ
、
宜
し
く
頼
む
事
例

の
場
合
に
も
－
否
定

す

る
論
者
も

い
る
が
－
中
止
行
為
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
病
院
事
例
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
、
被
害
者
が
傷
害
の
程

度
か
ら
考
え
て
自
力

で
な
ん
と
か
病
院
ま

で
た
ど
り

つ
く
こ
と
が
客
観
的
に
予
想
し
う
る
よ
う
な
場
所
ま
で
運
ば
れ
た
場
合
や
、
被
害
者

が
重
傷
で
あ
り
そ
こ
で
意
識
を
失

っ
た
と
し
て
も
誰
か
に
す
ぐ
に
発
見
さ
れ
治
療
を
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
客
観
的

に
予
想
し
う
る
よ
う
な

場
所
ま
で
運
ば
れ
た
場
合

(も
し
く
は
こ
れ
よ
り
も
緩
や
か
に
)
に
は
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
結
論
が
適
切
に
推
論
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
前

で
示
し
た
よ
う

に
、
こ
れ
ま
で
の
真
剣
な
努
力
説
お
よ
び
適
切
な
努
力
説

に
よ

っ
て
導
か
れ
る
結
論
(
8
6
)

、
そ
し
て
、
宜
し
く
頼
む
事
例
以
降
を
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま

で
の

(必
ず
し
も
不
当
な
結
論
を
と

っ

て
き
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
)
判
例
(
8
7
)

と
の
乖
離
が
大
き

い
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

以
上
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
か
ら
導
か
れ
る
結
論
が

(あ
る
程
度
)
明
ら
か
に
な

っ
た

の
で
、
次
節

で
は
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
つ
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い
て
ど
の
よ
う
に
考
え

る
べ
き
な
の
か
各
説
の
適
否
を
検
討
す
る
。

第
三
節

実
行
未
遂
の
中
止
行
為
の
要
件

中
止
措
置
へ
の
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化

(
一
)
中
止
未
遂
の
認
め
ら
れ
る
実
質
的
な
根
拠
か
ら
の
演
繹

前
節

の
考
察
に
お
い
て
、
実
行
未
遂

の
中
止
行
為
に
関
し
て
、
従
来
の
真
剣
な
努
力
説
お
よ
び
適
切
な
努
力
説

に
よ

っ
て
導
き
出
さ
れ

る
結
論
と
、近
時
有
力
な
論
者
に
よ

っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
因
果
関
係
必
要
説
の
結
論
と
が
大
き
く
異
な
る

(少
な
く
と
も
異
な
り
う
る
)

と

い
う

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
宜
し
く
頼
む
事
例
や
毒
事
例
の
場
合
に
、
前
者
か
ら
は
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

後
者

か
ら
は
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
病
院
事
例

の
よ
う

に
被
害
者
を
病
院
の
外

で
降

ろ
し
て
立
ち
去

っ
て
し
ま

っ
た
場
合
に
も
、

前
者

か
ら
は
そ
の
後
の
中
止
措
置

(
の
進
展
、
新
た
な
状
況

へ
の
対
応
)
に
つ
い
て
自
ら
責
任
を
も
た
ず
他
人
任

せ
に
し
、
も
し
く
は
お

ざ
な
り
な
態
度
で
心
身
を
労
さ
な

い
も

の
と
し
て
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
か
ら
は
事
情

に
よ

っ
て
は

(相
当
)

因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
度

で
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
結
論

い
た
る
各
説
の
適
否
を
考
え
る
上
で
、
四
三
条
但
書
の
文
言
は
決
定
的
な
論
拠
を
提
供
し
え
な

い
。
確
か
に
、
四
三

条
但

書
の

「中
止
し
た
」
(平
成
七
年
ま
で
の
文
言
で
は

「
止
メ
タ
」)
と

い
う
多
義
的
な
文
言
の
下
で
、
中
止

措
置
と
既
遂
阻
止
結
果

の
間

の

(相
当
)
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
り
、
か

つ
そ
れ
で
足
り
る
と
解
す
る
の
も
現
行
法
上

一
つ
の
可
能
な
解
釈

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
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導
き

出
さ
れ
る
前
述
の
よ
う
な
結
論
も
、
必
要
的
減
軽

・
免
除
と

い
う
柔
軟
性

の
あ
る
法
効
果
の
下
で
ま

っ
た
く

と
り
え
な

い
結
論
だ
と

い
う
わ
け

で
は
な
か
ろ
う

(具
体
的
事
案
に
お
い
て
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た
上
で
減
軽
に
と
ど
め
る
－
判
例
に
お

い
て
免
除
ま

で
認
め
ら

れ
た
事
例
は
極
め

て
少
な
い
－
な
ら
ば
、
障
害
未
遂
に
よ
る
減
軽
を
し
た
場
合
と
処
断
刑
は
同
じ
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
任
意
的
減
軽

か
、
必
要
的
減
軽
か
と

い
う
類
型
的
な
法
効
果
の
違

い
が
重
要
だ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
)
。
し
か
し
、
逆
に
、
既
遂
の
阻
止
に
対
す
る
因

果
関
係
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
べ
き
文
言
上
の
必
然
性
も
な
い
と

い
え
よ
う
(
8
8
)

。
こ
の
よ
う
な
四
三
条
但
書

の
文
言

の
多
義
性
は
次
の
よ
う

な
規
定
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り

一
層
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
「自
己
の
意
思
に
よ

つ
て
、
犯
罪
の
実

行
を
中
止
し
、
又
は
結

果
の
発
生
を
防
止
し
た
た
め
、
こ
れ
を
遂
げ
な
か
つ
た
者
は
」
と
規
定
す
る
改
正
刑
法
草
案
二
四
条

一
項

(昭
和

四
九
年
五
月
二
九
日
法

制
審

議
会
総
会
決
定
)、
ま
た
、
単
独
正
犯
者

の
実
行
未
遂
の
中
止
に

つ
い
て

「既
遂
を
阻
止
す
る

(V
olle
nd
un
g
 v
erh
ind
ert
)
者
は
」
と

規
定

す
る
ド
イ

ツ
刑
法
二
四
条

一
項

一
文
第
二
選
択
肢
や
、
実
行
未
遂

の
中
止
に
つ
い
て

「重
罪
又
は
軽
罪
の
既

遂
に
属
す
る
結
果
の
発

生
を
自
分
の
行
為
に
よ
り
回
避
し
た

(d
en
 E
in
tritt
 des
 zu
r
 
 
V
ollen
d
un
g
 de
s
 Ve
rbr
echen
s
 
o
d
er
 V
erg
ehe
ns
 geh
o
erig
en
 E
rfolge
s
 
d
urch

eig
en
e
 T
a
etig
k
eit
 ab
gew
en
det
 hat)
場
合
」
と
規
定
し
て
い
た
ド
イ

ツ
刑
法
旧
四
六
条

二
号

の
よ
う
な
規
定
と
比
較
す
る
場
合

で
あ
る
。

こ
れ

ら
の
よ
う
な
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
文
言
上
は
、
中
止
措
置
と
既
遂
阻
止
結
果
と

の
間
の
因
果
関
係
が

必
要

で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
よ
り
説
得
的
な
も
の
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
四
三
条
但
書
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
と
比
べ
て
、
既
遂
阻

止
結

果
に
対
す
る
中
止
措
置
の

(相
当
)
因
果
関
係
を
要
求
す
る
文
言
上
の
根
拠
は
弱
く
、
む
し
ろ
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
条
の
規
定
の
下

で
す

ら
、
そ
こ
で
の

「既
遂
の
阻
止
」
と
い
う
要
件
を
充
た
す
た
め
に
、
既
遂
阻
止
結
果
に
対
す
る
中
止
措
置
の
条
件
関
係
も
し
く
は
既

遂
阻

止
結
果
の
客
観
的
帰
属
可
能
性
で
は
十
分
で
は
な
い
と
す
る
見
解
が
増
え
て
き

て
い
る
(
8
9
)

こ
と
に
こ
そ
注
目
す

べ
き

で
あ
ろ
う
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
四
三
条
但
書
の

「中
止
し
た
」
と

い
う
相
対
的
に
多
義
的
な
文
言
の
下
で
は
、
中
止
未
遂
の
認
め
ら

れ
る
実
質
的
な
根
拠
が

よ

り

重

要

に
な

っ

て

こ
よ

う
(
9
0
)

。
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前
述

の
よ
う
に
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に

つ
い
て
真
剣
な
努
力
を
要
求
す
る
立
場
で
も
、
適
切
な
努
力
を
要
求
す
る
立
場
で
も
、
「合

規
範
的
意
思
の
表
動
」
な

い
し
は
そ
れ
と
類
似
す
る
観
点
が
指
摘
さ
れ
、
中
止
未
遂

の
他
の
要
件
の
関
係
で
も
、
し
ば
し
ば
規
範
意
識

(の

具
体
化
)
と

い
っ
た
も
の
が
し
ば
し
ば

(そ
れ
自
体
は
正
当
に
)
問
題
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
9
1
)

。
た
だ
、
法
益
保
護
を
重
要
な

任
務

と
す
る
刑
法
の
役
割
お
よ
び
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
と

い
う
観
点
か
ら
表
現
す
れ
ば
、
中
止
措
置

へ
の
法
益
尊
重
意
思

の
具
体
化
と

表
現
す
る
の
が
よ

い
で
あ
ろ
う
。
法
益
尊
重
意
思
が
中
止
措
置
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
故
意

(法
益

侵
害
意
思
)
を
も

っ
て

実
行

に
着
手
し
た

(さ
ら
に
、
実
行
未
遂
の
段
階
に
い
た
ら
し
め
た
)
こ
と
に
よ

っ
て

(各
法
定
刑
に
見
合
う
程
度
に
)
揺
る
が
さ
れ
た

と
こ
ろ
の
法
秩
序

の
実
効
性
に
対
す
る
社
会

一
般

の
人
々
の
信
頼
が
再
び
安
定
化
さ
れ
、
も
し
く
は
未
遂
に
よ
り

ひ
き
起
こ
さ
れ
た
社
会

心
理
的
な
衝
撃
が
事
後
的
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
(積
極
的
)

一
般
予
防
上
の
働
き
か
け
の
必
要
性
も
減
少

.
消
滅
し
、
加
え

て
、

そ
の
よ
う
な
法
益
尊
重
意
思
を
具
体
化
し
た
行
為
者
に
対
し
て
国
家
財
政
を
投
入
し
て
の

(刑
事
施
設
内
で
の
規
律
正
し

い
生
活
や
刑
務

作
業
等
を
通
じ
た
)
刑
罰
に
よ
る
特
別
予
防
上
の
働
き
か
け
の
必
要
性
も
減
少

・消
滅
し
、
刑
が
減
免
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
(
9
2
)
(
9
3
)

。

そ
し

て
、
こ
こ
で
い
う
法
益
尊
重
意
思

の
中
止
措
置

へ
の
具
体
化
の
程
度
が
問
題
に
な
る
が
、
こ
の
社
会
心
理
的
衝
撃
性

の
考
え
方
か
ら

は
、
法
秩
序
の
実
効
性
に
対
す
る

(揺
る
が
さ
れ
た
)
社
会

一
般
の
人
々
の
信
頼
を
安
定
化
し
、
も
し
く
は
社
会
心
理
的
な
衝
撃
を
緩
和

で
き

る
程
度
の
も

の
で
あ
る
必
要
が
あ
り
、
か
つ
そ
の
程
度
で
足
り
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
定
式
化
す
れ
ば
、

一
般

の
人
が

そ
の
状
況
に
置
か
れ
た
な
ら
ば
、
被
害
者

の
救
助

(厳
密

に
は
既
遂
の
阻
止
)
の
た
め
に
と
る
で
あ

ろ
う
よ
う
な
措
置
、

つ
ま
り
、
「人

並
み

の
」
法
益
尊
重
意
思
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
(
9
4
)

。

そ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
宜
し
く
頼
む
事
例
の
よ
う
な
放
火
事
件
に
お
い
て
、
近
隣
の
者
に
消
火
を
依
頼
し
た
だ
け
で
そ
の
場
を
立
ち

去

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
く
、

(火
災
の
進
捗
の
程
度
等
に
よ
る
が
、
少
な
く
と
も
ま
だ
放
火
罪
の
既
遂
に

い
た

っ
て
い
な

い
状
態
で
は
)
他
人
任
せ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
そ
の
消
火
活
動
に
当
た
り
な

い
し
は
消
火
活
動
に
協
力
す
る
こ
と
も

一
般

に
必
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要

に
な

っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
殺
傷
事
件
に
お

い
て
は
、
一
一

九
番

(な

い
し

一
一
〇
番
)
通
報
に
よ
る
救
急
車

の
手
配
は
確
か
に
決
定

的

に
重
要
な
措
置
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
行

っ
た
後
直
ち
に
立
ち
去

っ
て
し
ま
う

の
で
は
な
く
、
救
急
車
の
到
着
ま

で
可
能
な
範
囲
で
応
急

処
置
を
施
す
、
被
害
者
に
付
き
添

っ
て
い
る

(場
合
に
よ

っ
て
は
救
急
車
に
乗
り
込
み
病
院
に
も
付
き
添
う
)
な
ど
、
自
分
が
怪
我
を
負

わ
せ
た
以
上
、
そ
れ
に
対
す
る
善
後
策
と
し
て
、
そ
し
て
、
状
況

の
変
化

へ
の
対
応
も
視
野
に
入
れ
て
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
を
具
体

化
す
る
よ
う
な

「常
識
的
な
」
救
助
措
置
を
行

っ
て
初
め
て
、
法
秩
序
の
実
効
性
に
対
す
る
社
会

一
般
の
人
々
の
信
頼
を
安
定
化
し
、
も

し
く
は
社
会
心
理
的
な
衝
撃
を
緩
和
で
き
る
程
度
に
達
し
、
社
会

の
立
場
か
ら
寛
容
さ
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
も

の
と

い
え
よ
う
。

(
二
)
既
遂
の
阻
止
に
直
接
関
係
す
る
要
因

へ
の
限
定

こ
の
よ
う
な
実
行
未
遂
に
お
け
る

「中
止
行
為
」
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
必
要
な
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
は
、
既
遂

の
阻
止
と

の
関

係

で
考
え
ら
れ
る
べ
き

で
あ
る
(
9
5
)

。
既
遂
の
阻
止
と
は
直
接
関
係
し
な
い
要
因
、
た
と
え
ば
、
自
己

の
犯
行
を
申
告
し
な

い
こ
と
や
、
よ
り

積
極
的
に
犯
跡
隠
蔽
措
置
を
な
し
た
こ
と
は
中
止
行
為
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
は
な

い
。
条
文
上
も
四
三
条
但
書
は

「
犯
罪
を
中
止
」
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
四
二
条
、
八
〇
条
等
の
よ
う
な
自
首
に
よ
る
減
免
の
規
定
(
9
6
)

と
は
異
な

る
趣
旨

・
要
件
の
規
定

で
あ
り
(
9
7
)

、
実
際
に
も
通
説

・
判
例
は
、
着
手
未
遂
の
中
止
行
為
に
つ
い
て
、
自
己
の
意
思
に
よ
り
そ
れ
以
上
の
実
行
行
為
を
や
め
れ
ば
足

り

る
と
解
し
て
お
り
、
そ
れ
に
加
え
て
、
た
と
え
ば
、
改
悛
等
は
要
件
と
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
実
行
未
遂

の
中
止

の
う
ち
独
力
で
中

止
行
為
を
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
条
文
上
は
着
手
未
遂
と
実
行
未
遂
を
区
別
し
て
い
な

い
四
三
条
但
書

の
下
で
、

実
行
未
遂
の
中
止
行
為
、
そ
の
中
で
も
他
人
の
助
力
を
受
け
る
場
合
に
つ
い
て
だ
け
、
同
視
基
準
な
い
し
は
真
摯
性
基
準
の
下
で
自
己
の

犯
行

の
申
告
等
、
既
遂
阻
止
と
の
関
係
を
超
え
た
事
情
を
要
求
す
る
の
は
、
四
三
条
但
書
の
条
文
解
釈
内
で
も
均
衡
を
失
し
妥
当
で
は
な
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い
。

し
た
が

っ
て
、
中
止
行
為
は
あ
く
ま
で
既
遂
阻
止
と
の
関
係
で
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

な

お
、
毒
事
例
の
よ
う
に
、
事
案

に
よ

っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
殺
害
す
る
た
め
に
毒
を
投
与
し
、
治
療
に
当
た

る
者
に
と

っ
て
も
ど

の

よ
う

な
種
類
の
毒
物
か
に
よ

っ
て
処
置
が
大
き
く
異
な
り
、
毒
に
つ
い
て
の
情
報
を
与
え
な

い
こ
と
が

(結
果
と

し
て
救
助
に
成
功
し
た

と
し
て
も
)
被
害
者
の
生
命
救
助

の
成
否
を
憂
慮
す
べ
き
程
度
で
偶
然
に
任
ね
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
毒
に

つ
い
て
の
情
報
提
供

(必
ず

し
も

「自
分
が
投
与
し
た
」
こ
と
ま
で
言
及
す
る
必
要
は
な

い
)
が
必
要
に
な

っ
て
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
情
報

提
供
は
、
適
切
且
つ

迅

速
な
治
療
と

い
う

「
既
遂
の
阻
止
に
直
接
関
連
す
る
事
情
」
と
考
え
ら
れ
、
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化

と
い
う
観
点
か
ら
も
必

要
に
な

っ
て
く
る
場
合
も
少
な
く
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

(三
)
因
果
関
係
必
要
説
に
対
す
る
疑
問
点

前
述
の
よ
う
に
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
つ
い
て
、
中
止
措
置
の
中
に
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
を
具
体
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
解
す
る
本
論
文

の
立
場
か
ら
、
因
果
関
係
必
要
説
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ず
る
。

第

一
に
、
こ
れ
ま

で
本
論
文
で
示
し
て
き
た
よ
う
な
因
果
関
係
必
要
説

の
結
論
に
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
実
行
未
遂
の
中
止
行

為
と

認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
な
さ
れ
た
救
助
措
置
と
既
遂
阻
止
と
の
間
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
く
、

他
方

で
、
必
ず
し
も
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
必
要
で
は
な
く
、
中
止
措
置
の
中
に
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
を
具
体
化
す

る
こ
と
が
必
要

で
あ
り
、
か

つ
そ
れ
で
十
分

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か
ら
す
る
と
、
因
果
関
係
必
要
説
は
宜

し
く
頼
む
事
例
、
毒
事

例
、
事
情
に
よ

っ
て
は
病
院
事
例
の
場
合

の
よ
う
に
、
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
限
り
で

(中
止
未
遂
の
認
め
ら
れ
る
根
拠
か
ら
考

え
て
疑
問

の
あ
る
か
た
ち
で
)
緩
や
か
に
中
止
行
為
を
肯
定
す
る

一
方
で
、
非
因
果
的
中
止
の
場
合
に
中
止
行
為

を
認
め
な
い
限
り

で
(
9
8
)

中
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止
行

為
を
限
定
し
す
ぎ
て
い
る
。

第

二
に
、
被
害
者
保
護
の
観
点
か
ら
も
疑
問
が
残
る
。
確
か
に
、
黄
金
の
橋

の
理
論
の
意
味
で
の
刑
事
政
策
的

効
果
を
強
調
し
、
で
き

る
だ

け
緩
や
か
な
要
件
を
設
定
し
た
方
が
行
為
者
に
対
す
る
中
止
奨
励

(動
機
づ
け
)
効
果
が
上
が
り
、
そ
の
分

被
害
者
に
と

っ
て
も
利

益

で
あ
る
と
の
考
え
も
あ
る
が
(
9
9
)

、
こ
れ
ま
で
も
中
止
未
遂
の
議
論
に
お
い
て
く
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
黄
金
の
橋
の
理
論
の

意
味

で
の
刑
事
政
策
的
効
果
に
は
疑
問
が
あ
り
(
1
0
0
)

、
中
止
規
定
の
補
充
的
な
理
由
に
な
り
う
る
こ
と
ま
で
は
否
定
し
な
い
も
の
の
、
中
止
未

遂

の
認
め
ら
れ
る
決
定
的

・
中
心
的
な
理
由
に
は
な
り
え
な
い
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
仮
に
行
為
者

に
対
す
る
十
分
な
動
機
づ
け
効
果

が
あ

る
と
仮
定
し
た
場
合
に
も
、
あ
る

い
は
そ
の
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、
中
止
行
為
を
す
る
段
階
で
お
ざ
な
り
の
措
置
で
あ
れ
、
心
身
を

労
さ

な
い
措
置
で
あ
れ
、
「
と
も
か
く
な
ん
ら
か
の
中
止
措
置
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
結
果
的
に
既
遂
阻
止
結
果
と
相
当
因
果
関

係
が
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
」
と
す
る
よ
り
も
、
中
止
行
為
を
す
る
段
階
で

「あ
る
程
度
既
遂
阻
止
結
果
の
見
込
ま

れ
る
措
置
」
や
、
本
論

文

の
立
場
か
ら
は

「
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
を
具
体
化
す
る
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
法
解
釈

・
法
適

用
を
周
知
徹
底
す
る
方

が
、
具
体
的
な
被
害
者
の
保
護
、
少
な
く
と
も
多
く
の
事
例
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
中
で
よ
り
多
く
の
被
害
者
の
保
護

・
救
助
の
観
点
か
ら

有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
(
1
0
1
)

。

第

三
に
、
行
為
者
の
中
止
措
置
と
危
険
消
滅
と
の

(相
当
)
因
果
関
係
を
問
題
と
す
る
場
合
、
そ
こ
で
言
わ
れ

る
危
険
概
念

・
危
険
減

少
概
念
も
問
題
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
致
死
量
に
足
り
な
い
毒
物
を
投
与
し
た
後
で
後
悔
し
て
救
急
車
を
呼
ん
で
医
療
措
置
を
施
さ
せ
た

が
、
救
急
車
を
呼
ば
な
く
て
も
そ
の
毒

の
量
で
は
死
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な

(可
罰
的
な
)
「不
能
」
未
遂
を

中
止
す
る
場
合
に
、
山

口
教
授
は
、
か
つ
て
は
、
「
行
為
者

の
未
遂
行
為
が
結
果
を
惹
起
す
る
た
め
に

『具
体
的

に
不
能
』
で
あ

っ
た
と

し

て
も
肯
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
不
能
犯
で
は
な
く
、
未
遂
と
し
て
処
罰
可
能
な
の
は
既
遂
結
果
惹
起

の
危
険
を
発
生
さ
せ
た
か

ら

で
あ
り
、
こ
れ
を
消
滅
さ
せ
れ
ば
中
止
行
為
と
し
て
は
十
分
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
が
(
1
0
2
)

、
近
時
で
は
、
「構
成
要
件
的
結
果
を
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惹
起
す
る
こ
と
が
具
体
的
に
不
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
既
遂

の
具
体
的
危
険
が
存
在
す
る
た
め
に
未
遂
犯
は
成
立
す
る
が
、
中
止
行
為
と

危
険
消
滅
と

の
間
に
因
果
関
係
を
欠
く
た
め
、
中
止
犯
は
成
立
し
な

い
」
と
し
て
い
る
(
1
0
3
)

。

一
方
で
、
危
険
消
滅
説
を
支
持
す
る
他

の
多
く

の
論
者
は
、
こ
の
場
合
に
危
険
消
滅
と

の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
て
い
る
(
1
0
4
)

。
こ
の
よ
う
に
、
危
険
消
滅
説
の
い
う

と
こ
ろ
の
危
険
概
念
に

は
な
お
不
明
確
さ
が
残
る

(さ
ら
に
は
混
乱
が
あ
る
)
よ
う

に
思
わ
れ
る
(
1
0
5
)

。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
因
果
関
係
必
要
説
に
従
う

こ
と
は
で
き
な

い
。

(
四
)
真
剣
な
努
力
説
に
対
す
る
疑
問
点

学
説
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
き
た
真
剣
な
努
力
説
の
結
論
は
、
本
稿
で
主
張
さ
れ
る
立
場
と
基
本
的
に
は
ほ
ぼ

同
じ
も
の
に
な
る
と
考

え

ら
れ
、
そ
の
限
り

で
異
論
は
な

い
。
し
か
し
、
前
に
も
指
摘
し
た
よ
う

に
(
1
0
6
)

、
「真
剣
な
努
力
」
と

い
う
表
現
に
含
ま
れ
う

る
中
止
行
為

の
－
無
限
定
と
ま

で
は

い
え
な
い
が
－
相
当
な
幅
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
概
念
を
合
理
的
に
限
定
し
、
も
し
く
は
適
切
に
言

い

換
え

る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
裁
判
で
の
事
案

の
解
決

の
指
針
に
な
り
え
、
建
設
的
な
批
判
の
対
象
に
な
り
う
る
程
度
の
基
準
と
い
う
観

点
か

ら
、
本
稿
で
示
し
た
中
止
行
為

へ
の
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
と

い
う
基
準
が
優
先
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

(
五
)
適
切
な
努
力
説
に
対
す
る
疑
問
点

実

行
未
遂

の
中
止
行
為

の
合
理
的
な
限
定
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
真
剣
な
努
力
説
よ
り
も
、
む
し
ろ
適
切
な
努
力
説

(の
代
表
的

主
張
者
の
理
解
)
の
方
が
妥
当
で
あ
る
と
も

い
え
る
。
し
か
し
、
適
切
な
努
力
説
は
、
「そ
の
表
現
ど
お
り
に
」

適
用
し
た
場
合
に
、
そ
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の
状

況
下
で
の
行
為
者
の
能
力
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
点

で
疑
問
が
残
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、

東
京

地
裁
平
成
七
年

一
〇
月
二
四
日
判
決
(
1
0
7
)

が
参
考
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
次

の
よ
う
な
無
理
心
中
の
事
案
で
あ

っ
た
。

被
告
人
は
G
子
と
婚
姻
す
る
と
と
も
に
G
子
の
連
れ
子
H

(犯
行
当
時

一
三
歳
)
と
養
子
縁
組
を
し
、親
子
三
人

で
暮
ら
す
よ
う
に
な

っ

た
が
、
被
告
人
の
酒
癖
の
悪
さ
な
ど
に
嫌
気
を
さ
し
た
G
子
が
H
を
残
し
て
家
を
出
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
某

日
午
前
三
時

三
〇
分
頃
、
自
宅
六
畳
間
で
う

つ
ぶ
せ
に
な

っ
て
就
寝
中
の
H
を
ぼ
ん
や
り
見
や

っ
て
い
る
う
ち
に
、
G
子
が
家
出
し
て
か
ら
の
苛
立
ち

と
家
族
の
将
来
の
生
活
を
悲
観
す
る
気
持
ち
が

一
気
に
高
ま

っ
て
自
殺
し
よ
う
と
思
う
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
H
が
不
欄

で
あ
る
と
考
え

て
H
も
殺
し
て
し
ま
お
う
と
決
意
し
、
台
所
か
ら
出
刃
包
丁

(刃
体
の
長
さ
約

一
四
・五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
を
持
ち
出
し
、
前
記
六
畳

間
に
戻
り
、
H
を
仰
向
け
に
し
た
上
、
「お
父
さ
ん
と
死
ん
で
く
れ
。」
な
ど
と
言
い
な
が
ら
、
殺
意
を
も

っ
て
そ

の
左
胸
部
を
出
刃
包
丁

で

一
回
突
き
刺
し
た

(H
は
左
乳
頭
内
側
に
幅
約
五
・五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
刺
創
を
負

い
、
そ
の
刺
創
は
、
第

三
肋
間
か
ら
や
や
上
方

に
向
か
い
、
左
上
葉
肺
を
内
側
約
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
外
側
約
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
弱

の
幅
で
貫
通
す
る
と

い
う
重
大
な
も
の
で
、
わ

ず
か
数
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
も
ず
れ
て
い
れ
ば
心
臓
や
大
動
脈
を
傷

つ
け
て
致
命
傷
に
な
り
う
る
も
の
で
あ

っ
た
)
後
、
放
火
し
て
被
告
人

ら
共

々
そ

の
財
産
の
す

べ
て
を
灰
に
し
て
し
ま
お
う
と
考
え
、
整
理
た
ん
す
や
押
入
れ
等
に
灯
油
を
散
布
し
ラ
イ
タ
ー
で
点
火
し
た

(現

住
建
造
物
放
火
罪
に

つ
い
て
は
、
そ
の
後
、
焼
損
に

い
た
り
既
遂
)。
そ
の
直
後
、
被
告
人
は
、
右
出
刃
包
丁
で
自
ら

の
左
胸
部
お
よ
び

喉
を
突
き
刺
し
た
上
、
右
頸
部
を
切

っ
て
自
殺
を
図
り
、
H
の
足
元
付
近
に
う

つ
伏
せ
に
倒
れ
た
。
被
告
人
は
そ

の
後
し
ば
ら
く
意
識
を

失

っ
て
い
た
が
、
室
内
に
立
ち
込
め
た
煙
に
よ
り
息
苦
し
く
な
り
目
を
覚
ま
し
た
。
す
る
と
、
上
半
身
を
起
こ
し

て
壁
に
寄
り
か
か
る
よ

う
に

し
て
い
た
H
が
、
被
告
人
に
向
か

っ
て

「お
父
さ
ん
、
助
け

て
。
」
と
言

っ
た
こ
と
か
ら
急
に
H
の
こ
と
が
か
わ
い
そ
う
に
な
り
、

煙
に
巻
か
れ
な
い
う
ち
に
助
け
出
そ
う
と

い
う
気
持
ち
に
な
り
、
H
を
玄
関
か
ら
室
外
に
引
き
ず
り
出
し
、
道
路

に
出
た
上
、
付
近
甲
方

出
入

口
の
門
扉
を
開
け
て
そ
の
敷
地
内
ま

で
H
を
引
き
ず

っ
て
い
っ
た
が
、
意
識
を
失

っ
て
そ
の
場
に
倒
れ
込
ん
で
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
、
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午
前
三
時
五
五
分
頃
、
同
所
付
近
を
偶
然
通
り
か
か

っ
た
通
行
人
が
こ
れ
を
発
見
し
て

一
一
〇
番
通
報
し
た
た
め
、
H
は
病
院

に
収
容
さ

れ
緊
急
手
術
に
よ
り

一
命
を
と
り
と
め
た
(
1
0
8
)

。

こ
の
よ
う
な
事
案
に
関
し
、
東
京
地
裁
は
次

の
よ
う
に
判
示
し
て
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
の
行
為

の
任

意
性

は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「被
告
人
は
、
H
を
被
告
人
方
か
ら
甲
方
敷
地
内
ま
で
運
び
出
し
て
は

い
る
も

の
の
、
そ
れ
以
上

の
行

為
に
は
及
ん
で
い
な

い
の
で
あ

っ
て
、
当
時
の
時
間
的
、
場
所
的
状
況
に
照
ら
す
と
、
被
告
人
の
右

の
程
度

の
行
為
が
結
果
発
生
を
自
ら

防
止
し
た
と
同
視
す
る
に
足
り
る
積
極
的
な
行
為
を
行

っ
た
場
合
で
あ
る
と
ま
で
は
言

い
難
く
、
H
が

一
命
を
と
り
と
め
た
の
は
、
偶
然

通
り
掛
か

つ
た
通
行
人
の
一
一

○
番
通
報

に
よ
り
病
院
に
収
容
さ
れ
て
緊
急
手
術
を
受
け
た
結
果
に
よ
る
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
を
併
せ
考

慮
す

る
と
、
本
件
が
被
告
人

の
中
止
行
為
に
よ

っ
て
現
実
に
結
果

の
発
生
が
防
止
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な

い
」
。

確
か
に
、
た
と
え
ば
、
被
告
人
が
自
ら
傷
害
を
負

っ
て
い
な
い
状
態
で
、
同
様
に
室
外
に
連
れ
出
し
、
甲
方
敷
地
内
ま
で
H
を
引
き
ず

っ

て
い
っ
た
段
階
で
逃
走
し
て
し
ま

っ
た
と
し
た
ら
、
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
と

い
う
中
止
行
為
の
要

件
を
充
た
し
て
い
な
い

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
ら
も
重
傷
を
負

っ
た
状
態
で
な
お
力
を
振
り
絞

っ
て
H
の
救
助
に
当
り

、
力
尽
き

て
自
ら
も
意

識
を
失

っ
て
し
ま

っ
た
本
件
の
場
合
、
行
為
者
か
ら
し
て
み
れ
ば

「
そ
の
状
況
下
で
の
最
善

の
行
為
」
も
し
く
は

「精

一
杯
の
努
力
」
を

し
た
と
評
価
す
る
こ
と
も

で
き
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
の
置
か
れ
た
具
体
的
な
状
況

,
行
為
者
の
能
力
を
捨
象
し
て
、
た
と
え

ば
、
人
を
刺
し
た
場
合
に
と
る
べ
き
救
助
措
置
を

一
般
化
し
て
、

い
か
な
る
場
合

に
も
自
ら
直
ち
に
応
急
処
置
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

か
つ
、
速
や
か
に

一
一
〇
番
な
い
し
は

一
一
九
番
通
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
よ
う
な
要
求
を
す
る

こ
と
は
、
そ
れ
が
で
き

る
状
況
で
は
望
ま
し
い
救
助
措
置
で
は
あ
る
(
1
0
9
)

が
、
本
件

の
よ
う
に
行
為
者
に
で
き
う
る
こ
と
が
相
当
に
制
約
さ
れ

て
い
る
事
案

で
は
酷
な

要
求
と

い
え
よ
う
(
1
1
0
)

。
し
た
が

っ
て
、
中
止
行
為
を
考
え
る
に
当

っ
て
行
為
者

の
置
か
れ
た
当
該
状
況
や
、
と
り
わ

け
行
為
者

の
能
力
も
顧

慮
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
が
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
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う

に
考
え
た
場
合
、
こ
こ
で
の
被
告
人
の
場
合
に
必
要
な
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
は
優
に
認
め
ら
れ
、
中
止
が
認
め
ら
れ
て
よ
か

っ
た

と

思

わ

れ

る
(
1
1
1
)

。

判
例
も
、
確
か
に
非
因
果
的
な
中
止
を
肯
定
し
て
い
な

い
(
1
1
2
)

が
、
行
為
者
の
置
か
れ
た
当
該
状
況
や
そ
の
状
況
下

で
の
行
為
者
の
能
力
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
考
慮
に
入
れ
て
き

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
古

い
判
例
で
あ
る
が
、
夫
死
亡
後
も
病
気
の
子
供
を
抱
え
な
が
ら
小

売
業
を
営
ん
で
い
た
被
告
人
が
、
そ
の
営
業
が
思
わ
し
く
な
く
、
子
供
の
医
療
費
も
か
さ
み
苦
慮
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
家
財
商
品
等

の
動

産

に
火
災
保
険
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
至
り
、
家
屋

・
家
財
等
を
焼
燬

し
右
保
険
金
を
騙
取
し
よ
う
と
決
意
し
、
某
日
午
前
二

時
ご
ろ
、
商
品
陳
列
棚

に
置
か
れ
た
蓄
音
機

の
上
に
載
せ
て
あ

っ
た
新
聞
紙
に
マ
ッ
チ
で
点
火
し
た
後
で
、
新
聞
紙
等

の
燃
焼
す
る
火
勢

に
驚
き
、
犯
行
を
中
止
す
る
意
思
を
も

っ
て
バ
ケ

ツ
に
水
を
汲
ん
だ
が
、
当
時
病
気
に
か
か
り
衰
弱
し
て
い
た
た
め

(数
日
前
よ
り
頭
痛

と

下
痢
で
臥
床
)
独
力
で
消
火
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
大
声
で
隣
人
を
呼
び
そ
の
助
力
を
得
て
消
火
し
、
家
屋
に

つ
い
て
は
柱
等
を
焦
が

し
た
に
と
ど
ま
り
、
焼
燬
す
る
に
は

い
た
ら
な
か

っ
た
と

い
う
事
案
で
、
大
審
院
大
正

一
五
年

一
二
月

一
四
日
判
決
(
1
1
3
)

は
、
中
止
未
遂
の
認

め
ら
れ
る
べ
き
中
止
行
為
の
内
容
に
言
及
し
て
は

い
な
い
が
、
結
論
的
に
中
止
未
遂
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
病
気

で
衰
弱
し
て
い
た
当

該
被
告
人
の
能
力
も
考
慮
し
た
上
で
の
判
断
で
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
戦
後

の
下
級
審
判
例

に
お

い
て
も
、
「被
告
人
と

し
て
の
精

一
杯

の
努
力
を
尽
く
し
た
」
、
「被
告
人
な
り
に
出
来
る
だ
け
の
努
力
を
尽
く
し
た
」
、
「被
告
人
と
し
て
は
、
な
し
え
た
最
善
の

措

置
」
で
あ

っ
た
と
し
て
中
止
未
遂
を
肯
定
す
る
も

の
も
多

い
(
1
1
4
)

。
判
例
が
、
こ
の
よ
う

に
当
該
状
況
下
で
の
行
為
者

の
能
力
を
考
慮
す
る

の

で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
本
件
に
つ
い
て
中
止
行
為
が
認
め
ら
れ
て
よ
か

っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「客
観
的
に
み
て
結
果
を
防
止
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
」
積
極
的
な
行
為
、
「結
果
発
生
防
止
に
適
切
な
」
努
力
や

「
犯

罪
実
現

の
回
避
が
十
分
に
見
込
ま
れ
る
」
行
為
を
要
求
す
る
場
合
、
そ
の
趣
旨
が
行
為
者
の
能
力
を
顧
慮
し
な

い
と
い
う
こ
と
ま
で
意
図

す
る
も

の
で
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
表
現
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
場
合
に
は
、
本
件
被
告
人
の
行
為
は
要
求
さ
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れ
る
中
止

行
為
の
要
件
を
充
た
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が

っ
て
、
中
止
行
為
を
考
え
る
に
当

つ
て
、
行
為
者

の
置
か
れ
た
当
該
状
況
や
、
と
り
わ
け
行
為
者

の
能
力
も
考
慮
に
入
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
適
切
な
努
力
説
の
要
件
よ
り
も
、
こ

の
意
味
で
柔
軟
性

の
あ

る
、
中
止
措
置

へ
の
人
並

み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
と

い
う
要
件

の
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

二

宜
し
く
頼
む
事
例
判
例
以
降
の
下
級
審
判
決
の
分
析

最
後
に
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
以
降
に
下
さ
れ
た
以

下
の
下
級
審
判
決
(
1
1
5
)

に

つ
い
て
検
討

・
分
析
し
て
本
論
文
を
締
め
く
く
り
た

い
。

こ
れ
ら
の
事
案

・結
論

(肯
定
例

一
二
例
、
否
定
例

一
〇
例
。
罪
名
別
で
は
、
殺
人
未
遂
事
件

[自
殺
関
与
未
遂
事
件
も
含
む
]

一
八
例
、

放
火
未
遂
事
件
三
例
、
恐
喝
未
遂
事
件

一
例
)
を
分
析
す
る
と
、
概
ね
(
1
1
6
)

前
述
の
観
点
か
ら
支
持
で
き
る
よ
う

に
思

わ
れ
る
。

①
東
京
高
判
昭
和
二
五
年

一
一
月
九
日
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報

一
五
号
二
一二
頁

②
東
京
高
判
昭
和
二
六
年

一
二
月
二
四
日
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報
二
五
号

一
一
五
頁

③
前
橋
地
判
昭
和
三
三
年
三
月
五
日
第

一
審
刑
事
裁
判
例
集

一
巻
三
号
三
四
五
頁

④
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
三
月

一
七
日
下
刑
集
四
巻
三
口
四
号
二
二
四
頁

⑤
新
潟
地
長
岡
支
判
昭
和
三
八
年
五
月

一
七
日
下
刑
集
五
巻
五
＝
六
号
五
五

一
頁

⑥
和
歌
山
地
判
昭
和
三
八
年
七
月
二
二
日
下
刑
集
五
巻
七
H
八
号
七
五
六
頁

(注
20
参
照
)

⑦
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
四
月
二
八
日
下
刑
集
七
巻
四
号
七
六
六
頁
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⑧
東

京
地
判
昭
和
四
〇
年

一
二
月

一
〇
日
下
刑
集
七
巻

一
二
号
二
二
〇
〇
頁

⑨
大

阪
地
判
昭
和
四
二
年

=

月
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
二

八
号
二
六
四
頁

(注
75
参
照
)

⑩
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年

一
〇
月

一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
四
四
号
二
九
〇
頁

(
17
頁
以
下
参
照
)

⑪
東
京
高
判
昭
和
四
七
年
三
月

一
三
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

二
七
八
号
三
九
二
頁

⑫
横
浜
地
川
崎
支
判
昭
和
五
二
年
九
月

一
九
日
刑
月
九
巻
九
目

一
〇
号
七
三
九
頁

(注

63
参
照
)

⑬
宮
崎
地
都
城
支
判
昭
和
五
九
年

一
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
五
号
三
〇
二
頁

(注

61
参
照
)

⑭
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
六
月
二

一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
七
号
二
五
六
頁

⑮
福

岡
高
判
昭
和
六

一
年
三
月
六
日
高
刑
集
三
九
巻

一
号

一
頁

(注

62
参
照
)

⑯
名
古
屋
高
判
平
成

二
年
七
月

一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
九
号
二
四
三
頁

⑰
東
京
地
判
平
成
七
年

一
〇
月
二
四
日
判
例
時
報

一
五
九
六
号

一
二
五
頁

(
37
頁
以
下
参
照
)

⑱
東
京
地
判
平
成
八
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報

一
五
九
六
号

一
二
五
頁

⑲
横

浜
地
判
平
成

一
〇
年
三
月
三
〇
日
判
例
時
報

一
六
四
九
号

一
七
六
頁

⑳
福

岡
高
判
平
成

一
一
年
九
月
七
日
判
例
時
報

一
六
九

一
号

一
五
六
頁

(6
頁
以
下
参
照
)

⑳
札
幌
高
判
平
成

一
三
年
五
月

一
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
〇
八
九
号
二
九
八
頁

(注
20
参
照
)

⑳
大

阪
地
判
平
成

一
四
年
一
一

月
二
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一

一
三
号
二
八

一
頁
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[資料]実 行未遂の中止行為が問題となった判決において被告人のとった措置

肯定判例(12例) 否定判例(10例)

0 [自殺関与未遂]旅館の人に知らせて医師を呼ぶ

よ うに依頼 。

0 [放火未遂]放 火した家の娘に火事だと知 らせ、

二人で火事だ火事だと叫ぶ。

0 [殺人未遂]何 ら措置をとらず。

④ [殺人未遂】緊急電話で事態を警察に通報。駆

けつけた警察官を被害者を寝かせた二階に案

内するなど、速やかに救護措置が講ぜられる

よう努力 。

※警察官に率直に犯行の告白。

0 [殺人未遂]第 三者甲の指示により被告人が現場

付近から飲食店まで被害者を背負 う。甲が被害

者の傷 をタオルで押え、甲がさらに別の者 に医

師を呼ぶように依頼。

⑥ [放火未遂]身 の危険を顧みず火傷を負いなが

ら消火活動。近隣の者 に応援を求める。

0 [殺人未遂]被 害者を焚火で暖め、タオルを与

え、衣服を着替えさせる。下山後医院に同行、

さらに十分な手当てを受けさせ るため大学病

院に入院させ、病院で協力 ・世話。

※当初医師や捜査官 に遭難と偽る。

⑧ [殺人未遂]濡 れたタオルを頭に載せる。経験

豊かな雇主に助力を求め、その指示により隣

人に救急車の手配を依頼。

0 [放火未遂]所 有者方に赴いて火災 を知 らせ、部

屋への入 り方を教えた他は傍観。

O [殺人未遂]自己の運転する自動車で病院に運ぶ。

※凶器の隠蔽、犯人は自分でない と虚言。

⑪ [恐喝未遂]恐喝目的で被書者を畏怖させた後そ

の まま放置。
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⑫ [殺人未遂]救急車を呼ぶ(な お、着手未遂の

色彩が強い)。

⑬ [殺 人未遂]110番 ・119番 通 報。 止血 のため に

お絞 りを手交。救急車到着まで付 き添い。

※警察官に傷害の原因を素直に申告。

⑭ [殺人未遂]被害者の指示により110番通報。

※自らの犯罪を申告。

⑮ [殺人未遂]救 急車の派遣を依頼。被害者を励

ましタオルで止血 し、救急車の到着を待つ。

被害者の搬送につき消防隊員に協力。

※傷害事件を起こした旨告げる。

⑯ [殺人未遂]119番 通報。傷口を押 さえていた。

※救急隊員にナイフで刺 したことを説明。

⑰ [殺人未遂]放火 した部屋から被害者(自 分の子

供)を 屋外に連れ出し、そこで意識を失 った。

⑱ [殺 人未 遂]110番 ・119番 通報 。

※現場で警察官に自らの犯罪を申告。

0 [殺 人未 遂]119番 通報。

⑳ [殺人未遂]何 ら措置 をとらず。

⑳ [殺人未遂1自己の運転する自動車で病院に搬送。

※病院の関係者 に被害者を刺 した旨申告。

⑳ [殺人未遂]llO番 通報 し、その指示 に従 う。

※通報の際お よび到着 した警察官に素直に事

情を説明。
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ま
ず
、
否
定
判
例
で
被
告
人
の
と

っ
た
措
置
を
検
討
す
る
と
、
救
助
措
置
な
ど
、
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
に
何

ら
積
極
的
な
措
置
を
と

ら
な
か

っ
た
場
合
に
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ
た
三
例

(③
、
⑪
、
⑳
)
は
も
と
よ
り
、
宜
し
く
頼
む
事
例
判
決
で
他
人
に
消
火
を
依
頼
し

た
だ
け
で
逃
げ
去

っ
た
場
合
に
同
視
基
準
を
充
た
さ
な
い
と

い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
同
様
に
、
旅
館
の
人
に
知
ら
せ
て
医

師
を

呼
ぶ
よ
う

に
依
頼
し
た
だ
け

で
そ
の
後
は
自
ら
関
与
し
な
か

っ
た
場
合

(①
)、
放
火
し
た
家
の
娘
に
火
事
だ
と
知
ら
せ
、
そ
の
娘

と
二
人
で
火
事
だ
火
事
だ
と
叫
ん
だ
だ
け
で
消
火
活
動
に
は
協
力
し
な
か

っ
た
場
合
(②
)
、放
火
後
所
有
者
方
に
赴

い
て
火
事
を
知
ら
せ
、

部
屋

へ
の
入
り
方
を
教
え
た
他
は
傍
観
し
て
い
た
場
合

(⑨
)

の
よ
う
に
、
救
助
措
置

・
消
火
活
動
を
他
人
任
せ

に
し
た
場
合
に
中
止
行

為
と

認
め
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
、
被
害
者
を
刺
し
た
後
、
被
害
者
を
飲
食
店
ま
で
背
負

っ
て
い
っ
た
も

の
の
、
そ
れ
が
他
人
の
指
示
に
よ
る

も
の

で
あ
り
、
か

つ
、
他
人
が
そ
の
飲
食
店
か
ら
医
師
を
呼
ぶ
よ
う
に
手
配
し
た
場
合

(⑤
)
や
、
被
害
者

の
指
示
に
よ
り
一
一

○
番
通

報
を

し
て
救
急
車
を
呼
ん
だ
場
合

(⑭
)
(
1
1
7
)

の
よ
う
に
、
既
遂

の
阻
止
に
関
し
て
あ
る
程
度
重
要
な
救
助
活
動
を
し
た
も

の
の
自
ら
イ

ニ
シ

ア
チ
ブ
を
と
ら
な

い
、
も
し
く
は
積
極
性
に
か
け
る
措
置
し
か
と
ら
な
か

っ
た
場
合
に
も
中
止
行
為
が
否
定
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
ら

の
否
定
判
例
か
ら
、
判
例
は
、
中
止
措
置
と
既
遂
阻
止
と
の
問
の
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
、
も
し
く
は

既
遂
を
阻
止
す
る
た
め

の
重

要
な
切

っ
掛
け
を
創
出
し
た
だ
け

で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
措
置
、
た
と
え
ば
、
既
遂

の
阻
止
を
他
人
任
せ
に
す
る
の

で
は
な
く

(力
の
及
ぶ
限
り
で
)
自
ら
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と

っ
て
も
し
く
は
主
導
的
に
そ
の
中
止
事
象
に
関
与
し
た
と
い
っ
た
こ
と
も
要

求
し

て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た
判
例
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
肯
定
判
例
を
検
討
す

る
と
、
性
質
の
違
う
放

火
未
遂
事
件
を
除
き
、
残
り
の
殺
人
未
遂
事
件

一
一
例
す
べ
て

(④
⑦
⑧
⑫
⑬
⑮
⑯
⑱
⑲
⑳
⑳
)
に
お

い
て
、
一
一

九
番
な
い
し
一
一

○

番
通
報

に
よ
り
救
急
車
を
呼
び

(な
い
し
は
警
察
官
に
通
報
し
)
、
ま
た
は
、
自
ら
運
転
す
る
自
動
車
で
病
院
に
搬
送
し
な

い
し
は
病
院

に
連

れ
て
行
き
、
医
師
に
よ
る
専
門
的
な
治
療
を
受
け
さ
せ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
よ
う
に
専
門
家
に
よ
る
治
療
を
受
け
さ
せ
る
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と

い
う
意
味

で
、
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
の

「適
切
な
」
措
置
を
と
り
、
も
し
く
は
そ
の
重
要
な
切

っ
掛
け
を
創

出
す
る
と

い
う
こ
と
が
、

行
為
者

の
と
る
べ
き
必
要
な
措
置
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
、
救
急
車

が
到
着
す
る
ま
で
の
間

の
応
急
措
置
や
、
被
害
者

へ
の
付
き
添

い
等

の
措
置
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
措
置
が
な
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
な
場
合

に
は
、
そ
れ
が
な
さ
れ
え
な
か

っ
た
事
情
を
考
慮
し
、
行
為
者
が
当
該
状
況
下
で
は
と
り
う
る
精

一
杯

の
措
置
を
と

っ
て
い
た
と
し
て
、

中
止
行
為
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

た
と
え
ば
、
殺
害
す
る
意
図
で
小
児
I

に
多
量
の
睡
眠
薬
を
飲
ま
せ
た
後
で
翻
意
し
、
緊
急
電
話
に
よ
り
警
察
官
に
通
報
連
絡
し
た
も

の

の
、
応
急
措
置
は
採
ら
な
か

っ
た
事
案

(④
)
で
は
、
「医
療
知
識
の
な

い
被
告
人
に
応
急

の
救
護
処
置
を
期
待
し
得

べ
く
も
な
く
、

Iの
生
命
を
助
け
る
た
め
…
…
被
告
人
と
し
て
精

一
杯
の
努
力
を
尽
し
た
も

の
と
い
う
べ
き

で
あ
り
、
そ
の
処
置
は
、
当
時
の
差
し
迫

つ

た
状
況
下
に
お
い
て
、
被
告
人
と
し
て
採
り
得

べ
き
最
も
適
切
な
善
後
処
置
で
あ

つ
た
」
と
し
、
ま
た
、
駆
け

つ
け
た
警
察
官
を

「
I
を

寝

か
せ
た
二
階
に
案
内
す
る
な
ど
、
速
や
か
に
I

に
対
す
る
救
護
処
置
が
講
ぜ
ら
れ
る
よ
う
必
死
に
な
つ
て
協
力

し
て
い
た
こ
と
が
う
か

が
わ
れ
」
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
1
1
8
)

、
ま
た
、
登
山
中
の
遭
難
を
装

っ
て
殺
害
す
る
計
画
で
被
害
者
の
頭
部
に
石
を
投
げ

つ
け

る
な
ど
し
て
重
傷
を
負
わ
せ
た
後
で
翻
意
し
、
約

一
時
間
に
わ
た

っ
て
焚
火
で
被
害
者
の
体
を
暖
め
、
傷
口
を
縛

る
た
め
の
タ
オ
ル
を
与

え

、
濡
れ
た
衣
服
を
自
己
の
予
備
の
衣
類
に
着
換
え
さ
せ
る
等

の
措
置
を
行

っ
た
上
、
下
山

の
途
に
つ
き
病
院
に
連
れ
て
行

っ
た
と
い
う

事
案

(⑦
)
で
は
、
「本
件
の
よ
う

に
医
療
設
備

の
勿
論
あ
り
得
る
筈
の
な
い
山
中
に
お
い
て
、
し
か
も
医
療
智

識
の
な

い
被
告
人
に
医

学

的
に
完
全
な
応
急
の
医
療
乃
至
は
救
護
の
処
置
を
期
待
し
得
べ
く
も
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
本
件

の
如
き
環
境
、
傷
の
状
況
等
に

お

い
て
は
、
何
よ
り
も
先
づ
早
急
に
医
師
の
診
断
治
療
を
受
け
さ
せ
る
こ
と
並
び
に
そ
れ
ま
で
の
間
に
対
処
す
る
素
人
な
り
の
応
急
措
置

を
採
る
こ
と
等
が
最
善

の
措
置
と

い
つ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
被
告
人
が
判
示
の
場
合
に
判
示

の
よ
う
な
措
置
を
採

つ

た

の
は
、
被
告
人
な
り
に
出
来
る
だ
け
の
努
力
を
尽
く
し
た
と

い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
措
置
は
、
結
果
発
生
防
止

の
た
め
被
告
人
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と
し

て
な
し
得
る
最
も
適
切
な
措
置
で
あ

つ
た
と
い
つ
て
差
支
え
な
い
と
考
え
る
」
と
判
示
し
、
さ
ら
に
、
別
居
中

の
妻
と

の
復
縁
話

の

も

つ
れ
か
ら
ズ
ボ
ン
の
布
製
バ
ン
ド
で
妻
の
頸
部
を
締
め

つ
け
殺
害
し
よ
う
と
し
た
も

の
の
翻
意
し
、
右
バ
ン
ド
を

ゆ
る
め
、
直
ち
に
妻

の
顔

に
水
を
吹
き
か
け
、
あ
る
い
は
濡
れ
た
タ
オ
ル
を
頭
に
載
せ
る
等

の
措
置
を
講
じ
た
け
れ
ど
も
、
依
然
妻
が
苦
し
み
続
け
て
い
た
と

こ
ろ
か
ら
、
近
所
に
住
む
雇
主

J
方
に
走

っ
て
、
J
に
対
し
、
妻
の
救
護
に
つ
き
助
力
を
求
め
、
J
の
指
示
に
よ
り
隣
人
に
救
急
車
の
手

配
を
依
頼
す
る
な
ど
し
た
結
果
未
遂
に
と
ど
ま

っ
た
と

い
う
事
案

(⑧
)
で
、
「被
告
人
が
結
果
の
発
生
阻
止
の
た
め
に
と

つ
た
措
置
は
、

前

示
の
と
お
り
で
あ

つ
て
、
直
ち
に
自
分
が
被
害
者
を
医
師
の
も
と
に
連
れ
て
い
く
と
か
、
医
師
を
現
場
に
呼

ぶ
な
ど
の
措
置
を
講
じ
な

か

つ
た
と
は

い
え
、
経
験
豊
か
な
人
間
に
助
力
を
乞

い
、
そ
の
指
示
に
従

つ
て
行
動
し
た
こ
と
は
、
知
識
経
験
に
浅
く
突
如
こ
の
よ
う
な

事
態
に
遭
遇
し
た
被
告
人
と
し
て
は
、
な
し
え
た
最
善

の
措
置
と
い
う
べ
き

で
あ
」
る
と
評
価
し
て
い
る
(
1
1
9
)

。

さ
ら
に
、
被
害
者
の
胸
部
を
ナ
イ
フ
で
刺
し
た
後
翻
意
し
て
一
一

九
番
通
報
し
て
救
命
措
置
を
講
じ
た
結
果
未

遂
に
と
ど
ま

っ
た
事
案

(⑱
)
で
、
「被
告
人
自
身
は
、
」
子
に
対
し
て
止
血
措
置
を
取
る
な
ど

の
行
為
に
は
何
ら
出
て
い
な

い
も
の
の
、
本
件
犯
行
後
約
数
分
の

間
に
、
ま
ず
、
一
一

九
番
通
報
を
試
み
た
が
通
じ
ず
、
次
に
直
ち
に

一
一
〇
番
通
報
し
、
そ
の
後
、
再
度
一
一

九
番
通
報
し
、
右
通
報
中

に
警
察
官
が
到
着
し
、
警
察
官
が
被
告
人
に
質
問
し
て
い
る
最
中
に
救
急
隊
員
が
到
着
し
た
と

い
う
も
の
で
あ

っ
て
、
被
告
人
は
、
死
の

結
果
発
生
を
防
止
す
べ
く
出
来
る
だ
け
早
く
電
話
を
か
け
よ
う
と
努
力
し
て
い
て
、
他

の
止
血
措
置
等
を
取
る
時

間
的
余
裕
は
ほ
と
ん
ど

な
か

っ
た
も
の
と

い
う
べ
き

で
あ
る
」
と

い
う

こ
と
か
ら
、被
告
人
の
行

っ
た

一
一
九
番
お
よ
び
一
一

○
番
通
報

は
、
「
犯
行
後
に
お
い
て
、

被
告
人
が
結
果
発
生
防
止
の
た
め
に
と
り
得
る
最
も
適
切
な
措
置
で
あ
」
り
、
真
摯
な
努
力
と

い
え
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
他

の
肯
定
判
例
で
も
、
被
害
者

の
頸
部
に
タ
オ
ル
を
当
て
て
出
血
を
多
少
で
も
食

い
止
め
よ
う
と
試
み
た
こ
と

(⑮
)
、
傷
口
を

着

衣
の
上
か
ら
押
さ
え

て
い
た
こ
と

(⑯
)
に
言
及
し
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
言
及
し
な

い
事
案
は
、
傷
害

の
程
度
が
加
療
約

二
週
間

(入
院
六
日
間
)
と
相
対
的
に
軽
か

っ
た
事
案

(⑫
)
、
自
動
車
内
で
包
丁
で
刺
し
た
後
そ

の
ま
ま
病
院

に
連
れ
て
行
き
、
主
と
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し

て
そ
の
任
意
性
が
問
題
に
な

っ
た
事
案

(⑳
)
、
登
校
拒
否
や
暴
力
を
繰
り
返
す
長
男
の
将
来
を
悲
観
し
た
母
親
が
、
長
男
を
殺
害
し

て
自
分
も
死
の
う
と
考
え
て
、
包
丁
で
長
男
の
前
胸
部
な
ど
を
刺
し
た
事
案

(⑲
)
で
、
応
急
措
置
等
が
と
ら
れ
ず
、
ま
た
は
判
決
の
中

で
そ
の
よ
う
な
点
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も

の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
の
性
質
も
し
く
は
特
殊
性

に
よ
る
も

の
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

ま
た
、
放
火
未
遂
の
事
案

(⑥
)
で
、
情
状

(量
刑
事
由
)
に
つ
い
て
の
判
断
で
は
あ
る
が
、
身
の
危
険
を
顧

み
ず
、
狭
隘

な
機
関
室

に
身
を
挺
し
て
飛
び
込
み
、
顔
面
や
両
手
等
に
全
治
約

一
〇
日
間
を
要
す
る
火
傷
を
負
い
な
が
ら
消
火
に
努
め
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。以

上
の
よ
う
な
否
定
判
例
お
よ
び
肯
定
判
例
か
ら
、
判
例
は
、
殺
傷
事
件
に
お
い
て
は
救
急
車
を
呼
び
医
療
措

置
を
手
配
し
、
放
火
事

件

に
お
い
て
は
消
防
車
を
呼
び
も
し
く
は
近
隣
の
人
の
助
力
を
求
め
る
と
い
っ
た
、
既
遂
を
阻
止
す
る
た
め
の
こ
の
意
味
で
適
切
な
措
置

の
重
要
な
切

っ
掛
け
を

つ
く

っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
止
血
な
ど
の
応
急
措
置
や
、
救
急
車
が
到
着
す
る
ま
で
ま
た

は
病
院

へ
の
被
害
者

へ

の
付
き
添

い
、
消
火
活
動

へ
の
自
ら
の
関
与
な
ど
、
必
ず
し
も
客
観
的
に
は
最
善
な
措
置
で
は
な
い
に
せ
よ
、
行
為
者

の
置
か
れ
た
当
該

状

況

・
行
為
者

の
能
力
や
、
火
災
や
傷
害
の
程
度
等
を
考
慮
し
た
上
で
、
行
為
者
と
し
て
可
能
な
範
囲
内
で
で
き

る
だ
け
の
努
力
を
要
求

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も

っ
と
も
、
行
為
者
の

「
可
能
な
範
囲
内
で
で
き
る
だ
け
の
」
努
力
と

い
っ
て
も
、
そ
の
程
度
に
関
し

て
は
、
非
常
に
高
度
な
も
の
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
本
稿
で
示
し
た
よ
う
な
、

一
般
の
人
が
そ
の
状
況
に
置
か
れ
た
場
合
に
、

既

遂
を
阻
止
す
る
た
め
に

(制
約
さ
れ
た
)
当
該
状
況
下
で
通
常
と
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な

「常
識
的
な
」
救
助
措
置
を
と

っ
た
か
否
か
と

い
う
程
度
と

い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
に
関
す
る
判
例
の
表
現
に
は
多
少
問
題
は
残

る
も

の
の
、
実
質
的
に
は
概
ね
支
持
で
き
る
と
考
え
る
。

な
お
、
自
己

の
犯
罪
事
実
の
不
申
告
等
に
関
し
て
、
犯
跡
隠
蔽
事
例
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
判
決
(
1
2
0
)

も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
判
例
か
ら
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逸
脱
す
る
判
決
を
除
け
ば
、
判
例
は
、
自
己
の
犯
罪
の
申
告
の
よ
う
な
既
遂

の
阻
止
と
は
直
接
関
係
し
な

い
要
因
を

、
中
止
行
為
を
認
め

る
た

め
の
必
要
不
可
欠
な
要
因
と
考
え

て
い
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
、
(
1
)
こ
の
よ
う

な
事
実
は
、
中
止
未

遂
は

別
に
し
て
も
、
被
告
人
に
有
利
な
情
状
を
示
す
も

の
と
し
て
必
要
な
判
示
で
あ
り
、
自
己
の
犯
行

の
申
告
に
言
及
し
て
い
る
か
ら
と

い
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
直
ち
に
中
止
行
為
を
認
め
る
た
め
に
必
要
な
要
因
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
、
実
際
に
、
事
実
認
定
に
お
い
て
は
、
自
己

の
犯
罪

の
申
告
を
認
定
し
て
い
る
も

の
の
、
中
止
行
為
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た

り
こ

の
よ
う
な
事
情
を
挙
げ
て
い
な

い
判
決

(⑮
⑯
)
も
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
(
2
)
自
己
の
犯
罪
の
申
告
が
な

い
場
合
な
い
し
は
判
決
内
で

そ
れ
が
示
さ
れ
て
い
な

い
場
合

で
も
肯
定
さ
れ
て
い
る
判
決
が
あ
り

(⑥
⑧
⑲
)、
中
止
未
遂
の
成
立
と
同
時
に
、
自
首

の
成
立
を
認
め

て
い
る
判
決
も
あ
る

(⑫
⑱
)
こ
と
、
さ
ら
に
、
(
3
)
山
中
で
の
殺
人
未
遂
事
件

で
、
当
初
被
害
者
が
山
で
遭
難
し
た
と
医
師
や
捜
査
機
関

に
偽

っ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
「
こ
の
こ
と
は
結
果

の
発
生
防
止
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
異
質

の
こ
と

で
あ

つ
て
」
救
助
努
力
の

「
真

摯
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な

い
」
と
明
確
に
判
示
す
る
も
の
も
あ
る

(⑦
)
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
判
例
も
既
遂

の
阻
止
と
は

直
接

関
係
し
な

い
要
因
、
典
型
的
に
は
自
己
の
犯
行
の
申
告
の
よ
う
な
要
因
を
、
被
告
人
に
有
利
な
事
情
と
し
て
、
ま
た
中
止
行
為
が
よ

り

一
層
認
め
ら
れ
や
す

い
要
因
と
し
て
し
ば
し
ば
言
及
す
る
も

の
の
、
中
止
行
為
を
判
断
す
る
際
の
必
要
不
可
欠
な
要
因
と
ま
で
は
し
て

い
な

い
と

い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

本
論
文
に
お

い
て
、
中
止
未
遂
の
認
め
ら
れ
る
実
質
的
な
根
拠

に
つ
い
て
、
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
が
中
止

措
置
に
具
体
化
さ
れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
、
故
意

(法
益
侵
害
意
思
)
を
も

っ
て
実
行
に
着
手
し
た

(さ
ら
に
、
実
行
未
遂
の
段
階
に
い
た
ら
し
め
た
)
こ
と
に
よ
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り

(各
法
定
刑
に
見
合
う
程
度
に
)
揺
る
が
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
法
秩
序

の
実
効
性
に
対
す
る
社
会

一
般
の
人
々
の
信
頼
が
再
び
安
定
化
さ

れ
、
も
し
く
は
未
遂
に
よ
り
ひ
き
起
こ
さ
れ
た
社
会
心
理
的
な
衝
撃
が
事
後
的
に
緩
和
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
(積
極
的
)

一
般
予
防
上

の
働

き
か
け
の
必
要
性
も
減
少

・
消
滅
し
、
加
え

て
、
そ
の
よ
う
な
法
益
尊
重
意
思
を
具
体
化
し
た
行
為
者

に
対

し
て
国
家
財
政
を
投
入

し
て

の

(刑
事
施
設
内
で
の
規
律
正
し

い
生
活
や
刑
務
作
業
等
を
通
じ
た
)
刑
罰
に
よ
る
特
別
予
防
上
の
働
き
か
け

の
必
要
性
も
減
少

・

消
滅

し
、
刑
が
減
免
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
と
認
め
ら
れ
る
た

め
に
は
、

一
般
の
人
が

そ
の
状
況
に
置
か
れ
た
な
ら
ば
、
被
害
者

の
救
助

(厳
密
に
は
既
遂
の
阻
止
)
の
た
め
に
と
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
措
置
、

つ
ま
り
、
人
並

み
の
法
益
尊
重
意
思
を
示
す
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
(
1
2
1
)

。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
中
止

行
為

を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
、
行
為
者

の
置
か
れ
た
当
該
状
況
や
、
と
り
わ
け
行
為
者
の
能
力
も
考
慮
に
入
れ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

が
論

じ
ら
れ
た
(
1
2
2
)

。

こ

の
よ
う
な
考
え
方

・
結
論
に
対
し
て
は
批
判
も
予
想
さ
れ
う
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
こ
な
か

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
の
具
体
的
な
内
容
、
と
り
わ
け
具
体
的
事
案
に
お
け
る
結
論
に
つ
い
て
の
議
論

を
多

少
な
り
と
も
深
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
今
後
、
本
論
文
が
細
部
に
お

い
て
未
決
定
に
し
た
ま
ま
で
あ
る
着
手
未
遂
と

実
行
未
遂

の
区
別
(
1
2
3
)

、
中
止
未
遂
の
体
系
的
位
置
づ
け
(
1
2
4
)

、
ま
た
中
止
未
遂

の
重
要
問
題
で
あ
る
任
意
性
の
要
件
(
1
2
5
)

に
つ
い
て
、
本
稿
で
示
さ
れ

た
基
本
的
な
考
え
方
に
基
づ

い
て
今
後
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

【注

】
(
1
)

四
三
条

但
書

は

四

三
条

本
文

を

前
提

と

し

て
お

り
、

し

た
が

っ
て
、

四

三
条

但
書

が

適
用

さ

れ

る
た

め

に
は

、
さ

ら

に
、

行
為

者

が

四
三

条

本

文

の
意

味

で

「
実

行

に
着
手

し
」

た

こ
と

、
お

よ
び

「
こ
れ
を

遂

げ
な

か

っ
た
」

こ
と

(
つ
ま

り

、
犯

罪
が

既
遂

に

い
た

ら
な

か

っ
た
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こ
と
)
も
要
件
と
な
る
。
そ
こ
で
、
実
行
に
着
手
す
る
前
の
段
階
で

(可
罰
的
な
)
予
備
行
為
を
中
止
す
る
場
合
や
、
教
唆
者
、
幇
助
者
、

実
行
行
為
を
分
担
し
な
い
共
同
正
犯
者
が
既
遂
に
い
た
る
前
に
中
止
す
る
場
合
に
、
四
三
条
但
書
が
準
用

(も
し
く
は
類
推
適
用
)
さ
れ
る

べ
き
か
否
か
が
問
題
に
な
る
。
後
者
の
問
題
に
つ
い
て
、
参
照
、
原
口
伸
夫

「共
犯
者
の
中
止
未
遂
」
佐
藤
司
先
生
古
稀
祝
賀

『日
本
刑
事

法
の
理
論
と
展
望

(上
巻
)』
三
五

一
頁
以
下

(信
山
社
、
二
〇
〇
二
年
)。

(2
)

異
説

と

し

て
、
実
行

未
遂

は

常

に
障
害

未
遂

で
あ
り

、
中
止

未
遂

た

り
え

な

い
と
す

る
の
は

、
植
松

正

『
再

訂
刑

法
概

論

-
総

論
』

三

二
四

頁
以

下

(
勁
草
書
房

、

一
九

七

四

年

)
。
も

っ
と
も

、

一
旦
行

為

を
終

了

し

た
後

で
あ

っ
て
も
、

そ

の
ま
ま

放

置
す

れ

ば
当

然

既

遂

に
達

す

べ
き

事

態

が
生

じ

て

い
る

の
に

、
行
為

者

が
真

剣

な
努

力

に
よ

っ
て
結

果

の
発

生
を

防
止

し
え

た

場
合

に
、
例

外
的

に
、

固
有

の
中

止

犯

に

準

じ

て
刑

の
減
免

規

定

の
類

推
適

用

を
認

め

る

(
前
掲

三

二
九

頁

以
下

)
。

ま
た

、

齊
藤

信
宰

『刑

法

講
義

総

論

(第

三
版

)
』

四

一
五

頁
以

下

(成

文
堂

、

二

〇
〇

一
年
)

な
ど

。

し
か

し
、

こ
の
よ
う

な

見
解

は
、

適

切

に
も
通

説

・
判
例

に
よ

っ
て
退

け
ら

れ

て

い
る
。

な
お
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
着
手
未
遂
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
実
行
未
遂
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
争
わ
れ
て
き
た
。
本
稿
は
こ

の
着
手
未
遂
と
実
行
未
遂
の
区
別
の
問
題
を
検
討
の
対
象
に
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
、
実
行
未
遂
と
し
て
、
中
止

行
為
の
段
階

(中
止
の
時
点
)
で
、
行
為
者
の
そ
れ
以
上
の
行
為
が
な
く
て
も
既
遂
に
向
か
う
因
果
経
過
が
始
動
し
は
じ
め
て
お
り
、
か
つ
、

行
為
者
が
そ
の
こ
と
を

(錯
誤
せ
ず
に
)
認
識
し
て
い
る
場
合
を
念
頭
に
お
い
て
い
る
。

(
3
)
な
お
、
着
手
未
遂
の
場
合
の
中
止
行
為
が
不
作
為
で
足
り
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
近
時
有
力
な
異
論
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

殺
人
未
遂
事
件
で
、
致
命
的
で
は
な
い
が
相
当
程
度
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
場
合
に
、
後
悔
し
て
そ
れ
以
上
の
実
行
行
為
を
や
め
た
だ
け
で
、

傷
の
手
当
て
な
ど

一
切
せ
ず
立
ち
去
っ
て
し
ま

っ
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
任
意
性
の
要
件
に
つ
き
必
ず
広
義
の
後
悔
ま
で
必
要
と
す
べ
き

か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
い
ず
れ
に
せ
よ
後
悔
し
て
や
め
た
場
合
に
は
任
意
性
の
要
件
は
充
た
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。
ま
た
、
や
め
る
こ

と
に
よ
り
既
遂
に
い
た
ら
な
い
こ
と
を
予
想

(認
識
、
表
象
)
し
て
い
れ
ば
中
止
意
思
も
否
定
さ
れ
ま
い
。
そ
こ
で
、
も
し
中
止
未
遂
の
成

立
を
否
定
す
べ
き
だ
と
す
れ
ば
着
手
未
遂
の
中
止
行
為
を
否
定
す
る
か
、
こ
の
よ
う
な
事
例
を
実
行
未
遂
の
領
域

に
分
類
す
る
こ
と
に
な
ろ

う

(判
例
は
後
者
の
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
)。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
塩
見
教
授
は
、
「被
害
者
が
死
に
至

る
危
険
が
生
じ
て
さ
え
い

な
け
れ
ば
、
次
の
攻
撃
を
や
め
る
だ
け
で
殺
人
の
中
止
犯
の
恩
典
を
受
け
う
る
と
す
る
帰
結
は
本
当
に
妥
当
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
」
と
、
着
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手
未
遂
の
中
止
は
不
作
為
で
足
り
、
実
行
未
遂
の
中
止
は
作
為
を
要
す
る
と
い
う
従
来
の
考
え
方
を
疑
問
視
し
、
「問
題
と
な
る
時
点
で
結

果
発
生
の
危
険
が
な
け
れ
ば
、
行
為
を
や
め
る
だ
け
で
構
成
要
件
実
現
の
危
険
が
消
滅
す
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
こ
と

と
、
そ
の
よ
う
な
不
作
為
の
す
べ
て
に
中
止
行
為
と
し
て
の
適
格
が
あ
る
か
ど
う
か
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
殺
人
の
過
程
で
傷

害
が
生
じ
た
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
軽
微
で
あ
っ
て
も
、
治
療
行
為

(作
為
)
に
出
て
初
め
て
、
実
質
的
な
意
味
で
殺
人
未
遂
の
危
険
が
減

少
し
た
、
即
ち
、
刑
法
の
立
場
か
ら

『中
止
行
為
』
が
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
す
る

(「中
止
行
為
の
構
造
」
『
中
山
研

一
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集
第
三
巻
』
二
五
八
頁
以
下

[成
文
堂
、

一
九
九
七
年
]
)。
ま
た
、
内
田
教
授
も
、
着
手
未
遂
の
中
止
は
不
作
為
で
足
り
、
実
行
未
遂

の
中
止
は
積
極
的
な
既
遂
回
避
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

「理
解
に
拘
泥
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
。
着
手
未
遂
に
お
い
て
も
、
単
な
る

実
行
行
為
の

『放
棄
』
で
は
足
り
ず
、
さ
ら
に
、
既
遂
回
避
の
た
め
の

『真
摯
な
努
力
』
が
要
請
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
こ

と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
主
観
的

・
客
観
的
に
数
回
に
亘
る
攻
撃
が
想
定
さ
れ
る
状
況
で
は
、
最
初
の

一
撃
は
未
だ

『着
手

未
遂
』
の
域
に
と
ど
ま
る
と
い
う
の
が

一
般
的
な
理
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、
第
二
攻
撃
以
後
を

『放
棄
』
す
る
だ
け
で

『中
止
未
遂
』

が
成
立
す
る
と
い
え
な
い
の
は
自
明
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
最
初
の
一
撃
に
よ

っ
て
生
じ
た

『被
害
』
の
拡
大
を
防
止
し
、

『死
の
結
果
』
を
回
避
し
え
た
と
き
に
、
は
じ
め
て

『殺
人
の
中
止
未
遂
』
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
す
る

(『刑
法
概
要
中
巻

(犯
罪

論
ω
)
』
三
九
五
頁
以
下

[青
林
書
院
、
一
九
九
九
年
])。
重
要
な
問
題
提
起
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
木
村
光
江

「中
止
犯
の

一
考
察
」

東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
三
九
巻

一
号
八
八
頁

(
一
九
九
八
年
)
。
他
方
、
塩
見
教
授
の
見
解
に
対
し
て
、
「過
多
の
要
求
」
で
あ
る
と
す

る
の
は
、
山
口
厚

『
問
題
探
究
刑
法
総
論
』
二
二
八
頁

(有
斐
閣
、

一
九
九
八
年
)、
鈴
木
茂
嗣

『刑
法
総
論

(犯
罪
論
）
』
一
七
九
頁

(成

文
堂
、
二
〇
〇

一
年
)。
「中
止
未
遂
の
成
立
範
囲
を
極
端
に
狭
め
る
こ
と
と
な
り
、
疑
問
」
と
す
る
の
は
、
金
澤
真
理

「中
止
犯
」
西
田
典
之
・

山
口
厚
編

『刑
法
の
争
点

(第
三
版
)
』
九
三
頁

(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
〇
年
)。

(4
)
大
判
昭
和

一
二
年
一
二
月
二
四
日
刑
集

一
六
巻

一
七
二
八
頁
。
ま
た
、
東
京
高
判
昭
和
五

一
年
七
月

一
四
日
判
例
時
報
八
三
四
号

一
〇
六

頁

(「中
止
未
遂
は
も
と
よ
り
犯
人
の
中
止
行
為
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
そ
の
中
止
行
為
は
、
着
手
未
遂
の
段
階
に
お
い
て
は
、

実
行
行
為
の
終
了
ま
で
に
自
発
的
に
犯
意
を
放
棄
し
て
そ
れ
以
上
の
実
行
を
行
わ
な
い
こ
と
で
足
り
る
が
、
実
行
未
遂
の
場
合
に
あ
つ
て
は
、

犯
人
の
実
行
行
為
は
終
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
止
行
為
と
い
い
う
る
た
め
に
は
任
意
に
結
果
の
発
生
を
妨
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
既
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遂
の
状
態
に
至
ら
せ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
結
果
発
生
回
避
の
た
め
の
真
し
な
努
力
が
要
求
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
」)
、
福
岡

高
判
昭
和
六
一
年
三
月
六
日
高
刑
集
三
九
巻

一
号

一
頁

(「中
止
未
遂
に
お
け
る
中
止
行
為
は
、
実
行
行
為
終
了
前
の
い
わ
ゆ
る
着
手
未
遂

に
お
い
て
は
、
実
行
行
為
を
中
止
す
る
こ
と
自
体
で
足
り
る
が
、
実
行
行
為
終
了
後
の
い
わ
ゆ
る
実
行
未
遂
に
お

い
て
は
、
自
己
の
行
為
も

し
く
は
こ
れ
と
同
視
で
き
る
程
度
の
真
摯
な
行
為
に
よ
つ
て
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
」
)
な
ど
。

(
5
)
実
行
未
遂
を
中
止
す
る
場
合
に
も
、
当
然
に
任
意
性
も
問
題
に
な
る
が
、
何
ら
か
の
積
極
的
な
既
遂
阻
止
措
置
を
行
う
場
合
に
は
、
少
な

く
と
も
任
意
性
を
推
測
す
る
事
情
と
な
る
場
合
が
多
い
で
あ
ろ
う
。

(
6
)

大
判

大

正

一
五
年

三
月

三

〇

日
大

審

院
判

例

拾
遺

一
巻

刑
事

判

例

二

一
頁

。

(
7
)

大
判

大

正

一
五
年

一
二
月

一
四
日
法

律
新

聞

二
六

六

一
号
一

五

頁
。

(
8
)

な

お
、

放

火
後

、

独
力

で
、
す

な

わ

ち
、

自

ら
直

ち

に
水

を

注

い
で
消

火

し

た
事

案

に

つ
き

、
中

止

未
遂

を

肯
定

し

た

も

の
と

し

て
、

大

判
昭
和
二
年
七
月
四
日
大
審
院
裁
判
例
二
号
刑
事
判
例

一
七
頁
。

(
9
)
大
判
昭
和
二
年
一
０

月
二
五
日
法
律
新
聞
二
七
六
二
号

一
一
頁
。
こ
の
判
決
は
、
確
か
に
、
「独
力
で
防
止
し
た
も
の
で
な
い
か
ら
と
い

う
理
由
で
中
止
犯
の
成
立
を
認
め
な
か

っ
た
」

の
は

「不
当
で
あ
る
」
(西
原
春
夫

『刑
法
総
論

(改
訂
版
)
上
巻
』
三
三
九
頁

[成
文

堂
、

一
九
九
五
年
]
)。
た
だ
、
こ
の
判
示
の
前
に
、
「原
判
決
ニ
ハ
被
告
人
力
近
隣
ノ
人
々
ト
共

ニ
消
防
ニ
盡
力
シ
タ
ル
事
實
ヲ
認
定
セ
サ

ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
」
と
し
て
お
り
、
被
告
人
が
共
に
消
防
に
尽
力
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
れ
ば
、
こ
の
事
案

で
中
止
未
遂
の
成
立
を
否

定
し
た
結
論
は
妥
当
で
あ

っ
た
。

(
10
)

大
判

大

正

一
五
年

四
月
一
三
日

大

審

院
判

例
拾

遺

一
巻

刑
事

判

例
三

一
頁

。

(
1
1)

大
判

昭
和

六
年

一
二
月

五

日
刑
集

一
〇
巻

六

八
八

頁
。

な
お

、
学

説

に
お

い
て
も

、
任
意

性

の
要
件

に

つ
い
て
、
と
き

に

「
自

発
性

」
と

い

う
表
現
が
同
義
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る

(た
と
え
ば
、瀧
川
幸
辰

『犯
罪
論
序
説

(改
訂
版
)
』
一
八
九
頁
以
下

[有
斐
閣
、
一
九
四
七
年
]、

団
藤
重
光

『刑
法
綱
要
総
論

(第
三
版
)』
三
六
三
頁

[創
文
社
、

一
九
九
〇
年
]
、
藤
木
英
雄

『刑
法
講
義
総
論
』
二
六
二
頁
以
下

[弘
文

堂
、

一
九
七
五
年
]
、
荘
子
邦
雄

『刑
法
総
論

(第
三
版
)』
四
三

一
頁
以
下

[青
林
書
院
、

一
九
九
六
年
]、
内
田

・
前
掲

(注
3
)
『刑

法
概
要
中
巻
』
三
九
三
頁
以
下
、
清
水

一
成

「中
止
未
遂
に
お
け
る

『自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
』
の
意
義
」
上
智
法
学
論
集
二
九
巻
二
＝
三
号
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二
六

六
頁
以

下

[
一
九

八

六
年

]
な

ど
)
が
、
本
稿

で
問

題
と

す

る
実
行

未
遂

の
中

止

の
場
合

や
、
ま
た

、
共

犯
者

の
中

止
未

遂
を

考
え

る
場

合

、

第

三
者

(も

し
く

は
他

の
共
犯

者
)

か

ら
促

さ

れ
、
ま

た

は
示
唆

さ
れ

て
第

三
者

(も

し

く
は

他

の
共

犯
者

)
と

共

同

で

(ま

た

は
促

さ

れ

た
行

為
者

が

そ

の
後
主

導
的

に
)
既

遂

阻
止
行

為

を

し
た
場

合

に
、

促

さ
れ

て
翻
意

し
た
行

為
者

が
そ

の
こ
と
か

ら

直
ち

に

「
自

己

の
意

思

に
よ

り
」

と

い
え

な

い
と

い
う

の
は

妥
当

で
は

な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。
柏

木

千
秋

『
刑
法

総

論
』

二
六

一
頁

(有

斐

閣
、

一
九

八

二
年

)

も

、

「他

人
が

結
果

の
防
止

に
着
手

し

た
後

犯

人

が

こ
れ

に
協

力

し

た

の

で
は

い
け

な

い
と

い
う

判

例
も

あ

る

が

(
大
判

昭
六

・
一
二

・
五
集

一
〇
・

六

八

八
)
、

一
概

に
そ

う
も

い
え

な

い
」

と
す

る
。

そ

の
意

味

で
、
「
自

発

性
」

と

い
う
表

現

よ

り
、

「
任

意

性
」

と

い
う

表

現

の
方

が
適

切

だ
と

考
え

る
。

な
お
、木
村
亀
二
博
士
は
、着
手
未
遂
の
場
合
に
は
強
制
に
対
す
る
意
味
で
の
「任
意
」
で
あ
る
が
(阿
部
純
二
増
補

『刑
法
総
論

(増
補
版
ご

三
六
二
頁
以
下

[有
斐
閣
、

一
九
七
八
年
])
、
実
行
未
遂
の
場
合
に
は
他
人
の
発
意
に
対
す
る
意
味
で
の

「自
発
の
意
思
」
で
あ
る
と
し
て
、

着
手
未
遂
と
実
行
未
遂
の
場
合
で

「自
己
の
意
思
に
よ
り
」
を
異
な
る
意
味
に
解
釈
し

(前
掲
三
六
六
頁
以
下
)、
「他
人
の
注
意
・忠
告
に
よ
っ

て
行
為
者
が
後
悔
に
よ
り
任
意
に
結
果
発
生
防
止
行
為
に
出
て
結
果
を
防
止
し
て
も
中
止
未
遂
と
は
い
い
え
ず
障
礙
未
遂
と
解
す
べ
き
で
あ

る
」
と
す
る

(同

『犯
罪
論
の
新
構
造

(下
)
』
四
三
頁

[有
斐
閣
、

一
九
六
八
年
])
。
前
述
の
点
に
加
え
、
両
者
を
こ
の
よ
う
に
区
別
す

べ
き
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
。

(
12
)
東
京
高
判
昭
和
二
五
年

一
一
月
九
日
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報

一
五
号
二
三
頁

(否
定
)。

(
13
)
東
京
高
判
昭
和
二
六
年

一
二
月
二
四
日
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
特
報
二
五
号
一
一
五
頁

(否
定
)。
同
様
に
、
新
潟
地
長
岡
支
判
昭
和
三
八

年
五
月

一
七
日
下
刑
集
五
巻
五
＝
六
号
五
五

一
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
否
定
)、
大
阪
地
判
昭
和
五
九
年
六
月
二

一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
三
七

号
二
五
六
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
否
定
)、
東
京
地
判
平
成
七
年

一
〇
月
二
四
日
判
例
時
報

一
五
九
六
号

一
二
五
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
否
定
)。

(
14
)
東
京
地
判
昭
和
三
七
年
三
月

一
七
日
下
刑
集
四
巻
三
口
四
号
二
二
四
頁

(肯
定
)。
同
様
に
、
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
四
月
二
八
日
下
刑
集

七
巻
四
号
七
六
六
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
肯
定
)
。
東
京
地
判
昭
和
四
〇
年
一
二
月

一
〇
日
下
刑
集
七
巻

一
二
号
二
二
〇
〇
頁

(殺
人
未
遂
罪
。

肯
定
)。
宮
崎
地
都
城
支
判
昭
和
五
九
年

一
月
二
五
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
五
二
五
号
三
〇
二
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
肯
定
)、
前
掲

(注
4
)
福
岡

高
判
昭
和
六

㎜
年
三
月
六
日

(殺
人
未
遂
罪
。
肯
定
)
、東
京
地
判
平
成
八
年
三
月
二
八
日
判
例
時
報

一
五
九
六
号
一
二
五
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
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肯

定

)
。

(
15
)

前

掲

(注

4
)
大

判

昭
和

一
二
年

一
二
月

二
四

日

(
恐
喝

罪
。
事

案

で
は
既

遂

に

い
た

っ
て
お

り
否

定
)
。

(
1
6)
大

判

昭
和

一
三
年

四

旦

九

日
刑
集
一

七

巻
三

三

六
頁

(殺

人
罪

。
妻

で
は
既

遂

に

い
た

っ
て
お
り

否
定

)
。

.
」
の
判

決

に

つ
い
て
、

内

藤
教
授
は
、
「毒
物
で
あ
る
こ
と
を
告
白
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
積
極
的
行
為
と
し
て
の
中
止
行
為
そ
れ

自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
と
く
に

『真
摯
』
性
を
問
題
と
す
る
必
要
は
な
か

っ
た
と
い
え
よ
う
」
と
す
る

(『刑
法
講
義
総
論

(下
)
Ⅱ
』
一
三
一

三
頁
有
斐
閣

、
二
〇
〇
二
年
]
)
の
に
対
し
て
、
浅
田
教
授
は
、
「本
件
で
は
す
で
に
結
果
が
発
生
し
て
い
る
の
で
そ

も
そ
も
中
止
犯
の
余
地
は
な
か
っ
た
と
も
評
さ
れ
て
い
る
…
…
。
理
論
的
に
は
、
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
も
中
止
犯
成
立
の
余
地
を
認

め
る
か
…
…
、
青
酸
カ
リ
を
渡
し
た
行
為
と
死
亡
と
の
因
果
関
係
を

(被
害
者
の
行
為
の
介
在
を
理
由
に
)
否
定
し
て
未
遂
と
す
る
か

(本

事
案
で
は
無
理
で
あ
ろ
う
)
し
た
う
え
で
、
は
じ
め
て
中
止
行
為
の
真
摯
性
が
問
題
に
な
り
う
る
。
そ
の
場
合
で
あ

っ
て
も
十
分
な
中
止

行
為
と
は
い
え
な
い
と
す
る
の
が
、
判
例
の
華

と

い
え
よ
う
」
(「中
止
犯
」
芝
原
邦
爾
編

『刑
法
の
基
本
判
例
』
五
六
頁
以
下

[有
斐

閣
、

一
九

八

八
年
]
)
と

評
釈

し

て

い
る
。

(
17
)
大
阪
地
判
昭
和
四
二
年

一
一
月
九
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二

八
号
二
六
四
頁

(否
定
)。
同
様
に
、
大
阪
高
判
昭
和
四
四
年

一
〇
月

一
七
日
判

例
タ
イ
ム
ズ
二
四
四
号
二
九
〇
頁

(殺
人
未
遂
罪
。
否
定
)
。
大
阪
地
判
平
成

一
四
年
一
一
月
二
七
日
判
例
タ
イ

ム
ズ

一
一
一
三
号
二
八

一

頁

(殺
人
未
遂
罪
。
肯
定
)
。
他
人
の
助
力
を
得
て
既
遂
を
阻
止
し
た
事
案
で
は
な
く
、
金
員
喝
取
目
的
で
の
脅
迫
行
為
に
よ
り
被
害
者

を
畏
怖
せ
し
め
た
後
、
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
た
め
に
既
遂
に
い
た
ら
な
か

っ
た
恐
喝
未
遂
の
事
案
に
っ
き
、
東
京
高
判
昭
和
四
七
年
三
月

二
二
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
二
七
八
号
三
九
二
頁

(否
定
)。
な
お
、
名
古
屋
高
判
平
成
二
年
七
月

一
七
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
三
九
号
二
四
三
頁

は
、

一
般
的
基
準
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
「本
件
は
い
わ
ゆ
る
実
行
未
遂
の
事
例
で
は
あ
る
が
、
被
告
人
は
、
被
害
者
の
右
胸
部
を

一

回
突
き
刺
し
た
の
ち
、
自
ら
実
行
行
為
を
中
止
し
た
う
え
、
被
害
者
の
死
亡
と
い
う
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
積
極
的
で
真
摯
な
努
力

を
し
た
も
の
」
と
し
て
、殺
人
罪
の
中
止
未
遂
を
肯
定
し
、横
浜
地
川
崎
支
判
昭
和
五
二
年
九
月

一
九
日
刑
月
九
巻
九
＝

一
〇
号
七
三
九
頁
は
、

「着
手
中
止
の
色
彩
が
強
い
」
と
し
つ
つ
、
「結
果
防
止
に
真
摯
な
努
力
を
し
な
か
つ
た
と
は
い
え
ず
」
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

(
1
8)福
岡
高
判
平
成
一
一
年
九
月
七
日
判
例
時
報
一
六
九
一
号
一

五
六
頁

(否
定
)
。
本
判
決
に
つ
き
、
参
照
、
大
山
弘

「着
手
中
止
と
実
行
中



実行未遂の中止行為(原 口伸夫)

止
の
区
別
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
五
号

一
〇
六
頁

(1
10
0
0
年
)、
金
澤
真
理

「不
作
為
に
よ
る
中
止
の
成
否
」
『判
例
セ
レ
ク
ト
'
8
6～

'
0
0

』
五
三
二
頁

(有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
)
、
神
垣
英
郎

「
中
止
犯
に
お
け
る
結
果
発
生
防
止
の
た
め
の
積
極
的
な
行
為
」
警
察
時
報
五
六

巻

一
号
四
九
頁
以
下

(二
〇
〇

一
年
)、
塩
見
淳

「不
作
為
に
よ
る
中
止
の
可
否
」
平
成
一
一
年
度
重
要
判
例
解
説

一
五
〇
頁
以
下

(二
〇

〇
〇
年
)。

(19
)
や
や
古
く
、
同
様
に
、
殺
人
未
遂
事
件
で
死
の
結
果
発
生
を
阻
止
す
る
何
ら
積
極
的
な
行
為
を
と
ら
な
か
っ
た
事
案
で
、
前
橋
地
判
昭
和

三
三
年
三
月
五
日
第

一
審
刑
事
裁
判
例
集

一
巻
三
号
三
四
五
頁
も
、
「実
行
未
遂
の
場
合
に
お
い
て
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
犯

人
が
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
積
極
的
行
為
を
な
す
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
」
と
判
示
し
て
い
る
。

(20
)
な
お
、

一
般
的
な
情
状
に
つ
い
て
判
示
す
る
の
み
で
、
実
行
未
遂
の
中
止
の
認
め
ら
れ
る
基
準
に
つ
い
て
と
く
に
言
及
し
な
い
が
、
中
止

未
遂
を
肯
定
し
た
も
の
と
し
て
、
仕
事
で
の
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
他
人
所
有
の
糞
尿
運
搬
船
に
放
火
し
た
が
、
火
勢
を
み
て
悔
悟
の
念
に
か
ら
れ
、

自
ら
機
関
室
に
入
り
顔
面
お
よ
び
両
手
に
火
傷
を
負
い
な
が
ら
消
火
に
努
め
、
さ
ら
に
、
付
近
住
民
の
協
力
を
求

め
て
こ
れ
を
消
火
し
た
た

め
既
遂
に
い
た
ら
な
か
っ
た
事
案

(和
歌
山
地
判
昭
和
三
八
年
七
月
二
二
日
下
刑
集
五
巻
七
＝
八
号
七
五
六
頁
。
情
状
に
つ
い
て

「特
に
重

要
な
点
は
犯
罪
の
実
行
に
着
手
後
直
ち
に
悔
悟
の
念
に
か
ら
れ
、
身
の
危
険
を
顧
み
ず
、
狭
隘
な
機
関
室
に
身
を
挺
し
て
飛
び
込
み
、
顔
面

や
両
手
等
に
全
治
約

一
〇
日
間
を
要
す
る
火
傷
を
負
い
な
が
ら
消
化
(
マ
マ
)

に
努
め
、
略
そ
の
目
的
を
達
し
、
更
に
近
隣
の
者
の
応
援
を
求
め
て
完

全
消
化
(
マ
マ
)

に
努
め
た
結
果
殆
ん
ど
被
害
が
発
生
し
な
か
つ
た
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
)、
登
校
拒
否
や
暴
力
を
繰
り
返
す
長
男
の
将
来
を
悲
観

し
た
母
親
が
、
長
男
を
殺
害
し
て
自
分
も
死
の
う
と
考
え
て
包
丁
で
長
男
の
前
胸
部
な
ど
を
刺
し
た
が
、
長
男
が
謝
罪
の
言
葉
を
発
す
る
等

し
た
こ
と
か
ら
犯
意
を
喪
失
し
、
殺
害
を
中
止
し
た
事
案

(横
浜
地
判
平
成

一
〇
年
三
月
三
〇
日
判
例
時
報
一
六

四
九
号

一
七
六
頁
)
が
あ

る
。
ま
た
、
札
幌
高
判
平
成
一
三
年
五
月

一
〇
日
判
例
タ
イ
ム
ズ

一
〇
八
九
号
二
九
八
頁
は
、
不
倫
関
係
の
も
つ
れ
か
ら
被
害
者
の
左
胸
部

を
マ
キ
リ
包
丁
で
二
回
突
き
刺
し
た
が
、
被
害
者
が
機
転
を
利
か
せ
て

「も
う
お
店
を
辞
め
る
か
ら
。」
、
「本
当
は
好
き
だ
っ
た
ん
だ
よ
。」
、

「病
院
に
連
れ
て
行
っ
て
。」
等
と
被
告
人
の
要
求
に
応
ず
る
旨
や
気
を
引
く
よ
う
な
言
葉
を
繰
り
返
し
た
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
は
殺
害
を

思
い
と
ど
ま
り
病
院
に
搬
送
し
た
た
め
未
遂
に
と
ど
ま
っ
た
事
案
で
、
任
意
性
に
つ
い
て
重
点
的
に
判
示
し
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
上
で
、
中

止
行
為
に
つ
き

「被
告
人
が
そ
れ
以
上
の
攻
撃
を
行
わ
ず
、
同
女
を
病
院
に
搬
送
し
、
医
療
措
置
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
よ
り

一
命
を
と
り
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と
め
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
本
件
殺
人
未
遂
に
つ
い
て
は
中
止
未
遂
が
成
立
す
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ

事
案
の
特
殊
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
後
の
札
幌
高
裁
平
成

二
二
年
判
決
に
つ
き
、
参
照
、
門
田
成
人

「被
害
者
の

言
葉
に
よ
る
誤
信
と
中
止
行
為
の
任
意
性
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
七
四
号

一
〇
五
頁

(二
〇
〇
二
年
)。

(
21
)

牧

野
英

一

「
中
止

行

爲

の
眞
摯

性
」

『
刑

法

研
究

第
七

巻
』

四

五

二
頁

(有
斐

閣

、

一
九

三
九
年

)
。

(
22
)

市

川
秀

雄

『
刑
法

総

論
』

一
二
七
頁

以

下

(春
秋

社

、

一
九

五
五
年

)
。

(
23
)
木

村

静

子

「
中

止

犯
」
西

原
春

夫

ほ
か

編

『判

例

刑
法

研
究

第

四
巻

』
六

二
頁

(有

斐

閣
、
一
九

八

一
年

)
。

注

16
も
参

照

。
ま

た
、
荒

川
雅
行

「
結

果
防
止
行
為
の
真
摯
性
」
松
尾
浩
也
ほ
か
編

『刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論

(第
四
版
)』

一
四
五
頁

(有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
)
、
城
下
裕
二

「結

果
防
止
行
為
の
真
摯
性
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編

『刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論

(第
五
版
）
』
一
四
三
頁

(有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
)
、
山
本
輝
之

「中

止
犯
の
法
的
性
格
と
成
立
要
件
-
結
果
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
-
」
現
代
刑
事
法
四
五
号
四
三
頁

(二
〇
〇
三
年
)
(宜
し
く
頼
む
事
例
判

決
に
つ
き
、
「文
言
上
は
、
『真
摯
な
努
力
』
を
必
要
と
は
し
て
は
い
な
い
が
、
『行
為
者
自
身
が
結
果
防
止
に
当
た
っ
た
と
同
視
す
る
に
足

る
努
力
』
と
い
う
の
が
『
真
摯
な
努
力
』
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と

一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
」
)
な
ど
。

(
24
)
ち
な
み
に
、
同
視
基
準
を
用
い
る
注
12
、
注
13
の
事
案
は
い
ず
れ
も
中
止
未
遂
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
事
案
で
あ
り
、
逆
に
、
同
視
基
準

に
真
摯
性
を
プ
ラ
ス
す
る
注
14
の
事
案
で
は
、
表
現
だ
け
を
考
え
れ
ば
真
摯
性
の
分
だ
け
要
件
が
厳
し
く
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
も
中
止
未
遂
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
は
興
味
深
い
。
中
止
未
遂
を
肯
定
す
る
際
に
、
「こ
れ
だ
け
の
努
力
を
し
た
の
だ
か
ら
肯

定
し
て
よ
い
」
と
い
う
よ
う
な
裁
判
官
の
心
理
も
判
示
の
表
現
に
影
響
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
25
)
判

例

の
分

析

に

つ

い
て
は
、

ま
た

、
後

述

、
第

三
節

二

(
40
頁
以

下
)

も
参

照

。

(
26
)
阿

部
純

二

『
刑

法
総

論

』

二
一
二

頁
以

下

(
日
本
評

論
社

、

一
九

九

七
年

)
、
板
倉

宏

『新

訂
刑

法
総

論

(補

訂
版

)
』

一
四
六
頁

以

下

(
勁

草
書
房
、
二
〇
〇
一
年
)、
同

「中
止
犯
」
阿
部
純
二
ほ
か
編

『刑
法
基
本
講
座
第
四
巻
』
四
〇
頁
以
下

(法
学
書
院
、
一
九
九
二
年
)
、
内
田
・

前
掲

(注
3
)
『刑
法
概
要
中
巻
』
三
九
五
頁
以
下
、同

『改
訂
刑
法
Ⅰ
総
論

(補
正
版
）
』
二
七
二
頁

(青
林
書
院
、
一
九
九
七
年
)
、大
塚
仁

『刑

法
概
説
総
論

(第
三
版
)』
二
四
六
頁

(有
斐
閣
、

一
九
九
七
年
)
、
吉
川
経
夫

『
三
訂
刑
法
総
論
』
二
四

一
頁

(法
律
文
化
社
、

一
九
八
九

年
)、
木
村
静
子

「中
止
犯
」
日
本
刑
法
学
会
編

『刑
法
講
座
第
四
巻
』
二
九
頁

(有
斐
閣
、

一
九
六
三
年
)、
佐
久
間
修

『刑
法
講
義
総
論
』
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三

二

八
頁
以

下

(成

文

堂

、

一
九

九

七
年

)
、

荘

子

・
前
掲

(
注

11
)

『
刑

法
総

論

』

四
三

二
頁

(
「
真

剣

に

且

つ
誠
実

に
結

果
発

生
を

未

然

に
阻
止

す

る
努

力
を

傾

け
た

こ
と

」
)
、
正

田
満

三
郎

『刑

法
体

系

総
論

』
一
三

八
頁
以

下

(良
書

普

及
会

、

一
九

七
九

年
)
、
団

藤

・前

掲

(注

11
)

『
刑
法

綱
要

総

論
』

三
六

五
頁

、
中
義

勝

『
講

述
犯

罪
総

論
』

二

一
五
頁

(有

斐

閣
、

一
九

八

〇
年

)
、
中
野

次
雄

『刑

法

総
論
概

要

(第

三

版
補

訂

版

)
』
一
三
三

頁

注

四

(
成
文

堂

、

一
九

九

七
年

)
、
西

原

・
前

掲

(注

9
)

『
刑
法

総

論
』

三

三

八
頁

以

下

、
萩

原
滋

『
刑
法

概

要

総
論

』

一
四

五
頁

以

下

(成

文
堂

、
二

〇

〇
二
年

)
、
福

田
平

『
全
訂

刑
法

総

論

(第

三
版
増

補
)
』
二
三
一

頁

(有

斐
閣

、
二

〇
〇

一
年
)
、

藤

木

・前

掲

(注

11
)

『
刑

法
講

義

総
論

』

二
六

三
頁

以
下

、
船

山
泰

範

『
刑
法

』

一
七

二
頁

以

下

(弘

文
堂

、
一
九
九

九
年

)
、
前

田
雅
英

『刑

法

総
論

講

義

(
第

三
版

)
』

一
七

〇
頁

(東
京

大

学
出

版
会

、

一
九

九

八
年

)
、

前

田
雅

英

ほ
か

編

『
条
解

刑
法

』
一
六

五
頁

(弘
文

堂

、

二

〇

〇
二
年

)
、
森

下
忠

『
刑
法

総

論

』

一
七

六

頁

(悠

々
社

、

一
九
九

三
年

)
。

な
お

、
木

村

亀

二

・
前

掲

(
注

11
)

『
刑

法

総
論

』

三

六

六

頁

、
三
六
八

頁
注
一
三

、
平

場
安

治

『刑

法
総

論
講

義
』

一
四

二
頁

(有
信

堂

、
一
九

六

一
年

)
。
実

行

未
遂

を
中

止
す

る

場
合

に
真

摯
な

(真

剣

な

)
努

力
を

要

す

る
と

解
し

、

さ
ら

に
、

そ

の
努

力

に
も

か
か

わ

ら
ず

既
遂

に

い
た

っ
て
し

ま

っ
た
場

合

に
も

努
力

の
真
摯

性
を

評

価

し

て

四
三
条

但
書

の
準

用

(な

い
し
は
類

推
適

用

)
を

認

め
る

の
は

、
市

川

・
前

掲

(注

22
)

『
刑
法

総

論
』

一
二
七
頁

以

下
、

井
上

正
治

『刑

法

学

総
則

』

一
九

九
頁

(朝

倉
書

店

、
一
九

五

一
年
)
、
岡
野

光
雄

『刑

法

要
説

総
論

』

二
六

○
頁

(成
文

堂

、
二

〇
〇

一
年
)
、
江
家

義
男

『刑

法

総
論

』

一
六

〇
頁
以

下

(千
倉

書

房
、

一
九

五

二
年

)
、
牧

野
英

一

『
重

訂

日
本
刑

法

上
巻

』
三

一
五
頁
以

下

(有
斐

閣

、

一
九

三

八
年
)
。

既

遂

に

い
た

っ
た
場

合

に
刑

の
減
軽

の
限
度

で
四

三
条
但

書

の
類

推
適

用
を

認

め

る
の
は

、
川
端

博

『
刑
法

総
論

講
義

』
四

七

〇
頁
以

下

(成

文

堂
、

一
九

九

五
年

)
。

(
27
)

西
原

・
前

掲

(注

9
)

『
刑
法

総

論
』

三
三

九
頁

。

(
28
)

川
端

・
前

掲

(注

26
)

『
刑
法

総

論
講

義
』

四
七

〇
頁
。

(
29
)
江

家

・
前

掲

(注

26
)

『
刑
法

総
論

』

一
六

〇
頁
。

な

お
、

法
益

保
護

の
観

点

か
ら

、
犯

罪
避

止
義
務

に
違

反

し

て
犯
罪

に
着

手

し
た
者

に

、

着
手
未
遂
の
段
階
で
は
犯
罪
中
止
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
実
行
未
遂
の
段
階
で
は
結
果
発
生
防
止
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
理
解
し
、
こ
の
よ
う

な
理
解
か
ら
、
実
行
未
遂
の
中
止
行
為
は
、
行
為
者
が
客
観
的
に
十
分
な
結
果
発
生
防
止
義
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る

の
は
、
野
村
稔

『大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法

(第
二
版
)
第
四
巻
』

二
二
四
頁
以
下

〔大
塚
仁
ほ
か
編
〕
(青
林
書
院
、
一
九
九
九
年
)、同

『刑
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法

総
論

(補
訂

版

)
』

三
六

四
頁

以

下

(成

文
堂

、

 
九

九

八
年

)
、

同

『未

遂

犯

の
研
究

』

四
七

一
頁

以

下

(
成
文

堂
、

一
九

八

四
年

)
。

(
30
)
香

川
達

夫

『
注

釈

刑
法
(
2
)の
Ⅱ

総

則
(
3
)
』四

八

四

頁
以

下

〔
団
藤

重
光

編

〕

(有

斐

閣

、

一
九

六
九

年

)
。

こ

れ

が

「
中

止
行

為

の
も

つ

原
則

的

な

形
態

で
あ

る

」

(
前

掲

四

八

四
頁

)
、

「
本

来

的

な
意

味

で
中

止
行

為

と

は

、

こ
れ

の
み

に
限

定

さ

れ

る

べ
き

で
あ

ろ
う

」

(前

掲

四
八

五
頁

)

と
す

る
。

同

様

に
、

同

『
刑
法

講

義
総

論

(第

三
版

)
』
三
一
三

頁

以

下

(成

文

堂
、

一
九

九

五
年

)

も

、
「
典

型

的
な

意
味

で

の
中

止
行

為
を

、

そ
う
把

握

す

る

の
は
正

し

い
」
と

す

る
。

(
31
)

香

川

・
前

掲

(注

30
)

『注

釈

刑

法
』

四
八

五

頁
以

下
。

「真

摯

性

が
要

件

と

さ
れ

る

の

は
、

そ

れ
が

因

果

関
係

を
遮

断

し
え

た

と

同
視

し

う

る
程
度

の
も

の

で
あ

る
こ
と

…

…

、
そ

し

て
、

そ

の
遮
断

し
え

な

か

つ
た
事

情

が

、
中

止
行

為

と

関
連

の
な

い
客

観

的
事

情

の
介

在

に
よ

る
ば

あ

い
に
か
ぎ

る

べ
き

で
あ

る
」

(前

掲

(注

30
)

『
注
釈

刑
法

』

四

八
六

頁

)
、

「真

剣

な
努

力

と
は

本

来
的

な

中
止

行
為

の
修
正

原

理
と

し

て
作

用
す

る

だ

け

の

こ
と

で
あ

つ
て
、

中

止
行

為

そ

の
も

の
に
現

実

性
を

不
要

な

ら
し

め

る
た

め

の
原
理

な

の
で
は

な

い
」

(前

掲

(注

30
)

『
注
釈

刑
法

』

四

八
七

頁
)

と
す

る
。

同

様

に
、
同

・
前

掲

(注

30
)

『
刑

法
総

論

』
三

一
四
頁

(「
因

果
関

係

の
代

役
」
)
。

(
32
)
香
川

・
前
掲

(注
30
)
『注
釈
刑
法
』
四
八
七
頁
以
下
。
(
2
)
-①
の
場
合
、
行
為
者
の
中
止
措
置
が
既
遂
阻
止
結
果
に
対
し
て
少
な
く
と
も

条
件
関
係
の
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
り
、
ま
た
、
事
案
に
よ

っ
て
は
相
当
因
果
関
係
の
認
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
場
合
も
あ
り

(参
照
、

後
述
、
第
二
節
三

[24
頁
以
下
])
、
し
た
が
っ
て
、
「因
果
関
係
に
代
わ
る
要
件
と
し
て
の
真
摯
性
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
さ
れ
る
教
授
の

基
本
的
な
立
脚
点
か
ら
す
る
と
首
尾

一
貫
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
(
2
)
-

②
の
場
合
は
、
ド
イ
ツ

刑
法
二
四
条

一
項
二
文
で
規
定
す
る
い
わ
ゆ
る

「非
因
果
的
な
中
止
」
の
場
合
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
が
、努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
既
遂
に
い
た
っ

た
場
合
ま
で
含
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
非
因
果
的
な
中
止
の
場
合
と
し
て
、
第
三
者
の
介
入
や
被
害
者
自
身
の
措
置
に
よ
っ

て
既
遂
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
、
実
行
行
為
が
不
能
で
あ

っ
た
た
め
に
既
遂
に
い
た
ら
な
か
っ
た
場
合
や
、
共
犯
事
例
で
は
、
正
犯
者
や
他
の

共
犯
者
の
中
止
行
為
に
よ
り
既
遂
が
妨
げ
ら
れ
た
場
合
で
、
か
つ
、
い
ず
れ
の
場
合
も
行
為
者
が
そ
の
よ
う
な
未
遂
の
失
敗
を
知
ら
ず
に
中

止
措
置
を
と
っ
た
場
合
に
限
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(
33
)

な

お

、
香

川

達
夫

『
中

止
未

遂

の
法

的

性

格
』
一
一

六
頁

な

ど

(有
斐

閣
、

一
九

六

三
年

)

で
は
、

前

記
(
1
)
と
(
2
)の
場

合

で
異

な

る
要

件

を
考
え

る

の
で
は

な
く

、
む

し

ろ
、

す

べ

て
の
中

止
行

為

に
真
摯

な
努

力

を
要

求

し

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。
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(
34
)

香

川

・
前
掲

(注

30
)

『
刑

法
総

論
』

三

〇
七

頁
、

同

・
前
掲

(注

33
)

『中

止
未

遂

の
法

的
性

格
』

九
七

頁

以
下

。

(
35
)

「
積

極

的
な

」

と

い
う

表

現

は
、

そ

の
表

現

の

み
か

ら
は

、

「
着
手

未

遂

の
中

止

は

不
作

為

で
足

り
、

実

行
未

遂

の
中
止

は

作
為

に
よ

る
阻

止
が
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
作
為
＝
積
極
的
な
行
為
を
超
え
る
意
味
で
そ
の
要
件
を
考
え
て
い
る
の
か
否
か
が
必
ず
し
も
は
っ

き
り
し
な
い
の
で
、
「客
観
的
に
結
果
を
防
止
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
う
観
点
の
方
が
強
調
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

積
極
的
な
行
為
で
足
り
る
と
表
現
す
る
古
い
学
説
は
、
「実
行
未
遂
の
中
止
は
作
為
に
よ
る
阻
止
が
必
要
」
と
い
う
意
味
で
考
え
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
草
野
豹

一
郎

『刑
法
要
論
』

一
〇
九
頁

(有
斐
閣
、

一
九
五
六
年
)
、
斉
藤
金
作

『刑
法
総
論

(改
訂
版
)』

二
一
三
頁

(有
斐
閣
、

一
九
五
五
年
)、
瀧
川

・
前
掲

(注
11
)
『犯
罪
論
序
説
』

一
九
〇
頁
、
宮
本
英
脩

『刑
法
学
粋
』
三
七
九
頁

(弘
文

堂
書
房
、
一
九
三
一
年
)
、
同

『刑
法
大
綱
』

一
八
五
頁
以
下

(弘
文
堂
書
房
、

一
九
三
五
年
)
な
ど
。

(
36
)
曽

根
威

彦

『刑

法

総
論

(第

三
版
）
』
二

五
五

頁

(弘
文

堂

、
二

〇
〇

〇
年

)
、
同

『刑

法

の
重

要
問

題

(総
論

)
補

訂
版

』

二

六
九
頁

(成

文

堂

、
一
九

九

六
年

)
。

同
様

に
、
佐

伯

千
仞

『
四
訂
刑

法
講

義

総
論

』
三

二
六

頁

(有
斐

閣

、
一
九

八

一
年
)
、
奈
良

俊

夫

『
概
説

刑
法

総
論

(第

三
版

)
』

二
六

九
頁

(芦

書

房
、

一
九

九

八
年

)
。

お
そ

ら
く
ま

た

、
柏

木

・
前

掲

(注

11
)

『
刑

法
総

論
』
二

六
一

頁
以

下
、

立

石
二

六

『刑

法
総

論

(補

正
版

)
』

二

六
七

頁
以

下

(成

文

堂
、

二

〇

〇
四
年

)
。

な

お
、
大

谷
實

『
新

版
刑

法
講

義

総
論

』

四

一
四
頁

(成

文
堂

、

二

〇

○
○

年
)
。

(
37
)
内

藤

・前

掲

(注

16
)

『
刑
法

講
義

総

論

(
下
)
Ⅱ

』
一
三
一

二
頁
。

同
様

に

、
鈴
木

茂
嗣

・前

掲

(注

3
)

『刑

法

総
論
』

一
八

〇
頁
。
ま

た

、

鈴

木
彰

雄

「
実
行

中

止

に
お
け

る
第

三
者

の
関
与

」
関

東
学

園
大

学
法

学

紀
要

二
号

二
七

頁
以

下

(
一
九

九

一
年

)
。

(
38
)

な
お

、
結

果
防

止

に
相
当

な
行

為
と

す

る

の
は
、
浅

田

・前

掲

(注

16
)

五
七
頁

。
主

体
的

な
努

力
を

要
す

る

と
す

る

の
は
、
塩

見

・前

掲

(注

3
)
二
六

二
頁

注

五
〇
。
ま

た
、
他
人

の
援

助
を

借

り
る

こ
と

は
差

支
え

な

い
が
行

為
者

の
努

力

が
中

心

で
な
け

れ
ば

な

ら
な

い
と
す

る
の
は

、

青
柳

文
雄

『刑

法

通
論
Ⅰ

総

論
』

三

四
三

頁
注

三

(泉

文
堂

、

一
九

六

五
年
)
。

(
39
)

山

中
敬

一

『刑

法

総

論
Ⅱ

』

七

二
二

頁

(
成

文
堂

、

一
九

九

九

年

)
。

な

お
、

山
中

敬

一

『
中

止

未

遂

の
研

究
』

二
六

〇
頁
以

下

(成

文

堂

、

二

〇
〇

一
年

)

は

、
確

実

に
結
果

発

生
防

止
が

客
観

的

に
予

測
し

う

る
ま

で
、

結
果

不
発

生

へ
の
因
果

経
過

を

少
な

く
と

も
潜

在

的

に

支

配

し

て

い
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
と

す

る
。
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(
40
)

井

田
良

「
中

止
犯

」

現
代

刑
事

法

二

五
号

一
〇

〇
頁

(
二
〇

〇

一
年

)
。

同
様

に
、

井

田
良

・
川
端
博

「
対
談

・
中
止

犯
論

の
現
在

と
課

題
」

現
代
刑
事
法
四
五
号

一
七
頁
、
二
七
頁
以
下

〔井
田
発
言
〕
(二
〇
〇
三
年
)。

(41
)
な
お
、
斎
藤
信
治
教
授
も
、
着
手
未
遂
と
実
行
未
遂
の
区
別
に
関
連
し
て
で
あ
る
が
、
「作
為
形
態
で
の
実
行
を
止
め
て
も
、
既
に
結
果
発

生

の
危
険

を

生

じ

て

い
る

の
を
認

識

し

て
お
り

、

放
置

ま

た
は

御
座

な

り

の
態
度

が

(不

真

正
)

不
作

為

形
態

で

の
実

行
継

続

と
認

め

ら
れ

る
と

き

は
、

無
論

全

体

と
し

て

円
中
止

し
た
』

こ
と

に
な

ら
な

い
…
…

と
す

る

の
が

、
妥

当

で
あ

ろ
う

…

…
。

し
ば

し

ば
、

実

行
行

為
を

終

え

て

い
る

場
合

に
中

止
犯

が

認

め
ら

れ

る
た

め

に

は

『
真

摯

(
真
剣

)

な

』
結

果

発

生
防

止

が
必

要

だ

、
と

説

か
れ

る

の
も

」
、

こ

の

「
趣

旨

の
限
度

に
お

い
て
の

み
理
解

し
う

る
」

と

し

て

い
る

(
『
刑
法

総
論

(第

五
版
）
』
二
三

二
頁

[有
斐

閣

、

二
〇

〇
三
年

]
)
。

(42
)
山
口
厚

『刑
法
総
論
』
二
四
三
頁

(
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一年
)
。
ま
た
、
二
四
六
頁
。
同
・前
掲

(注
3
)
『問
題
探
究
刑
法
総
論
』
二
二
八
頁
以
下
。

同
様
に
、
林
幹
人

『刑
法
総
論
』
三
七
四
頁
以
下

(東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
)、
堀
内
捷
三

『刑
法
総
論

(第
二
版
ご

二
四
二

頁
、
二
四
九
頁

(有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
)
、
山
本

・
前
掲

(注
23
)
四
〇
頁
以
下
。
お
そ
ら
く
、
先
駆
的
に
、
平
野
龍

一
「中
止
犯
」
日

本
刑
法
学
会
編

『刑
事
法
講
座
第
二
巻
』
四
〇
七
頁
以
下

(有
斐
閣
、

一
九
五
二
年
)、
同

『刑
法
総
論
1
』
三
三
七
頁
以
下

(有
斐

閣
、
一
九
七
五
年
)。
ま
た
、
對
馬
直
紀
「中
止
行
為
に
つ
い
て
」
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
法
学
篇
三
〇
集

一
四
五
頁
以
下
(
一
九
九
三
年
)。
た
だ
、

中
止
行
為
を
な
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
も
法
的
義
務
に
合
致
し
よ
う
と
す
る
意
欲
を
評
価
し
て
四
三
条
但
書
の
準

用
を
認
め
る
。
な
お
、
犯
罪
論
体
系
に
お
け
る
従
来
の
実
行
行
為
概
念
、
そ
し
て
、
そ
の
対
概
念
と
し
て
の
中
止
行
為
と
い
う
構
成
を
批
判
し
、

結
果
不
発
生
に
対
す
る
行
為
者
の
因
果
的
寄
与
を
重
視
す
る
の
は
、
齋
野
彦
弥

「中
止
未
遂
の
因
果
論
的
構
造
と
中
止
故
意
に
つ
い
て
」
『田

宮
裕
博
士
追
悼
論
集
下
巻
』
五
八
七
頁
以
下

(信
山
社
、
二
〇
〇
三
年
)。

(43
)
和
田
俊
憲

「中
止
犯
論
」
刑
法
雑
誌
四
二
巻
三
号
二
八

一
頁
以
下

(二
〇
〇
三
年
)。
論
者
の
い
う

「予
防
政
策
説
」
は
若
干
複
雑
で
あ
る
。

こ
の
説
は
、
未
遂
行
為
者
を
中
止
行
為
に
誘
導
し
て
犯
罪
が
既
遂
に
達
す
る
の
を
防
止
す
る
と
い
う
政
策
目
的
に
減
免
の
根
拠
を
求
め
つ
つ

(黄
金
の
橋
の
理
論
)、
そ
の
予
防
政
策
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
減
免
予
防
の
必
要
性
、
行
為
者
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
性
、
報
奨
性
と
い

う
三
つ
の
制
限
的
観
点
に
よ
り
、
そ
の
予
防
目
的
に
一
定
の
限
定
が
な
さ
れ
る
と
す
る

(二
八
四
頁
以
下
)。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
か
ら
、
(本

文
で
引
用
す
る
)
狭
義
の
中
止
行
為
と
中
止
結
果
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
そ
れ
で
十
分

で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
予
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備
罪
の
中
止
に
四
三
条
但
書
の
類
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

(二
八
七
頁
)、
(可
罰
的
な
)
未
遂
犯
が
当
初
か
ら
具
体
的
に
不

能
で
あ
る
場
合
に
四
三
条
但
書
の
適
用

・
類
推
適
用
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と

(二
八
八
頁
)、
任
意
性
に
関
し
て
主
観
説
が
妥
当
で

あ
る
こ
と

(二
九
二
頁
)
と
い
う
帰
結
が
体
系
的
に

一
貫
し
た
解
釈
と
し
て
導
か
れ
る
と
す
る
。

(
44
)

和

田

・
前
掲

(注

43
)

二
八
九

頁
以

下
。

(
45
)
参

照

、
前

述

、
第

一
節

一

(
二
)

(
4
頁

)
。

(
46
)
B
G
H
S
t
 
3
1
,
4
6

(
U
r
t
.
v
.
2
7
.
4
.
1
9
8
2

)
。
連

邦

通
常

裁

判

所

は
、

次

の
よ
う

に
述

べ
て
不

処

罰

と
な

る
中

止

を
否

定

し

た
。

す

な

わ
ち

、

「
構

成

要

件

に
該
当

す

る
結

果

が
自

分

の
構

成

要
件

に
該

当

す

る
行
為

に
基

づ

い

て
発

生

す

る
と

い
う

こ
と

を

予
想

す

る
者

は
、

ま

た
は

、

そ

の

こ
と

を
あ

り
う

る
と
考

え

る

に
す
ぎ

な

い
者

も

、
行

為

の
既
遂

の

阻
止

に
向

け
ら

れ

た
活

動
を

展

開

し
な

け

れ
ば

な
ら

な

い
。
彼

は

、
彼

の

表

象

に
お

い
て
、

構
成

要

件

に
該

当
す

る

結
果

の
実

現

の
危

険
を

つ
く

り
だ

し
た

。

そ

の
結

果
、
彼

は

、
行

為
を

既

遂

に

い
た

ら
せ

な

い
こ

と

を

目
指

し

、

そ
し

て
、

客
観

的

に
ま

た

は
少

な
く

と
も

彼

の
見

方

か

ら
は

そ

の
た

め

に
十
分

で
あ

る
よ
う

な

行
為

に

よ

っ
て
、

行
為

を

断

念

す

る
意

思
を

表

明
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
(
....
.)
。
彼

に
よ

り

よ

い
阻
止
手

段

が
意

の
ま

ま

に
な

る
場

合
、
彼
は

、
彼

が
認

識
し

た
よ

う

に
、

(も

し

か
し

た

ら
)

不

十

分

で
あ

る

(
か
も

し
れ

な

い
)
措

置

で
満

足

し

て
は

な
ら

な

い
。

そ

の

よ
う

な
阻

止
手

段

を

彼

は
汲

み
尽

く

さ

な

け

れ
ば

な

ら
な

い

(
......)
。
彼

は

、
偶

然

を

回
避

し

う

る
と

こ

ろ

で
、

そ

の
偶

然

に
余

地

を
与

え

て
は
な

ら

な

い
。
彼

が
偶

然

に
余

地
を

与
え

る
場

合

、
彼

は
自

分

の
活

動

に
よ

っ
て
行

為

の
既
遂
を

回
避

し

な

い

(......)
。
彼

は
、
常

に
結

果
発

生

の
全

リ

ス
ク
を
負

う

(
....
.)
。

結

果

が
-

不
能

未
遂

の
事

例

に

お
け

る
よ

う

に

-
発

生

し
え

な

か

っ
た

た
め

に
、

ま

た
は
第

三

者

の
介

入
が

行
為

の
既
遂

を

阻
止

し
た

た
め

に
、
行

為
者

の
阻
止

的

行
為

に
か

か
わ

り

な
く

結

果
が

発
生

し

な

い
と

い
う

こ
と

が

判
明

す

る
場
合

、
確

か

に
、

結
果

回

避

の
成
功

と

い
う

要

件

は
必

要
な

い
。

し

か

し
、
結

果
を

発

生

さ
せ

な

い
こ
と

に
向

け

ら

れ
た
行

為

者

の
行
為

に
対
し

て
、
そ

の
行

為
を

展

開
す

る
時

点

で
課

さ

れ

る

べ
き

要
求

は

、

そ

の
こ
と

に
よ

っ
て
何

ら
変

わ

ら

な

い
。

…

既
遂

を

阻
止

し

よ
う

と
す

る

『任

意

で
真

剣

な
努

力

』

(
刑
法

二
四

条

一
項

二
文
)

は
、
こ
と

の
本

質

に
よ

れ
ば

、
結

果

回
避

の
意

図

に
よ

っ
て
決
定

さ

れ

る
努
力

で
し
か
あ

り
え

な

い
。
行

為
者

は

、
彼

の
知

っ

て

い
る
と

こ

ろ

の
客

観

的

に
十

分
な

、
ま

た

は
少

な
く

と
も

彼

の
見

方

か
ら
十

分

な

阻
止
手

段
を

汲

み
尽

く

さ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い

の
で
あ

る
」
。

参

照
、
本
件

に

つ

い
て
紹

介

し

て

い
る

の
は

、
鈴

木

彰
雄

・前
掲

(注

37
)

一
七
頁
以

下
、
山
中

・前
掲

(注

39
)

『中

止
未

遂

の
研
究

』
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二
六

一
頁

注

四

。

(
4
7)

B
G
H
 N
S
tZ

1
9
8
9
,5
2
5

(U
rt
.v
.1
.2
.19
8
9)
。
連

邦

通

常

裁

判

所

は

、

次

の

よ

う

に

述

べ

て

不

処

罰

と

な

る

中

止

を

否

定

し

た

。

「
被

告

人

は

、

差

当

り
彼

女

の
見

方

か
ら
救

助

の
た

め

に
必
要

な

こ
と

を
行

っ
た
後

も

、
救

助

に
ひ

き
続

き
協

力

す

る

こ
と

が

-
彼

女

が

認
識

し

て

い
た

よ

う

に
-

必

要

で
あ

っ
た

に
も

か
か

わ

ら
ず

、

そ

の
協

力

を
拒

ん
だ
」
。

「
そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
、
被

告

人
は

、

-
た

と
え

彼

女
が

差
当

り
夫

を

救

助

す

る
気

が
あ

っ
た
と

し

て
も

-
有

害

な
結

果

の
阻
止

に

さ
ら

に
寄

与
す

る
こ
と

が
必

要

で
あ

り

、
ま

た
彼

女

に
と

っ
て
可

能

で
あ

っ
た

時
点

で
、

こ

の
よ
う

な
救

助

意
思

(B
e
re
itsc
h
a
ft)
を

再

び
放

棄

し

た
」
。

つ
ま
り

、

「
被
告

人

は
、

夫

の
生

命

が
救

助

さ
れ

る

た
め

に

は
、
毒

の
投

与

に

つ
い
て
医

師

に
情

報
を

与

え
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

と
考

え

て

い
た

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

毒

の
投
与

を

黙

っ
て

い
た
」

の

で
あ

り

、

こ

の
こ

と
か

ら

、
継

続
す

る
救

助
意

思

(fo
rt
b
e
ste
h
en
d
e
n
 R
ettu
n
g
s
w
ille
n
)
が

認

め
ら

れ
ず

、

し

た
が

っ
て
、

不
処

罰

と
な

る

中

止
未

遂

は
認

め

ら
れ

な

い
。
参

照

、
本
件

に

つ
い
て
紹

介

し

て

い
る
の
は

、
鈴
木

彰

雄

・前

掲

(注

37
)

一
九

頁

、
山
中

.前

掲

(注

39
)

『
中

止

未
遂

の
研
究

』

二

五

八
頁

。
ま

た
、

実

行
未

遂

の
中
止

行
為

に
関

す

る
そ

の
他

の
重

要
な

ド

イ

ツ
判

例

に

つ

い
て
、
参

照

、
鈴

木

彰
雄
・

前

掲

(注

37
)

一
四
頁
以

下

、
山

中

・
前
掲

(
注

39
)

『
中
止

未
遂

の
研
究

』

二
五

三
頁

以

下
。

(
48
)
参

照

、
前

述

、
第

二
節

一

(
二
)

(
10
頁

以

下
)
。

(
49
)
参

照

、
前

述

、

7
頁
。

(
50
)

木
村

静

子

・
前

掲

(注

26
)

『刑

法

講
座

』

二
九
頁

。

ま
た

、
前

述

、

11
頁
以

下

の
山

中
、

井

田
、
斎

藤

信
治

各
教

授

の
論

述
も

参
照

。

(
51
)

川
端

・
前
掲

(
注

26
)

『
刑
法

総

論
講

義

』

四
七

〇
頁

。

ち
な

み

に
、

ド
イ

ツ
刑
法

二

四
条

一
項

二
文
、

二
項

二
文

の

「
真
摯
性
」

概

念
も

道
徳

的

・
倫

理
的

な
要

求
を

す

る
も

の
だ

と

は
解

さ

れ
な

い
。

(
52
)

前
掲

(
注

17
)
。

(
53
)

荒

川

・
前

掲

(注

23
)

一
四
五

頁
。

同
様

に
、
井

田

・
前

掲

(注

°
)

1
0

0
頁
、

斎
藤

信
治

・
前

掲

(注

41
)

『
刑
法

総

論
』

三
七

四
頁

、

塩
見

・
前

掲

(注

3

)

二
六

二
頁
注

五

〇
、

内
藤

・
前

掲

(注

16
)

『刑

法

講
義

総
論

(
下
)
Ⅱ

』
一
三
一

一
頁

以
下

な
ど

。

(
54
)

城
下

・
前
掲

(注

23
)

一
四
三
頁

。

(
55
)
参

照

、
ま

た
、

後

述
、
第

三

節

一

(
二
)

(
33
頁
以

下
)

も

。
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(
56
)
船

山
・

前

掲

(注

26
)

『
刑

法
』

一
七

三
頁

。
同

様

に
、

板
倉

・
前

掲

(注

26
)

『刑

法

総
論

』

一
四
七
頁

(
「
医
療

の
よ
う

に
専

門

家

の
力

を

仰

が

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
場
合

は
、

被
害

者

を
す

み
や

か

に
医

療

施

設

に
送
り

、
治

療

を
受

け

さ

せ
る

よ
う

に
努

力

す
れ

ば
、

真

剣
な

中

止

行

為
と

認

め

る

こ
と
が

で
き

よ

う
」
)
。
ま

た

、
神

垣

・
前

掲

(注

18
)

五
五
頁

。

こ

の
点

に
関

す

る
判

例

の
態

度

に

つ
き

、
後

述

、

47
頁

以

下
も

参

照
。

(
57
)

な

お

、
前

田
雅

英

『
最
新

重

要
判

例

二

五

〇

〔
刑
法

〕

第

四
版

』

二

二
頁

(
弘
文

堂

、

二

〇
〇

二
年

)

は
犯

跡
隠

蔽

事

例
判

決

に

や

や
理

解

を

示

し

て

い
る
よ

う

に

思
わ

れ

る

。
な

お

、
ま

た
、

米
山

哲

夫

「
中

止
未

遂

と

償

い
の
思

想
」

早
稲

田
大

学
大

学

院

法

研

論
集

二
九

号

(
一
九

八
三
年

)

は

、
判

例

が
実

行

未

遂

の
中

止

に
関

し

て

か
な

り
厳

格

な

要
件

を

課

し

て

い
る
と

し

つ

つ
、

そ

の
よ

う
な

厳

格

な

要
求

が

出

て
く

る

理
由

は
、

「
自

分

の
犯
し

た

犯
罪

の
発
覚

、

そ

し

て
そ

れ

に
よ

っ
て
科

せ

ら

れ

る

べ
き

様

々
な

不
利

益
を

嫌

わ

な

い
態

度

が
、

犯

人

自

身

の
結
果

防

止

行
為

に
よ

っ
て
示
さ

れ

る

と

い
う

こ
と

な

の

で
は

な

か

ろ
う

か

。

そ
う

し

た
態

度

に
対

し

て
法

は

刑

の
必
要

的

減

免

と

い
う

恩
典

を

与
え

る

べ
き

も

の
と

し
た

の
で
は

な

い
か
と

考
え

ら

れ

る

の

で
あ

る
」

(
三
二

六
頁

以

下
)

と

判

例

の

「
厳

格

な
要

求
」

に

理
解

を

示

し

、

こ

れ
を

支

持

し

、

さ

ら

に
、

「
自

首

、
首

服

(
刑

法

第

四

二
条

)

の
場

合

の
裁

量

的

減

軽

に
も

同

じ
意

味

あ

い
が

込

め

ら

れ

て

い
る

よ
う

に
思
う

」

(三

二
九

頁

注

二
)
、
「
真

摯

な
結

果
防

止
行

為

で
あ

る
か

ど
う

か

を
、

犯

罪

の
発

覚

、
自

ら

の
逮

捕

を
嫌

わ

な

い

態

度

で
あ

る
か

ど
う

か
を

基
準

と

し

て
判

断
す

る

こ
と
を

、

一
つ
の
方
法

と

し

て
考

慮

す

る

こ
と

を

考
え

て
も

よ

い
の
で

は
な

か

ろ
う

か
」

(三

二
九

頁
注

三
)
と

す

る
。

自
首

制
度

は
東

洋

の
律

に
お

け

る
伝

統

で
あ

る
こ
と

が
指

摘

さ
れ

て
お

り

(参

照

、
た
と
え

ば

、
小

野
清

一
郎

『
新

訂
刑

法

講
義

総

論
』
二
九
一

頁

[有

斐
閣

、

一
九

五
〇
年

]
、
団

藤

・
前

掲

(
注

11
)

『
刑

法
綱

要

総
論

』

五

二
六

頁
注

一
。

ま

た

、
佐

伯

・

前
掲

(
注

36
)

『
刑
法

講
義

総

論
』
三
二
一

頁
な

ど

)
、

一
方

で
、

明
治

以

降

の
西
洋

法

の
継

受

の
過

程

で
取

り
入

れ
ら

れ
た

中

止
未

遂
制

度

は

そ
れ

に

比

べ

て
歴

史

が
浅

く
、

そ

の
よ
う

な

歴
史

の
違

い

(
そ
し

て
、

そ

の
こ
と

に
基
づ

く

制
度

の
定

着

・
普

及

の
程
度

の
相

違

)
が

こ

の
よ
う

な

理
解

を
生

む
原

因

に
な

っ
て

い
る

の
か
も

し

れ
な

い
が
、
自

首

制
度

と
中

止

未
遂

制
度

は

区
別

さ

れ
る

べ
き

で
あ

り

、
こ

の
よ
う

な

理
解

は
真

剣

な
努

力

の
理
解

と

し
て
も

特
異

な
説

で
あ

ろ
う

。

(
58
)

西
原

.
前

掲

(注

9
)

『刑

法
総

論

』

三
三
九

頁

。
板
倉

・
前
掲

(注

26
)

『
刑
法

総
論

』

一
四
七
頁

、
木

村

静
子

・
前

掲

(注

23
)

『
判

例

刑

法

研
究

』

六

一
頁

、
佐

久
間

.
前

掲

(注

26
)

『
刑
法

講
義

総

論
』

三

二
九

頁
、

荘

子

・
前
掲

(注

26
)

『
刑
法

総

論
』

四

三

二
頁
、

中

・
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前

掲

(注

26
)

『
講

述
犯

罪

総

論
』

二

一
五
頁

、

藤
木

・
前

掲

(
注

11
)

『
刑

法

講
義

総

論

』

二
六

四
頁

、

前

田

・
前

掲

(
注

26
)

『
刑

法

総

論

講
義

』

一
七

〇
頁

な

ど
。

(
59
)

内
藤

・
前

掲

(注

16
)

『
刑
法

講

義
総

論

(下
)
Ⅱ

』
一
三
一

一
頁
。

ま
た

、
大

谷

・
前

掲

(注

36
)

『
刑
法

講
義

総

論
』

四

一
四
頁

、
柏

木

・

前

掲

(注

11
)

『
刑

法
総

論

』

二
六

一
頁
。

(
60
)
救
助
に
い
た
る
客
観
的
な
確
率
な
い
し
は
そ
の
客
観
的
な
予
見
可
能
性

(中
止
措
置
の
既
遂
阻
止
適
性
)
を
問
題
と
す
る
B
o
s
sの見
解
に

つ
い
て
、
参
照
、
後
述
、
第
二
節
三

(三
)
(
ロ
)
(
27
頁
以
下
)。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
以
下
で
示
さ
れ
る

「適
切
な
努
力
説
の
代
表
的

論
者
の
理
解
」
よ
り
も
、
次
項
で
検
討
す
る
因
果
関
係
必
要
説
に
近
づ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
61
)
前
掲

(注
14
)。
宮
崎
地
裁
都
城
支
部
昭
和
五
九
年
判
決
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。
被
告
人
は
、

ス
ナ
ッ
ク
の
経
営
者
D
に

一
方
的
に
恋
慕
し
て
い
た
が
、
そ
の
う
ち
D
の
態
度
が
急
変
し
冷
た
く
な
っ
た
も
の
と
邪
推
し
、
D
を
殺
害
し
て
自
分
も
自
殺
し
よ
う
と
決

意
す
る
に
い
た

っ
た
。
そ
し
て
、
D
経
営
の
店
舗
内
で
、
「御
免
、

一
緒
に
死
ん
で
く
れ
」
と
言
い
な
が
ら
D
の
首
に
絞
殺
用
に
準
備
携
帯

し
た
フ
ァ
ス
ナ
ー

(長
さ
約
九
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
を

一
回
巻
き
つ
け
て
絞
め
つ
け
た
が
、
右
フ
ァ
ス
ナ
ー
が
切
れ
た
た
め
、
店
内
調
理

場
か
ら
刃
渡
り
約

一
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
包
丁

一
本
を
持
ち
出
し
、
こ
れ
を
右
手
逆
手
に
握
っ
て
D
の
頸
部
前
面
を
左
か
ら
右
に
真
横
に

一
回
切
り
裂
い
た
。
し
か
し
、
多
量
の
出
血
を
見
て
驚
き
、
正
気
を
取
り
戻
す
や
、
D
を
助
け
よ
う
と
考
え
、
直
ち
に
D
に
対
し
治
療
措
置

を
受
け
さ
せ
る
べ
く
、
救
急
車
の
出
動
を
求
め
て
緊
急
電
話

一
一
九
番
を
し
た
が
か
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
緊
急
電
話
一
一
○
番
を
も

っ
て

救
急
車
の
手
配
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
D
の
求
め
に
応
じ
、
出
血
個
所
を
押
え
て
止
血
す
る
た
め
、
D
に
対
し
店
内
に
あ

っ
た
お
絞
り
二

本
を
手
交
し
、
さ
ら
に
救
急
車
の
到
着
す
る
頃
を
見
計
ら

っ
て
D
を
促
し
て
同
店
前
ま
で
付
き
添
う
な
ど
し
、
同
店
前
に
急
行
し
た
救
急
車

に
よ
っ
て
D
を
付
近
の
病
院
に
収
容
さ
せ
治
療
を
受
け
さ
せ
た
結
果
、
D
に
対
し
入
院
加
療
七
八
日
間
、
通
院
加
療
三
九
日
間
を
要
す
る
頸

部
切
創
、
頭
部
外
傷
お
よ
び
加
療
約
二
〇
日
間
を
要
す
る
球
結
膜
下
出
血
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
に
と
ど
ま

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
、

判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た
。
本
件

「事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
、
被
告
人
に
中
止
未
遂
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る

た
め
に
は
、
単
に
殺
害
行
為
を
中
止
す
る
の
み
で
は
足
り
ず
、
被
告
人
が
す
で
に
加
え
た
前
記
行
為
に
基
づ
く
死
の
結
果
の
発
生
を
防
止
す

る
た
め
、
積
極
的
な
行
為
に
出
て
現
実
に
結
果
の
発
生
を
防
止
し
得
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
右
結
果
発
生
の
防
止
行
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為
は
、
必
ず
し
も
犯
人
が
単
独
で
こ
れ
に
当
る
必
要
が
な
い
も
の
の
、
他
人
の
助
力
を
受
け
て
も
犯
人
自
身
が
防
止
に
当
つ
た
と
同
視
し
得

る
程
度
の
真
摯
な
努
力
が
払
わ
れ
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
件
の
場
合
、
被
告
人
が
結
果
発
生
防
止
の
た
め

に
と
つ
た
措
置
は
前
示
の
と
お
り
で
あ
り
、
加
え
て
、
被
告
人
は
右
措
置
を
本
件
犯
行
後
極
め
て
短
時
間
の
内
に
了
し
て
お
り
、
ま
た
、
警

察
署
に
対
す
る
救
急
車
の
手
配
を
依
頼
し
た
際
に
は
、
自
ら
が
被
害
者
を
切
創
し
た
も
の
で
あ
る
と
は
伝
え
て
い
な
い
も
の
の
、
現
場
に
急

行
し
た
警
察
官
に
対
し
て
は

『私
が
た
つ
た
今
包
丁
で
彼
女
の
首
を
切
り
ま
し
た
。
彼
女
を
殺
し
て
自
分
も
死
ぬ

つ
も
り
で
し
た
。

一
一
〇

番
し
た
の
は
私
で
す
。
早
く
救
急
車
を
呼
ん
で
下
さ
い
。』
な
ど
と
述
べ
、
傷
害
の
原
因
に
つ
い
て
素
直
に
真
実
を
申
告
し
、
あ
く
ま
で
も

被
害
者
の
救
助
を
求
め
る
意
思
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
措
置
は
、
特
に
有
効
な
治
療
措
置
を
加
え
る
知
識
、
経
験
を
も
た

な
い
被
告
人
と
し
て
は
、
で
き
る
だ
け
の
努
力
を
尽
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
結
果
発
生
防
止
の
た
め
被
告
人
の
と

り
得
る

最
も
適
切
な
措
置
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
被
告
人
は
、
被
告
人
自
身
が
結
果
発
生
を
防
止
す
る
行
為
に
出

た
と
同
視
す
る
に
足
る
真
摯
な
努
力
を
払

つ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
の
行
為
は
、
中
止
未
遂
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
と
認
め
る

の
が
相
当
で
あ
る
」。

(
62
)
前

掲

(
注

14
)
。

福
岡

高
裁

昭
和

六

一
年

判
決

の
事

案

は
次

の
よ
う

な

も

の

で
あ

っ
た
。

す
な

わ
ち

、
被

告
人

は

、
E
子

の
経

営
す

る
店
内

で
、

未

必
的

殺
意

を

も

っ
て
E
子

の
頸

部

を
果

物

ナ
イ

フ
で

一
回
突

き
刺

し

た
直

後

、

E
子
が

大
量

の
血
を

口
か
ら

吐
き

出

し
、

呼

吸

の
た
び

に

血

が
流

れ

出

る

の
を

見

て
、

驚
愕

す

る
と

同
時

に
大

変

な

こ
と

を

し
た

と
思

い
、
直

ち

に
タ
オ

ル
を

E
子

の
頸
部

に
当

て

て
血
が

吹
き

出

な

い
よ
う

に
し

た
り

、

E

子

に

「
動

く

な
、

じ

っ
と
し

と

け
。
」

と
声

を

か

け

た
り

な

ど

し
た

上
、

店

内

か
ら

消

防
署

に
架
電

し

、
傷

害
事

件

を

起

こ
し

た
旨

告
げ

て
救

急

車

の
派

遣
と

警
察

署

へ
の
通
報

を
依

頼

し

、
そ

の
後

、

「救

急

車

が
き

よ

る
け

ん
心

配
せ

ん

で

い

い
よ

。
」

と

E

子

を
励

ま

し
た

り

し
な

が
ら

救
急

車

の
到

着
を

待
ち

、

救
急

車

が
到
着

す

る

や
、

一
階

出

入

口
の

シ

ャ

ッ
タ

ー

の
内
側

か

ら
鍵

を
差

し

出
し

て
消
防

署
員

に
シ

ャ

ッ
タ
ー

を
開

け

て
も

ら

い
、
消

防

署
員

と
と

も

に

E
子
を

担
架

に
乗

せ

て
救

急

車

に
運
び

込

み
、

そ

の
こ

ろ
駆

け

っ
け

た

警
察

官

に

「
別

れ
話

が

こ
じ
れ

て
E
子

の
首

筋
を

ナ

イ

フ

で
刺

し

た
」

旨
自

ら
告

げ

て
そ

の
場

で
現
行

犯
逮

捕

さ
れ

た
。

E
子

は
直

ち

に

病

院

に
搬

送
さ

れ
手

術
を

受

け
た

結

果
、

加
療

約

八
週

間
を

要
す

る
頸

部

刺
傷

等

(頸
部

刺

傷
は

深
さ

約

五
セ

ン

チ

メ
ー
ト

ル

で
気
管

内

に

達

し

、
多

量

の
出

血
と

皮

下
気

腫

を
伴

う

も

の

で
、

出
血
多

量

に
よ

る
失

血

死
や

出
血

が

気
道

内

に
入

っ
て
窒

息

死
す

る
危

険

が
あ

っ
た

)
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の
傷
害
を
負
う
に
と
ど
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
、
判
決
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た
。
実
行
未
遂
の
事
案
で

あ
る
本
件
に
お
い
て
、
「被
告
人
が
、
本
件
犯
行
後
、
E
子
が
死
に
至
る
こ
と
を
防
止
す
べ
く
、
消
防
署
に
架
電
し
て
救
急
車
の
派
遣
を
要

請
し
、
E
子
の
頸
部
に
タ
オ
ル
を
当
て
て
出
血
を
多
少
で
も
く
い
止
め
よ
う
と
試
み
る
な
ど
の
真
摯
な
努
力
を
払

い
、
こ
れ
が
消
防
署
員
や

医
師
ら
に
よ
る
早
期
か
つ
適
切
な
措
置
と
あ

い
ま
つ
て
E
子
の
死
の
結
果
を
回
避
せ
し
め
た
こ
と
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
し
た
が
つ

て
、
被
告
人
の
犯
行
後
に
お
け
る
前
記
所
為
は
中
止
未
遂
に
い
う
中
止
行
為
に
当
た
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

(
63
)
内
藤
・前
掲

(注
16
)
『刑
法
講
義
総
論

(下
)
Ⅱ
』
二
二
一
五
頁
。
ま
た
、内
藤
教
授
は
、「過
大
な
要
求
は
な
さ
れ
て
い
な
い
」
も
の
と
し
て
、

前
掲

(注
17
)
横
浜
地
裁
川
崎
支
部
昭
和
五
二
年
九
月

一
九
日
判
決
も
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
傷
害
の
程
度
が
比
較
的
軽
か
っ
た
事

案
で
あ

っ
た

(ま
た
、
妻
の
介
護
に
疲
れ
て
の
無
理
心
中
崩
れ
の
事
案
と
い
う
特
殊
性
も
あ

っ
た
)
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
事
案
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ

っ
た
。
被
告
人
は
、妻
F
が
「部
屋
に
感
度
器
が
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
。」
旨
言
う
な
ど
被
害
妄
想
の
症
状
を
呈
す
る
よ
う
に
な

っ

た
た
め
、
兄
弟
に
相
談
し
た
上
F
を
精
神
科
に
入
院
さ
せ
た
。
し
か
し
、
F
が
こ
れ
を
嫌
が
っ
て
帰
宅
を
望
む
こ
と
か
ら
完
治
し
な
い
ま
ま

自
宅
に
連
れ
帰

っ
た
た
め
、
依
然
被
害
妄
想
が
と
れ
ず

「映
写
機
で
写
さ
れ
る
。」
な
ど
と
口
走
る
F
と
過
ご
す
う
ち
被
告
人
自
身
の
気
持

ち
も
不
安
定
な
状
態
と
な
り
、
仕
事
も
退
職
し
て
し
ま

っ
た
。
右
状
態
を
み
か
ね
た
兄
弟
か
ら
F
を
再
び
入
院
さ
せ
る
よ
う
勧
め
ら
れ
た
が
、

F
が
入
院
を
強
く
拒
む
ば
か
り
か
、
入
院
さ
せ
る
な
ら
離
婚
す
る
旨
言
う
の
で
、
離
婚
す
る
気
の
全
く
な
か
っ
た
被
告
人
は
F
が
可
哀
想
だ

と
思
う
気
持
ち
も
手
伝
っ
て
入
院
に
反
対
し
た
も
の
の
、
そ
の
後
は
退
職
後
の
就
職
先
も
見
つ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
く
る
老
後
の
不
安
も
重

な
っ
て
思
い
悩
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
某
日
午
前
四
時
頃
、
目
覚
め
て
眠
れ
な
い
ま
ま
台
所
か
ら
ウ
イ
ス
キ
ー
入
り

の
瓶
を
持
ち
出
し
て
コ
ッ

プ
に
半
分
程
度
の
ウ
イ
ス
キ
ー
を
二
杯
飲
み
、
足
指
の
爪
を
切
ろ
う
と
裁
ち
鋏
を
持
ち
出
し
た
り
し
た
後
暫
く
ま
ど
ろ
み
、
午
前
六
時
三
〇

分
頃
再
び
目
覚
め
て
隣
に
床
を
と
っ
て
い
た
F
と
話
し
て
い
る
う
ち
、
思
い
余

っ
て
い
っ
そ
F
を
殺
害
し
て
自
殺
し
よ
う
と
決
意
す
る
に
い

た
り
、
七
時
三
〇
分
頃
ウ
イ
ス
キ
ー
瓶
を
右
手
に
握
り
こ
れ
で
F
の
左
前
額
部
を

一
回
殴
打
し
、
さ
ら
に
裁
ち
鋏
の
真
中
を
右
手
に
持
ち
刃

先
の
部
分
で
F
の
咽
喉
部
か
ら
右
頬
に
か
け
て
十
数
回
突
き
刺
し
、
電
気
炊
飯
器
用
の
電
気
コ
ー
ド
で
F
の
頸
部
を
絞
め
つ
け
た
が
、
F
の

出
血
を
見
て
驚
愕
す
る
と
と
も
に
、
憐
憫
の
情
を
抱
き
自
ら
中
止
し
た
た
め
、
F
に
対
し
加
療
約
二
週
間

(入
院
六
日
間
)
を
要
す
る
左
前

額
部
挫
傷
、
右
頬
・右
耳
・咽
喉
部
刺
創
の
傷
害
を
負
わ
せ
た
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
後
自
首
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
て
、
横
浜
地
方
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裁
判
所
川
崎
支
部
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
中
止
未
遂
を
肯
定
し
た
。
「前
叙
の
よ
う
な
傷
害
、
出
血
の
程
度
、
被
害
者
が
受
傷
後
自
ら

消
毒
を
し
た
り
電
話
に
出
る
こ
と
が
で
き
た
状
況
等
に
照
ら
す
と
、
本
件
は
実
行
行
為
の
終
了
前
に
そ
の
実
行
を
放
棄
し
た
着
手
中
止
の
色

彩
が
強
い
ば
か
り
か
、
被
告
人
が
自
家
治
療
行
為
に
出
な
か
つ
た
と
は
い
え
、
結
果
の
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
そ
の
後
直
ち
に
救
急
車
を
呼

ん
だ
こ
と
か
ら
結
果
防
止
に
真
摯
な
努
力
を
し
な
か
つ
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
結
果
被
害
者
は
確
実
に
死
を
免
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
面

で
は
実
行
中
止
の
要
素
も
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
本
件
は
外
部
的
障
害
の
存
在
は
否
定
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
そ
れ
の
み
に
よ
つ
て
未
遂
に
終

つ
た
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
な
自
己
の
意
思
に
よ
り
殺
害
を
中
止
し
た
と
認
め
て
差
支
え
の
な
い
事
案
で
あ
る
」。

(
64
)
山

中

・
前

掲

(注

39
)

『
刑
法

総

論
Ⅱ

』
七

二
四
頁

。

(
65
)
山

中

・
前

掲

(注

39
)

『
中

止
未

遂

の
研
究

』

二

五
八
頁

以

下
。

(
66
)
山

中

・
前

掲

(注

39
)

『
中
止

未

遂

の
研
究

』

二
六

〇
頁

。

(
67
)

井

田

.
前

掲

(注

40
)

一
〇
〇
頁

。
な

お

、
ま

た
、

斎
藤

信

治
教

授

は
、

犯
跡

隠

蔽
事

例
判

決

に
関

し

て

で
あ

る
が

、
「
死
ん

で
も

よ

い
と

考
え
救
命
に
必
要
な
情
報
提
供
等
を
拒
ん
だ
よ
う
な
場
合
で
な
い
限
り
、
中
止
行
為
あ
り
と
す
べ
き
で
あ

っ
た
」
と
し
、
情
報
提
供
が
必
要

な
場
合
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(前
掲

(注
41
)
『刑
法
総
論
』
三
七
四
頁
)。

(
68
)
板

倉

.
前

掲

(注

26
)

『
刑
法

総
論

』

一
四
七
頁

、
西

原

・
前

掲

(
注

9
)

『
刑
法

総
論

』

三
三
九

頁
。

(
69
)

実
際

に
、
荒

川
教

授

は
、

一
九

九

一
年

に
、

学

説

の
状
況

を
次

の
よ
う

に
ま

と

め

て

い
る
。

す
な

わ

ち
、

「
学

説

に
お

い
て
は
、

中
止

犯

の

法

的

性
格

に
関

し

て
は

、
お

お
く

の
対

立

が
あ

る

に
も

か

か
わ

ら

ず
、

実
行

未

遂

に
お

け

る
結

果

の
発

生

防
止

義

務

に

つ

い
て
は

、

『
真
摯

性

』

の
要

件

が
必

要

で
あ

る
と

は
し

て

い
る
も

の

の
、

そ

の
内

容

や
程
度

に

つ

い
て
は
比
較

的

緩

や
か

に
解

し

て

い
る
点

で
は

、

ほ
ぼ

一
致

し

て

い
る
と

み

て

よ

い
で
あ

ろ
う

」

(荒

川

雅
行

「
結
果

防

止
行

為

の
真

摯

性
」

平

野
龍

一
ほ

か
編

『
刑

法

判
例

百

選
Ⅰ

総

論

(第

三
版

)
』

一
四
九

頁

[有

斐
閣

、

一
九
九

一
年

]
。

同

・
前
掲

(注

23
)

一
四
五

頁
)
。

(
70
)

前
述

、
第

二
節

一

(
一
)

(
二
)

(
9
頁

以
下

)

の
西

原
教
授

、
川

端
教

授

、
香

川
教
授

、
曽

根
教

授

の
各

論

述
参

照
。

ま
た

、
山

中
教

授
も

、

中
止
未

遂

の
法

的
性

格

に
関

し

て
、
「
義
務

違

反
的
意

欲

が
事
後

的

に
合

法
的

な
意

欲

へ
と
復

帰

し
た

こ
と
」
を

問
題

と
し

て
い
る

(前
掲

(注

39
)

七

一
四
頁

)
。
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(
71
)
参

照

、
前

述

、

11
頁
。

(
72
)

和

田

・
前
掲

(注

43
)

二
九

四
頁
。

ま

た
、

山

口

・
前

掲

(注

3
)

『問

題
探

究

刑
法

総
論

』

二

三
〇
頁

(後

述

、
注

77
も

参

照
)
。

(
73
)

和

田

・前

掲

(注

43
)

二
九

四
頁
。

ま
た

、
齊

野

・
前
掲

(注

42
)
六

〇
八
頁

(後

述

、
注

77
も

参

照
)
。

な

お
、

山

口

.
前

掲

(
注

3
)

『
問

題
探
究
刑
法
総
論
』
二
三
〇
頁
、
同

(注
42
)
『刑
法
総
論
』
二
四
六
頁
。

(74
)
相
当
因
果
関
係
説
の
問
題
と
す
る
相
当
性
の
程
度
も
問
題
に
な
る
が
、
「極
め
て
偶
然
的
な
も
の
を
除
く
と
い
う
趣
旨
」
(平
野
龍

一
『刑

法
総
論
Ⅰ
』

一
四
二
頁

[有
斐
閣
、

一
九
七
二
年
])
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら
、
宜
し
く
頼
む
事
例
に
お
い
て
そ
の
依
頼
行
為
と
既
遂
阻
止
結

果
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
す
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
75
)
放
火
後
翻
意
し
て
他
人
に
出
火
を
知
ら
せ
た
が
、
判
例
が
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
た
他
の
放
火
事
例
に
関
し
て
も
概
ね
同
様
の
こ
と

が
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
前
掲

(注
13
)
東
京
高
判
昭
和
二
六
年

一
二
月
二
四
日

(事
案
に
つ
い
て
、
前
述
、
5
頁
を
参
照
)
や
、
被
告

人
が
ア
パ
ー
ト
二
階
二
号
室
の
食
卓
上
の
新
聞
紙
に
マ
ッ
チ
で
点
火
し
て
放
火
し
た
後
隣
の
三
号
室

(自
室
)
に
暫
く
潜
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、

次
第
に
恐
怖
心
に
駆
ら
れ
、
廊
下
に
出
て
見
る
と
二
号
室
か
ら
煙
が
出
て
い
た
の
で
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
大
火
事
に
な
る
と
思
い
、

一

階
の
ア
パ
ー
ト
所
有
者
方
に
赴
い
て
火
災
を
知
ら
せ
、
所
有
者
に
同
道
し
て
二
階
二
号
室
前
廊
下
に
引
き
返
し
、
そ

の
後
所
有
者
に
同
室
入

り
口
の
開
戸
の

一
端
を
無
理
に
引
け
ば
隙
間
か
ら
で
も
部
屋
内
に
入
れ
る
こ
と
を
教
え
た
ほ
か
は
、
所
有
者
が
開
戸

の
錠
を
金
槌
で
外
し
て

開
け
、
階
下
の
炊
事
場
か
ら
二
回
に
亘
り
バ
ケ
ツ
で
水
を
運
ん
で
消
火
す
る
間
、
何
ら
な
す
と
こ
ろ
な
く
傍
観
し
て
い
た
事
案

(前
掲

(注

17
)
大
阪
地
判
昭
和
四
二
年
一
一

月
九
日
)
に
お
い
て
も
、
被
告
人
が
火
災
を
知
ら
せ
た
行
為
と
、
他
人
に
よ
る
既
遂
阻
止
結
果
と
の
間
の

相
当
因
果
関
係
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
な
お
、
仮
に

「宜
し
く
頼
む
」
と
の
依
頼
が
な
く
て
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
近
隣
の
者
が
出
火
を
発
見
し

消
火
活
動
に
出
て
、
既
遂
前
に
消
火
し
た
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
仮
定
的
な
代
替
原
因
で
あ
り
、
現
実

の
因
果
性
に
つ
い
て
変

え
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
76
)
「第
三
者
の
協
力
に
依
る
結
果
防
止
と
中
止
犯
」
法
学
新
報
四
七
巻

一
二
号

一
二

一
頁

(
一
九
三
七
年
)。
ま
た
、

一
二
四
頁
。
も

っ
と
も
、

吉
田
常
次
郎
教
授
自
身
は
、
「主
観
主
義
的
な
刑
法
理
論
か
ら
言
へ
ば
原
因
力
が
相
當
な
り
や
否
に
關
係
な
く
結
果

の
發
生
を
防
止
せ
ん
と

す
る
眞
面
目
な
る
努
力
自
體

に
重
點
を
置
く
べ
き
で
あ
る
」
(
一
二
三
頁
)
と
い
う
立
場
か
ら
、
宜
し
く
頼
む
事
例
に
つ
い
て
、
「辮
護
人
の

68



実行未遂の中止行為(原 口伸夫)

上
告
論
旨
に
依
る
と
被
告
人
は
放
火
後
A
に
放
火
し
た
る
に
依
り
宜
敷
頼
む
と
叫
び
な
が
ら
走
り
友
(
マ
マ
)
り
た
る
當

時
は
心
神
喪
失
状
態
に
陥
り

自
ら
消
火
す
る
力
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
若
し
眞
に
被
告
人
は
當
時
左
様
な
状
態
に
あ

つ
た
と
す
れ
ば
右
の
如
き
依
頼
を
爲
し
て
走
り
去
り

自
ら
は
消
火
行
爲
を
爲
さ
な
か
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
眞
面
目
に
消
火
す
る
意
思
な
か
つ
た
も
の
と
は
言
は
れ
ぬ
。
故
に
被
告
人
が
果
し
て
當

時
右
の
如
き
状
態
に
あ

つ
た
か
否
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
」
(
一
二
〇
頁
以
下
)
と
行
為
者
の
責
任
能
力
の
点
等
を
問
題
と
し
、
こ
の
判

決
に
批
判
的
な
見
方
を
示
し
て
い
る
。
な
お
、
牧
野
・前
掲
(注
21
)
『刑
法
研
究
第
七
巻
』
四
五
〇
頁
以
下
、同
「中
止
犯
と
中
止
の
眞
摯
性
」
『刑

法
研
究
第
八
巻
』
二
九
六
頁
以
下

(有
斐
閣
、

一
九
三
九
年
)
は
、
宜
し
く
頼
む
事
例
の
場
合
に
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る

趣
旨
か
。
ま
た
、
宜
し
く
頼
む
事
例
の
評
釈
と
し
て
、
参
照
、
草
野
豹

一
郎

「放
火
罪
と
中
止
犯
」
『刑
事
判
例
研
究
第
四
巻
』

一
二
二
頁

以
下

(巌
松
堂
書
店
、
一
九
三
九
年
)
、
佐
瀬
昌
三

「中
止
犯
」
法
学
志
林
四
〇
巻
二
号

(
一
九
三
八
年
)
五
九
頁
以
下
。
な
お
、
木
村
静
子

・

前
掲

(注
23
)
『判
例
刑
法
研
究
』
六

一
頁
も
、
「こ
の
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
は

『放
火
し
た
か
ら
よ
ろ
し
く
頼
む
』
と
い
っ
た
が
、
こ

れ
は
消
火
を
依
頼
す
る
意
味
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
、
被
告
人
は
そ
の
際
A
等
の
消
火
行
為
に
よ

っ
て
火
が
消
し
止
め

ら
れ

る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
測
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
被
告
人
自
身
に
結
果
防
止
の
た
め
の
真
摯
な
努
力
が
な

さ

れ
た
と
は
い
い
難
い
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も
A
ら
と
と
も
に
放
火
の
現

場
に
引
き
返
し
て
、
み
ず
か
ら
積
極
的
に
消
火
作
業
に
あ
た

っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
。

(
77
)
山
本

.前

掲

(注

23
)

四

五
頁
。

そ

れ
に
対

し

て
、

齊

野

・
前

掲

(注

42
)

六

〇
八
頁

は

、
「
放

火

し
た
後

に
、
単

に
消

火

に

つ

い
て

『
よ

ろ

し
く

頼

む
』

と

走
り

去

る
よ
う

な

行
為

は

、
結

果
的

に
は
第

三
者

に
よ

っ
て
消

火

さ

れ

て
も

、

通
常

、
依

頼

さ
れ

た

か
ら

消
火

さ

れ

る
と

い

う
因

果
法

則

は
成

立

し

な

い
と
考

え

ら
れ

る

の

で
あ

る
か
ら

、
因

果

的
寄

与

は
な

い
と

い
え

る
」

と

す

る
が

、

こ
こ

で

い
う

「
通
常

」

と

い

う

の
が

ど

の
よ
う

な

場
合

を
考

え

て
い
る

の
か

(た

と
え

ば

、
放

火
犯

人

が
通

り

が
か

り

の
赤

の
他

人

に
消
火

を
依

頼

す

る
よ
う

な

場
合

な

の
か
)
定

か

で

は
な

い
が
、
宜

し

く
頼

む
事

例

の
具

体

的
事

案
を

前
提

に
し
た

場
合

、
本

文

の
よ
う

に
考
え

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

な

お
、
山

口
・

前
掲

(
注

3
)

『
問

題
探
究

刑

法
総

論

』

二
三

〇
頁

は
、

宜

し
く

頼
む
事

例

に

つ
い

て
、

「
も

し
も

中
止

犯

の
成

立
を

肯
定

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
と

す

れ
ば

…

消
火

さ

れ

る
保
障

が

な

い
以
上

、

た
ま

た
ま

他

人
に

よ
り

消
火

さ

れ

て
既
遂

に
至

ら

な
か

っ
た

と

し

て
も

、

危
険

消
滅

と

の
間

に
条
件

関

係
・
相

当
因

果

関
係

が
な

い
か

、
危

険
消

滅

に

つ

い
て
の
認
識

が

な

い
と

考
え

ら

れ

る
か
ら
な

の
で
あ

る
」

と
し

て
、
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こ

の
場

合

に
相

当
因

果

関
係

が

認

め
ら

れ
な

い
と
ま

で
は

断
定

し

て
お
ら

ず

(ま

た
、

同

・
前

掲

(注

42
)

『
刑

法

総
論

』

二

四
六

頁

)
、

一

般

論

と
し

て
は
、

「
一
一
九
番

通

報

が
中

止

行
為

に
な

り
う

る

こ
と
を

否

定
す

る
理

由

は
な

い
か
ら

、

素
人

に
可

能
な

消

火
を

依

頼

す

る

の

で
は

足
り

な

い
と
す

る
根

拠

は
な

い
」

と
も

し

て

い
る
。

(
7
8
)
R
e
n
e
 
B
l
o
y
,Z
u
r
e
c
h
n
u
n
g
s
s
t
r
u
k
t
u
r
e
n
 d
e
s
 R
u
ec
k
t
r
itt
s
 v
o
m
 
b
e
e
n
d
e
te
n
 V
e
r
s
u
c
h
 
un
d
 
M

i
tw
i
rk
u
n
g
 D
r
it
te
r
 a
n
 
d
e
r
 V

e
rh
in
d
e
r
u
n
g
 d
e
r
 T
a
t
-

v
o
ll
e
n
d
u
n
g
,J
u
r
is
t
is
c
h
e
 S
c
h
u
l
u
n
g
(=
J
u
S
)
,1
9
8
7
,
S
.
5
3
3
f
f
.
同

様

に

、

既

遂

阻

止

結

果

の

客

観

的

帰

属

可

能

性

を

問

題

と

す

る

の

は

、

K
r
i
s
t
i
a
n
 K
u
eh
l
,
S
tr
a
f
r
e
c
h
t
,A

ll
g
em

e
in
e
r
 T
e
i
l,4
.A
u
f
l.2
0
0
2
,
§

1
6

R
n
.7
3
f
f
.;
 K

a
r
l
 L
a
c
k
n
e
r
/
K

r
i
s
t
i
a
n
 
K
u
eh
l,
S
tr
a
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h

m

it
 E
r
l
a
eu
t
e
r
u
n
g
e
n
,2
4
.A

u
fl
.2
0
0
1
,
§

2
4
 
R
n
.
1
9
a
,
1
9
b
;
 H

a
n
s
-
J
o
a
c
h
i
m
 
R
u
d
o
lp
h
i
,R

u
ec
k
t
r
i
t
t
 v
o
m
 
b
e
e
n
d
e
te
n
 
V
e
r
s
u
c
h
 
d
u
r
c
h

e
r
f
o
lg
r
e
ic
h
e
s
,w
e
n
n
g
l
e
ic
h
 n
ic
h
t
 o
p
t
im

a
le
s
 R
e
t
tu
n
g
s
b
e
m

u
eh
e
n
,N
e
u
e
 Z
e
i
ts
c
h
r
if
t
 f
u
er
 S
t
r
a
fr
e
c
h
t(
=
N
S
tZ
)

1
9
8
9
,
S
.
5
1
1f
f
.;d
e
r
s
.
,in
:
S
y
s
te
-

m

a
tis
c
h
e
r
 K

o
m

m
e
n
ta
r
 z
u
m
 
S
t
r
a
fg
e
s
e
tz
b
u
c
h
 

I

,2
0
.L
f
g
.6
.A
u
fl
.
1
9
9
3
,
§

2
4
 R
n
.2
7
c
;G

u
en
te
r
 S
t
r
a
te
n
w
e
rt
h
,
S
tr
a
f
r
e
c
h
t,
A
l
lg
e
m

e
in
e
r

T
e
i
l
 I

,
4
.A
u
fl
.
2
0
0
0
,
§

1
1
 R
n
.9
0
.
若
干
限
定
し
て
、

H
a
r
r
o
 O

tto
,
G
r
u
n
d
k
u
r
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
A
l
lg
e
m

e
in
e
 S
t
r
a
fr
e
c
h
ts
le
h
r
e
,
6
.
A
u
fl
.
2
0
0
0
,

§
1
9
 

R
n
.
4
6
f
f
.
お

そ

ら

く

ま

た

、
A
l
b
in
 E
s
e
r
,in
:S
c
h
o
en
k
e
/
S
c
h
r
o
ed
e
r
,S
t
ra
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,2
6
.A
u
f
l.2
0
0
1
,
§

2
4
 R
n
.5
9
,6
6
.
な

お

、

B
lo
y
の

見

解

に

つ

い

て

は

、

鈴

木

彰

雄

・
前

掲

(
注

37

)

二

八

頁

以

下

も

参

照

。

(
7
9)
B
lo
y
は

、

こ

の
よ
う

な

専

門
家

に

既
遂

の
阻

止

を

要

請

す

る
場

合

が
、

第
三
者

と

共

働

し

て

中

止

す

る

原

型

(
P
r
o
t
o
t
y
p

)
で
あ

る

と

し

(a
.a
.O
.[F
n
.7
8
],S
.5
3
4
)
、

未

遂
行

為

と
中

止

行
為

が

鏡
像

的

な
も

の
で
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
と
す

る
な

ら
ば

、
未

遂

行
為

の
正

犯
者

は

、
正

犯

的

に
既

遂

を

阻
止

し

な
け

れ
ば

不

処

罰
と

な

る

中
止

に
な

ら
な

い
で
あ

ろ
う

が
、

こ
れ

は

「
ば

か
げ

た
論

理

(
a
b
s
u
r
d
e
 
L
o
g
i
k
)

」

だ

と
指

摘

し

て

い
る

(
a
.
a
.
O

.
[F
n
.
7
8
]
,
S
.

5
3
4
)
。
近

時
、

中

止
未

遂

の
法

的

性

格
を

め
ぐ

る
わ

が

国

の
議

論

に

お

い

て
、
中

止
未

遂

の
問

題
が

「
裏

返

さ
れ

た
犯

罪
論

」

で
あ

る
と

い
う

こ
と

が
強

調

さ
れ

る

こ
と

が
多

い
が
、

中

止
未

遂

論

に
お

い
て
犯
罪

論
を

ど

の
程
度

裏
返

し

て
考

え

ら

れ

る

の
か
、

ま
た

考
え

る

べ
き

な

の
か

に

つ

い
て
な
お

慎
重

な

検
討

を
要

し

よ
う

。

(
80
)
後

者

の
場

合

に
お

い
て
、
中

止
者

が

、
最

終

的

に
な

さ
れ

た
救

助

が
も

は

や
彼

の
行

為

(
L
e
i
s
t
u
n
g

)
と

し

て
現

れ
な

い
程
度

に

し
か

状
況

の

お

膳

立

て
を

し

な

い
場

合

に

は
、

そ

の
阻

止
結

果

は

中
止

者

に
帰

属

せ
ず

(
a
.
a
.

O
.[F
n
.7
8
],S
.5
3
5
)
、

ま

た
、

救

助

し

て

い
る

第

三
者

を

単

に
幇
助

す

る

に
す

ぎ

な

い
場
合

も

、

そ

の
阻
止

結
果

は
中

止
者

に
帰
属

し

な

い
と
す

る

(
a
.
a
.

O
.
[
F
n
.
7
8

)
,S
.5
3
5
)
。
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(
8
1)

R
u
d
o
lp
h
i,a
.a
.
O.(F
n
.7
8
),N
S
tZ
 19
8
9
,S
.5
1
1,5
14
;
d
e
rs.,a.a
.
O.(F
n
.7
8
),S
K
-S
tG
B
,
§

2
4
R
n
.2
7
c
.

(
82

)

ド

イ

ツ

に

お

け

る

従

来

の

通

説

は

、

こ

れ

よ

り

も

緩

や

か

に

、

既

遂

阻

止

結

果

に

対

し

て

中

止

者

の

措

置

が

条

件

関

係

の

あ

る

こ

と

(
共

に

原

因

に

な

っ

て

い

る

こ

と

)

で

足

り

る

と

解

し

て

き

た

。

参

照

、

H
an

s-H
e
in
ric
h
 Je
sc
h
e
c
k
/T
h
o
m
a
s
 W

e
ig
e
n
d

,L
e
h
rb
u
c
h
 d
e
s

S
tra
fre
ch
ts,
A
llg
e
m
e
in
er
 T
e
i
l,5
.A
u
fl
.19
9
6
§

5
1
 
I
V2
 F
n
.4
1;
M

ic
h
ae
l
 K
o
ehle
r,
Strafre
ch
t
,
A
l
l
g
em
e
in
er
 T
e
il,
19
9
7
,
S
.
4
7
5
f.;
R
e
in
h
a
rt

M

a
u
ra
c
h
/K
a
rl
 H
e
in
tz
 G
o
esse
l/H
e
in
tz
 Z
ip
f,S
tra
fre
ch
t,
A
llg
e
m
e
in
e
r
 T
e
il,T

e
ilb
a
n
d
 2
,7
.A
u
fl
.1
9
8
9
,
§

4
1
 R
n
.
88
;In
g
e
b
o
rg
 P
u
p
p
e
,D
e
r

h
alb
h
e
rz
ig
e
 R
u
eck
tritt,N
S
tZ
 1
9
8
4
,S
.4
9
0
ff
.な

お

、

H
e
rb
e
rt
 T
r
o
end
le
/
T
h
om
a
s
 F
isc
h
e
r,S
tra
fg
e
se
tz
b
u
ch
 
un
d
 N
e
b
en
g
e
se
tz
e
,5
1.A
u
fl
.2
0
0
3
,

§

2
4
 R
n
.3
5
.
若

干

限

定

し

て

、

J
o
h
an

n
e
s
 W

e
s
se
ls/W

e
r
ner
 B
e
u
lk
e

,S
tra
fre
c
h
t,A
llg
e
m
ein
e
r
 T
e
i1,3
3
.A
u
fl
.2
0
0
3
,R
n
.6
4
4
.
な

お

、

こ

の

立

場

に

関

し

て

、

P
u
p
p
e
が

次

の

よ

う

に

述

べ

て

い
る

の
が

参

考

に

な

る

。

す

な

わ

ち

、

ド

イ

ツ
刑

法

二

四

条

の

中

止

規

定

に

と

っ

て

、

被

害

者

を

救

助

す

る

チ

ャ

ン

ス

を

与

え

る

た

め

に

、

行

為

者

に

結

果

を

回

避

す

る

「
黄

金

の

橋

」

を

架

け

、

そ

れ

を

可

能

な

限

り

長

く

維

持

す

る

こ

と

が

重

要

で

あ

る

。

中

止

規

定

全

体

を

説

明

す

る

こ

と

が

で

き

る

の

は

、

こ

の

よ

う

な

「
『終

わ

り

よ

け

れ

ば

す

べ

て

よ

し

』

と

い
う

粗

野

な

原

理

(
"
g
r
o
b
s
c
h
l
a
e
c
h
t
i
g
e
 
P
r
i
n
z
i
p
,
 
E
n
d
e
 
g
u
t
,
 
a
l
l

e
s
 g
u
t
"

)」

で

あ

る

(
黄

金

の

橋

の

理

論

の
意

味

で

の

刑

事

政

策

説

)
。

し

た

が

っ

て

、

既

遂

の

阻

止

に

対

し

て

そ

の

中

止

措

置

が

共

に

原

因

に

な

っ

て

さ

え

い

れ

ば

、

す

な

わ

ち

、

中

止

行

為

と

既

遂

阻

止

と

の

間

に

条

件

関

係

が

認

め

ら

れ

れ

ば

、

二

四

条

で

い
う

「
既

遂

の

阻

止

」

が

認

め

ら

れ

、

行

為

者

が

結

果

の

回

避

に

成

功

し

た

場

合

、

彼

の

努

力

の

真

摯

性

、

彼

が

い

つ

で

も

手

を

貸

す

気

で

い
る

こ

と

、

い

わ

ん

や

犠

牲

を

払

う

の
を

い

と

わ

な

い

こ

と

、

ま

た

は

彼

の

慎

重

さ

と

い

っ
た

要

件

(A
n
fo
rd
er
un
g
e
n
 an
 
d
ie
 E
rn

stlic
h
k
e
it
 se
in
es
 B
e
m
u
eh
en
s,s
ein
e
 E
in
sa
tz
-
o
d
e
r
 g
a
r
 O
p
fe
rb
ere
itsc
h
a
ft
 od
er
 a
u
c
h
 an
 
se
in
e
 S
o
rg
fa
lt)
は

必

要

で

な

い

(
a
.
a
.
O
.
,

S
.4
9
0
)
と

論

じ

て

い

る

。

一
方

で

、

近

時

で

は

、

ド

イ

ツ

刑

法

二

四

条
一

項

一
文

第

二

選

択

肢

に

よ

る

中

止

の

場

合

に

も

、

二

四

条

一
項

二

文

と

同

様

に

、

真

剣

な

努

力

(
も

し

く

は

最

善

の

中

止

措

置

)

を

要

求

す

る

立

場

も

有

力

に

主

張

さ

れ

て

い

る

。

参

照

、

J
u
erg
e
n
 
B
a
u
m

an

n
/
U
lr
ic
h

W

e
b
e
r
/
W

o
lf
g
a
n
g
 
M

it
s
c
h
,S
t
r
a
f
re
c
h
t
,A
l
l
g
e
m

e
in
e
r
 T
e
i
l
,
1
0.A
u
fl
.
1
9
9
5
,
§

2
7
 
R
n
.2
8
;
H
e
r
m

a
n
n
 
B
l
e
i,
St
r
a
f
r
e
c
h
t
 
I

,
A
ll
g
e
m
e
i
n
e
r

T
e
i1
,
1
9
8
3
,S
.2
4
2
,2
4
5
;
 R
o
lf
 D

.H

e
r
z
b
e
r
g
,P
r
o
b
l
e
m

f
a
el
le
 d
e
s
 R
u
ec
k
t
r
i
t
ts
 d
u
r
c
h
 
V
e
r
h
i
n
d
e
r
n
 
d
e
r
 T
a
t
v
o
l
le
n
d
u
n
g

,N
e
u
e
 J
u
r
i
s
t
is
c
h
e

W

o
c
h
e
n
s
c
h
r
if
t
 1
9
8
9
,S
.
8
6
5f
f
.;
G
u
en
th
e
r
 J
a
k
o
b
s
,R
u
ec
k
tr
it
t
 a
l
s
 T
a
t
a
en
d
e
r
u
n
g
 v
e
r
s
u
s
 a
ll
g
e
m

e
in
e
s
 N
a
c
h
t
a
tv
e
r
h
a
lt
e
n
,Z
e
i
ts
c
h
r
if
t
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f
u
er
 d
ie
 g
e
s
a
m

t
e
 S
tr
a
f
r
e
c
h
ts
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t(
=
Z
S
tW

)
 1
0
4
(
1
9
9
2
)
,S
.
8
9
f
f
.
;d
e
r
s
.
,S
t
r
a
f
r
e
c
h
t,A

ll
g
e
m

e
in
e
r
 T
e
i
1
,2
.A

u
fl
.
1
9
9
1
,2
6
/
2
1
,H

a
n
s
-

J
u
er
g
e
n
 
R
o
em

e
r
,F
r
a
g
e
n
 d
e
s
 
"E
rn

s
th
a
ft
e
n
 B
e
m
u
eh
e
n
s
" 

b
e
i
 R
u
ec
k
tr
it
t
 
un
d
 t
a
et
ig
e
r
 R
e
u
e
,
1
9
8
7
,S
.5
4
f
.,6
5
f
.
;d
e
r
s
.
,V

o
l
le
n
d
u
n
g
s
v
e
r
h
in
-

d
e
r
u
n
g
 
du
r
c
h
 
"
e
rn

s
th
a
ft
e
s
 B
e
m

u
eh
e
n
"
,M

o
n
a
ts
s
c
h
r
i
f
t
 f
u
er
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 R
e
c
h
t
 1
9
8
9
,5
.9
4
7
;
E
b
e
r
h
a
rd
 S
c
h
m

id
h
a
eu
s
e
r
,S
tr
a
f
r
e
c
h
t
,A
l
lg
e

-
m

e
in
e
r
 T
e
i
1,2

.A
u
fl
.
1
9
7
5
,
1
5
/
8
9
.
な
お

、
T
h
e
o
 V

o
g
l
e
r
,in
:S
t
ra
f
g
e
s
e
t
z
b
u
c
h
,L
e
ip
z
ig
e
r
 K

o
m

m
e
n
t
a
r
 
1
0
.A
u
fl
.1
9
8
5
,
§

2
4
 R
n
.1
2
l
f
.
し

か

し

、

他

方

で

、

R
n
.1
2
0
,
1
2
3
.

な

お

、

R
o
x
in
は

、

自

分

の

手

に

よ

り

結

果

を

阻

止

す

る

(救

助

措

置

を

一
人

で

か

つ
自

分

の

手

に

よ

り

成

し

遂

げ

る

)

場

合

と

、

他

人

の

手

に

よ

っ

て

結

果

を

阻

止

す

る

場

合

と

を

区

別

し

、

前

者

の

場

合

に

は

、

最

善

の
救

助

行

為

で

あ

る

必

要

は

な

く

、

帰

属

可

能

な

方

法

で

結

果

を

阻

止

す

れ

ば

足

り

る

の

に

対

し

て

、

後

者

の

場

合

に

は

、

行

為

者

は

認

識

で

き

る

(
お

お

よ

そ

)

最

善

の

救

助

措

置

を

と

ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

立

場

を
主

張

す

る

(C
la
u
s
 R
o
x
in
,D
ie
 V
e
rh
in
d
e
ru
n
g
 d
er
 V
o
lle
n
d
u
n
g
 als
 R
u
eck
tritt
 v
o
m
 
b
e
e
n
d
e
te
n

V
e
rsu
ch
,F
e
sts
ch
r
ift
 f
u
e
r
 H
an

s
 Jo
a
c
h
im
 H
irsc
h
,1
9
9
9
,5
.3
3
5
ff
.;d
e
rs.,S
tra
fre
c
h
t,A
llg
em
e
in
er
 T
e
il,B
an

d
 II

,2
0
0
3
,
§

3
0
R
n
.2
4
3
ff.)
。

(
83
)

も

っ
と
も

、

因
果

関

係

必
要

説

の
論

者

は

、
か

り

に
中

止

行
為

の
適

性
を

問

題
と

し
た

と

し

て
も

、
事

前

判
断

よ

り
、

事

後

判
断

と

い
う

方
法

を
と

る
傾

向

が
あ

り
、
そ

の
意

味

で
は

、
以

下
で
示

す
見

解

よ
り
も

中

止
行

為

(
の
適
性

)
を

よ

り
広

く
認

め

る

こ
と
も

考
え

ら

れ
る

。

(
84
)
H
e
n
d
rik
 B
o
s
s,D
er
 ha
lb
h
e
rz
ig
e
 R
u
eck
tritt,Z
u
m
 R
u
eck
tritt
 de
s
 
A
l
le
in
ta
ete
rs
 vo
m
 b
e
e
n
d
e
te
n
 V
e
rsu
c
h
,2
0
0
2
,S
.1
8
6
,1
9
6
f.
な

お
、
例
外

的

に
、

結

果

の
阻
止

が

「
行
為

者

の
仕

業

と

し

て
」

と

現

れ

る

の
か
否

か
を

問

題
と

す

る
。

す

な
わ

ち
、

適
性

が

救
助

行

為

の
予
見

可
能
性

に
よ

る

だ

け

で
は
決
定

さ
れ
え

な

い
と

い
う

こ
と

は
、

適
性

の
要
件

が
導

か
れ

る
と

こ
ろ

の
基
本

思

想

か
ら

生
ず

る

。
そ

の
基

本

思
想

は

、
因

果
的

不
法

概
念

か

ら
人

的

不
法

概
念

へ
の
移

行

に
基

づ

い
て

い
る
。

中

止

に
転
用

す

れ
ば

、

こ

の
考
え

方

か
ら

、

行
為

者

に
中

止
結

果
を

「
帰

属

す

る
」

た
め

に
単

な

る

「
共

同
」

原
因

性

で
は

十

分

で
は

な

い
と

い
う

こ
と

が
推

論

さ

れ

る
。
中

止

結
果

が

行
為

者

の

「仕

業

」
と

み
な

さ

れ
う

る

こ
と

も
必

要

で
あ

る

。
行

為
者

が

全
く

重

要

で
な

い
行

為
を

行

い
、

そ

の
行

為

が
簡
単

に
被

害
者

ま

た
は

第

三
者

に

よ

っ
て
も

肩
代

わ
り

さ
れ

(u
ebern
eh
m
e
n
)
う

る

で
あ

ろ
う
場

合

に
は

、

そ

の
こ
と

は
原

則
的

に
認

め

ら
れ

な

い

(
a
.
a
.
O
.
,
S
.
1
9
2

)。

既

遂

阻

止
結

果

に

対
す

る
中

止
措

置

の
条

件

関
係

も

し
く

は

既
遂

阻
止

結

果

の
客

観

的

帰

属

可
能

性

で
足

り

る
と

す

る

立

場

と

、

最

善

の
行

為

を

要

求

す

る

立

場

の
中

間

的

な

結

論

を

基

礎

づ

け

よ

う

と

す

る

の
は

、
B
o
s
sの
他

に
、
H
u
b
e
rt
u
s
 K
o
lste
r,
D
ie
 Q
u
alita
et
 de
r
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R
u
e
c
k
trittsb
e
m
u
ehu
n
g
e
n
 d
e
s
 T
a
eters
 b
e
im
 b
e
en
d
e
te
n
 V
e
rsu
c
h
,
19
9
3

(未

遂

の

処

罰

根

拠

を

主

観

的

観

点

に

お

い

て
法

敵

対

的

な
意

思

傾
向

、
客

観

的
観

点

に
お

い
て

こ

の
法

敵

対
的

意

思

が

保
護

法

益

へ
の
攻

撃

と

い
う

形

で
外

部

的

に
表

明

さ

れ

た

こ
と

で
あ

る
と

理

解

し

た
上
で

[S
.4
0
,l
l
l
f.]
、

中

止
未

遂

は

こ

の
処

罰
根

拠

を

相
殺

す

る
た

め

に

不
処

罰

に
な

る
と

し
、

既

遂
意

思

が
救

助

意

思

に
変

わ
り

、

行

為

の
状

況

お
よ

び
行

為

者

の
個

人
的

な
能

力

を

顧
慮

し
た

上

で
、

こ

の
救

助
意

思

が
、

外

部
的

に
現

れ

た
適

切

な
救

助
措

置

に
表

明

さ
れ

る

場

合

に
、

中

止
未

遂

が

肯

定

さ
れ
る

と

す

る

[
S.1
1
2
]
)
;
V
o
lk
e
r
 K
re
y
,
D
e
u
tsc
h
e
s
 S
tra
fre
c
h
t,
A
llg
e
m
ein
e
r
 T
e
il,
B
an
d
 2
,
2
0
0
1
,
§
4
7

R
n
.
5
0
7

(行

為

者

が
十

分

に
確
実

な
救

助

活
動

を
意

図

的

に
怠

り

、
結

果

の
阻
止

を
広

範

囲

に
わ
た

っ
て
偶
然

に
委

ね

、
そ

の

こ
と

に
よ
り

、

結

果
発

生

の
具
体

的

な
危

険
を

わ
ざ

と

創

出
す

る
場

合

に
は

、
結

果
的

に
既
遂

結
果

が
生

じ
な

か

っ
た

と

し

て
も

中

止
は

認

め
ら

れ
な

い
)
;

H
a
n
s
 L
ilie/D
ie
t
l
i
n

d
e
 
A
l
b
re
c
h
t,in
:S
tra
fg
e
se
tz
b
u
ch
,L
e
ip
z
ig
e
r
 K
o
m
m
e
n
tar
 1
1
.A
u
fl
.2
0
0
2
,
§
2
4
 R
n
.
1
8
8
f
f
.

(行

為
者

の
見

方
か

ら

必
要

で

あ

り

、
か

つ
信
頼

で
き

る
救

助
手

段

を
と
る
こ
と

)
;
R
a
in
er
 Z
a
cz
y
k
,
in
:
N
o
m
o
s
 K
o
m
m
en
ta
r
 zu
r
 Str
a
fg
e
se
tzb
u
c
h
,
2
0
0
1
,
§
2
4
 R
n
.
6
1(行

為

者

が
彼

の
見

方
か

ら
信

頼

で
き

る
手

段
を

選

択
す

る

こ
と

)
。

(
85
)
B
o
s
s
,
a
.
a
.
O
.

(F
n
.8
4
),S
.
1
8
8
f
.

な

お
、

毒

事

例

に

つ
い
て
、
B
o
s
sは

以

下

の
よ
う

に
論

じ

、
中

止

行
為

の
適

性

を
肯

定

す

る
。

す

な

わ
ち

、

原

則

的

に
、
専

門

的

な
救

助

者

に
急

報
す

る

こ
と

は
、

被

害

者
を

救

助

す

る

の

に
客

観

的

に
適

し

て

い
る
。

ま

た
、

被

害
者

の
負

傷

の
状

態

に

つ

い
て
詳
細

に
申
告

し

な
く

て
も

、
専

門

的
な

救
助

者

を
呼

び

寄

せ
る

こ
と

で
原

則

的

に
十
分

で
あ

る
。
な

ぜ

な

ら
、
医

学

的

に
素

人

で
あ

る

行
為

者

は
、

し
ば

し
ば

、

被
害

者

の
健

康
状

態

に

つ
い
て

の
適

切
な
申

告

を
な

す

こ
と

が

で
き

な

い
だ

ろ
う

か
ら

で
あ

る

。
決

定
的

な

の
は

、
救

助

ス
タ

ッ

フ
を

動
か

し

て
決

然
と

そ

し

て
迅
速

に
介

入

さ

せ
る

こ
と

な

の

で
あ

る
。

こ

の
事

例

で

、
妻

は
、

通
話

の
際

に
、
夫

の
具

合

が
悪

く

、
台

所

で
あ

ち

こ
ち

よ

ろ

め

い
て

い
る

と
誤

解

の
余

地

な

く

は

っ
き

り

告

げ

た

の
だ

か

ら
、

そ

の
電

話

は

、
事

前

に
、
救

急

車

の
即
座

の
派

遣

を
促

す

の
に
客

観

的

に
適

し

て

い
た
。

し

か

し
、

彼
女

が
毒

の
投

与

に

つ
い
て
申

告

し

な

か

っ
た

こ

と

か
ら

、
救

急

車

の
派

遣

が

予
見

可

能

で
あ

っ
た

と

い
う

だ

け

で
な

く

、
事

前

判

断

に
お

い

て
、

毒

の
投

与

に

つ

い
て

の
情

報

が
な

く

て
も

、

救

急
医

が

客

観

的

に
被

害

者

を

救
助

す

る

こ

と

が

で
き

た

の
か

否

か

が

さ
ら

に

問
わ

れ

な
け

れ

ば

な

ら
な

い
。

こ

の
こ
と

は

次

の
理
由

か

ら
肯

定

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る
。
す

な

わ
ち

、
救

急
医

が

毒

の
投

与

の
現
象

を
認

識

し
、

然

る

べ
き

措

置
を

始

め
る
と

い
う

こ
と

は
、
救

急

医

に
対

し

て

期
待

す

る

こ
と

が

で
き

る
か
ら

で
あ

る
。

し
た

が

っ
て
、

救
助

結

果

の
予
見

可
能

性

に
関

し

て
、
妻

が
彼

女

の
電

話

に
よ

っ
て
、
夫

に
対

す
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る
迅

速

な
救

助

の
切

っ
掛
け

を

つ
く

っ
た
と

い
う

こ
と

で
十

分

で
あ

り
、

そ

の
電

話

の
客

観
的

な
適

性

は
肯

定

さ

れ

る

べ
き

で
あ

る

(
B
o
s
s
,

a
.a.
O.[F
n
.
8
4
]
,
S
.
1
9
3
f
.

)
。
も

っ
と

も

、

と
く

に
危

険

な

毒

が
与

え

ら

れ

、

そ

の
毒

が

限

ら

れ

た

わ
ず

か

の
時

間

内

で
解

毒

剤

を

注

射
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
し
か

中

和

さ

れ
え

な

い
よ

う

な
場

合

に
は
事

情

が

異

な

る

と
す

る
。

こ

の

よ
う

な

場
合

に
は

、
夫

の
救

助

に

と

っ
て
、
投

与

さ

れ

た

毒

の
申

告

も

決

定

的

に

重

要

で

あ

る

が
、

こ

こ

で
問

題

の
毒

事

例

の
場

合

に
は

そ

の
よ

う

な

事

態

で
は

な

い
と

す

る

(
B
o
s
s
,

a
.a
.
O
.[
F
n
.8
4
],
S
.
1
9
4
)
。

(
86
)

参

照
、

前

述
、
第

二
節

二

(
16
頁
以

下
)
。

(
87
)
参

照
、

後
述

、
第

三
節

二

(
40
頁
以

下
)
。

(
88
)
も

ち

ろ
ん
、

四
三
条

但

書

は

四
三

条
本

文

を
前

提

と

し

て
お

り
、

中

止
措

置

を

と

っ
た

に
も

か

か

わ

ら
ず

犯
罪

行

為

が

既
遂

に

い
た

っ
た

場
合

、

四

三
条

本
文

の

「
こ
れ
を

遂

げ
な

か

っ
た

」
と

い
う

要
件

を
充

た

し

て
お

ら
ず

(実

質

的

に
も

、
法

を
揺

る
が
す

印
象

は

、

既
遂

結

果

が
発

生

す

る
場

合

と
否

と

で
格

段

に
異
な

る
)
、

そ

の
こ
と

か

ら

四
三

条
但

書

も
適

用

さ

れ

な

い
。
あ

と

は

、

予
備

罪

の
中

止
、

共

犯

者

の
中

止

と
同

じ

よ
う

に
、

準
用

の
可
否

が
問

題

に
な

る

に
す

ぎ

な

い
。

な
お

、
注

1
も

参

照
。

(
89
)
前

述

、
注

82
、
注

84
参

照
。

(
90
)

こ

こ

で
は

中
止

未

遂

の
体

系

的
位

置

づ
け

(
な

い
し

は
法

的

性

格
)

を

問
題

に
す

る

の

で
は

な

い
。
各

国

法

制

に
お

い
て
中

止
未

遂

の
取

扱

い
が

ま

ち
ま

ち

な

こ
と

(参

照
、

た
と

え

ば
、

香

川

・
前
掲

(
注

33
)

『
中
止

未

遂

の
法

的
性

格

』

一
頁
以

下
)
、

た
と

え
ば

、

責
任

主

義

と

い
う

よ
う

な

立
法

者

を
も

拘
束

す

る

(す

べ
き

)

刑
法

の
基
本

原

理
と

比

べ

て
、
中

止
未

遂

の
取

扱

い
に

つ

い
て
立
法

者

の
裁

量

の
余

地

が

相
対

的

に
広

く
認

め

ら
れ

て

い
る
こ
と

も

考
慮

に
入
れ

た

上

で
、

こ
れ
ま

で
も
指

摘

さ

れ

て
き
た

よ
う

に
、
体

系

的
位
置

づ
け

の
問
題

と

中

止
未

遂

の
認

め
ら

れ

る
根
拠

の
関
係

に

つ
い
て
も
う

一
度
整

理

・
再
検

討

が
必

要

で
あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

(
91
)
参

照

、
前

述

、

9
頁
以

下

の
西
原

、

川
端

、
香

川

、
曽

根
各

教
授

の
論

述

の
ほ

か
、
任

意

性

の
関

係

で

(
た
だ

、

こ
れ
を

「
広
義

の
後
悔

」

と

表

現
す

る

の
は
、

常

に
後

悔
ま

で
要

求
す

る

の
が
妥

当

な

の
か

と

い
う

こ
と

に
加

え

、

「自

己

の
意

思

に
よ
り

」

と

い
う

文

言

と

の
関

係

で
も

問
題

で
あ

ろ
う

)
、

内

田

・
前

掲

注

(
26
)

『
改

訂
刑

法

1
』

二
七

二
頁

、

二

七

五
頁
注
一
一

、
齊

藤

信
宰

・
前

掲

(注

2
)

『
刑

法

講

義

総
論

』

四
一
一

頁
以

下
、

佐
伯

・
前
掲

(注

36
)

『
刑

法
講

義
総

論

』

三

二
二
頁

以

下
、

中

・
前

掲

(注

26
)

『
講

述
犯

罪

総
論

』

二

一
二

74



実行未遂の中止行為(原 口伸夫)

頁

以

下
、

宮

本

・
前
掲

(注

35
)
『
刑

法

学
粋

』

三

七
六

頁

以

下
、

同

・
前

掲

(
注

35
)

『
刑

法

大
綱

』

一
八

四
頁
以

下
な
ど

。

な

お
、

林

.

前

掲

(注

42
)

『
刑

法
総

論
』

三

七

八
頁

は
、

「
中
止

犯

の
場

合

に
刑

の
減
免

を

与
え

る

の
は

、

い

っ
た
ん

生
じ

た
未

遂

犯

の
不
法

・
責
任

を
、

責

任

消
滅

へ
と
行

為
者

を

動
機

づ

け

る
こ

と

に
よ

っ
て
、

不
法
を

消

滅

さ

せ
よ
う

と

す

る
た

め

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

中

止
犯

の
目

的

を
達

成

す

る

た
め

に
は

、
任

意

性
と

は

、
責

任

、
す

な

わ
ち

、
法

益

侵
害

意

思

に
基

づ
く

反
規

範

的
意

思

が
な

く
な

り

、
反

対

に
、

法
益

保

護
ま

た
は

規
範

遵

守

の
意

思
が

生

じ
、

こ

れ
が

動
機

と

な

っ
て
中

止

行
為

に
出
た

場

合
を

意
味

す

る
と

解
す

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

こ

の
よ
う

な
意

思
が

あ

っ
た

こ
と

を
根

拠

と

し

て
責
任

の
減
少

を

認

め
、
刑

の
減
免

を

与
え

る

こ
と

に
よ

っ
て
、

将
来

同

一
の
状

況

が
生

じ
た

と
き

に
、
法

益

保

護
ま

た

は
規

範
遵

守

の
意

思
が

生
じ

る

よ
う

に
動

機
づ

け

よ
う

と
す

る

の

で
あ

る
」
と

論
ず

る

。

中
止
未
遂
の
法
的
性
格
に
関
係
づ
け
て
、
責
任
減
少
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
奈
良
・前
掲

(注
36
)
『概
説
刑
法
総
論
』
二
六
七
頁

(「自

己
の
意
思
に
よ
る
自
発
的
な
犯
罪
の
中
止
は
、
法
の
要
求
す
る
規
範
意
識
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
責
任
の
減
少
を
考
え
る
」
)、
中
山
研

一

『刑
法
総
論
』
四
三
五
頁

(成
文
堂
、
一
九
八
二
年
)。
責
任
減
少
と
政
策
的
考
慮
を
併
用
す
る
立
場
か
ら
、山
中
・前
掲

(注
39
)
『刑
法
総
論
Ⅱ
』

七

一
四
頁
以
下

(「法
秩
序
に
帰
還
し
た
こ
と
に
対
す
る
褒
賞
」、
「義
務
違
反
的
意
欲
が
事
後
的
に
合
法
的
な
意
欲

へ
と
復
帰
し
た
こ
と
に

非
難
可
能
性
の
減
少
」)。
な
お
、松
宮
孝
明

『刑
法
総
論
講
義

(第
三
版
ご

二
一二
〇
頁

(成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
)。
総
合
説
的
な
立
場
か
ら
、

正
田
・前
掲

(注
26
)
『刑
法
体
系
総
論
』

=
二
九
頁
、
一
四
三
頁
注
八

(中
止
行
為
は
、
犯
罪
の
実
行
行
為
と
は
相
反
す
る
合
規
範
的
態
度
)。

一
般
予
防

・
特
別
予
防
上
の
必
要
性
を
問
題
と
し
、
人
的
刑
罰
消
滅

・
減
軽
事
由
と
解
す
る
立
場
か
ら
、
城
下
裕
二

「中
止
未
遂
に
お
け
る

必
要
的
減
免
に
つ
い
て
-

『根
拠
』
と

『体
系
的
位
置
づ
け
』
-
」
北
大
法
学
論
集
三
六
巻
四
号
二
二
四
頁

(
一九
八
六
年
)
(「不
必
要
な

規
範
意
識
の
確
認
・強
化
を
行
わ
な
い
た
め
と
同
時
に
、
法
規
範
の
内
容
を

一
般
人
に
知
ら
せ
る
た
め
」)。

(
92
)

中
止

未

遂

は

一
般

予
防

的

な
観

点

と
特

別

予
防

的

な
観

点

か

ら
刑

罰
と

い
う

制
裁

を

科
す

必

要
性

が
減

少

・
消

滅

す

る
た

め
寛

大

に

取
り

扱

わ

れ
る

と
す

る

の
は
、

斉
藤

誠

二

「
中
止
未

遂

を
寛

大

に
扱
う

根

拠
」
藤

木
英

雄

・
板
倉

宏
編

『刑

法

の
争
点

(新

版

)
』
一
○
七

頁

(有

斐

閣

、

一
九

八

七
年

)
。

ま

た
、

城

下

・
前

掲

(
注

91
)

二
二

四
頁

、
鈴

木
彰

雄

・
前

掲

(
注

37
)

三

一
頁

。
中

止

未
遂

の
場
合

に
、
社

会

心

理
的

衝
撃

性

(「
実

体

的

に
は

特
別

予
防

・

一
般

予

防

の
必

要
性

」
)

が
弱

ま
り

、

刑

の
減
免

が
認

め
ら

れ

る
と

す

る

の
は
、

斎
藤

信
治

・

前
掲

(注

41
)

『
刑
法

総
論

』

二

二
八
頁

以

下
。

ま
た

、
山

中

教
授

は
、

「
法

秩
序

に
帰

還

し
た

こ
と

に
対
す

る
褒

賞
と

し

て
、

特
別

予
防

上

75
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考
慮
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
し
て
報
い
る
こ
と
で
、
法
秩
序
に
対
す
る
信
頼
を
強
固
に
し
、
社
会
的
統
合
を
促
進
す
る
と
い
う
意
味

で
の
積
極
的

一
般
予
防
的
効
果
を
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
刑
事
政
策
的
観
点
が
、
減
免
根
拠
に
入
り
込
む
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
し

(前
掲

・
(注

39
)
『刑
法
総
論
Ⅱ
』
七

一
四
頁
。
ま
た
、
七

一
五
頁
)
、
「可
罰
的
責
任
判
断
は
、
行
為
者
の
行
為
が

も
た
ら
し
た
法
益
侵
害
と
そ
れ
に
よ
る
法
秩
序
の
動
揺
に
対
す
る
、
処
罰
の
必
要
性
の
観
点
か
ら
み
た
行
為
の
非
難
可
能
性
の
判
断
で
あ
る
」

と
す
る

(「中
止
犯
の
減
免
根
拠
に
関
す
る
考
察
」
『宮
澤
浩

一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
二
巻
』
四
六
二
頁

[成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
]
〔前

掲

(注
39
)
『中
止
未
遂
の
研
究
』
所
収
。
四
七
頁
以
下
〕)。
木
村
光
江
教
授
も
、
「
『行
為
者
が
決
定
的
な
時
点
で
、
自
ら
が
法
に
忠
実
で

あ
る
こ
と
を
示
し
た
以
上
、

一
般
予
防
の
必
要
は
な
い
』
と
い
う
刑
罰
目
的
説
の
考
え
方
は
、
中
止
行
為
に
つ
い
て
は
国
民
に
規
範
違
反
の

確
認
を
わ
ざ
わ
ざ
行
う
ま
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
援
用
し
う
る
考
え
方
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
」
と
し

(「中
止

犯
論
の
展
望
」
研
修
五
七
九
号
六
頁
[
一
九
九
六
年
])
、
「わ
が
国
で
用
い
ら
れ
て
い
る
政
策
説
の
か
な
り
の
部
分
に
は
、
ド
イ
ツ
で
主
張

さ
れ
て
い
る
褒
賞
説
や
刑
罰
目
的
説
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る

(七
頁
。
ま
た
、
同

・
前
掲

(注
3
)
「中
止
犯
の
一
考
察
」
七
〇
頁
)
。
ま
た
、
井
田
教
授
は
、
中
止
犯
規
定
が
国
民

一
般
に
対
し
行
為
規
範
な
い
し
行
動
準
則
を
定
立
し
、

ポ
ジ
テ
ィ
ブ

・
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
中
止
行
為
を
奨
励
し
て
、
規
範
に
よ
る
行
動
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
じ
て
の
法
益
の

保
護
と
い
う

一
般
予
防
目
的
を
果
た
す
と
い
う
考
え
方
か
ら
、
「
『法
益
を
侵
害
す
る
行
為
を
す
る
な
』
と
い
う
規
範
に
違
反
し
た
者
が
、
侵

害
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
法
益
を
保
全
す
る
行
為
を
し
た
と
き
に
は
、
規
範
的

一
般
予
防
の
必
要
性
が
減
少
し
、
規
範
違
反
性
の
評
価
が
軽

く
な
る
」
と
す
る

(前
掲

(注
40
)
九
七
頁
)。
な
お
、
積
極
的
特
別
予
防
上
行
為
者
を
処
罰
す
る
必
要
性
が
減
少

・喪
失
す
る
と
す
る
の
は
、

伊
東
研
祐

「積
極
的
特
別
予
防
と
責
任
非
難
-
中
止
犯
の
法
的
性
格
を
巡
る
議
論
を
出
発
点
に
」
香
川
達
夫
博
士
古
稀
祝
賀

『刑
事
法
学
の

課
題
と
展
望
』
二
七
五
頁

(成
文
堂
、

一
九
九
六
年
)
、
刑
の
免
除
に
当
た
る
場
合
に
つ
き
特
別
予
防
の
観
点

(行
為
者
の
社
会
復
帰
を
図

る
見
地
)
を
重
視
す
る
の
は
、
森
下

・
前
掲

(注
26
)
『刑
法
総
論
』

一
七
四
頁
。

古
く
、
黄
金
の
橋
の
理
論
と
は
異
な
る
合
理
的
な
刑
事
政
策
的
理
由
を
求
め
、
中
止
未
遂
の
場
合
に
規
範
意
識
の
覚
醒
が
あ
る
こ
と
に
基

づ
い
て
刑
罰
を
科
す
必
要
性
が
減
少

・
消
滅
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
井
上

・
前
掲

(注
26
)
『刑
法
学
総
則
』

一
九
七
頁
。
ま

た
、
四
三
条
但
書
に
関
し
て
、
刑
法
改
正
政
府
提
出
案
理
由
書
が
、
「中
止
犯
ヲ
無
罪
ト
爲
ス
法
制
ノ
不
當
ナ
ル

ハ
論
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
リ
然
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レ
ト
モ
犯
罪
ノ
實
行
ニ
著
手
シ
タ
ル
後
自
己
ノ
意
思
ニ
因
リ
之
ヲ
止
メ
タ
ル
者

ハ
社
會
ニ
及
ホ
ス
害
悪
少
ナ
ク
且
犯
情
モ
亦
憫
察
ス
可
キ
所

ア
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
罰
ス
ル
場
合

ニ
モ
一
般
ニ
減
輕
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
情
状

ニ
因
リ
其
刑
ヲ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
セ
シ
メ
以
テ
刑
ノ
適
用
ニ
不
権

衡
ナ
カ
ラ
シ
メ
タ
リ
」
(松
尾
浩
也
増
補
解
題

『増
補
刑
法
沿
革
綜
覧
』
二

一
四
七
頁

[信
山
社
出
版
、

一
九
九
〇
年
])
と
し
て

(な
お
、

こ
れ
に
続
け
て
、
黄
金
の
橋

の
理
論
の
意
味
で
の
中
止
奨
励
効
果
も
加
え
て
い
る
)、
自
己
の
意
思
に
よ
り
中
止
し
た
場
合
に
社
会
に
及
ぼ

す
害
悪
が
少
な
い
と
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

(
93

)

未

遂

の

処

罰

根

拠

(
さ

ら

に

、

刑

法

の

解

釈

・
適

用

、

ま

た

立

法

に

関

す

る

重

要

な

観

点

)

に

関

す

る

印

象

説

(社

会

心

理

的

衝

撃

性

の

考

え

方

)

に

つ

い

て
、

参

照

、

斎

藤

信

治

・
前

掲

(注

41

)

『
刑

法

総

論

』

五

頁

以

下

、

原

口

伸

夫

「
間

接

正

犯

者

の

実

行

の

着

手

時

期

」

法

学

新

報

一
〇

五

巻
一

号

一
〇

四

頁

以

下

(
一
九

九

八

年

)
。

ド

イ

ツ

の

印

象

説

に

つ

い

て

も

、

参

照

、

原

口

・
前

掲

「
間

接

正

犯

者

の

実

行

の

着

手

時

期

」

一
〇

八

頁

注

一
二

。

ま

た

、

未

遂

行

為

に

よ

り

法

秩

序

の

実

効

性

に

対

す

る

社

会

一
般

の

信

頼

を

動

揺

さ

せ

た

こ

と

、

そ

し

て

中

止

行

為

に

よ

り

そ

の

信

頼

を

安

定

化

さ

せ

た

こ

と

を

(
し

ば

し

ば

他

の

観

点

と

と

も

に

)

指

摘

す

る

の

は

、

B
a
u
m
a
n
n
/W

e
b
e
r/M

itsc
h

,a
.a
.
O.(F
n
.8
2
),
§

2
7
 R
n
.8
;
M

a
tth
ia
s
 B
e
rg
m
an

n
,E
in
ze
la
k
ts
-
 o
d
e
r
 G
e
sa
m
tb
e
tra
c
h
tu
n
g
 b
e
im
 
R
u
c
k
tr
itt
 v
o
m

V
e
rsu
c
h
?
,Z
S
tW
 
1
0
0
(1
9
8
8
),5

.3
3
4
f.;E
s
e
r,a
.a
.
O.(F
n
.7
8
),
§

2
4

R
n
.2
b
;
C
la
u
s
-J
u
erg
e
n
 G
o
res
,D
e
r
 R
iic
k
tritt
 de
s
 T
a
tb
e
te
ilig
te
n
,l
9
8
2
,

S
.1
5
5
f.;
Je
sc
h
e
c
k
/W

e
ig
e
n
d
,a
.a
.
O.(F
n
.8
2
),
§

5
1
 
I
 
3
;D
e
tlef
 K
r
au
s
s,D
er
 s
tra
fb
e
fre
ie
n
d
e
 R
u
eck
tritt
 vo
m
 V
e
rs
u
ch
,Ju
S
 1
9
8
1
,S
.8
8
8
;

K
u
eh
l
,a
.a
.
O.(F
n
.8
2
),
§

1
6
 R
n
.
5;M

a
u
ra
c
h
/
G
o
ess
e
l/Z
ip
f

,a
.a
.
O.(F
n
.8
2
),
§

4
1
 R
n
.1
2
ff
.;R
u
d
o
lp
h
i,a
.a
.
O
.(F
n
.7
8
)
,N
S
tZ

1
9
8
9

,S
.5
1
1
;W

e
sse
ls/B
e
u
lk
e
,a
.a
.O
.(F
n
.8
2
)
,R
n
.6
2
6
;V
o
g
le
r,a
.a
.O
.(F
n
.8
2
),
§

2
4
 R
n
.2
0

な

ど

。

こ

れ

に

関

し

て

、

B
a
u
m
an

n
/
W
e
b
e
r/

M

itsc
h
の

以

下

の

よ

う

な

論

述

が

簡

潔

に

要

点

を

示

し

て

い

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

未

遂

を

中

止

す

る

場

合

に

は

、

刑

法

と

い
う

手

段

に

よ

る

行

為

者

に

対

す

る

予

防

的

な

働

き

か

け

(
特

別

予

防

)

お

よ

び

社

会

に

対

す

る

予

防

的

な

働

き

か

け

(
一
般

予

防

)

は

必

要

で

は

な

い
。

行

為

者

は

、

彼

が

任

意

に

後

戻

り

す

る

こ

と

に

よ

っ

て

、

自

力

で

規

範

に

合

致

し

た

生

活
態

度

(n
o
rm
k
o
n
fo
r
m
e
 L
e
b
e
n
s-

f
u
e
h
ru
n
g
)

へ

の

帰

路

を

見

つ

け

、

し

た

が

っ

て

、

国

家

の

刑

事

司

法

に

よ

っ

て

再

社

会

化

さ

れ

る

必

要

は

な

い

と

い
う

こ

と

を

示

し

て

い

る
。

社

会

一
般

の
人

々

は

一
般

予

防

的

に

呼

び

か

け

ら

れ

る

必

要

は

な

い
。

な

ぜ

な

ら

、

行

為

者

の

中

止

は

、

彼

の

未

遂

の

規

範

を

不

安

定

に

す

る

効

果

(
n
o
r
m
d
e
stab
ilisiere
n
d
e
 W

irk
u
n
g
)
を

中

立

化

し

た

か

ら

で

あ

る

。

結

局

の

と

こ

ろ

法

秩

序

は

確

証

さ

れ

、

法

7
7
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の
実

効
力

(G
e
ltu
n
g
sk
ra
ft)
へ
の

社

会

一
般

の
信

頼

は

後

ま

で
残

る

程

に

は

損

な

わ

れ
な

か

っ
た
。

そ

れ

ど

こ

ろ
か

、

法

の
保

護

的

な

作

用

が
、

未

遂

を

中

止

す

る

こ

と

の
中

に

と

く

に
印

象

的

に

示

さ

れ

て

い
る

と

さ
え

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

な

ぜ

な

ら

、

こ

の
場

合

に
、

既

に
違

法

な

こ
と

へ
決
定

的

な

一
歩

を

踏

み
出

し
た

が

、

そ

れ

で
も

彼

の
行
為

の
最

も

決

定

的

な
時
点

(am
 k
ritisc
h
ste
n
 P
u
n
k
t)
で

な

ん
と

か
引

き

返

す

行

為

者

に

対

し

て
、
結

局
、

法

は
自

分

の
意

思

を

押

し

通

し
た

(sic
h
 d
u
rc
h
s
etze
n
)
か

ら

で
あ

る
。

そ

の

限
り

で

は

、

中

止

す

る
行

為

者

に
模

範

機

能

(V
o
rb
ild
fu
n
k
tio
n
)
に
近

い
も

の

が
認

め

ら

れ

う

る

で
あ

ろ
う

(
a
.
a
.
O
.
[
F
n
.
8
2
]
,
§

2
7
 R
n
.
8)

と

。

(
94
)

こ

の
人

並

み

の
法

益
尊

重

意

思

の
具

体
化

と

い
う
中

止

行
為

の
要
件

に
関

し

て
、

と
り

わ

け

、
斎

藤

信
治

教
授

の
次

の
よ
う

な
責

任

に
関

連

す

る
見

解
、
す

な

わ
ち

、
「
社

会

人
と

し

て

の
最

低

限

の
法

益
尊

重

心
を

欠

い
た
」

の
か

否

か
を

責
任

非
難

の
要

点

と
し

(前
掲

(注

41
)
『
刑

法

総

論
』

二
六
頁

以

下
、
ま

た

、
一
一

四
頁

、

二
一
一

頁

以

下
)
、
責

任
故

意

・
過

失
を

、

「
法

規
範

の
見

地

か

ら

み
た
非

良

心
的

な
主

観

的

態

度

-
社

会

人

と

し

て

の
最
低

限

の
法

益

尊
重

心

を

欠

い
た

主

観
的

態

度
」

と

し

て
捉

え

(前

掲

(注

41
)

『
刑
法

総

論
』
一
〇
〇

頁
、

ま

た

、

一
〇
三
頁

。
過

失

に

つ
き

、

一
一
六

頁

以

下
、

 
五

五
頁

)
、
未

必

の
故
意

と

認
識

あ

る
過
失

の
区
別

で

の
蓋
然

性

説
を

支
持

し

て
、
「
普

通

の
法

益

尊
重

感
覚

で
み
れ

ば
行

為
を

思

い
止

ま

る
に
違

い
な

い
程
度

の
可

能
性

の
高

さ

を

『
蓋

然
性

』
」
で
あ

る

(前

掲

(注

41
)
『
刑
法

総
論

』

一
〇
七
頁

)
と

し
、
ま
た

、
過
剰

防

衛

の
関
係

で
、
「
『人

並

み

の
良

識

を
明

瞭

に
逸
脱

し
た
』

と
き

に
初

め

て
過

剰
防

衛
と

な

る
」

(前

掲

(注

41
)

『
刑
法

総

論
』

一
九

四
頁

。

ま
た

、

一
八

一
頁

以

下
)
と

す

る
見

解

に
多

く

の
示

唆

を
受

け
た

。

(
95
)

こ

の

こ
と

は

、
真

剣

な
努

力
説

も
含

め

て
学

説

に
お

い

て

一
致

し

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。
参

照
、
前

述

、
第

二
節

二

二

)

(
16
頁

以

下
)
。

(
96
)
し

た
が

っ
て
、
中

止
未

遂

と
自

首
は

同
時

に
成
立

し
う

る
。

た

と
え

ば
、
前

掲

(注

17
)
横
浜

地

川
崎
支

判

昭
和

五

二
年

九
月

一
九

日

、前

掲

(注

14
)
東
京
地
判
平
成
八
年
三
月
二
八
日
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
も
法
律
上
の
減
軽
は

一
回
で
あ
る

(六
八
条
)
。

(
97
)
野
澤
充

「中
止
犯
論
の
歴
史
的
展
開
(
1
)
-
日
独
の
比
較
法
的
考
察
-
」
立
命
館
法
学
二
八
〇
号
三
七
頁

(二
〇
〇
二
年
)
も
、
「行
為
者
が

警
察
官
等
に
対
し
自
分
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
蔽
し
よ
う
と
し
た
点
か
ら
、
中
止
未
遂
の
成
立
を
否
定
し
よ
う
と
す
る

一
部
の
判
例
の

考
え
方
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
結
局
と
し
て
中
止
未
遂
制
度
を
自
首
制
度

(四
二
条
)
と
混
同
す
る
も
の
で
あ
る
。

...
『犯

罪
を
中
止
す
る
』
と
い
う
中
止
犯
の
定
義
内
容
以
上
の
も
の
を
事
実
上
行
為
者
に
要
求
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
犯
人
が
進
ん
で
捜
査
官

憲
に
対
し
て
自
己
の
犯
罪
事
実
を
告
げ
る
こ
と
を
要
件
と
す
る
自
首
制
度
と
の
混
同
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
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指
摘

し

て

い
る
。

ま

た

、

同

「
中

止

犯
論

の
歴

史

的

展
開
(
3
)
-日

独

の
比

較

法

的
考

察

-
」

立
命

館

法

学

二

八

二
号

一
〇
八

頁
、

一
一
一

頁
、

一

一
九

頁

(
二
〇

〇
二
年

)
。

(
98
)

後

述

の

よ
う

に
、

可
罰

的

な

「
不

能

」

未

遂
を

中

止

す

る
場

合

に
は

見
解

が
分

か

れ

る
。

な

お
、

四
三

条
但

書

の

「
適

用

」

に
関

し

て
、

中

止

措

置

と

既

遂

阻

止

結

果

の
間

の
因

果

関

係

を

必

要

と

し

た

上

で
、

非

因

果

的

な

中

止

の
場

合

に

は

こ

れ

と

は

異

な

る

要

件

を

設
定

し

、

四
三
条

但

書
を

「
準
用

」

す

る
と

い
う

解
釈

も

考
え

ら

れ

る

(参

照

、
な

お

、
前

述

、
9

頁
以

下

の
香

川
教

授

の
見

解
。

な

お
、

ド

イ

ツ
刑
法

二

四
条

一
項

一
文

[因

果
的

な

中
止

]
と

一
項

二
文

[非

因

果
的

な
中

止

]

に

つ

い
て

の
通
説

的
解

釈
)
。

た
だ

、

こ

の
場

合

に

は
、

適

用

の
場

合
と

準

用

の
場
合

で
要
件

が
異

な

る

こ
と

、

そ
れ

に
よ

っ
て
生

じ
う

る
不
均

衡

、
ま

た
準

用

の
場

合

に
ど

の

よ
う

な
要

件
を

設
定

す

べ
き

な

の
か
と

い
う

こ
と

が
問
題

に
な

ろ
う

。
さ

ら

に
、

こ

の
よ
う

な

準

用
を

認

め
る

の

で
あ

れ
ば

、
中

止
措

置

と
既

遂

阻
止

結

果

の
間

の
因

果
関

係
を

必

要
と

解
す

る
文

言
上

の
根

拠

も
明

白

で
な

い
以

上

、
む

し

ろ
、

四

三
条
但

書

適

用

の
要
件

と

し

て
因
果

関
係

を

不
要

と

解

し
た

上

で
、

そ

の
中
止

行
為

の
要
件

を

設
定

し

た
方

が
簡

明

で
は
な

い
か
と

い
う

こ

と
も

問
題

に
な

ろ
う

(も
ち

ろ
ん
、

適

用

・
準

用
を

区

別
す

る
場

合

に
は

、
因

果

関
係

の
認

め
ら

れ
る

限
り

で
そ

の
緩

や
か

な
要

件

が
適

用

さ
れ

る

の

で
、
ま

っ
た

く

同
じ

結
論

に
な

る
と

い
う

わ

け

で
は
な

い
)
。

(
99
)

中

止
奨

励
効

果
を

重

視
し

て
、
既
遂

阻
止
結

果

に
対

し

て
中
止

措

置

の
条
件

関
係

が
存

在

す

る
だ
け

で
足
り

る
と

す

る

P
u
p
p
e
の
見
解

に

つ

い
て
、
参

照

、
前

述
、

注

82
。

(
1
0
0

)

社
会

一
般

の
人

々
は
、

中

止
未

遂

規
定

と

そ

の
効

果

(刑

の
減

免

)
を

(あ
ま

り

)

知
ら

な

い
の
だ

か
ら

、

そ

の
よ
う

な
減

免

が
行

為
者

の
動
機

づ

け

に

(
そ
れ

程
)

な

っ
て

い
る
と

は
考
え

ら
れ
ず

、

ま

た
、

裁
判

実
務

に
お

い

て
、

後
悔

し

て
や
め

た
と

か
、

大
変

な

こ
と

を

し

た
と

思

っ
て
や
め

た
と

い
う

事

例

は
少

な
か

ら
ず

あ

る
が

、
行

為
者

が

「
中

止
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
刑

の
減

免

が
受

け
ら

れ

る
だ

ろ
う

」
と

考
え

て

(
つ
ま

り

、
刑

の
減

免

が
直

接

の
動

機

に
な

っ
て
)
中

止

し
た

と

い
う
事

例

は

こ
れ
ま

で
指
摘

さ
れ

て
き

て
お
ら

ず

、
中

止
規

定

の

中
止

動
機

づ

け
効

果

を
仮

定
す

る

黄
金

の
橋

の
理
論

は
、

い
ず

れ

に
せ

よ

そ

の
効
果

を
過

大
視

し

す
ぎ

て

い
る
と

い
え

よ
う
。

な

お
、

不
処

罰
を

認

め

る
ド

イ

ツ
と
異

な

り
、

わ
が

国

は
刑

の
減

免
を

認

め

る
に
す

ぎ
な

い
か
ら

中
止

奨
励

効

果
は

あ
ま

り
期

待

で
き

な

い
と

の
指

摘

に

関

し

て
は

、
と

く

に
実
行

未

遂

の
場
合

に
は
、

ド
イ

ツ
刑

法

で
も

、
遂

行

さ
れ

た
未

遂
行

為

の
中

に
既

に
既

遂

に
達

し
た

犯
罪

行
為

が

含
ま
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れ

て

い
る

(殺

人
行

為
を

中
止

し

た
が

、
既

に
傷
害

結

果
が

生
じ

て

い
る

)
限

り

で
、
そ

の
既

遂
行

為
が

原
則

的

に
処

罰
さ

れ

る
こ
と

か

ら
、

こ

の
限
り

で

は
ド

イ

ツ

の
中
止

規
定

が

「
黄

金

の
橋

」

で
、

わ
が

国

の
中

止
規

定

が

「
鉛

の
橋

」

と
は

い
え

な

い
。

む

し

ろ
、

四
三

条
但

書

の
中
止

奨
励

効

果
を

仮
定

し

た
と

し

て
も

、
わ

が
国

の
刑
法

に
お

い
て
は
、
中

止
未

遂

に

よ
る
刑

の

(
必
要

的
)
減

免

に
加
え

て
、
自
首

(
四

二

条

)

に
よ

る
刑

の

(任

意

的
)

減
軽

を

認

め

て

い
る
こ

と
方

が
、

四
三
条

但
書

の
中
止

奨

励
効

果
を

減

殺
す

る
効
果

の
点

で
大
き

い
よ
う

に

思

わ

れ

る
。

な
ぜ

な
ら

、

必
要

的
減

免

(
四
三

条
但

書

)
と

任
意

的

減
軽

(
四

二
条
)

と

い
う

法
律

上

の
大

き

な
違

い
は
あ

る
も

の

の
、

一

般

の
人

は

こ

の
違

い
を

お

そ

ら
く
あ

ま

り

(厳

密

に
)
意

識

し
な

い
で
あ

ろ
う

と

考
え

ら

れ

る

こ
と
、

そ
も

そ

も
自

首

制
度

と

中
止

未
遂

制

度

の
わ
が

国

の
歴
史

の
違

い

(参

照

、
前
述

、
注

57
)

か

ら
、
中

止
未

遂
制

度

よ
り
も

自

首
制

度

の
方

が

(正
確

で
は
な

い
に
せ

よ
、
経

験

・

事

件

報

道
等

を

通

じ

て
)

認
知

度

が
格

段

に
高

い
で
あ

ろ
う

と

い
う

こ
と
も

考

え

あ
わ

せ

れ
ば

、

「
仮

に
」

こ
れ

ら

の
規

定

の
動

機

づ

け
効

果
が

(十

分

に
)

あ

る
と

考
え

た

場
合

に
も

、

そ

の
動

機
づ

け
効

果

は
中

止

未
遂

制

度
よ

り
自

首

制
度

の
方

が

優

っ
て

い
る

の
で
は

な

い
か

(そ

の
結

果

、
刑

が

軽

く
な

る
と

の
誘

因
だ

け
な

ら

ば
、

「
何

も

中
途

で
や

め
な

く

で
も

、

や

る
だ

け

や

っ
て
既
遂

ま

で

い
た

ら

せ

た
後

で
、

そ

の
必

要
が

あ

る
な

ら
自

首
を

す

れ
ば

よ

い
」

と

い

っ
た
考

え

を
抱

か

せ

か
ね

な

い
。

し
か

し
、

い
ず

れ

に

せ
よ

こ

の
よ
う

な

打
算

的

な
考

慮

を

促
す

こ
と

に
な

る
か

は

や
は

り
疑

問

で
あ

る
)
と

考
え

ら

れ

る
か

ら

で
あ

る
。

ま
た

、

中
止

奨
励

効

果
を

肯
定

す

べ
き

一
つ
の
根

拠
と

し

て
、
身

代

金

目
的
誘

拐

罪

の
解

放

に
よ

る
刑

の
減
軽

(
二

二
八
条

の
二
)

の
存

在

が
指

摘

さ
れ

る

こ
と
も

あ

る

が
、

身
代

金

目
的

で
の
誘

拐

の
場

合

に
は
、

一
般
的

に

(類

型

的

に
)
、

実
行

に
着

手

し

て
か

ら
、

(構

成

要
件

上
既

遂

の
後

の
問
題

で
あ

る

が
)

最

終
目

的
達

成

(身

代

金

の
取
得

)
ま

で

の
時

間

が
比

較

的
長

い
こ
と

が
多

く

、

そ

の
間

に
、
行

為

者

に
熟
慮

・
再
考

・
利

害

打
算

を
す

る
十

分
な

時

間
が

考
え

ら
れ

る
犯

罪
類

型

で
あ

る
と

い
う

特

性

が
考

慮

に

入
れ

ら

れ

て

い
る
と

考

え

る

こ
と

が

で
き

る

。
し

た

が

っ
て
、

「
よ

し

や
ろ
う

」

と

最
終

決
断

を

し

、
実

行

に

つ

い
さ

っ
き

踏

み

切

っ
た

ば

か

り

の
段

階

に

お

い
て
、
刑

の
減

免

(不

処

罰

)

の
見

込

み

が
、

実

際

に

ど

の

程

度

、

再
び

そ

の
行

為

の
継
続

を

放

棄

さ
せ

る
だ

け

の
十
分

な

刺

激

に
な

り
う

る

の
か

は
疑

わ

し

い
、

と

い
う

よ
う

な

批

判

(参

照
、

た

と
え

ば

、

E
se
r,a
.a
.
O.,[F
n
.7
8]
,
§
2
4
 
R
n
.
2

)
が

一
般

的
に
は
(
一

般

の
犯
罪

類
型

の
場
合

に
、
つ
ま

り
、
四
三

条
但

書

に

つ

い
て
)
妥

当
す

る
と

し

て
も

、

前
述

の
よ
う

な
特

性

を
も

つ
二

二
八

条

の

二
の
犯

罪
類

型

の
場

合

に
は

妥

当
し

な

い
。

こ

の
よ
う

に
考
え

ら

れ

る
と

す
れ

ば
、

二
二

八
条

の

二

の
存
在

は

、

四
三
条

但

書

に
関
す

る
黄

金

の
橋

の
理

論

の
十

分
な

根
拠

に
は
な

ら
な

い
。
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(
101
)
R
o
x
in
も

、
P
u
p
p
e
の
考
え

方

に
反

対

し

て
、
不
処

罰

と
な

る
中

止
を

手

に
入

れ

る

の
が
容
易

で
あ

れ
ば
容

易

で
あ

る
程

、
そ

れ
だ

け

一
層

、

行

為

者

は

わ

れ

を

忘

れ

て

つ

い
危

険

な

行

為

に

走

る

だ

ろ

う

、

と

言

う

こ

と

も

で

き

る

し

、

被

害

者

を

保

護

す

る

と

い
う

意

味

で

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

、

あ

ま

り

熱

の

こ

も

っ

て

い
な

い
努

力

よ

り

も

最

善

の
行

為

の
方

が

役

に

立

つ
と

い
う

こ

と

も

考

慮

す

べ

き

で

あ

る

と

す

る

(a
.a
.
O.[F
n
.8
2
],F
S
-H
irsc
h
,S
.3
3
7
;
d
e
rs.,a
.a.
O.[F
n
.8
2
],A

T
,
§

3
0
 R
n
.2
4
7
)
。

(
1
0
2

)
山

口
.
前
掲

(注

3
)

『
問

題
探

求
刑

法

総
論

』

二
二

八
頁
以

下
。

同

・町

野
朔

ほ
か

『
考
え

る
刑
法

』

二
八

一
頁

(弘
文

堂

、
一
九

八

六
年

)
。

(
1
0
3

)
山

口

・
前
掲

(注

42
)

『
刑
法

総
論

』

二

四
五
頁

。

(
1
0
4

)
林
・
前
掲

(注

42
)

『
刑

法

総

論

』

三
七

五
頁

、

山
本

・
前
掲

(注

23
)

四

五
頁
。

お

そ
ら
く

、
ま

た

、
堀

内

・
前
掲

(注

42
)

『刑

法
総

論
』

二
四
八
頁
。

(
1
0
5

)
金
澤
・
前
掲

(注
3
)
九
二
頁
以
下
は
、
「危
険
消
滅
説
の
説
く
危
険
は
、
未
遂
犯
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
た
危
険
と
同

一
の
も
の
で
は
あ

り
得

な

い
」

と
指

摘
し

て
い
る

。
そ

の
他

、
危

険
消

滅
説

の
批
判

に

つ
い
て
、
参

照
、
山

中

・前
掲

(
注

39
)

『
刑
法

総
論
Ⅱ

』

七

一
〇
頁
以

下
、

同
・
前

掲

(注

92
)

『
宮

澤
古

稀
』

四

五

〇
頁
以

下

。
さ

ら

に
、
ま

た

、
不

能
犯

と

の
関
係

で
客
観

的
危

険

説

の
結
論

の
ば

ら

つ
き

、
し

た

が

っ

て
、

そ

こ

で
問
題

と

さ
れ

る
危

険
概

念

の
不
明

確

さ
を

適
切

に
批

判

す

る

の
は
、

斎
藤

信

治

「
不
能

犯
(
3
)
」

芝

原
邦

爾

ほ
か

編

『
刑
法

判

例

百
選
Ⅰ

総

論

(第

五
版

)
』

二

二
六
頁

以

下

(有

斐

閣
、

二

〇
〇

三
年

)
。

(
1
0
6

)
参

照

、
前

述

、

19
頁
以

下
。

(
1
0
7

)
前

掲

(注

13
)
。

(
1
0
8

)

本
事

案

が
因

果

的

な

中
止

の
事

案

な

の
か

、

非
因

果

的

な
中

止

の
事

案

な

の
か

は

問
題

に

な
り

う

る
。

本
件

被

告

人
が

H

を
屋

外

に
連

れ

出
さ
な
け
れ
ば
H
は
発
見
さ
れ
救
助
さ
れ
る
こ
と
も
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
被
告
人
の
措
置
と
既
遂
阻
止
結
果
と
の
間
の
条
件
関
係
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
は
異
論
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
既
遂
阻
止
結
果
に
対
し
て
ま
っ
た
く
因
果
的
寄
与
を
及
ぼ
し
て
い
な
い
典
型

的
な

「非
因
果
的
な
中
止
」
の
事
案
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
た
だ
、
相
当
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
判
例
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
「被
告
人
ら
が
倒
れ
込
ん
だ
…

甲
方
敷
地
付
近
は
、
夜
間
の
人
通
り
の
ほ
と
ん
ど
な
い
住
宅
街
に
位
置
」
し
、
「犯
行
当
日
の
午
前

三
時
五
五
分
こ
ろ
、
同
所
付
近
を
偶
然
通
り
掛
か
っ
た
通
行
人
が
被
告
人
及
び
H
を
発
見
」
し
た
と
い
う

「当
時

の
時
間
的
、
場
所
的
状
況
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に
照
ら
す
と
」
因
果
経
過
の
相
当
性

(相
当
因
果
関
係
)
は
否
定
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
で

の
因
果
関
係
の
判
断
に
相
当
因
果
関
係
を
要
求
し
、
中
止
未
遂
の
阻
止
結
果
に
も
同
様
に
相
当
因
果
関
係
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、
本
件
事

案
は
既
遂
阻
止
結
果
の
帰
責

(帰
属
)
に
必
要
な
相
当
因
果
関
係
が
欠
け
る
と
い
う
意
味
で
の

「非
因
果
的
な
中
止
」
に
分
類
さ
れ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
非
因
果
的
な
中
止
を
認
め
な
い
場
合
や
、
非
因
果
的
な
中
止
の
場
合
に
因
果
的
な
中
止
と
異
な
る
要
件
で
中
止
未
遂

を
認
め
る
場
合
に
は
、
こ
の
区
別
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
四
三
条
但
書
の

「中
止
し
た
」

と
い
え
る
た
め
に
、
中
止
措
置
と
既
遂
阻
止
結
果
の
間
の
因
果
関
係
は
不
要
で
あ
る
と
解
し
、
人
並
み
の
法
益
尊
重
意
思
の
具
体
化
が
認
め

ら
れ
れ
ば
よ
い
と
解
す
る
の
で
、
因
果
的
な
中
止
と
非
因
果
的
な
中
止
を

(概
念
上
の
分
類
は
別
と
し
て
、
四
三
条
但
書
を
適
用
す
る
上
で
)

区
別
す
る
実
益
は
な
い
。

(
1
0
9

)
前
田
教
授
が
、
本
件
に
つ
い
て
、
「包
丁
で
生
じ
た
ケ
ガ
の
治
療
に
向
け
ら
れ
た
行
為

(な
い
し
治
療
が
行
わ
れ
る
高
い
蓋
然
性
の
あ
る
状

況
に
も

っ
て
い
く
行
為
)
が
な
け
れ
ば
、本
件
事
案
に
つ
い
て
の
中
止
犯
の
成
立
は
認
め
が
た
い
」
(前
掲

(注
57
)
『
最
新
重
要
判
例
』
二
二
頁
)

と
す
る
の
は
、
具
体
的
な
行
為
者
の
能
力
を
捨
象
し
て
中
止
行
為
の
要
求
を

一
般
化
し
す
ぎ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。

(
1
1
0

)

実

行

未

遂

の
中

止
行

為

を
考

え

る

に
あ

た

り

、
行

為

の
状

況

(
犯
行

現

場
、

犯
行

時

間

、
攻

撃

手
段

、
結

果
発

生

の
蓋

然

性

の
程

度
、

被

害
者

の
行

動
な

ど

)
、
救

助

の
可

能
性

、
期

待

可

能
性

の
限

界

や
行

為
者

の
主

観
的

能

力

な
ど

を

考
慮

に
入

れ

る

べ
き

で
あ

り

、
中

止
行

為

と
認

め
ら

れ

る

か
否

か

は

状

況

に
よ

り

条
件

づ

け

ら

れ
、

人

に

よ

っ
て
異

な

る

(
べ
き

)

こ
と

を
適

切

に
指

摘

し

て

い
る

の

は
、
K
o
lster
,

a
.
a
.
O
.

(F
n
.8
4
),S
.1
12
f.
な

お
、
ま

た

、
G
o
r
e
s
は
、

ド

イ

ツ
刑

法

二

四
条

一
項

二
文

に
お

け

る
真
剣

な
努

力

の
要

件
を

充

た
す

た

め
に
、

非

現

実
的

な

も

し
く

は

迷

信
的

な

手
段

に
よ

っ
て
既

遂
を

阻
止

し

よ
う

と
努

力

す

る
場

合

で
も

よ

い
の
か

否

か

の
検

討

に
お

い

て
で
は

あ

る

が
、

こ
の
場

合

に
超

自
然

的

な
力

の
介

入

(
た
と
え

ば

、

健
康

回
復

の
祈
り

)

に
よ

っ
て
構

成
要

件

的
結

果

が
阻

止

さ
れ

る
だ

ろ
う

と

い
う

信

頼

は

そ
れ

の
み
で

は
自

分

の
努
力

で
は
な

い
と

い
う

限

定
を

し

つ
つ

(
a
.
a

.O

.[F
n
.
9
3
],S
.19
5)、
次

の
よ
う

に

論
じ

て

い
る

の
も

、
「
客

観

的

に
適

切

な
措

置
」

に
限
定

す

べ
き

で
は
な

い
点

で
参
考

に
な

る
。

す
な

わ
ち

、

中
止

意

思

の
あ

る
者

が
、

少

な
く

と
も

彼

の
確

信

に

よ
れ
ば

切

迫

し

て

い
る
構

成

要
件

的

結
果

を

阻
止

す

る

た
め

に
、

し
ば

し

ば
瞬

時

に
決

断

し
、

行
為

し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
と

い
う

こ
と

が
考

え

ら
れ

る

べ
き

で
あ

る
。

冷

静

で
落
ち

着

い
て
考
察

す

る

な
ら

ば
笑

い
を
誘

う

よ
う

な

誤

っ
た
措

置

も
、

そ

の
よ

う
な

状

況

に
お

い
て
、
誰

も

が
共

感
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す

る

こ
と

が

で
き

、

そ

の
結

果
、
法

共

同

体
は

、

そ

の
措
置

の
客
観

的

な
無

思
慮

さ

に
も

か

か
わ

ら
ず

、

そ

の
措

置
を

よ

い
意

思

の
証

拠
と

し

て

「
真

剣

に
」
受

け

る
と

る
こ

と

が

で
き

る
。
行

為

者

が
規

則
的

に
落

ち

着

い
て
熟
慮

す

る
時

間
を

も

っ
て

い
た
と

こ

ろ

の
愚
か

な
未

遂

の
諸
事

例

(
ド
イ

ツ
刑

法

二

三
条

三
項

)

と

の
根
本

的

な
相

違

が

こ
こ

に
あ

る

。
加

え

て
、
と

く

に
強

く

シ

ョ

ッ
ク
を

与
え

ら

れ
、

極
度

の

同

情
ま

た

は
後

悔

に
襲

わ

れ
た

中
止

意

思

の
あ

る
者

が

、
規

則
的

に
冷
静

さ

を
失

い
、
無

思
慮

な

中
止

措

置
を

と

る
と

い
う

こ
と
も

考
え

ら

れ

る

べ
き

で
あ

る
。

そ

の
こ
と

か

ら
、

そ

の
種

の
客

観

的

に
愚

か
な
ま

た

は

笑
う

べ
き

中

止
措

置

で
も

十
分

な
も

の
と
す

る
こ

と
は

正
当

化

さ

れ

る
よ
う

に
思
わ

れ

K
a
(a

.a

.0

.[F
n
.9
3
],S
.1
9
6
)
と
。

(
1
1
1

)

斎

藤

信

治

教

授
も

、

本

件

に

つ

い

て
、

「
懸

命

の
結

果

発

生

防

止

行
為

ま

で
し

て

い
る

の
だ

か

ら
、

『
犯

罪

を

中

止

し

た
』

と

み

る

べ
き

は

む

し

ろ
当

然

で
、
実

質

論

と

し

て
も

、

責

任

・
違

法

性

・
衝

撃

性

…
…

も

大

き

く
減

少

し

て

い
る

し
、

政

策
的

に
も

褒
賞

に

ふ
さ

わ

し

い
」

と

す

る

(前

掲

(注

41
)

『
刑
法

総

論

』

三
七

四

頁

)
。
な

お

、
本

件

に

つ

い
て

の
結

論

を

明
確

に
し

て

い
る
わ

け

で
は

な

い
が

、

「
行

為
者

に
と

っ
て

可
能

な

限
度

内

の
努

力

」

を

問

題
と

す

る
真

剣

な
努

力

説

(西

原

・
前

掲

(注

9

)

『
刑
法

総

論
』

三
三

九
頁

。
ま

た

、
萩

原

.
前

掲

(
注

26
)

『
刑

法

概

要

総
論

』

一
四
六

頁

な
ど

)

や
、
実

行

未

遂

の
中
止

を

結

果
発

生

防

止
義

務

の
履

行

と

し

て

理
解

し
、

「
当

該

具
体

的

な
状

況

に
お

い
て
行

為
者

と

し

て
な

し
得

る
行

為
」

を

問
題

と

す

る
立
場

(
野
村

・
前

掲

(注

29
)

『大

コ

ン
メ

ン
タ

ー

ル
刑

法
』

二

二
五
頁
)

も

同
様

の
結

論

に
な

る

べ
き

で
は
な

い
だ

ろ
う

か

。

(
1
1
2

)
大
判
昭
和
四
年
九
月

一
七
日
刑
集
八
巻
四
四
六
頁
な
ど
。
た
だ
し
、
判
例
が
、
構
成
要
件
該
当
性
の
段
階
で
の
因
果
関
係
の
判
断
で
条
件

説
を
妥
当
と
し
、
中
止
未
遂
の
阻
止
結
果
に
つ
い
て
も
条
件
説
を
適
用
す
る
な
ら
ば
、
本
件
は
非
因
果
的
な
中
止
の
事
案
で
は
な
い
。
参
照
、

注
1
0
8
。

(
1
1
3

)
前

掲

(注

7
)
。

(
1
1
4

)

参

照
、
後

述

、
第

三

節

二

(
40
頁
以

下
。
と

く

に

45
頁
以

下

)
。

近
時

に

お

い
て
、

被
告

人

が
高

齢

で
あ

っ
た

こ
と

も
指

摘

し

て
、
真

剣

な

努

力

を
肯

定

し

て

い
る

の
は

、
前

掲

(注

17
)
大

阪
地

判

平
成

一
四
年
一
一

月

二
七
日

。

(
1
1
5

)
こ
れ

ら

の
下
級

審
判

決

は
、
第
一

節

三

(
5
頁
以

下

)
で
、
そ
れ

ぞ
れ

の
示
す

実

行
未

遂

の
中
止

行
為

の
基

準

(
同
視
基

準

、
真
摯

性
基

準

な
ど

)

に

よ
り

既

に
整
理

し

、
初

出

で
は
な

い
が
、

こ

れ
ま

で

の
よ
う

に

「
前
掲

注

～
」

と

し

て
掲
記

す

る

の
は
煩

雑

な
ば

か
り

か
、

分

か
り

づ
ら
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く
な
る
と
考
え
、
こ
こ
で
改
め
て
掲
載
判
例
集
も
含
め
て
掲
記
し
判
例
番
号
を
付
し
、
以
下
で
は
そ
の
判
例
番
号
に
よ
り
示
す
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
掲
載
判
例
集
の
下
の
参
照
頁

(注
)
は
事
案
な
ど
が
比
較
的
詳
し
く
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

(
1
1
6

)

⑩

判
決

は

本

稿

の
立

場

か
ら

も

支
持

で
き

な

い
だ

け

で
な

く

、

一
連

の
判

決

の
中

で
も
異

質

で
あ
り

、

判
例

か

ら

逸
脱

す

る
判

断

を

し

て

い
る

と
考

え

ら
れ

る
た

め
検

討

か
ら

も
除

外
す

る

。
⑩

判
決

に

つ
い
て
は

、
参

照
、

17
頁
以

下
。

ま
た

、
⑰

判
決

も
支

持

で
き

な

い
。
参

照

、

前
述

、

37
頁

以
下

。

(
1
1
7

)

注
1
1
9
も

参
照

。

(
1
1
8

)
な

お
、
ま

た

、
⑬

判
決

(注

61
参

照
)
も

。

(
1
1
9

)

こ

の
⑧

判

決
と

の
比
較

で
、
殺

人
未

遂

行
為

の
後

で
翻
意

し

て
救

急

車
を

呼

ん
だ

被
告

人

の
行

動

が
、

「
結

局

の
と

こ

ろ
、
被

害

者

の
指

示

の
も
と
で
被
害
者
自
身
が
救
急
車
の
手
配
を
す
る
の
を
手
助
け
し
た
も
の
と
大
差
な
」
い
と
の
理
由
か
ら
中
止
行
為
を
認
め
な
か

っ
た
⑭
判

決
は
疑
問
が
残
る
。
こ
の
⑭
判
決
の
事
案
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
K
と
結
婚
し
た
も
の
の
、

K
が
生
活
費
を
入
れ
ず
被

告
人
か
ら
借
金
を
し
、
ま
た
女
性
関
係
が
絶
え
な
か

っ
た
こ
と
等
か
ら
半
年
余
り
の
う
ち
に
離
婚
し
、
そ
の
後
一
旦
繕
り
を
戻
し
同
棲
し
た

が
、
再
び
同
様
の
問
題
か
ら
別
居
す
る
に
い
た
り
、
そ
の
後
K
が
今
ま
で
の
生
活
態
度
を
改
め
る
か
ら
と
懇
願
し
て
き
た
た
め
、
K
方
で
三

度
目
の
同
棲
生
活
を
開
始
す
る
に
い
た
っ
た
。
し
か
し
、
K
が
相
変
わ
ら
ず
他
の
女
性
と
の
関
係
を
絶
た
ず
、生
活
費
も
入
れ
な
か
っ
た
た
め
、

K
方
に
お
い
て
、
女
性
問
題
や
生
活
費
、
K
に
対
す
る
貸
金
の
こ
と
で
K
と
口
論
に
な
っ
た
際
、
K
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
ま
と
も

に
取
り
合

っ
て
も
ら
え
ず
、
か
え
っ
て
居
直

っ
た
態
度
を
と
ら
れ

「出
て
行
け
。」
等
と
罵
ら
れ
、
頭
髪
を

つ
か
ん
で
玄
関
口
ま
で
引
き
ず

ら
れ
た
上
手
拳
で
顔
面
を
殴
打
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
K
か
ら
こ
の
よ
う
な
仕
打
ち
を
さ
れ
た
こ
と
に
屈
辱
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で

K
か
ら
女
性
問
題
に
つ
い
て
裏
切
り
続
け
ら
れ
、
ま
た
自
分
が
働
い
て
得
た
収
入
も
吸
い
取
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
押
え
難
い
怒
り
を

感
じ
、
憤
激
の
あ
ま
り
果
物
ナ
イ
フ

(刃
体
の
長
さ
約

一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
)
を
持
ち
出
し
、
か
が
ん
で
い
た
K
の
背
後
か
ら
、
殺
意
を

も
っ
て
果
物
ナ
イ
フ
で
背
中
を

一
回
刺
し
た
が
、
入
院
加
療

一
九
日
間
を
要
す
る
右
背
部
お
よ
び
肺
刺
創
の
傷
害
を
負
わ
せ
る
に
と
ど
ま
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
て
、
大
阪
地
方
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
実
行
未
遂
の
本
件
に
お
い
て

「
中

止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
被
告
人
自
ら
の
ま
た
は
こ
れ
と
同
視
で
き
る
行
為
に
よ
つ
て
結
果
の
発
生
が
防
止
さ
れ
た
こ
と
が
必
要
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で
あ
る
と
こ
ろ
、
関
係
証
拠
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
果
物
ナ
イ
フ
で
被
害
者
の
背
中
を
突
き
刺
し
た
後
、
被
害
者
は
自
ら
ナ
イ
フ
を
抜
き
取
り
、

被
告
人
に
対
し
て
救
急
車
を
呼
ぶ
よ
う
指
示
し
、
被
告
人
は
被
害
者
か
ら
指
示
さ
れ
ま
た
同
人
が
出
血
し
て
い
る
の
を
見
て
大
変
な
こ
と
を

し
た
と
の
気
持
ち
も
伴

つ
て
、
直
ち
に

一
階
に
降
り
て
公
衆
電
話
か
ら
一
一
九
番
し
た
が
通
じ
な
か
つ
た
た
め
、
一
一
○
番
し
て
自
ら
の
犯

罪
を
申
告
す
る
と
と
も
に
救
急
車
の
手
配
を
要
求
し
た
が
、
そ
の
時
被
害
者
も
自
力
で
同
所
へ
降
り
て
来
て
い
て
被
告
人
に
対
し
て
救
急
車

の
手
配
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
、
被
害
者
は
そ
の
後
救
急
車
で
運
ば
れ
医
師
の
手
当
が
功
を
奏
し
た
た
め
結
果
の
発
生
を
防
止
す
る
こ
と
が

で
き
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
間
の
被
告
人
の
行
動
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
被
害
者
の
指
示
の
も
と
で
被
害
者
自
身
が
救
急
車
の
手

配
を
す
る
の
を
手
助
け
し
た
も
の
と
大
差
な
く
、
も
と
よ
り
結
果
の
発
生
は
医
師
の
行
為
に
よ
り
防
止
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
つ
て
こ
の
程

度
の
被
告
人
の
行
為
を
も
つ
て
し
て
は
、
未
だ
被
告
人
自
身
が
防
止
に
あ
た
つ
た
と
同
視
す
べ
き
程
度
の
努
力
が
払
わ
れ
た
も
の
と
認
め
る

こ
と
が
で
き
ず
、
本
件
が
中
止
未
遂
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」。

⑧
判
決
で
の
行
為
者
の
行
動
と
の
相
違
を
挙
げ
れ
ば
、
⑧
判
決
の
事
案
で
は
、
近
所
に
住
む
雇
主
方
ま
で
走
っ
て
助
力
を
求
め
た
と
い
う

限
り
で
、
救
助
の
チ
ャ
ン
ス
を
行
為
者
が
積
極
的
に
創
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
⑭
判
決
の
事
案
で
は
、
「被
害
者
は
自
ら
ナ

イ
フ
を
抜
き
取
り
、
被
告
人
に
対
し
て
救
急
車
を
呼
ぶ
よ
う
指
示
し
」、
ま
た
、
被
告
人
が
公
衆
電
話
か
ら

一
一
〇
番
し
た
際
に
も
、
「被
害

者
も
自
力
で
同
所
へ
降
り
て
来
て
い
て
被
告
人
に
対
し
て
救
急
車
の
手
配
を
指
示
し
て
い
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
被
害
者
の
指
示
が
直
接
的
・

積
極
的
で
あ
り
、
そ
の
反
面
、
被
告
人
の
行
動
が
受
動
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
か
。
し
か
し
、
⑭
の
事
案
で

(判

決
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
)、
こ
れ
ま
で
の
夫
婦
生
活
に
お
い
て
被
害
者

(夫
)
が

(亭
主
関
白
で
あ

っ
た
、
暴
力
的
に
振
舞

っ
て

い
た
な
ど
)
主
導
的
な
関
係
で
あ
っ
た
と
か
、
被
告
人
が
あ
ま
り
逆
ら
え
な
い
よ
う
な
関
係
に
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
事
情

(男

女
の
力
関
係
な
ど
も
)
も
考
慮
に
入
れ
て
中
止
行
為
を
評
価
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
⑭
判
決
の
結
論
に

疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
の
は
、
浅
田

・
前
掲

(注
16
)
五
七
頁
、
内
藤

・
前
掲

(注
16
)
『刑
法
講
義
総
論

(下
)
Ⅱ
』
一
三

一
四
頁
。

(
1
2
0

)

参

照
、
第

二
節

二

(
一
)

(
16
頁

以

下
)
。

(
1
2
1

)
参

照
、
第

三
節

一

(
一
)

(
30
頁

以

下
)
。

(
1
2
2

)

参

照
、
第

三
節

一

(
五
)

(
36
頁

以

下
)
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(
1
2
3

)

な
お

、
参

照

、
注

2
。

(
1
2
4

)
注

90
。

(
1
2
5

)

中
止

行

為

の
判
断

に

つ

い
て

「
法

益

尊
重

意

思

の
具

体
化

」

を

重

視
す

る
こ
と

は

、
任

意

性

の

問
題

に

つ
き

限
定

主

観

説
を

と

る

こ
と

に

な
る
わ
け
で
は
な
い

(注
91
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
論
者
の
任
意
性
に
つ
い
て
の
見
解
も
参
照
)
。
む
し
ろ
、
「人
並

み
の
」
法
益
尊
重
意
思
を

中
止
行
為
に
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
る

「
(積
極
的
)

一
般
予
防
上
の
働
き
か
け
の
必
要
性
」
(社
会

一
般
の
人
々
に
対
す
る
影
響
)
の
減
弱

を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
任
意
性
に
つ
い
て
の
客
観
説
的
な
立
場

(行
為
者
の
中
止
の
動
機
を
、
客
観
的

・
規
範
的
な
基
準
に
よ
り
評

価
す
る
立
場
)
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た

い

。
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