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一 

問
題
提
起

危
険
な
自
動
車
運
転
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
運
転
者
に
つ
い
て
は
、
過
失
運
転
致
死
傷
罪
ま
た
は
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
適
用
を
検

討
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
近
時
、
被
害
者
が
死
ぬ
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
あ
れ
ば
、
事
案
に
よ
っ
て
は
殺
人
（
未
遂
）
罪
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の
適
用
も
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
あ
る）

（
（

。
も
っ
と
も
、
危
険
な
運
転
に
よ
り
人
を
死
亡
さ
せ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
運
転
者
自

身
に
も
死
に
至
る
危
険
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
殺
人
罪
を
適
用
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
故
意
の
認
定

に
当
た
っ
て
、
被
害
者
に
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
予
見
の
み
な
ら
ず
、
行
為
者
に
よ
る
自
己
危
殆
化
の
認
識
も
併
せ
て
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
自
己
の
危
険
な
運
転
に
よ
り
人
の
生
命
に
対
す
る
客
観
的
な
危
険
が
生
じ
て
い
る
こ
と

は
知
っ
て
い
た
が
、
ひ
と
た
び
事
故
を
起
こ
せ
ば
自
分
も
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
場
合
、
す
な
わ
ち
行
為
者
が
被
害
者
と
一
蓮
托

生
の
関
係
に
あ
る
と
思
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
人
に
死
の
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
認
識
・
認
容
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
こ
こ
数
年
の
ド
イ
ツ
の
判
例
の
中
に
、
公
道
で
の
無
謀
な
自
動
車
運
転
に
よ
り
人
を
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い

て
、
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
り
、
学
説
に
お
い
て
も
多
様
な
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
そ
れ
ら
の
議
論
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
殺
人
罪
の
故
意
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
考

え
て
み
た
い）

（
（

。 

Ｂ
Ｇ
Ｈ
（
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
）
第
四
刑
事
部
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
一
日
、
こ
の
問
題
が
争
わ
れ
た
三
件
の
無
謀
運
転
の
事
案
に

つ
い
て
上
告
審
と
し
て
の
判
断
を
示
し
た
。

①
「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」）

（
（

被
告
人
両
名
は
、
互
い
に
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
六
年
二
月
一
日
の
夜
、
た
ま
た
ま
遭
遇
し
た
ベ
ル
リ
ン
市
内
の
目
抜
き
通
り

の
交
差
点
に
お
い
て
、
同
地
点
か
ら
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
先
の
目
的
地
ま
で
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
行
う
旨
の
合
意
に
達
し
、
各
自
の
乗
用
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車
で
赤
色
信
号
を
無
視
し
つ
つ
相
前
後
し
て
高
速
度
で
走
行
し
た
と
こ
ろ
、
目
的
地
の
手
前
の
交
差
点
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
台
が
、

青
色
信
号
に
従
っ
て
交
差
点
内
に
進
入
し
て
き
た
ジ
ー
プ
と
衝
突
し
て
そ
の
運
転
者
を
死
亡
さ
せ
る
と
と
も
に
、
同
被
告
人
の
同
乗
者
と

た
ま
た
ま
そ
の
近
く
に
い
た
歩
行
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
検
察
官
が
、
被
告
人
両
名
は
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
、「
公
共
に
危
険
を
生
ず
べ
き
方
法
」
に
よ
り
ジ
ー
プ

の
運
転
者
を
死
亡
さ
せ
た
と
し
て
、
謀
殺
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
条
）
の
適
用
を
求
め
て
起
訴
し
た
と
こ
ろ
、
原
審
の
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン

ト
裁
判
所
は
そ
の
主
張
を
認
め
て
被
告
人
両
名
に
終
身
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
破
棄
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
。

②
「
ブ
レ
ー
メ
ン
事
件
」）

（
（

被
告
人
は
、
日
ご
ろ
か
ら
オ
ー
ト
バ
イ
に
乗
っ
て
ブ
レ
ー
メ
ン
市
内
を
高
速
度
で
走
行
し
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
に
装
着
し
た
カ
メ
ラ
で
撮
影

し
た
画
像
と
マ
イ
ク
で
収
録
し
た
自
己
の
侮
蔑
的
な
コ
メ
ン
ト
をY

ouT
ube

に
掲
載
し
て
い
た
者
で
あ
る
が
、
二
〇
一
六
年
六
月
一
七

日
の
夜
、
同
市
内
で
オ
ー
ト
バ
イ
（
最
高
出
力
は
二
〇
〇
Ｐ
Ｓ
）
に
乗
り
、
制
限
速
度
が
時
速
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
路
を
時
速
一
五
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
高
速
度
で
走
行
し
、
他
の
道
路
と
の
合
流
地
点
の
手
前
で
、
対
面
す
る
信
号
機
が
青
色
か
ら
黄
色
に
変
わ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
速
九
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
進
行
し
た
と
こ
ろ
、
折
か
ら
赤
色
を
表
示
し
て
い
た
歩
行
者
用
信
号
を
無
視
し
て
横
断

し
て
い
た
七
五
歳
の
歩
行
者

―
同
人
の
血
中
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
は
少
な
く
と
も
一
・
一
パ
ー
ミ
ル
で
あ
っ
た

―
を
発
見
し
て
急
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
た
が
間
に
合
わ
ず
、
少
な
く
と
も
時
速
六
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
同
人
に
自
車
を
衝
突
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
同
人
を

死
亡
さ
せ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
原
審
の
ブ
レ
ー
メ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
被
告
人
に
自
己
危
殆
化
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て

殺
人
罪
の
故
意
を
認
め
ず
、
過
失
致
死
罪
と
故
意
に
よ
る
道
路
交
通
の
危
殆
化
の
罪
等
に
よ
り
二
年
九
月
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。
検
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察
官
は
殺
人
罪
の
適
用
を
求
め
て
上
告
し
た
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
こ
れ
を
認
め
ず
原
判
決
を
支
持
し
た
。

③
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
」）

（
（

本
件
当
時
少
年
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
二
〇
一
五
年
四
月
二
二
日
の
夜
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
市
内
で
乗
用
車
（BM

W
 （（0d

）
に
乗
り
、

制
限
速
度
が
時
速
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
道
路
の
交
差
点
に
赤
色
信
号
を
無
視
し
て
時
速
約
一
四
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
進
入
し
た
と
こ

ろ
、
対
向
車
線
か
ら
青
色
信
号
に
従
っ
て
交
差
点
内
に
進
入
し
て
き
た
被
害
者
の
乗
用
車
（A

udi A
（

）
と
衝
突
し
て
同
人
を
そ
の
場
で

死
亡
さ
せ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
原
審
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
少
年
法
廷
は
、
被
告
人
の
自
己
危
殆
化
を
考
慮
し
て
殺
人
の
未
必
の
故

意
を
否
定
し
、
被
告
人
に
他
の
罪
と
併
せ
て
三
年
の
少
年
刑
を
言
い
渡
し
た
。
検
察
官
が
殺
人
罪
の
適
用
を
求
め
て
上
告
し
た
と
こ
ろ
、

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
被
告
人
が
二
か
所
の
赤
色
信
号
を
無
視
し
て
走
行
し
て
い
た
こ
と
、
制
限
速
度
を
大
幅
に
超
過
し
て
い
た
こ
と
、
同
交
差
点

の
信
号
は
す
で
に
七
秒
間
に
わ
た
り
赤
色
を
表
示
し
て
い
た
こ
と
な
ど
「
著
し
く
無
謀
な
」
運
転
を
し
て
い
た
こ
と
、
被
告
人
自
身
は
軽

傷
を
負
う
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
等
の
客
観
的
事
情
を
あ
げ
て
、
原
判
決
の
証
拠
評
価
に
は
疑
問
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
原
審
に
差
し
戻
し

た
。以

上
の
三
件
の
裁
判
例
は
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
同
じ
問
題
に
直
面
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
中
で
も
っ
と
も
議
論
の
多
い
「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」
の
事
案
と
判
旨
を
や
や
詳
し
く
紹
介
し
た
う
え
で
、

そ
の
区
別
を
め
ぐ
る
問
題
点
を
考
え
て
み
た
い
。
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「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」
の
紹
介

（
（
）　

事
実
の
概
要

原
審
の
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る）

（
（

。

被
告
人
と
な
る
Ｎ
と
Ｈ
の
両
名
は
、
い
ず
れ
も
日
ご
ろ
か
ら
公
道
で
の
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
好
ん
で
行
っ
て
い
た
者
で
あ
る
が
、

二
〇
一
六
年
二
月
一
日
の
夜
、
そ
れ
ぞ
れ
高
性
能
の
乗
用
車
に
乗
っ
て

―
Ｎ
はM

ercedes-Benz A
M

G CLA
 （（ 

Ｈ
はA

udi 

S（ T
D

I （.0 Q
uattro

―
ベ
ル
リ
ン
市
の
中
心
部
に
あ
る
ク
ア
フ
ュ
ル
ス
テ
ン
ダ
ム
通
り
（
以
下
「
ク
ー
ダ
ム
」
と
い
う
）
を
同
じ

方
向
に
向
か
っ
て
走
行
し
て
い
た
。
Ｎ
の
乗
用
車
の
助
手
席
に
は
付
帯
私
訴
人
と
な
る
Ｋ
女
が
乗
っ
て
い
た
。
Ｎ
と
Ｈ
が
ア
デ
ナ
ウ

ア
ー
広
場
の
交
差
点
で
赤
色
信
号
に
よ
り
停
止
し
た
と
き
に
、
Ｈ
が
Ｎ
の
乗
用
車
の
Ｋ
女
に
気
づ
き
、
大
き
な
エ
ン
ジ
ン
音
を
発
し

て
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
し
よ
う
と
い
う
サ
イ
ン
を
送
っ
た
。
Ｎ
と
Ｈ
は
短
い
言
葉
を
か
わ
し
、
身
振
り
と
ア
ク
セ
ル
の
操
作
に
よ
り
、

他
車
の
往
来
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
ー
ダ
ム
と
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
を
走
行
し
て
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
す
る
旨
の
合
意

に
達
し
た
。
彼
ら
は
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り
の
交
差
点
に
あ
る
デ
パ
ー
ト
を
ゴ
ー
ル
と
し
た
が
、
そ
の

地
点
に
至
る
ま
で
一
一
か
所
の
信
号
の
あ
る
交
差
点
を
通
過
し
て
二
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
を
走
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。こ

の
合
意
に
基
づ
い
て
、
Ｈ
は
で
き
る
だ
け
速
く
走
行
し
て
Ｎ
よ
り
先
に
ゴ
ー
ル
で
き
る
よ
う
「
赤
色
信
号
を
無
視
し
て
」
高
速
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度
で
走
行
し
た
。
Ｎ
は
最
初
の
二
か
所
の
赤
色
信
号
で
は
停
止
し
た
が
、
そ
の
後
は
Ｈ
よ
り
先
に
ゴ
ー
ル
す
る
た
め
、
明
ら
か
に
制

限
速
度
を
超
え
る
速
度
で
、
Ｈ
と
同
様
に
「
赤
色
信
号
を
無
視
し
て
」
Ｈ
を
追
い
か
け
た
。
Ｎ
は
遅
く
と
も
地
下
鉄
の
ウ
ー
ラ
ン
ト

通
り
駅
の
上
方
で
Ｈ
に
追
い
つ
い
た
。

そ
の
と
き
、ク
ー
ダ
ム
の
歩
行
者
用
の
安
全
地
帯
（M

ittelinsel

）
に
い
た
二
人
の
歩
行
者
が
車
道
を
横
断
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、

Ｎ
と
Ｈ
の
乗
用
車
に
轢
か
れ
な
い
よ
う
に
急
い
で
地
下
鉄
入
口
の
手
す
り
の
後
方
へ
退
い
た
。
二
台
の
乗
用
車
の
速
度
は
こ
の
時
点

で
明
ら
か
に
時
速
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
い
た
。
Ｎ
と
Ｈ
は
ブ
ラ
イ
ト
シ
ャ
イ
ト
広
場
の
カ
ー
ブ
で
は
制
限
速
度
の
範
囲

内
で
走
行
し
た
が
、
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ラ
ン
ケ
通
り
の
交
差
点
の
カ
ー
ブ
に
設
置
さ
れ
た
信
号
機
で
は
赤
色
信
号
を
無
視

し
て
走
行
し
た
。
Ｈ
は
カ
ー
ブ
の
出
口
で
、
そ
の
時
点
で
先
行
し
て
い
た
Ｎ
に
ふ
た
た
び
追
い
付
く
た
め
に
加
速
し
た
の
で
、
同
車

の
速
度
は
時
速
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
達
し
て
い
た
。
Ｎ
は
二
本
の
追
越
車
線
の
左
側
を
、
Ｈ
は
そ

の
右
側
を
走
行
し
、タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り
の
交
差
点
を
赤
色
信
号
を
無
視
し
て
通
過
し
よ
う
と
し
た
。

そ
の
地
点
の
制
限
速
度
は
時
速
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
が
、
Ｎ
と
Ｈ
が
赤
色
信
号
の
交
差
点
内
に
進
入
し
た
と
き
、
Ｎ
が
数

メ
ー
ト
ル
先
行
し
て
時
速
一
三
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
四
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
あ
り
、
後
続
の
Ｈ
は
少
な
く
と
も
時
速

一
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
七
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
あ
っ
た
。

Ｎ
と
Ｈ
は
「
遅
く
と
も
そ
の
時
点
で
」、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り
を
青
色
信
号
に
従
っ
て
合
法
的
に
交
差
点
内
に
進
入
し
て
く
る

車
両
の
運
転
手
と
そ
の
同
乗
者
が
衝
突
に
よ
っ
て
負
傷
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
高
い
蓋
然
性
を
も
っ
て
死
に
至
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
認
識
し
て
い
た
。
他
人

―
と
Ｎ
の
乗
用
車
の
助
手
席
に
乗
っ
て
い
た
Ｋ
女

―
の
身
体
の
傷
害
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
意
に
介

し
て
い
な
か
っ
た
（gleichgültig

）。
彼
ら
は
交
差
点
内
で
他
人
の
乗
用
車
と
衝
突
す
る
か
否
か
を
偶
然
に
委
ね
て
い
た
。
彼
ら
は
他
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

の
交
通
関
与
者
や
交
差
点
の
近
く
に
い
る
人
が
飛
散
し
た
事
故
車
の
破
片
に
よ
っ
て
負
傷
し
、
あ
る
い
は
死
亡
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と

を
、
や
む
を
え
な
い
（billigend in K

auf nehm
en

）
と
思
っ
て
い
た
。

Ｈ
は
、
そ
の
交
差
点
で

―
「
適
切
な
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
」

―
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り

か
ら
Ｎ
と
Ｈ
の
運
転
方
向
に
向
か
っ
て
右
側
か
ら
規
則
に
従
っ
て
青
色
信
号
の
交
差
点
内
に
進
入
し
て
き
た
被
害
者
と
な
る
Ｗ
の

ジ
ー
プ
（W

rangler

）
と
衝
突
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｈ
の
乗
用
車
は
左
側
へ
回
転
し
、
Ｈ
と
並
走
し
て
い
た
Ｎ
の
乗
用
車
と
衝
突
し
て

か
ら
、時
速
一
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
植
え
込
み
に
衝
突
し
た
。
Ｎ
が
運
転
し
て
い
た
乗
用
車
も
正
面
か
ら
植
え
込
み
に
衝
突
し
た
。

Ｗ
の
ジ
ー
プ
は
衝
突
の
衝
撃
で
空
中
へ
跳
ね
上
げ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
Ｗ
は
重
傷
を
負
い
、
間
も
な
く
そ
の
場
で
死
亡
し
た
。
Ｎ
の

乗
用
車
の
助
手
席
に
乗
っ
て
い
た
Ｋ
女
も
二
日
間
の
入
院
を
要
す
る
傷
害
を
負
っ
た
。
ま
た
、
歩
行
者
の
女
性
一
名
が
飛
ん
で
き
た

車
の
部
品
に
よ
っ
て
頭
部
に
数
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
切
傷
を
負
っ
た
。
し
か
し
、
Ｈ
と
Ｎ
は
軽
傷
を
負
う
に
と
ど
ま
っ
た
。

（
（
）　

原
判
決
の
理
由

こ
れ
に
つ
い
て
ベ
ル
リ
ン
・
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
二
〇
一
七
年
二
月
二
七
日
の
判
決
で
、
被
告
人
両
名
に
対
し
て
、
共
同
正
犯
と
し
て

行
っ
た
謀
殺
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
条
）、
危
険
な
傷
害
罪
（
同
法
二
二
三
条
一
項
、
二
二
四
条
一
項
二
号
・
五
号
）
お
よ
び
故
意
に
よ
る
道
路

交
通
の
危
殆
化
の
罪
（
同
法
三
一
五
ｃ
条
一
項
二
号
 a）
・
 d）
）
の
所
為
単
一
に
よ
り
終
身
自
由
刑
を
言
い
渡
し
た
。
さ
ら
に
、
被
告
人
両
名

の
運
転
免
許
を
剥
奪
し
て
そ
の
免
許
証
を
没
収
す
る
と
と
も
に
、
被
告
人
両
名
に
対
し
て
終
身
に
わ
た
っ
て
新
た
な
運
転
免
許
を
交
付
し

な
い
よ
う
行
政
官
庁
に
通
告
し
た
。
こ
の
う
ち
、
謀
殺
罪
の
未
必
の
故
意
に
つ
い
て
は
大
要
次
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
た）

（
（

。
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Ｂ
．
被
告
人
両
名
は
殺
人
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
し
た
。

Ⅰ
．
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
は
次
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
認
識
あ
る
過
失
に
よ
り
行
為
す
る
者
は
、
起
こ

り
う
る
と
思
っ
た
結
果
を
良
し
と
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
結
果
の
不
発
生
を
信
じ
て
い
た
者
で
あ
り
、
未
必
の
故
意
に
よ
り
行
為
す
る
者

は
、
有
害
な
結
果
の
発
生
を
や
む
を
え
な
い
と
思
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
構
成
要
件
の
実
現
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
態
様
で
、

そ
の
結
果
の
発
生
を
了
解
し
た
者
で
あ
る
。
き
わ
め
て
危
険
な
暴
力
的
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
死
に
至
る
で
あ
ろ
う

こ
と
を
そ
の
行
為
者
が
予
想
し

―
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
行
為
を
続
け
た
こ
と
に
よ
り

―
そ
の
よ
う
な
結
果
を
や
む
を
え

な
い
と
思
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
的
行
為
が
も
つ
生
命
に
対
す
る
高
度
で
明
白
な
具
体
的
危
険
は
、
そ

の
故
意
の
二
つ
の
面［
知
的
要
素
と
意
思
的
要
素
］に
お
い
て
、殺
人
の
未
必
の
故
意
を
示
す
重
要
な
徴
表
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、個
々

の
事
例
に
お
い
て
は
、
自
己
の
企
図
に
よ
っ
て
人
の
生
命
が
危
殆
化
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
す
べ
て
の
事
情
を
認
識
し
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
情
動
や
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
に
よ
る
精
神
の
障
害
が
あ
っ
た
た
め
に
、
行
為
者
が
人
を
死
に
至
ら
せ
る
危

険
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
（
知
的
要
素
の
欠
如
）、
あ
る
い
は
自
己
の
行
為
の
客
観
的
な
危
険
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
死
の
結
果
は
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
漠
然
と
し
て
で
は
な
く
真
剣
に
信
じ
て
い
た
場
合
（
意
思
的
要
素
の
欠
如
）
に
は
、
未

必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
要
素
は
、
事
実
に
基
づ
い
て
相
互
に
区
別
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
り
わ
け
殺
人
罪
や
傷
害
罪
に
お
い
て
は
、
未
必
の
故
意
か
認
識
あ
る
過
失
か
を
検
討
す
る
に
は
、
客
観
的
行
為
事
情
と
主

観
的
行
為
事
情
の
す
べ
て
を
全
体
的
に
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
特
に
故
意
の
主
意
的
要
素
を
評
価
す
る
際
に
は
、
事
実
審

の
裁
判
官
が
行
為
者
の
人
格
を
分
析
し
、
行
為
時
の
精
神
状
態
な
ら
び
に
そ
の
動
機
付
け
と
、
行
為
事
象
に
と
っ
て
重
要
な
諸
事
情

―
と
り
わ
け
具
体
的
な
侵
害
態
様

―
を
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

行
為
者
が
被
害
者
の
死
を
追
求
し
て
い
た
と
は
い
え
な
く
と
も
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て

無
関
心
で
あ
っ
て
も
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
者
は
、
殺
人

の
動
機
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
行
為
へ
の
衝
動
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。［
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
］
望
ま

し
く
な
い
結
果
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
結
果
を
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
妨
げ
ら
れ
な
い
。

Ⅲ
．
（
．
被
告
人
両
名
は
、こ
れ
ま
で
に
賭
け
金
を
得
、自
分
を
ア
ピ
ー
ル
し
、あ
る
い
は
自
車
の
性
能
を
誇
示
す
る
た
め
に
度
々

オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
敢
行
し
て
制
裁
を
受
け
て
き
た
運
転
者
で
あ
る
が
、
犯
行
当
時
、
各
自
の
乗
用
車
で
ベ
ル
リ
ン
の
幹
線
道
路
の
上

記
の
距
離
を
走
行
し
た
。
…
…
こ
う
し
た
行
為
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
第
三
者
の
み
な
ら
ず
自
分
を
も
死
傷
さ
せ
か
ね
な
い
無

謀
な
行
為
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
運
転
態
様
と
行
わ
れ
た
場
所
を
み
れ
ば
、
重
大
な
交
通
事
故
が
生
ず
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
す
べ
て
の
諸
事
情
を
全
体
的
に
評
価
す
れ
ば
、
未
必
の
故
意
の
認
識
的
要

素
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
実
行
行
為
に
著
し
い
危
険
性
が
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
交
通
関
与
者
も
、
し
た
が
っ
て

お
よ
そ
精
神
の
障
害
の
な
い
被
告
人
両
名
も
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
死
の
結
果
を
も
た
ら
し
う
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
い
え
る

か
ら
で
あ
る
。

（
．
 a）
被
告
人
両
名
は
、
死
に
至
る
構
成
要
件
実
現
を
受
け
入
れ
、
生
命
に
対
す
る
明
白
で
具
体
的
な
高
度
の
危
険
を
認
識
し
つ

つ
創
出
し
、
認
識
し
た
結
果
発
生
の
可
能
性
に
対
し
て
無
関
心
な
態
度
を
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
ら
の
動
機
づ
け
を
基
礎
に
す

れ
ば
、
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
が
生
じ
て
も
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
際
に
彼
ら
は
死
の
結
果

を
望
ん
で
お
ら
ず
、
殺
人
の
動
機
も
も
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
右
に
述
べ
た
行
為
へ
の
衝
動
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
…
…

彼
ら
が
維
持
し
た
事
故
に
至
っ
た
速
度
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
過
失
行
為
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
…
…
被
告
人
両
名
は
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行
為
時
に
お
い
て
、
す
べ
て
う
ま
く
い
く
で
あ
ろ
う
と
本
心
か
ら
信
じ
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ニ
ュ
ル

ン
ベ
ル
ク
通
り
の
交
差
点
内
に
進
入
し
た
時
点
で
、
優
先
権
の
あ
る
車
両
と
衝
突
し
、
そ
の
乗
員
が
避
け
ら
れ
な
い
衝
突
に
よ
っ
て

死
に
至
る
か
否
か
を
偶
然
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。

d）　

aa)
…
…
第
三
者
に
対
す
る
致
命
的
な
事
故
が
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
は
、
通
常
、
自
分
自
身
も
致
命
傷
を
負
う

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
を
含
ん
で
お
り
、そ
の
た
め
行
為
者
は
一
種
の
「
カ
ミ
カ
ゼ
的
立
場
」
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

…
…
行
為
者
は
原
則
と
し
て
自
分
の
「
神
聖
な
宝
」
と
も
い
う
べ
き
自
車
が
損
害
を
被
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対

し
て
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、本
件
で
問
題
に
な
っ
た
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
で
用
い
ら
れ
る
乗
用
車
は
、

特
別
な
安
全
感
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
乗
用
車
の
運
転
者
は
、
数
ト
ン
の
重
量
が
あ
り
、
強
い
加
速
力
を
も
ち
、
総
合
的

な
安
全
技
術
を
備
え
た
車
の
中
で
、
戦
車
や
城
塞
の
中
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
強
力
か
つ
圧
倒
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て

お
り
、
自
分
自
身
に
は
い
さ
さ
か
の
危
険
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。［
以
下
省
略
］

公
道
に
お
け
る
無
謀
な
運
転
か
ら
生
じ
た
死
亡
事
故
に
殺
人
罪
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
本
件
が
起
訴
さ
れ

る
前
か
ら
す
で
に
議
論
さ
れ
て
い
た
が
、
殺
人
罪
を
認
め
た
前
例
は
な
く
、
有
罪
と
さ
れ
た
被
告
人
も
比
較
的
軽
い
刑
で
処
断
さ
れ
て
い

た
こ
と
か
ら）

（
（

、
本
判
決
は
大
き
な
社
会
的
反
響
を
よ
び
、
刑
事
法
学
者
や
実
務
家
か
ら
も
様
々
な
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た）

（
（

。
し
か
し
、

こ
の
原
判
決
は
被
告
人
両
名
の
上
告
に
よ
り
事
実
認
定
と
と
も
に
破
棄
さ
れ
、
管
轄
す
る
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
刑
事
部
へ
差
し
戻
さ
れ
た
。

（
（
）　

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
決
理
由
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

Ｂ
Ｇ
Ｈ
が
原
判
決
を
破
棄
し
た
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ⅱ 
．
被
告
人
両
名
の
上
告
は
ま
ず
も
っ
て
事
実
誤
認
の
点
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
の
で
、
手
続
上
の
非
難
を
問
題
に
す
る
必
要
は
な

い
。

（ 

．
認
定
さ
れ
た
事
実
か
ら
、
す
で
に
し
て
故
意
に
よ
る
殺
人
罪
を
理
由
と
す
る
有
罪
判
決
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

刑
法
一
六
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
故
意
行
為
を
理
由
と
す
る
有
罪
判
決
の
前
提
と
な
る
の
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
に
属
す
る
諸
事

情
を
そ
の
行
為
時
に
認
識
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
故
意
は
犯
行
結
果
に
至
る
行
為
の
時
点
に
存
在
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
が
そ
の
の
ち
に
な
っ
て
初
め
て
故
意
を
も
っ
た
場
合
（
事
後
の
故
意
）
に
は
、
故
意
行
為
を
理
由
と
す
る

有
罪
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
の
遂
行
時
に
故
意
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
表
象
さ
れ
可
能
だ

と
思
っ
た
態
様
で
構
成
要
件
的
結
果

―
殺
人
罪
で
は
死
の
結
果

―
を
惹
起
す
る
行
為
を
、
犯
行
の
決
意
が
生
じ
た
の
ち
に
行
っ

た
者
だ
け
が
故
意
犯
と
し
て
可
罰
的
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
。
原
判
決
か
ら
は
、
そ
れ
が
被
告
人
両
名
の
行
為
に
当
て

は
ま
る
と
は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。

ラ
ン
ト
裁
判
所
は

―
「
遅
く
と
も
そ
の
時
点
で
（
…
）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に

―
被
告

人
両
名
が
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り
の
赤
色
信
号
の
交
差
点
に
進
入
し
た
時
点
で
は
じ
め
て
殺
人
罪
の
未

必
の
故
意
を
も
っ
た
と
認
定
し
た
。
こ
の
認
定
は
原
判
決
の
他
の
箇
所
で
も
修
正
さ
れ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
同
時
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
被
告
人
両
名
が
そ
の
運
転
の
結
果
と
な
る
他
の
交
通
関

与
者
の
死
を
、
交
差
点
内
に
進
入
す
る
前
の
時
点
で
す
で
に
可
能
な
も
の
と
し
て
認
識
し
つ
つ
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
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に
つ
い
て
確
信
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
被
告
人
両
名
が
交
差
点
内
に
進
入
し
た
時
点
で
は
じ
め

て
殺
人
罪
の
故
意
を
も
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
ら
が
こ
の
時
点
以
降
に
な
お
死
亡
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
行
い
、
あ
る
い
は
事

故
を
回
避
す
る
た
め
に
必
要
な
行
為
を
行
わ
な
か
っ
た
場
合
に
か
ぎ
り
、
故
意
の
殺
人
罪
を
理
由
と
す
る
有
罪
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

し
か
し
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
事
故
の
原
因
と
な
る
被
告
人
両
名
の
行
為
が
殺
人
罪
の
故
意
を
も
っ
て
行
わ
れ
た
こ
と
を
認
定
し
な

か
っ
た
。
む
し
ろ
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
事
実
関
係
の
説
明
に
お
い
て
も
判
決
文
の
そ
の
他
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
被
告
人
両
名
は
交

差
点
内
に
進
入
し
た
時
点
で
は
す
で
に
衝
突
を
回
避
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ト
裁

判
所
は
被
告
人
Ｈ
に
つ
い
て
、
こ
の
時
点
で
「
な
お
ハ
ン
ド
ル
を
操
作
す
る
こ
と
」
は
「
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
」
と
認
定
し
て

い
る
。
原
判
決
の
他
の
箇
所
で
も
、「
被
告
人
両
名
は
そ
の
行
為
、
特
に
そ
の
速
度
か
ら
、
ハ
ン
ド
ル
を
操
作
す
る
可
能
性
を
ま
っ

た
く
奪
わ
れ
て
」
お
り
、「
交
差
点
内
に
進
入
し
た
時
点
で
は
」「
客
観
的
に
も
回
避
行
為
を
行
う
こ
と
は
…
も
は
や
で
き
な
か
っ
た

［
で
あ
ろ
う
］」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
事
故
の
発
生
に
と
っ
て
重
要
な
諸
事
情
、
と
り
わ
け
衝
突
が
避
け
ら
れ
な
い

速
度
に
達
し
て
い
た
こ
と
と
、
赤
色
信
号
に
も
か
か
わ
ら
ず
交
差
点
内
に
進
入
し
た
こ
と
は
、
被
告
人
両
名
が

―
認
定
さ
れ
た
事

実
に
よ
れ
ば

―
殺
人
罪
の
故
意
を
も
っ
た
と
さ
れ
る
時
点
よ
り
前
に
す
で
に
存
在
し
、不
可
逆
的
に
進
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

殺
人
罪
の
故
意
を
も
っ
た
時
点
と
時
間
的
に
重
な
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
相
前
後
す
る
被
告
人
両
名
の
事
故
の
原
因
と
な
っ
た
行
為

を
、
原
判
決
か
ら
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
に
至
る
衝
突
が
も
は
や
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
点
以
降
に
殺
人
罪
の
故
意
が

あ
っ
た
こ
と
は
、
故
意
の
殺
人
罪
を
認
め
る
こ
と
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
。
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

（
．
さ
ら
に
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
未
必
の
故
意
を
認
め
る
理
由
と
な
っ
た
証
拠
の
評
価
は
、
上
告
審
の
検
討
の
範
囲
が
限
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し
て
も
、
法
的
な
検
証
に
耐
え
ら
れ
な
い
。

 a）　

法
的
な
観
点
で
み
る
と
、
恒
常
的
な
判
例
に
よ
れ
ば
、
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
死
の
結
果
を
自
己
の

行
為
の
あ
り
う
る
結
果
と
し
て
、
す
な
わ
ち
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
結
果
と
し
て
認
識
し
（
知
的
要
素
）、
か
つ
、
行

為
者
に
と
っ
て
結
果
の
発
生
は
ど
う
で
も
よ
い
（gleichgültig

）、あ
る
い
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

こ
れ
を
是
認
し
て
（billigen

）、
あ
る
い
は
追
求
す
る
目
的
の
た
め
に
少
な
く
と
も
死
の
結
果
の
発
生
を
受
け
入
れ
た
（sich 

abfinden

）（
意
思
的
要
素
）
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
認
識
あ
る
過
失
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
あ
り
う
る

と
思
っ
た
構
成
要
件
実
現
に
同
意
す
る
こ
と
な
く
、
構
成
要
件
的
結
果
が
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と
こ
と
を
、
単
に
漠
然
と
で
は
な
く

真
剣
に
信
じ
て
い
た
場
合
で
あ
る
。

 b）　

行
為
者
が
こ
れ
ら
の
法
的
基
準
に
照
ら
し
て
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
し
た
か
否
か
は
、
こ
の
二
つ
の
要
素
に
つ
い
て
証

拠
評
価
の
枠
内
で
包
括
的
に
評
価
さ
れ
、
事
実
認
定
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

故
意
が
認
め
ら
れ
る
か
（
認
識
あ
る
）
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
と
り
わ
け
殺
人
罪
や
傷
害
罪
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
客
観
的
行
為
事
情
と
主
観
的
行
為
事
情
を
全
体
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
際
に
、
と
り
わ
け
故
意
の
主

意
的
な
要
素
を
評
価
す
る
際
に
は
通
常
、
事
実
審
の
裁
判
官
が
行
為
者
の
人
格
を
検
討
し
、
そ
の
者
の
行
為
時
の
精
神
状
態
、
動
機

お
よ
び
行
為
事
象
に
と
っ
て
重
要
な
諸
事
情

―
と
り
わ
け
具
体
的
な
侵
害
態
様

―
を
併
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

そ
こ
で
は
、
実
行
行
為
の
客
観
的
危
険
性
が
、
未
必
の
故
意
の
知
的
要
素
に
と
っ
て
も
意
思
的
要
素
に
と
っ
て
も
重
要
な
徴
表
と
な

る
。
し
か
し
、
実
行
行
為
の
危
険
性
と
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
程
度
は
、
被
告
人
が
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
行
為
し
た
か
否
か
の
判
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断
に
と
っ
て
、そ
れ
だ
け
で
重
要
な
諸
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、高
度
に
危
険
な
行
為
が
行
わ
れ
た
場
合
で
も
、個
々

の
事
例
の
諸
事
情
が
重
要
な
問
題
に
な
る
。
そ
の
際
に
事
実
審
の
裁
判
官
は
、
個
々
の
事
例
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
、
故
意
の
存
在

を
疑
わ
せ
る
諸
事
情
を
含
め
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 c）　

原
判
決
は
、
故
意
を
認
め
る
こ
と
に
批
判
的
な
重
要
な
観
点
、
す
な
わ
ち
他
の
車
と
衝
突
し
た
場
合
に
は
被
告
人
自
身
が
危

殆
化
さ
れ
う
る
と
い
う
観
点
を
、
法
的
に
維
持
し
う
る
方
法
で
検
討
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
原
審
の
刑
事
部
の
証
拠
評
価
は

こ
れ
ら
の
要
件
を
正
し
く
評
価
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。

aa）　

行
為
者
が

―
本
件
の
よ
う
に

―
明
白
に
自
己
を
危
殆
化
し
た
諸
事
例
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
諸
原
則
を
前
提
と
す

る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
、
他
人
を
危
殆
化
す
る
行
為
の
遂
行
が
自
己
危
殆
化
を
伴
う
場
合
に
は
殺
人
の
故
意
を
認

め
な
い
、
と
い
う
原
則
は
な
い
。
し
か
し
、
最
初
か
ら
他
人
の
侵
害
や
事
故
の
惹
起
を
企
図
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
道
路
交
通
に

お
け
る
危
険
な
行
為
態
様
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
自
己
危
殆
化
が
あ
れ
ば
、
行
為
者
は
事
故
の
不
発
生
を

信
じ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
実
審
の
裁
判
官
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
行
為

者
か
ら
み
て
自
己
の
行
為
に
基
づ
い
て
自
己
自
身
の
身
体
の
完
全
性
に
つ
い
て
（
も
）
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
範
囲

で
切
迫
し
て
い
る
か
を
、
個
別
の
事
例
に
即
し
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
重
要
な
徴
表
は
、
客
観
的
な
行
為
事

情
、
す
な
わ
ち
行
為
者
の
側
で
用
い
た
交
通
手
段
と
具
体
的
に
切
迫
し
た
事
故
状
況
か
ら
生
じ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
自
身
が

乗
っ
て
い
る
の
が
乗
用
車
か
オ
ー
ト
バ
イ
か
、
切
迫
し
て
い
る
衝
突
の
相
手
が
歩
行
者
か
オ
ー
ト
バ
イ
か
、
あ
る
い
は
他
の
乗
用
車

か
ト
ラ
ッ
ク
か
が
、
自
己
危
殆
化
に
つ
い
て
の
行
為
者
の
表
象
の
内
容
に
様
々
な
影
響
を
与
え
う
る
か
ら
で
あ
る
。

bb）　

原
審
の
刑
事
部
は
、
本
件
の
事
象
を
評
価
す
る
際
に
、
乗
用
車
に
乗
っ
て
い
た
被
告
人
両
名
は
自
分
の
身
は
安
全
だ
と
思
っ
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

て
い
た
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
事
故
が
起
き
た
ら
自
分
が
危
殆
化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
観
点
を
、
す
で
に
最
初
か
ら
重

視
し
な
か
っ
た
。

（
（
） 　

し
か
し
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
的
に
瑕
疵
の
あ
る
方
法
で
、
存
在
し
な
い
経
験
則
を
決
定
的
な
拠

り
所
と
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
両
名
に
そ
う
し
た
安
全
感
が
あ
っ
た
と
認
め
た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
す
で
に
支
持
し
う
る

根
拠
を
も
た
な
い
。

原
判
決
は
、
被
告
両
名
と
同
じ
立
場
に
あ
る
交
通
関
与
者
は
原
則
と
し
て
自
己
の
危
険
を
考
慮
し
て
い
な
い
と
い
う
仮
定
に
基
づ

い
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
原
審
は
、「
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
モ
ー
タ
ー
ス
ポ
ー
ツ
で
用
い
ら
れ
る
乗
用
車
」
は
「
特
別
な
安
全
感
」

を
与
え
て
く
れ
る
。「
そ
の
よ
う
な
乗
用
車
の
運
転
者
」
は
「
数
ト
ン
の
重
量
が
あ
り
、
強
い
加
速
力
を
も
ち
、
総
合
的
な
安
全
技

術
を
備
え
た
車
の
中
で
、戦
車
や
城
塞
の
中
に
い
る
の
と
同
じ
よ
う
に
強
力
か
つ
圧
倒
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
」と
感
じ
て
お
り
、「
自

分
自
身
に
は
い
さ
さ
か
の
危
険
」
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
定
の
車
種
の
車
に
乗
っ
て
い
る
一
定
の

タ
イ
プ
の
自
動
車
運
転
者
が
原
則
と
し
て
自
分
は
安
全
だ
と
感
じ
、
自
分
の
身
体
の
安
全
性
に
は
い
さ
さ
か
の
危
険
も
な
い
と
思
っ

て
い
る
、
と
い
う
経
験
則
は
存
在
し
な
い
。
さ
ら
に
、
被
告
人
両
名
に
つ
い
て
具
体
的
に
そ
う
し
た
表
象
が
あ
っ
た
と
い
う
証
明
も

な
い
。
本
件
に
お
い
て
客
観
的
に
切
迫
し
た
事
故
状
況

―
市
内
の
交
差
点
で
の
他
の
乗
用
車
と
の
衝
突
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
判

決
理
由
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
時
速
一
三
九
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
な
い
し
一
六
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
バ
ス
と
衝
突
す
る
こ

と

―
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
は
な
い
。

（
（
）　

さ
ら
に
、
原
判
決
の
認
定
の
基
礎
に
は
、
被
告
人
両
名
が
行
っ
た
行
為
の
危
険
性
の
評
価
に
つ
い
て
矛
盾
す
る
認
識
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
原
審
の
刑
事
部
は
一
方
で
、
被
告
人
両
名
は
自
己
の
車
に
乗
っ
て
安
全
だ
と
感
じ
、
自
己
の
危
険
は
ま
っ
た
く
考
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え
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
、
他
方
で
、
被
告
人
両
名
は
付
帯
私
訴
人
Ｋ
女
の
傷
害
に
つ
い
て
は
故
意
を
も
ち
、

し
か
も
危
険
な
道
具
を
用
い
て
、
生
命
を
危
殆
化
す
る
操
作
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
い
、
さ
ら
に
Ｋ
女
が
「
致
命
的
な
傷

害
を
負
う
か
も
し
れ
な
い
」
こ
と
を
「
や
む
を
え
な
い
」
と
思
っ
て
い
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
Ｋ
女
は
行
為
時
に
被
告
人
Ｎ
の
隣
の

助
手
席
に
座
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
同
じ
乗
用
車
内
の
乗
員
に
つ
い
て
二
つ
の
相
反
す
る
危
険
の
評
価
を

行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
被
告
人
両
名
は
自
己
の
危
殆
化
と
Ｋ
女
の
危
殆
化
を
別
異
に
評
価
し
て
い
た
と
い
う

―
わ
か
り
に
く
い

―
認
識
は
、
原
審
の
刑
事
部
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

（
．
被
告
人
Ｎ
に
つ
い
て
は
、
共
同
正
犯
と
し
て
行
っ
た
謀
殺
罪
の
責
を
負
う
と
い
う
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
認
定
の
基
礎
と
な
っ
た

考
察
は
法
的
な
検
証
に
耐
え
な
い
の
で
、
原
判
決
は
す
で
に
し
て
成
り
立
た
な
い
。
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
行
っ
た
共
同
正
犯
と
し
て
の

行
為
の
検
証
は
、
共
同
正
犯
的
遂
行
の
前
提
条
件
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
構
成
要
件
関
係
的
な
検
証

―
本
件
で
は
故
意
の
殺
人

罪
の
存
在
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

―
が
行
わ
れ
て
い
な
い
の
で
、
不
十
分
で
あ
る
。

 a）　

二
五
条
二
項
の
共
同
正
犯
の
前
提
と
な
る
の
は
共
同
の
行
為
決
意
で
あ
り
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
各
共
同
正
犯
者
が
客
観
的
な

行
為
寄
与
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
共
同
の
行
為
決
意
は
明
示
的
に
成
立
す
る
必
要
は
な
く
、
黙
示
的
な
合
意
が
あ
れ
ば
足
り

る
。
こ
の
黙
示
的
な
合
意
は

―
当
初
の
行
為
計
画
を
拡
大
し
て

―
分
業
的
に
遂
行
す
る
行
為
の
範
囲
内
で
も
成
立
し
う
る
。
し

か
し
、
二
五
条
二
項
に
よ
れ
ば
、
行
為
決
意
な
い
し
行
為
計
画
の
基
点
と
な
る
の
は
、
常
に
犯
罪
行
為
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
共

同
正
犯
と
し
て
行
わ
れ
る
殺
人
罪
の
前
提
と
な
る
の
は
、
共
同
の
行
為
決
意
が
分
業
的
共
働
に
よ
る
人
の
殺
害
に
向
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
ら
が
共
同
の
企
て
を
決
意
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
が
死
に
至
っ
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た
と
い
う
だ
け
で
は
、
共
同
正
犯
と
し
て
行
わ
れ
た
殺
人
罪
を
認
め
る
に
は
十
分
で
な
い
。

 b）　

本
件
で
は
す
で
に
、
未
必
の
故
意
に
よ
る
他
の
交
通
関
与
者
の
殺
害
を
含
む
共
同
の
行
為
決
意
が
被
告
人
両
名
に
よ
っ
て
な

さ
れ
た
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
。
原
審
の
刑
事
部
が
認
定
し
て
証
明
し
た
の
は
、
被
告
人
両
名
が
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
広
場
で
顔
を

合
わ
せ
た
と
き
に
「
自
発
的
な
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
し
よ
う
と
合
意
し
た
」
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
さ
ら
に
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、
被
告

人
Ｎ
は
次
第
に
加
速
す
る
と
い
う
運
転
行
為
に
よ
っ
て
、
被
告
人
Ｈ
と
「
一
緒
に
走
行
し
て
腕
比
べ
を
し
よ
う
」
と
い
う
意
思
を
示

し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
説
明
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
法
規
に
違
反
す
る
路
上
の
レ
ー
ス
を
し
よ
う

と
い
う
合
意
と
そ
の
共
同
遂
行
だ
け
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
裁
判
所
は
、オ
ー
ト
レ
ー
ス
に
つ
い
て
合
意
し
た
時
点
で
も
、そ
の
後
の
レ
ー

ス
の
時
点
で
も
、
共
同
の
行
為
決
意
の

―
少
な
く
と
も
黙
示
的
な

―
拡
大
を
認
定
し
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
証
明
し
て
い
な
い
。

む
し
ろ
、
ラ
ン
ト
裁
判
所
が
そ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の
は
、「
オ
ー
ト
レ
ー
ス
の
勝
負
に
よ
る
腕
比
べ
は
当
然
に
共
同
の
行
為

支
配
の
も
と
で
行
わ
れ
た
行
為
で
あ
る
」、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
慮
が
故
意
の
殺
人
罪
と
結
び
つ
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
共
同
正
犯
の
検
討
の
中
に
は
見
い
だ
せ
な
い
。
被
告
人
両
名
が
共
同
の
行
為
に
よ
っ
て
他
人
を
殺
す
と
い
う

決
意
を
い
だ
い
た
こ
と
は
、
原
判
決
の
ど
こ
か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。［
以
下
略
］

三 

ド
イ
ツ
の
学
説
と
判
例

わ
が
国
の
学
説
で
は
こ
れ
ま
で
、
故
意
（
犯
罪
事
実
の
認
識
）
の
意
義
に
つ
い
て
、
一
方
に
お
い
て
、
犯
罪
事
実
の
表
象
が
あ
れ
ば
足
り

る
と
す
る
表
象
説
と
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
犯
罪
事
実
が
実
現
さ
れ
る
蓋
然
性
の
程
度
を
相
当
高
度
の
も
の
と
し
て
表
象
し
た
場
合
に
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故
意
を
認
め
る
蓋
然
性
説
が
主
張
さ
れ
、
他
方
に
お
い
て
、
犯
罪
事
実
の
実
現
の
意
欲
・
希
望
を
必
要
と
す
る
意
思
説
と
、
こ
れ
を
基
礎

に
し
て
、
犯
罪
の
実
現
を
認
容
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
認
容
説
が
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
蓋
然
性
説
と
認
容
説
を
総
合
し
て
、

行
為
者
の
認
識
が
反
対
動
機
の
形
成
に
与
え
る
影
響
を
考
慮
す
る
動
機
説
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
で
は
、
ド
イ
ツ
の
学
説
・
判
例

の
状
況
は
ど
う
か
。

（
（
）　

学
説
の
状
況

ド
イ
ツ
刑
法
一
五
条
は
、
刑
法
が
明
文
に
よ
り
過
失
行
為
に
つ
い
て
刑
罰
を
科
し
て
い
な
い
場
合
に
は
故
意
行
為
の
み
が
可
罰
的
で
あ

る
こ
と
を
規
定
し
、
同
法
一
六
条
一
項
は
、
行
為
の
遂
行
の
際
に
法
定
構
成
要
件
に
属
す
る
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
者
は
故
意
に
行
為
し

た
も
の
で
は
な
い
旨
を
規
定
す
る
。
学
説
は
一
般
に
、
こ
こ
で
い
う
「
故
意
」
す
な
わ
ち
構
成
要
件
的
故
意
を
、
行
為
者
が
構
成
要
件
の

実
現
を
追
求
し
て
い
る
内
心
的
態
度
を
指
す
「
意
図
」（
第
一
級
のdolus directus

）、
追
求
し
て
い
な
い
が
確
実
に
実
現
す
る
で
あ
ろ
う

と
予
見
し
て
い
る
内
心
的
態
度
を
指
す
「
直
接
的
故
意
」（
第
二
級
のdolus directus

）、
お
よ
び
、
実
現
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
見
し

つ
つ
実
現
し
て
も
こ
れ
を
是
認
し
よ
う
と
す
る
内
心
的
態
度
を
指
す
「
未
必
の
故
意
」（dolus eventualis

）
の
三
つ
の
形
態
に
区
別
し
、

こ
れ
ら
を
過
失
す
な
わ
ち
「
認
識
あ
る
過
失
」
お
よ
び
「
認
識
な
き
過
失
」
と
対
比
さ
せ
る
。
こ
こ
で
の
も
っ
と
も
重
要
な
問
題
は
、
い

う
ま
で
も
な
く
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
で
あ
る
。

両
者
の
区
別
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
を
概
観
す
る
と
、
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
Ａ
表
象
説
（V

orstellungstheorie

）
と
Ｂ
意
思
説

（W
illenstheorie

）
の
対
立
が
あ
り
、
こ
の
両
説
の
内
部
で
さ
ら
に
学
説
が
分
岐
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
各
学
説
の
主
張
は
次
の
と
お

り
で
あ
る）

（（
（

。
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Ａ　

表
象
説

構
成
要
件
の
実
現
ま
た
は
そ
の
危
険
に
つ
い
て
一
定
程
度
の
表
象
が
あ
れ
ば
故
意
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
意
思
的
要
素
が

な
く
と
も
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
は
、
構
成
要
件
の
実
現
に
つ
い
て
ど

の
程
度
の
表
象
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

行
為
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
決
定
規
範
の
内
容
は
、
自
己
の
行
為
の
法
益
侵
害
的
性
質
が
確
実
に
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
す

る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
構
成
要
件
の
実
現
を
具
体
的
に

可
能
で
あ
る
と
思
っ
た
に
す
ぎ
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
実
現
を
表
象
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
に
出
た
場
合
に
は
、
そ
の
規

範
の
警
告
的
動
機
づ
け
を
意
識
的
に
無
視
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
に
行
為
者
は
、
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
不
法
の
実
現
に
賛

成
し
た
の
で
あ
る
。
未
必
の
故
意
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
。

② 

構
成
要
件
を
実
現
す
る
具
体
的
な
可
能
性
を
表
象
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
に
出
た
者
は
、
そ
の
実
現
に
同
意
し
た
者
と
基
本
的

に
異
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
的
要
素
は
故
意
を
認
め
る
た
め
の
固
有
の
要
素
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
た
状
況
に
お

い
て
意
欲
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
積
極
的
な
実
現
意
思
と
し
て
の
意
欲
の
概
念
を
歪
め
る
こ
と
に
な
る
。

③ 

学
説
の
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
、
結
果
に
つ
い
て
確
実
な
表
象
が
あ
る
場
合
に
は
、
是
認
や
無
関
心
と
い
っ
た
情
緒
的
な
心
理
状

態
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
不
確
実
な
表
象
が
あ
る
場
合
で
も
、
そ
う
し
た
情
緒
的
な
要
素
を
指
標
と
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

Ａ
―

１　

可
能
性
説
（M

öglichkeitstheorie

））
（1
（



三
九
八

行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
具
体
的
に
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
に
出
た
場
合
に
は
、
そ
れ

だ
け
で
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、「
過
失
は
す
べ
て
認
識
な
き
過
失
で
あ
る
」（Schröder

）。

Ａ
―

２　

蓋
然
性
説
（W

ahrscheinlichkeitstheorie

））
（1
（

行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
蓋
然
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
す
れ
ば
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
蓋
然
性
の
程
度
は
、

必
ず
し
も
高
度
で
あ
る
必
要
で
な
く
、
単
な
る
可
能
性
を
超
え
る
程
度
で
あ
れ
ば
よ
い
。

Ａ
―
３　

危
険
説
（Risikotheorie

））
（1
（

故
意
の
対
象
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
結
果
で
は
な
く
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
が
構
成
要
件
を
実
現
す
る

危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
に
出
る
こ
と
を
決
意
し
た
場
合
に
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
危
険
の
認
識
と
は
、「
許
さ
れ
な
い
危
険
」
の
認
識
（Frisch

）、
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ
な
い
た
め
に
は
幸
運
や
偶
然
が
大
き
く
介
入

す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
と
い
う
意
味
で
の
「
遮
蔽
さ
れ
て
い
な
い
危
険
」
の
認
識
（H

erzberg

）、
あ
る
い
は
、
理
性
的
な
人
間
で
あ

れ
ば
侵
害
結
果
が
生
ず
る
は
ず
だ
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
生
じ
て
よ
い
と
い
う
格
率
の
も
と
で
引
き
受
け
る
よ
う
な
質
と
量
を
備
え
た

「
加
重
さ
れ
た
危
険
」
の
認
識
（Puppe

）
を
い
う
。

Ｂ　

意
思
説

い
か
な
る
形
式
の
故
意
で
あ
れ
、
故
意
犯
と
し
て
の
責
任
を
問
う
に
は
構
成
要
件
の
実
現
の
表
象
と
そ
の
意
思
が
と
も
に
必
要
で
あ
る

か
ら
、未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
は
行
為
者
の
意
思
の
面
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

① 

未
必
の
故
意
に
つ
い
て
、
故
意
は
構
成
要
件
の
実
現
の
表
象
と
そ
の
意
思
で
あ
る
と
い
う
故
意
の
意
義
を
否
定
す
る
論
者
は
、
故
意
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人
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の
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（
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概
念
の
基
本
構
造
を
正
当
な
根
拠
な
し
に
解
体
す
る
も
の
で
あ
る
。

② 
故
意
と
過
失
の
区
別
は
重
大
な
責
任
の
相
違
を
も
た
ら
す
二
つ
の
不
法
類
型
の
振
り
分
け
を
意
味
す
る
の
で
、
未
必
の
故
意
に
つ
い

て
意
思
的
要
素
を
必
要
と
し
な
い
と
解
す
る
と
、
こ
の
振
り
分
け
を
行
為
者
に
と
っ
て
不
利
益
な
方
向
に
歪
め
る
こ
と
に
な
る
。

③ 

行
為
時
に
構
成
要
件
の
実
現
を
予
見
す
る
の
は
、
故
意
の
み
な
ら
ず
認
識
あ
る
過
失
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
か
ら
、
故
意
と
過
失

を
内
容
的
に
区
別
す
る
の
は
表
象
で
は
な
く
意
思
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
の
実
現
を
意
欲
す
る
の
が
故
意
で
あ
り
、
こ
れ

を
意
欲
し
な
い
の
が
過
失
で
あ
る
。

④ 

他
人
の
法
益
を
侵
害
す
る
高
度
の
危
険
を
表
象
し
て
行
為
に
出
る
者
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
法
益
侵
害
を
受
け
入
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
意
思
的
要
素
を
不
要
と
す
る
表
象
説
の
テ
ー
ゼ
は
誤
り
で
あ
る
。

Ｂ
―

１　

是
認
説
（Billigungstheorie
））

（1
（

故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
予
見
し
た
う
え
で
、
内
心
に
お
い
て
こ
れ
を
是
認
し
、
こ
れ
に
同
意
し
、

あ
る
い
は
こ
れ
を
や
む
を
え
な
い
と
思
う
場
合
で
あ
る
。
構
成
要
件
の
実
現
を
内
心
に
お
い
て
是
認
せ
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
実
現
を
望
ん

で
い
な
い
場
合
に
は
、
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

Ｂ
―

２　

無
関
心
説
（Gleichgültikeitstheorie

））
（1
（

行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
積
極
的
に
是
認
し
た
場
合
の
み
な
ら
ず
、
生
じ
う
る
副
次
的
な
結
果
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
っ
た
場
合

に
も
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
副
次
的
な
結
果
を
望
ま
し
く
な
い
も
の
と
思
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
実

現
し
な
い
こ
と
を
望
ん
で
い
た
場
合
に
は
、
未
必
の
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。

Ｂ
―
３　

回
避
説
（V

erm
eidungstheorie

））
（1
（



四
〇
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行
為
者
が
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
可
能
な
も
の
と
表
象
し
た
場
合
に
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
事
象
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ

う
と
す
る
意
思
が
結
果
の
回
避
に
向
け
ら
れ
て
い
た
場
合
に
は
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
可
能
な
も
の
と
表
象
し
た
付
随
的

結
果
が
生
じ
な
い
よ
う
に
事
象
経
過
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
試
み
た
場
合
に
は
、
結
果
の
発
生
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
意
思
が
行
為

に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
、
認
識
あ
る
過
失
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

Ｂ
―

４　

受
容
説
（Ernstnahm

etheorie

））
（1
（

未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
実
現
の
可
能
性
を
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
れ
を
受
容
し
た
（ernst 

nehm
en

）
場
合
、
す
な
わ
ち
自
己
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
構
成
要
件
実
現
の
可
能
性
を
受
け
入
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
実
現
を
や
む

を
え
な
い
と
思
っ
た
場
合
で
あ
り
、
認
識
あ
る
過
失
と
な
る
の
は
、
構
成
要
件
実
現
の
可
能
性
を
認
識
し
つ
つ
も
こ
れ
を
受
容
す
る
こ
と

な
く
、
構
成
要
件
の
実
現
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
軽
率
に
信
じ
た
場
合
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
結
果
発
生
の
可
能
性
を
受
容
し

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
に
は
運
が
味
方
し
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
希
望
し
て
成
り
行
き
に
ま
か
せ
た
者
に
つ
い
て
は
、
未
必
の
故
意
を

否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
自
己
の
結
果
回
避
の
能
力
を
過
大
に
評
価
し
て
結
果
は
発
生
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
っ
た
者

は
、
結
果
発
生
の
可
能
性
を
受
容
し
た
と
は
い
え
ず
、
認
識
あ
る
過
失
に
と
ど
ま
る
。

も
っ
と
も
、
本
説
と
是
認
説
と
の
相
違
は
微
妙
で
あ
る
。「
是
認
」
と
は
、
字
義
ど
お
り
に
解
す
れ
ば
、
行
為
者
に
と
っ
て
結
果
が
望

ま
し
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
行
為
者
が
結
果
の
発
生
を
歓
迎
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
厳
格
に
解
す
る
な
ら
ば
、
是
認
は
意

欲
と
ほ
ぼ
同
義
に
な
り
、
結
果
を
計
算
に
入
れ
て
い
て
も
、
あ
る
い
は
結
果
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
て
も
「
是
認
」
し
て
い
な
け
れ
ば

故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、し
た
が
っ
て
未
必
の
故
意
を
論
ず
る
余
地
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
本
説
が
い
う
「
受
容
」

と
は
、
恩
恵
を
受
け
つ
つ
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
不
利
益
を
甘
受
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
、
受
容
説
か
ら
は
、
結
果
の
発
生
を
歓
迎
せ
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一

行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

ず
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
遺
憾
に
思
っ
て
い
て
も
、
そ
の
結
果
を
自
己
の
意
思
に
取
り
込
む
と
い
う
意
味
で
受
け
入
れ
る
と
い
う
内
心
的
態

度
が
あ
れ
ば
、
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。

以
上
の
諸
説
を
判
例
の
事
案
に
即
し
て
敷
衍
す
れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る）

11
（

。

①　

BGH
St （,（（（

の
事
案）

1（
（

Ｘ
と
Ｙ
は
、
Ｏ
の
反
抗
を
抑
圧
し
て
そ
の
財
物
を
奪
う
こ
と
を
計
画
し
、
反
抗
抑
圧
の
手
段
と
し
て
当
初
は
睡
眠
薬
を
用
い
よ
う
と
し

た
が
、
そ
の
計
画
が
失
敗
し
た
の
で
、
次
に
皮
ひ
も
で
Ｏ
の
首
を
絞
め
て
意
識
を
失
わ
せ
て
か
ら
縛
り
あ
げ
よ
う
と
考
え
た
が
、
Ｏ
が
死

亡
す
る
危
険
が
あ
っ
た
の
で
、
結
局
は
砂
袋
で
Ｏ
の
頭
部
を
殴
打
し
て
意
識
を
失
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
犯
行
当
日
、
両
名
は
眠
っ
て
い

る
Ｏ
の
頭
部
を
砂
袋
で
殴
打
し
た
が
、
砂
袋
が
破
れ
て
Ｏ
が
目
を
覚
ま
し
た
の
で
、
Ｘ
が
密
か
に
持
参
し
て
い
た
皮
ひ
も
を
取
り
出
し
、

Ｙ
と
合
意
の
上
で
Ｏ
の
首
を
絞
め
て
同
人
を
死
亡
さ
せ
た
。
両
名
は
、
皮
ひ
も
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
Ｏ
が
死
亡
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
の
で
死
亡
さ
せ
た
く
な
い
と
思
っ
て
お
り
、
実
際
に
犯
行
直
後
に
Ｏ
の
蘇
生

を
試
み
て
い
た
。
両
名
に
謀
殺
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
条
）
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
未
必
の
故
意
を
認
め
る
に
は
、
生
じ
う
る
結
果
を
予
見
し
、
か
つ
そ
の
結
果
を
是
認
し
て
い
る
こ
と
が
必

要
で
あ
り
、
是
認
こ
そ
が
認
識
あ
る
過
失
と
区
別
す
る
決
定
的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
し
た
上
で
、「
行
為
者
に
と
っ
て
結
果
の
発

生
が
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」、
な
ぜ
な
ら
ば
「
自
己
の
行
為
そ
れ
自
体
が
望

ま
し
く
な
い
結
果
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
た
者
は
…
…
法
的
な
意
味
に
お
い
て
そ
の
結
果
を
是
認
し
て
い
た
」
か

ら
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
と
Ｙ
に
謀
殺
罪
の
故
意
を
認
め
た）

11
（

。
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こ
の
事
案
の
Ｘ
と
Ｙ
は
、
Ｏ
が
死
亡
す
る
可
能
性
を
具
体
的
に
認
識
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
蓋
然
性
も
認
識
し
、
自
己
の
行
為

が
Ｏ
を
死
亡
さ
せ
る
許
さ
れ
な
い
危
険
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
の
で
、
可
能
性
説
、
蓋
然
性
説
お
よ
び
危
険
説
か
ら
は
未

必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
両
名
は
内
心
に
お
い
て
は
Ｏ
の
死
亡
を
望
ん
で
お
ら
ず
、
無
関
心
で
あ
っ
た
と
も
い
え

な
い
の
で
、
是
認
説
と
無
関
心
説
か
ら
は
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
両
名
の
意
思
は
Ｏ
の
窒
息
死
を
回
避
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

て
い
た
の
で
、
回
避
説
か
ら
も
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
受
容
説
で
は
、
財
物
奪
取
の
目
的
を
遂
げ
る
た
め
に
行
為

を
継
続
し
た
こ
と
に
よ
り
、
Ｏ
の
死
亡
の
可
能
性
を
受
け
入
れ
た
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
結
果
の
回
避
に
向
け
た
行
動
を
と
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か

ら
）
と
い
え
る
の
で
、
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

②　

BGH
St （（,（

の
事
案）

11
（

Ｈ
Ｉ
Ｖ
に
感
染
し
た
Ｘ
は
、
性
行
為
の
際
に
相
手
方
に
感
染
さ
せ
る
危
険
が
あ
る
の
で
コ
ン
ド
ー
ム
を
用
い
る
必
要
が
あ
る
旨
、
医
師

か
ら
知
ら
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
性
愛
者
が
集
ま
る
ク
ラ
ブ
に
お
い
て
、
そ
の
事
情
を
知
ら
な
い
同
性
愛
者
Ｏ
と
コ
ン
ド
ー

ム
を
用
い
る
こ
と
な
く
一
度
だ
け
性
行
為
を
行
っ
た
が
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
感
染
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
際
に
Ｘ
は
、
相
手
方
に
感
染

さ
せ
れ
ば
死
に
至
る
危
険
が
生
ず
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
が
、
Ｏ
に
感
染
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
。
Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
感
染
さ
せ
る

こ
と
が
重
い
傷
害
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
二
三
ａ
条
）
に
当
た
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
Ｘ
に
同
罪
の
（
未
遂
の
）
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
か
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
故
意
を
認
め
る
に
は
構
成
要
件
実
現
の
認
識
お
よ
び

3

3

3

意
欲
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
構
成
要
件
的
結
果
の
是
認
が
本
質
的
な

不
法
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
Ｘ
は
Ｏ
へ
の
感
染
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
コ
ン
ド
ー
ム
を
用
い
る
こ

と
な
く
性
行
為
に
及
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、「
こ
の
よ
う
な
行
為
態
様
と
結
び
つ
い
た
危
険
を
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
」、
あ
る
い
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

は
「
自
己
の
性
的
欲
求
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
感
染
の
危
険
の
発
生
を
受
け
入
れ
て
い
た
」
と
い
え
る
の
で
、
重
い
傷
害
罪
の
故
意
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
表
象
説
の
陣
営
の
う
ち
、
可
能
性
説
か
ら
は
当
然
に
故
意
が
認
め
ら
れ
る
が
、
蓋
然
性
説
か
ら
は
、
そ
の
性
行
為
が

一
度
だ
け
で
あ
れ
ば
、「
感
染
の
蓋
然
性
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
Ｘ
の
弁
解
を
排
斥
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
故
意
を
認

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
危
険
説
か
ら
は
、
感
染
の
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
行
為
に

出
る
こ
と
を
決
意
し
た
の
で
、
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
、
意
思
説
の
陣
営
で
は
、
Ｘ
は
Ｏ
に
感
染
さ
せ
よ
う
と
は
思
っ
て

お
ら
ず
、
そ
れ
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
の
で
、
是
認
説
と
無
関
心
説
か
ら
は
故
意
は
否
定
さ
れ
る
が
、
回
避
説
か
ら

は
、
容
易
に
期
待
可
能
で
ほ
ぼ
確
実
に
感
染
を
防
止
し
う
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
故
意
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
受
容
説
で
は
、
感
染
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
感
染
の
可
能
性
を
受
容
し
た
と
は
い

え
ず
、
故
意
は
否
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

③　

BGH
 N

JW
 （（（（,（（（

の
事
案）

11
（

Ｘ
は
、
路
肩
に
駐
車
し
て
い
た
自
己
の
乗
用
車
内
に
お
い
て
、
た
ま
た
ま
通
り
か
か
っ
た
（
人
の
少
女
を
車
内
に
引
き
入
れ
て
、
同
女

ら
に
わ
い
せ
つ
な
行
為
を
行
っ
た
。
同
女
ら
は
一
四
歳
未
満
で
あ
っ
た
が
、
Ｘ
は
、
同
女
ら
が
身
体
的
に
成
長
し
て
い
た
の
で
一
四
歳
か

一
五
歳
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。
Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、Ｘ
は
同
女
ら
の
年
齢
に
つ
い
て
は
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
認
定
し
た
。

Ｘ
に
、
一
四
歳
未
満
の
子
ど
も
に
対
す
る
性
的
行
為
を
禁
ず
る
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
六
条
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。

Ｂ
Ｇ
Ｈ
は
、
同
罪
の
未
必
の
故
意
を
認
め
る
に
は
、
行
為
者
が
「
被
害
者
が
一
四
歳
に
達
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性

を
表
象
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
行
を
決
意
し
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
が
、被
告
人
は
そ
の
点
に
つ
い
て
「
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
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の
で
、
同
罪
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

こ
の
事
例
で
は
、
構
成
要
件
要
素
の
存
在
に
つ
い
て
「
何
も
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
者
は
、
自
己
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
い
う
表
象
を
も
っ
て
い
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
い
ず
れ
の
学
説
に
よ
っ
て
も
同
罪
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。

で
は
、
右
の
諸
説
の
う
ち
、
い
ず
れ
の
説
を
も
っ
て
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
思
う
に
、
一
定
程
度
の
表
象
が
あ
れ
ば
故
意
責
任

を
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
表
象
説
は
、
決
定
規
範
の
警
告
的
機
能
を
過
度
に
強
調
し
、
構
成
要
件
実
現
の
可
能
性
を
表
象
し
た
に
す

ぎ
な
い
者
を
そ
の
実
現
に
同
意
し
た
者
と
同
一
に
論
ず
る
点
で
疑
問
が
あ
る
。
む
し
ろ
、
犯
罪
事
実
を
是
認
な
い
し
受
容
し
つ
つ
あ
え
て

3

3

3

そ
の
行
為
に
出
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
故
意
犯
と
し
て
の
強
い
規
範
的
非
難
を
加
え
う
る
こ
と
か
ら
、
意
思
説
の
立
場
を
議
論
の
出
発
点

と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。
で
は
、
意
思
説
の
陣
営
に
属
す
る
い
ず
れ
の
説
を
支
持
す
べ
き
か
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
①
法
益
保
護
を
志
向
す
る
刑
法
は
本
来
、
行
為
者
の
心
情
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
法
益
侵
害
に
向
け
ら
れ
た
行
為

を
阻
止
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
の
で
、
故
意
と
過
失
は
行
為
者
の
是
認
、
無
関
心
等
の
情
緒
的
な
心
理
状
態
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
行
為
者
が
自
己
の
行
為
か
ら
生
ず
る
法
益
侵
害
結
果
を
甘
受
す
る
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を
受
け
入
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
是
認
説
と
無
関
心
説
の
着
眼
点
は
適
切
で
な
い
。
②
た
し
か
に
、
行
為
者
の
行
動
に
結
果
回

避
の
た
め
の
措
置
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
法
益
侵
害
結
果
を
受
け
入
れ
た
と
は
い
え
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
右
のBGH

St （,（（（

の
事
案
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
益
侵
害
の
高
い
危
険
性
を
有
す
る
行
為
を
継
続
し
た
場
合
に
は
、
法
益
侵
害
結
果
を
受
け

入
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、
行
為
者
が
結
果
回
避
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
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ら
ず
法
益
侵
害
結
果
を
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
故
意
犯
と
し
て
の
強
い
規
範
的
非
難
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
回
避
説
は
意
思
内
容
の
評
価
に
お
い
て
一
面
的
に
過
ぎ
る
。
む
し
ろ
、
③
受
容
説
が
い
う
よ
う
に
、
行
為
者
は
結

果
発
生
の
危
険
を
認
識
し
た
時
点
で
、
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
ず
に
犯
行
を
断
念
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
結
果
を
受
け
入
れ
て
犯
行
目

的
を
達
す
る
か
の
決
断
を
迫
ら
れ
る
の
で
、
前
者
の
場
合
に
は
、
法
益
侵
害
結
果
が
発
生
し
て
も
故
意
犯
と
し
て
の
強
い
規
範
的
非
難
を

加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
そ
の
法
敵
対
的
な
意
思
決
定
は
認
識
あ
る
過
失
と
比
較
し
て
際
立
っ
た
無
価
値
内
容

を
も
つ
こ
と
か
ら
、
前
者
と
比
較
し
て
格
段
に
厳
し
い
処
罰
に
値
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

（
（
）　

殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
に
関
す
る
判
例

Ｂ
Ｇ
Ｈ
の
判
例
の
立
場
を
上
記
の
諸
説
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
〇

年
代
ま
で
は
判
決
文
中
の
一
般
論
と
し
て
是
認
説
の
考
え
方
を
述
べ
た
裁
判
例
が
多
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
降
は
受
容
説
ま
た
は
そ
れ

に
近
い
立
場
に
立
っ
た
裁
判
例
が
増
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
年
の
裁
判
例
を
み
る
と
、
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
が
問
題
に
な
っ

た
事
例
に
お
い
て
は
、
認
識
あ
る
過
失
と
の
区
別
に
つ
い
て
以
下
の
三
つ
の
テ
ー
ゼ
が
ほ
ぼ
共
通
の
判
断
基
準
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
看
取
さ
れ
る）

11
（

。

① 

未
必
の
故
意
は
、
行
為
者
が
構
成
要
件
の
実
現
を
可
能
な
こ
と
と
し
て
、
す
な
わ
ち
あ
り
え
な
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
と
し
て
認
識

し
、
さ
ら
に
、
そ
の
実
現
を
是
認
し
、
あ
る
い
は
自
己
の
追
求
す
る
目
的
の
た
め
に
は
少
な
く
と
も
そ
の
実
現
を
や
む
を
え
な
い
と
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思
っ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
る）

11
（

。

② 
殺
人
罪
の
事
例
に
お
い
て
、
行
為
者
が
き
わ
め
て
危
険
な
暴
力
的
行
為

―
た
と
え
ば
拳
銃
の
発
砲
、
ナ
イ
フ
に
よ
る
刺
突
、
頚
部

の
絞
扼

―
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
被
害
者
が
死
亡
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
を
考
慮
に
入
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
自
己
の
行
為
を
継
続
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
を
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
次
の
場
合
に
は
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
に
人
の
生
命
を
危
殆
化
さ
せ
る

自
己
の
行
為
を
正
し
く
認
識
し
て
い
た
が
、
た
と
え
ば
情
動
、
ア
ル
コ
ー
ル
の
影
響
あ
る
い
は
脳
の
器
質
的
障
害
等
に
基
づ
く
精
神

的
な
障
害
に
よ
り
人
を
死
に
至
ら
せ
る
危
険
は
な
い
と
思
っ
て
い
た
場
合
（
認
識
的
要
素
の
欠
如
）
と
、
行
為
者
が
自
己
の
行
為
の
客

観
的
な
危
険
を
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
時
に
お
い
て
死
亡
結
果
が
生
じ
な
い
こ
と
を
漠
然
と
で
は
な
く
真
剣
に
望

ん
で
い
た
場
合
（
意
思
的
要
素
の
欠
如
）
で
あ
る
。

③ 

事
実
審
の
裁
判
官
は
、
客
観
的
な
行
為
事
情
と
主
観
的
な
行
為
事
情
を
全
体
的
に
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
殺
人
罪
の
未
必

の
故
意
の
認
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
行
為
態
様
が
も
っ
て
い
る
明
白
な
生
命
の
危
険
を
、
詳
細
な
検
討
を
せ
ず
に
済
ま
せ
る
ほ
ど
過

小
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
。

右
の
テ
ー
ゼ
①
は
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
に
つ
い
て
是
認
説
な
い
し
受
容
説
の
立
場
に
立
つ
べ
き
こ
と
を
示
し
た
も

の
で
あ
り
、
そ
の
②
は
、
行
為
者
が
き
わ
め
て
危
険
な
暴
力
的
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
は
原
則
的
に
殺
意
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

例
外
的
に
認
識
的
要
素
な
い
し
意
思
的
要
素
が
欠
如
す
る
場
合
が
あ
り
う
る
旨
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
③
は
、
殺
意
の
認

定
を
す
る
判
断
者
に
対
し
て
客
観
的
な
行
為
態
様
の
危
険
性
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
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四 

争
点
の
検
討

本
稿
が
紹
介
し
た
「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」
の
Ｂ
Ｇ
Ｈ
判
決
（
以
下
「
本
判
決
」
と
い
う
）
は
、
原
判
決
に
つ
い
て
、
未
必
の
故
意
の
認
定
が

不
十
分
で
あ
る
と
い
う
非
難
の
ほ
か
に
、
二
つ
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
一
つ
は
、
原
審
が
、
被
告
人
両
名
が
殺
人
の
未
必
の

故
意
を
も
っ
た
の
は
「（
遅
く
と
も
）
タ
ウ
エ
ン
ツ
ィ
ー
ン
通
り
と
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
通
り
の
交
差
点
に
進
入
し
よ
う
と
し
た
時
点
で
あ
る
」

と
し
な
が
ら
、
そ
の
時
点
で
Ｈ
は
「
適
切
な
ハ
ン
ド
ル
操
作
を
す
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
」、
す
な
わ
ち
「
す
で
に
衝
突
を

回
避
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
認
定
し
た
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
被
害
者
Ｗ
の
死
の
結
果
を
直
接
的
に
惹
起
し
た
と
は
い

え
な
い
Ｎ
に
、
共
同
正
犯
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
条
二
項
）
の
主
観
的
要
件
で
あ
る
「
共
同
の
行
為
決
意
」
が
あ
っ
た
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
れ
ば
、
故
意
犯
が
成
立
す
る
に
は
、
行
為
者
が

―
結
果
発
生
の
時
点
で
は
な
く

―
「
行
為
」（T

at

）
の
遂
行
の

際
に
「
法
定
構
成
要
件
に
属
す
る
事
情
」
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
条
、一
六
条
一
項
一
文
）。「
行
為
と
故
意
（
と
責
任
能
力
）

の
同
時
存
在
の
原
則
」（K
oinzidenzprinzip

）
は
責
任
主
義
の
要
請
で
あ
る
か
ら
、学
説
・
判
例
に
お
い
て
広
く
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

行
為
後
に
生
じ
た
い
わ
ゆ
る
「
事
後
の
故
意
」（dolus subsequens

）
を
理
由
と
し
て
故
意
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。
し
か
し
、

原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
Ｈ
が
同
交
差
点
に
進
入
し
た
時
点
で
は
、
人
の
意
思
に
よ
っ
て
支
配
し
う
る
身
体
の
動
止
と
い
う
意
味
で
の
刑

法
上
の
行
為
は
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
以
前
の
時
点
で
行
為
と
故
意
が
同
時
に
存
在
し
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
か

ぎ
り
、
故
意
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
故
意
犯
の
実
行
行
為
は
結
果
回
避
の
可
能
性
を
前
提
と
し
て
認
め

ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
、
原
審
は
そ
の
認
定
を
怠
っ
た
点
で
破
棄
を
免
れ
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
判
決
が
「
死
に
至
る
衝
突
が
も
は
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や
避
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
時
点
以
降
に
殺
人
罪
の
故
意
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
故
意
の
殺
人
罪
を
認
め
る
こ
と
に
と
っ
て
無
意
味
で
あ
る
」

と
説
示
し
た
理
由
は
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る）

11
（

。

ま
た
、「
共
同
の
行
為
決
意
」
に
つ
い
て
、
本
判
決
は
、
殺
人
罪
に
お
い
て
は
「
共
同
の
行
為
決
意
が
分
業
的
共
働
に
よ
る
人
の
殺
害

に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、原
審
が
認
定
し
た
の
は
、「
被
告
人
両
名
が
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
広
場
で
顔
を
合
わ
せ
た
と
き
に
、

自
発
的
な
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
し
よ
う
と
合
意
し
た
こ
と
だ
け
で
あ
り
」、「
少
な
く
と
も
黙
示
的
に
…
…
共
同
の
行
為
に
よ
っ
て
人
を
殺
す

と
い
う
決
意
を
い
だ
い
た
こ
と
は
、原
判
決
の
ど
こ
か
ら
も
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
。
こ
の
指
摘
は
、「
共
同
の
行
為
決
意
」

は
黙
示
的
な
も
の
で
も
よ
い
が
、
あ
く
ま
で
も
構
成
要
件
の
実
現
に
向
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
と
い
え

よ
う）

11
（

。
で
は
、
無
謀
運
転
の
事
例
に
お
い
て
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
を
論
ず
る
際
に
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
無
謀
運
転
が
既
述
の
三
（
（
）
②
で
あ
げ
た
「
き
わ
め
て
危
険
な
暴
力
的
行
為
」
に
当
た
る
と
し
て
、
そ
の
運
転
者
は
人
の
死

の
結
果
を
や
む
を
え
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
判
例
が
こ
れ
に
当
た
る
と
し
て
未
必
の

故
意
を
認
め
て
き
た
拳
銃
の
発
砲
、
ナ
イ
フ
に
よ
る
刺
突
、
頚
部
の
絞
扼
等
は
、
人
の
身
体
を
直
接
的
に
狙
っ
た
攻
撃
で
あ
る
か
ら
、
上

記
③
の
趣
旨
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
行
為
が
有
す
る
高
度
の
危
険
性
が
未
必
の
故
意
を
推
認
さ
せ
る
重
要
な
徴
表
と
な
る
。
し
か

し
、
無
謀
運
転
の
事
例
に
お
い
て
は
通
常
、
運
転
者
が
被
害
者
の
存
在
に
気
づ
く
の
は
衝
突
・
轢
過
の
直
前
で
あ
る
か
ら
、
無
謀
運
転
は

「
人
の
身
体
を
直
接
的
に
狙
っ
た
攻
撃
」
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
「
き
わ
め
て
危
険
な
暴
力
的
行
為
」
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
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私
見
に
よ
れ
ば
、
殺
人
罪
の
実
行
行
為
は
何
よ
り
も
人
の
生
命
に
対
す
る
現
実
的
な
危
険
の
存
否
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
、
同
罪
の
故
意

は
そ
の
危
険
の
現
実
化
と
し
て
の
結
果
の
発
生
を
受
容
し
て
い
た
場
合
に
は
じ
め
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る）

1（
（

。
で
は
、
結
果
の
受
容
を

否
定
す
る
事
情
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
行
為
者
の
自
己
危
殆
化
の
認
識
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

思
う
に
、
公
道
で
無
謀
な
運
転
を
試
み
る
運
転
者
は
、
自
己
（
と
自
車
の
同
乗
者
）
お
よ
び
他
の
交
通
関
与
者
の
生
命
・
身
体
に
重
大
な

危
険
が
生
じ
う
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
、
危
険
の
認
識
そ
れ
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
可
能
性
説
お
よ

び
危
険
説
の
立
場
か
ら
は
未
必
の
故
意
が
肯
定
さ
れ
、
蓋
然
性
説
の
立
場
か
ら
は
単
な
る
可
能
性
を
超
え
る
程
度
の
認
識
が
あ
っ
た
か
否

か
に
よ
り
結
論
が
分
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
危
険
を
認
識
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
無
謀
な
運
転
を
試
み
る
者
は
、
自
他

の
生
命
の
危
険
を
過
小
に
評
価
し
て
、
あ
る
い
は
自
己
の
運
転
技
術
を
過
大
に
評
価
し
て
、
最
終
的
に
結
果
を
回
避
し
う
る
と
思
っ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
受
容
説
の
立
場
か
ら
は
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
思
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
分
が
無
謀
運
転

の
犠
牲
者
に
な
る
た
め
、
そ
の
運
転
を
思
い
と
ど
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
良
識
あ
る
第
三
者
か
ら
み
て
そ
れ
が
む
な
し
い
希
望
に
す
ぎ
な
い

と
し
て
も
、
彼
が
保
護
法
益
の
侵
害
を
受
容
し
て
い
な
い
か
ぎ
り
、
未
必
の
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
し
か
に
、
行
為
者
の

無
思
慮
な
行
動
を
非
難
し
、
そ
れ
を
理
由
に
彼
を
処
罰
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
彼
が
構
成
要
件
上
保
護
さ
れ
て
い
る
法
的
価
値
を
侵
害

し
よ
う
と
思
っ
て
い
な
い
以
上
、
そ
の
非
難
は
よ
り
軽
く
、
過
失
犯
の
処
罰
に
値
す
る
も
の
と
い
え
よ
う）

11
（

。
も
っ
と
も
、
本
件
の
被
告
人

両
名
は
、
生
じ
う
る
人
の
死
の
結
果
に
つ
い
て
無
関
心
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
ま
た
両
名
の
運
転
行
為
が
結
果
の
回
避
に
向
け

ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
も
な
い
の
で
、
無
関
心
説
お
よ
び
回
避
説
か
ら
は
未
必
の
故
意
が
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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本
稿
が
紹
介
し
た
「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」
は
、
運
転
者
が
被
害
者
と
生
死
の
運
命
を
共
に
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
（
と
推
認
し
う
る
）

事
例
で
あ
る
が
、
無
謀
運
転
を
敢
行
す
る
者
の
認
識
内
容
は
事
案
に
よ
り
微
妙
に
異
な
る
。
事
実
審
の
裁
判
官
は
、
本
判
決
が
指
摘
す
る

よ
う
に
、
運
転
者
が
自
己
の
生
命
に
対
す
る
危
険
を
ど
の
時
点
で
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
個
別
の
事
例
に
即
し
て
精
査
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
の
は
、
客
観
的
な
行
為
事
情
、
す
な
わ
ち
行
為
者
の
交
通
手
段
（
た
と
え
ば
乗

用
車
か
オ
ー
ト
バ
イ
か
）、
衝
突
に
至
る
ま
で
の
状
況
（
た
と
え
ば
道
路
の
幅
員
や
交
通
量
）、
被
害
者
と
な
り
う
る
者
の
範
囲
（
た
と
え
ば
対
向

車
の
運
転
者
か
歩
行
者
か
）、
行
為
者
の
状
況
（
た
と
え
ば
運
転
経
験
や
無
謀
運
転
の
前
歴
の
有
無
）
等
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
事
情
が
自
己
危
殆

化
に
つ
い
て
の
行
為
者
の
認
識
内
容
に
様
々
な
影
響
を
与
え
う
る
こ
と
か
ら
、経
験
則
を
基
礎
と
し
た
事
実
認
定
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
。

こ
れ
に
よ
っ
て
行
為
者
が
人
の
生
命
の
侵
害
を
受
容
し
て
い
た
と
評
価
し
う
る
場
合
に
は
、
殺
人
罪
の
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

な
お
、
本
件
を
含
む
一
連
の
無
謀
運
転
事
例
が
社
会
問
題
化
し
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
は
第
五
六
次
刑
法
改
正
法
に
よ
り
刑

法
三
一
五
ｄ
条
の
新
規
定
を
制
定
し
、
同
規
定
は
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
三
日
に
施
行
さ
れ
た）

11
（

。

刑
法
三
一
五
ｄ
条
［
自
動
車
競
走
の
禁
止
］

（
（
）　

道
路
交
通
に
お
い
て
、
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行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

　

（
．
許
さ
れ
な
い
自
動
車
競
走
を
企
画
し
、
も
し
く
は
遂
行
し
た
者
、

　

（
．
自
動
車
運
転
者
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い
自
動
車
競
走
に
関
与
し
た
者
、
ま
た
は
、

　

（
． 
自
動
車
運
転
者
と
し
て
、
可
能
な
か
ぎ
り
の
高
速
度
に
達
す
る
た
め
、
不
適
切
な
速
度
に
よ
り
、
交
通
法
規
に
著
し
く
違
反

し
、
か
つ
無
謀
に
走
行
し
た
者
は
、
二
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

（
（
） 　

前
項
第
二
号
ま
た
は
第
三
号
に
お
い
て
、
他
人
の
生
命
も
し
く
は
身
体
ま
た
は
重
要
な
価
値
を
有
す
る
他
人
の
物
を
危
殆
化

し
た
者
は
、
五
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

（
（
） 　

第
一
項
第
一
号
の
未
遂
を
罰
す
る
。

（
（
） 　

第
二
項
に
お
い
て
、
そ
の
危
険
を
過
失
に
よ
り
惹
起
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
に
処
す
る
。

（
（
） 　

第
二
項
に
お
い
て
、
行
為
者
が
そ
の
行
為
に
よ
り
、
他
人
の
死
亡
も
し
く
は
重
い
健
康
障
害
を
惹
起
し
、
ま
た
は
多
数
人
の

健
康
障
害
を
惹
起
し
た
と
き
は
、
そ
の
刑
を
一
年
以
上
一
〇
以
下
と
し
、
比
較
的
重
く
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
刑
を
六
月
以
上

五
年
以
下
と
す
る
。

本
条
の
新
設
に
よ
り
、
公
共
危
険
罪
と
し
て
の
自
動
車
競
走
が
一
定
の
要
件
の
も
と
で
可
罰
的
と
な
っ
た
が
、
行
為
者
が
殺
人
罪
、
傷

害
罪
あ
る
い
は
器
物
損
壊
罪
の
故
意
を
も
っ
て
行
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
罪
が
本
条
の
罪
と
所
為
単
一
の
関
係
に
立
つ
の
で
、
殺
意

が
認
定
さ
れ
れ
ば
格
段
に
重
い
刑
が
科
せ
ら
れ
る
と
い
う
事
情
に
変
わ
り
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
稿
は
ド
イ
ツ
の
無
謀
運
転
の
事
例
を
素
材
と
し
て
未
必
の
故
意
の
認
定
に
係
る
問
題
を
考
え
て
み
た
。
本
来
な
ら
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二

ば
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
学
説
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿

で
は
そ
の
分
析
が
で
き
な
か
っ
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
是
認
説
は
認
容
説
と
、
受
容
説
は
動
機
説
と
判
断
構
造
を
共
通
に
す
る
と
思
わ
れ

る
が
、
詳
細
な
検
討
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。
ま
た
、
行
為
者
の
自
己
危
殆
化
の
認
識
が
故
意
の
成
否
に
影
響
し
う
る
の
は
無
謀
運
転

の
事
例
に
限
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら）

11
（

、
そ
の
他
の
事
例
に
つ
い
て
も
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
。

（
（
）
マ
ス
コ
ミ
報
道
に
よ
れ
ば
、
堺
市
南
区
の
市
道
に
お
い
て
、
バ
イ
ク
に
追
い
抜
か
れ
た
こ
と
に
立
腹
し
た
乗
用
車
の
運
転
者
が
バ
イ
ク
を
追
跡

し
、
時
速
九
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
〜
九
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
バ
イ
ク
に
追
突
し
て
転
倒
さ
せ
、
そ
の
運
転
者
を
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
大
阪

地
裁
堺
支
部
は
二
〇
一
九
年
一
月
二
五
日
、
追
突
し
た
運
転
者
を
殺
人
罪
に
よ
り
有
罪
と
し
た
（
懲
役
一
六
年
）（Y

O
M

IU
RI O

N
LIN

E 

二
〇

一
九
年
一
月
二
五
日
）。

（
（
）
わ
が
国
で
は
、
札
幌
高
判
平
成
二
九
年
四
月
一
四
日
判
時
二
三
七
三
号
一
〇
四
頁
が
、
競
う
よ
う
に
高
速
度
で
走
行
し
て
い
た
二
台
の
車
両
の

各
運
転
者
が
、
交
差
点
進
入
時
に
赤
色
信
号
に
従
わ
ず
に
高
速
度
の
ま
ま
で
交
差
点
を
通
過
す
る
意
思
を
相
通
じ
た
上
で
、
各
自
が
そ
の
ま
ま
の

高
速
度
の
走
行
を
継
続
し
て
交
差
点
に
進
入
し
、
交
通
事
故
を
起
こ
し
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯

が
成
立
す
る
と
し
た
が
、
殺
人
罪
の
適
用
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。

（
（
）BGH

,U
rt.v.（.（.（0（（-（ StR （（（/（（

：BeckRS （0（（,（（（（

＝N
JW

 （0（（,（（（（

＝N
StZ （0（（,（0（

＝JZ （0（（,（（（

＝StV
 （0（（,（（（.

神
馬
幸
一
（
訳
）「
ド
イ
ツ
連
邦
通
常
裁
判
所
二
〇
一
八
年
三
月
一
日
判
決
（
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ル
リ
ン
の
走
り
屋
」
事
件
）

―
危
険
で
悪
質
な

自
動
車
競
争
に
お
け
る
未
必
の
故
意
と
共
同
実
行
の
意
思
形
成

―
」
獨
協
法
学
一
〇
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
四
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（
）BGH
,U

rt.v.（.（.（0（（-（ StR （（（/（（

：BeckRS （0（（,（（（（
＝N

StZ-RR （0（（,（（（

＝JZ （0（（,（（（

＝StV
 （0（（,（（（

＝JR （0（（,（（（

＝

JuS （0（（,（（（

（
（
）BGH

,U
rt.v.（.（.（0（（-（ StR （（（/（（

：BeckRS （0（（,（（（（

＝JZ （0（（,（（（

＝JR （0（（,（（（

＝StV
 （0（（,（（（

＝JZ （0（（,（（（

＝JR 
（0（（,（（（

；

な
お
、
本
件
で
は
、
被
告
人
が
成
人
に
達
し
て
か
ら
行
っ
た
犯
罪
に
対
す
る
刑
と
併
せ
て
単
一
の
少
年
刑
（
少
年
裁
判
所
法
一
七
条

二
項
一
文
）
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
も
問
題
に
な
っ
た
。
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己
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殆
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（
（
）LG Berlin,U

rt.v.（（.（.（0（（

：BeckRS （0（（,（0（（（（

＝N
StZ （0（（,（（（

＝JZ （0（（,（0（（
（
（
）N

StZ （0（（,（（（

＝JZ （0（（,（0（（.

な
お
、判
決
文
中
に
引
用
さ
れ
た
裁
判
例
、文
献
等
は
省
略
し
た
。
ま
た
、訳
文
中
の
［
…
］
は
筆
者
が
補
っ

た
注
で
あ
る
（
以
下
同
じ
）。

（
（
）
た
と
え
ばLG K

öln,U
rt.v.（（.（.（0（（

は
、
公
道
で
の
オ
ー
ト
レ
ー
ス
に
よ
っ
て
自
転
車
に
乗
っ
て
い
た
被
害
者
一
名
を
死
亡
さ
せ
た
二
名

の
若
者
に
つ
い
て
、
過
失
致
死
罪
を
適
用
し
て
そ
れ
ぞ
れ
二
年
と
一
年
九
月
の
自
由
刑
を
言
い
渡
し
、
い
ず
れ
も
そ
の
執
行
を
猶
予
し
た
。V

gl.
Legal T

ribune O
nline v.（（.（.（0（（,http

://w
w

w
.lto.de/recht/hinterdruende/h/kudam

m
-raser-berlin-urteil-m

ord-（（（-stgb-
（（（-stgb-kom

m
entar.

（
（
）V

gl.Eisele,JuS （0（（,S.（（（ff.；
Grünew

ald,JZ （0（（,S.（0（（ff.,H
erzberg,JZ （0（（,S.（（（ff.；

Jahn,JuS （0（（,S.（00ff.；
 

K
ubiciel/H

oven,N
StZ （0（（,S.（（（ff.；

M
itsch,D

A
R （0（（,（（（f.；

Preuss,N
ZV

 （0（（,（0（ff.；
Puppe,ZIS （0（（,S.（（（ff.；

Jäger,JA
 （0（（,S.（（（ff.；

W
alter,N

JW
 （0（（,S.（（（0ff.；

ders.N
StZ （0（（,S.（（（f.；Leipold/Beukelm

ann,N
JW

-Spezial 
（0（（,（（0. 

こ
の
う
ち
、
殺
人
罪
の
故
意
を
肯
定
す
る
の
はK

ubiciel/H
oven,

こ
れ
を
否
定
す
る
の
はW

alter.

（
（0
）
わ
が
国
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
三
版
］
第
三
巻
』（
青
林
書
院 

二
〇
一
五
年
）
一
一
五
頁
以

下
［
佐
久
間
修
］
参
照
。
認
容
説
が
現
在
の
判
例
・
通
説
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
学
説
に
つ
い
て
はSchönke/Schröder,StGB,（0.A

ufl.

（（0（（

）,

§（（ Rn. 
（（ff.；

LK
-StGB/N

agel,（（.A
ufl.

（（00（

）,

§（（ Rn.（（ff.

を
参
照
。
本
稿
が
紹
介
す
る
学
説
の
分
類
と
名
称
はH

illenkam
p/Cornelius,（（ 

Problem
e aus dem

 Strafrecht,A
T

,（（.A
ufl.

（（0（（
）,S.（ff.

に
よ
る
。

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばFrister,v.H

eintschel-H
einigge,Sam

son,Schm
idhäuser,Schröder,K

indhäuser

―
文
献
の

詳
細
はH

illenkam
p/Cornelius,a.a.O

.,

［
注（
（（
）］S.（ ff.
を
参
照
（
以
下
同
じ
）。

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばH

.M
ayer,Sauer,W

elzel.

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばFreund,Frisch,Jakobs.

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばBaum

ann/W
eber,M

aurach/Zipf.

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばEngisch,Gallas,Schönke/Schröder/Sternberg-Lieben.

（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばA

rm
in K

aufm
ann,Schünem

ann.
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（
（（
）
こ
の
説
を
主
張
す
る
の
は
、
た
と
え
ばFischer,Jescheck/W

eigend,K
ühl,Roxin,W

essels/Beulke/Satzger

で
あ
り
、
本
説
が
現
在

の
支
配
的
学
説
で
あ
る
。

（
（（
）V

gl.Roxin,Strafrecht,A
T

.（.A
ufl.

（（00（

）,

§ （（ Rn.（（ff.

（
（0
）
本
文
中
の
三
つ
の
事
案
と
そ
の
評
価
は
、H

illenkam
p/Cornelius,a.a.O

.,

［
注（
（（
）］S.（（f.

に
よ
る
。

（
（（
）U

rt.v.（（.（.（（（（-（ StR （（/（（

（
（（
）
同
判
決
は
、
未
必
の
故
意
と
認
識
あ
る
過
失
の
区
別
に
つ
い
て
、
行
為
者
が
、「
可
能
な
こ
と
と
し
て
予
見
し
た
結
果
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
と

信
じ
て
そ
の
危
険
を
受
け
入
れ
て
い
た
」
場
合
は
認
識
あ
る
過
失
と
な
る
が
、「
他
の
手
段
で
は
自
己
の
目
標
を
達
成
で
き
な
い
の
で
、
望
ま
し
く

な
い
手
段
を
用
い
て
で
も
そ
の
目
標
を
達
成
し
よ
う
と
思
っ
て
そ
の
危
険
を
受
け
入
れ
て
い
た
」
場
合
は
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
し
た
。

（
（（
）U

rt.v.（（.（.（（（（-（ StR （（/（（

に
お
い
て
有
罪
と
さ
れ
た
事
実
の
一
部
。

（
（（
）BGH

,U
rt.v.（（.（（.（（（（-（ StR （（0/（（

（
（（
）
た
と
え
ばBGH

,N
StZ （0（（,（（0

（U
rt.v.（（.（.（0（（

）;BGH
St （（,（（（

（U
rt.v.（（.（.（0（（

）;BGH
,N

StZ （（（（,（（（

（Beschl.v. 
（.（.（（（（

）.

（
（（
）
判
例
は
古
く
か
ら
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
殺
人
罪
に
お
い
て
は
、
行
為
者
が
被
害
者
の
死
を
内
心
に
お

い
て
望
ん
で
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
な
く
（
た
と
え
ばRGSt （（,（（0

）、
死
の
結
果
そ
れ
自
体
は
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
被
害
者

が
死
ん
で
も
や
む
を
え
な
い
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
目
的
を
遂
げ
る
た
め
に
死
の
結
果
の
発
生
を
偶
然
に
委
ね
よ
う
と
い
う
認
識
の
も
と
で
被
害

者
の
生
命
を
危
殆
化
す
る
こ
と
で
も
よ
い
（
た
と
え
ば
前
掲
注（
（（
）BGH

St （,（（（

）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）V

gl.H
örnle,V

orsatzfeststellung in „Raser-Fällen“,N
JW

 （0（（,S.（（（（ff.

（
（（
）
た
と
え
ばJescheck/W

eigend,Lehrbuch des Strafrechts,A
T

.（.A
ufl.

（（（（（

）,

§ （（ II （；
Roxin,a.a.O

.

［
注（
（（
）］,

§ （（ Rn.（（；
 

BGH
 N

StZ （（（（,（（（；
BGH

 N
StZ （0（（,（（；

BGH

第
四
刑
事
部
の
裁
判
長
は
本
件
の
口
頭
弁
論
に
お
い
て
、
行
為
者
が
山
上
か
ら
岩
塊
を

落
と
し
た
あ
と
で
は
じ
め
て
そ
の
岩
塊
が
仇
敵
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
識
・
是
認
し
た
と
い
う
事
例
を
用
い
て
、「
同
時
存
在
の
原
則
」

の
趣
旨
を
説
示
し
た
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）V

gl.Eisele,Bedingter T
ötungsvorsatz bei verbotenen K

raftfahrzeugrennen?,JZ （0（（,S.（（（ff.

（
（0
）
こ
れ
に
対
し
て
、
原
審
の
評
価
を
支
持
す
るPuppe,Rasen im

 Straßenverkehr und T
ötungsvorsatz,JR （0（（,S.（（（

は
、
本
件
に
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五

行
為
者
の
自
己
危
殆
化
と
殺
人
罪
の
故
意
（
鈴
木
）

あ
ら
わ
れ
た
諸
事
情
の
も
と
で
は
、
オ
ー
ト
レ
ー
ス
を
し
よ
う
と
い
う
合
意
は
殺
人
罪
の
故
意
を
含
意
し
て
お
り
、
Ｎ
は
そ
の
決
意
の
実
現
に
重

要
な
寄
与
を
な
し
た
と
主
張
す
る
。

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
てEisele,a.a.O

.

［
注（
（（
）］,S.（（（

は
、「
ベ
ル
リ
ン
事
件
」
と
「
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
事
件
」
で
は
、
暴
走
行
為
の
危
険
性
と
行

為
当
時
の
状
況
か
ら
み
て
、
被
告
人
（
両
名
）
は
人
の
死
亡
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
高
度
の
危
険
を
認
識
し
て
い
た
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

「
ブ
レ
ー
メ
ン
事
件
」
で
は
そ
う
し
た
推
認
は
で
き
な
い
と
い
う
。

（
（（
）V

gl.Roxin,a.a.O
.

［
注（
（（
）］,

§ （（ Rn.（（.

（
（（
）
同
改
正
法
の
理
由
書
に
つ
い
て
、
神
馬
幸
一
（
訳
）「「
道
路
行
通
に
お
い
て
許
可
さ
れ
て
い
な
い
自
動
車
競
走
の
可
罰
性
（
第
五
六
次
ド
イ
ツ

刑
法
改
正
）」
の
法
律
案
理
由
書
」
獨
協
法
学
一
〇
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
八
八
頁
以
下
を
参
照
。
立
法
の
経
緯
と
問
題
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、

Rostalski,D
er 

（straf-
）rechtliche U

m
gang m

it illegalen K
raftfahrzeugrennen

：Ü
berlegungen de lege lata und de lege 

ferenda,G
A

（0（（,S.（（（ff.；
M

itsch,D
ie Strafbarkeit illegaler R

ennen de lege lata et ferenda,D
A

R
 （0（（,S.（0ff.；

K
ulhanek,V

erbotene K
raftfahrzeugrennen,

§ （（（d StG
B

,Jura （0（（,S.（（（ff.；
G

erhold/M
eglalu,V

erbotene 
K

raftfahrzeugrennen nach 

§ （（（d StGB im
 Lichte des A

llgem
einen T

eils,ZJS （0（（,S.（（（ff.

を
参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
爆
弾
マ
ニ
ア
が
群
衆
の
近
く
で
爆
発
物
を
用
い
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
が
、
そ
の
際
に
自
分
も
爆
死
す
る
危
険
が
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
と
い
う
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。

［
あ
と
が
き
］

本
稿
は
畏
友
伊
藤
康
一
郎
先
生
の
追
悼
論
文
集
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
犯
罪
学
の
研
究
に
邁
進
さ
れ
犯
罪
社
会
学

の
分
野
で
新
た
な
地
平
を
開
拓
さ
れ
て
い
た
伊
藤
先
生
は
、
そ
の
豊
か
な
実
り
の
さ
な
か
で
帰
幽
の
と
き
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
先
生
の
教
え
を
受

け
た
若
い
研
究
者
が
必
ず
や
将
来
、
先
生
の
ご
遺
志
を
継
い
で
く
れ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
御
霊
の
平
安
を
お
祈
り
申
し
あ
げ
て
拙
稿
を
謹
呈
い
た
し

ま
す
。（
二
〇
一
八
年
一
〇
月
一
五
日
）

（
本
学
法
学
部
教
授
）




