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最
一
小
判
平
成
三
〇
年
三
月
二
二
日
刑
集
七
二
巻
一
号
八
二
頁

【
事
案
の
概
要
、
訴
訟
経
緯
】

本
件
は
、
被
害
者
が
前
日
に
い
わ
ゆ
る
オ
レ
オ
レ
詐
欺
に
よ
っ
て
現
金
一
〇
〇
万
円
を
交
付
し
た
こ
と
に
乗
じ
て
、
被
告
人
（
受
け
子
）
が
氏
名
不
詳

者
ら
と
共
謀
の
上
、
警
察
官
を
装
う
こ
と
で
、
現
金
を
交
付
さ
せ
よ
う
と
し
た
事
案
で
あ
る
。
詳
細
に
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

長
野
市
内
在
住
の
被
害
者
は
、
本
件
犯
行
当
日
、
午
前
一
一
時
二
〇
分
頃
に
、
警
察
官
を
名
乗
る
氏
名
不
詳
者
か
ら
の
電
話
で
、「
昨
日
、
駅
の
所
で
、

不
審
な
男
を
捕
ま
え
た
ん
で
す
が
、
そ
の
犯
人
が
被
害
者
の
名
前
を
言
っ
て
い
ま
す
。」「
昨
日
、
詐
欺
の
被
害
に
遭
っ
て
い
な
い
で
す
か
。」「
口
座
に
は

ま
だ
ど
の
く
ら
い
の
金
額
が
残
っ
て
い
る
ん
で
す
か
。」「
銀
行
に
今
す
ぐ
行
っ
て
全
部
下
ろ
し
た
方
が
い
い
で
す
よ
。」「
前
日
の
一
〇
〇
万
円
を
取
り
返
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す
の
で
協
力
し
て
ほ
し
い
。」
な
ど
と
言
わ
れ
（
一
回
目
の
電
話
）、
同
日
午
後
一
時
一
分
頃
、
警
察
官
を
名
乗
る
氏
名
不
詳
者
ら
か
ら
の
電
話
で
、「
僕
、

向
か
い
ま
す
か
ら
。」「
二
時
前
に
は
到
着
で
き
る
よ
う
僕
の
方
で
態
勢
整
え
ま
す
の
で
。」
な
ど
と
言
わ
れ
た
（
二
回
目
の
電
話
）。

一
方
、
被
告
人
は
、
本
件
犯
行
前
日
の
夜
、
氏
名
不
詳
者
か
ら
、
長
野
市
内
に
行
く
よ
う
指
示
を
受
け
、
同
月
九
日
朝
、
詐
取
金
の
受
取
役
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
た
上
で
長
野
市
内
へ
移
動
し
、
同
日
午
後
一
時
一
一
分
頃
、
氏
名
不
詳
者
か
ら
、
被
害
者
宅
住
所
を
告
げ
ら
れ
、「
お
婆
ち
ゃ
ん
か
ら
金
を
受

け
取
っ
て
こ
い
。」「
二
九
歳
、
刑
事
役
っ
て
設
定
で
金
を
取
り
に
行
っ
て
く
れ
。」
な
ど
と
指
示
を
受
け
、
そ
の
指
示
に
従
っ
て
被
害
者
宅
に
向
か
っ
た
が
、

被
害
者
宅
に
到
着
す
る
前
に
警
察
官
か
ら
職
務
質
問
を
受
け
て
逮
捕
さ
れ
た
。

以
上
の
事
実
に
つ
き
、
第
一
審
が
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め
た
と
こ
ろ
、
原
審
は
、
本
件
で
は
、
現
金
の
交
付
要
求
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、「
財

物
の
交
付
に
向
け
て
人
を
錯
誤
に
陥
ら
せ
る
行
為
」、
つ
ま
り
、「
人
を
欺
く
行
為
と
は
い
え
ず
、
詐
欺
被
害
の
現
実
的
、
具
体
的
な
危
険
を
発
生
さ
せ
る

行
為
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
し
て
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
官
が
上
告
し
た
。

【
判
　
旨
】

「
本
件
に
お
け
る
、
上
記
（
1
）
イ
記
載
の
各
文
言
【
事
案
の
概
要
、
訴
訟
経
緯
を
参
照
】
は
、
①
警
察
官
を
装
っ
て
被
害
者
に
対
し
て
直
接
述
べ
ら
れ

た
も
の
で
あ
っ
て
、
預
金
を
下
ろ
し
て
現
金
化
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
嘘
（
一
回
目
の
電
話
）、
前
日
の
詐
欺
の
被
害
金
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
被
害
者
が

警
察
に
協
力
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
嘘
（
一
回
目
の
電
話
）、
こ
れ
か
ら
間
も
な
く
警
察
官
が
被
害
者
宅
を
訪
問
す
る
と
の
嘘
（
二
回
目
の
電
話
）
を
含
む

も
の
で
あ
る
。
上
記
認
定
事
実
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
嘘
（
以
下
「
本
件
嘘
」
と
い
う
。）
を
述
べ
た
行
為
は
、
被
害
者
を
し
て
、
②
本
件
嘘
が
真
実
で
あ

る
と
誤
信
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
現
金
を
被
害
者
宅
に
移
動
さ
せ
た
上
で
、
後
に
被
害
者
宅
を
訪
問
し
て
警
察
官
を
装
っ
て
現
金
の
交
付

を
求
め
る
予
定
で
あ
っ
た
被
告
人
に
対
し
て
現
金
を
交
付
さ
せ
る
た
め
の
計
画
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
嘘
の
内
容
は
、
③
そ
の
犯

行
計
画
上
、
被
害
者
が
現
金
を
交
付
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
よ
う
予
定
さ
れ
た
事
項
に
係
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
よ
う
に
段
階
を
踏
ん
で
嘘
を
重
ね
な
が
ら
現
金
を
交
付
さ
せ
る
た
め
の
犯
行
計
画
の
下
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
④
本
件
嘘
に
は
、
預
金
口
座
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か
ら
現
金
を
下
ろ
し
て
被
害
者
宅
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
る
趣
旨
の
文
言
や
、
間
も
な
く
警
察
官
が
被
害
者
宅
を
訪
問
す
る
こ
と
を
予
告
す
る
文
言

と
い
っ
た
、
被
害
者
に
現
金
の
交
付
を
求
め
る
行
為
に
直
接
つ
な
が
る
嘘
が
含
ま
れ
て
お
り
、
⑤
既
に
一
〇
〇
万
円
の
詐
欺
被
害
に
遭
っ
て
い
た
被
害
者

に
対
し
、
本
件
嘘
を
真
実
で
あ
る
と
誤
信
さ
せ
る
こ
と
は
、
被
害
者
に
お
い
て
、
間
も
な
く
被
害
者
宅
を
訪
問
し
よ
う
と
し
て
い
た
被
告
人
の
求
め
に
応

じ
て
即
座
に
現
金
を
交
付
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
著
し
く
高
め
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
本
件
嘘
を
一
連
の
も
の

と
し
て
被
害
者
に
対
し
て
述
べ
た
段
階
に
お
い
て
、
被
害
者
に
現
金
の
交
付
を
求
め
る
文
言
を
述
べ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
が
あ
っ

た
と
認
め
ら
れ
る
。」（
隅
付
き
括
弧
、
囲
み
番
号
、
波
線
部
は
評
釈
者
）

な
お
、
本
判
決
に
は
、
山
口
厚
裁
判
官
に
よ
る
補
足
意
見
が
あ
る
。

【
研
　
究
】

1
．
論
点
の
抽
出

⑴　

本
件
の
特
徴

本
判
決
は
、被
告
人
ら
が
財
物
交
付
を
明
示
的
に
要
求
し
て
い
な
い
段
階
で
、詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
か
が
問
題
と
な
っ

た
も
の
で
あ
り
、
結
論
と
し
て
、
最
高
裁
は
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
。
交
付
要
求
の
な
い
時
点
で
詐
欺
罪
の
実
行
の
着

手
を
認
め
て
良
い
か
に
つ
い
て
は
、
原
審
判
決）1
（

を
契
機
に
問
題
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
の
結
論
を
支
え
る

理
論
枠
組
み
が
問
題
と
な
る）（
（

。

本
判
決
は
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
判
決
文
自
体
か
ら
す
で
に
し
て
明
ら
か
な
点
と
、
検
討
を
必
要
と
す
る
点
と
が
存
在
す
る
。
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判
決
文
か
ら
明
ら
か
な
こ
と

ま
ず
、
波
線
部
①
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
架
け
子
が
被
害
者
に
対
し
て
述
べ
た
嘘
の
う
ち
、「
預
金
の
現
金
化
の
必
要
性
」、「
捜

査
協
力
の
必
要
性
」、「
警
察
官
の
訪
問
」
の
三
点
を
抽
出
し
て
、「
本
件
嘘
」
と
構
成
し
て
い
る
。
検
察
官
の
上
告
趣
意
に
よ
れ
ば
、
本

件
架
け
子
は
、
他
に
も
多
様
な
虚
偽
を
申
し
述
べ
て
い
る
が
、
法
廷
意
見
が
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

本
件
で
の
詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
を
検
討
す
る
上
で
、こ
の
三
点
に
つ
い
て
の
虚
偽
で
足
り
る
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
、

詐
欺
未
遂
罪
を
基
礎
付
け
る
行
為
の
内
容
を
特
定
す
る
う
え
で
、
重
要
と
な
ろ
う
。

つ
い
で
、
波
線
部
②
に
お
い
て
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
で
の
被
告
人
ら
の
犯
行
計
画
の
内
容
を
明
確
に
し
て
い
る
。
原
審
に
お
い
て
は
、

被
告
人
が
被
害
者
宅
に
到
着
し
た
の
ち
に
ど
の
よ
う
な
行
動
が
予
定
さ
れ
て
い
た
の
か
が
不
明
確
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
法
廷
意
見
は
被
告

人
が
「
被
害
者
宅
を
訪
問
し
て
警
察
官
を
装
っ
て
現
金
の
交
付
を
求
め
る
予
定
で
あ
っ
た
」
と
し
て
、
こ
の
点
を
明
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
法
廷
意
見
が
、
犯
行
計
画
を
基
礎
に
実
行
の
着
手
を
判
断
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
実
行
の
着
手
判
断
に
お
い
て
犯
行

計
画
が
重
要
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
一
小
決
平
成
一
六
年
三
月
二
二
日
刑
集
五
八
巻
三
号
一
八
七
頁
（
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
）
に
お

い
て
確
立
し
た
判
例
の
立
場
に
な
っ
た
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
平
成
一
六
年
決
定
と
は
異
な
り
、
も
っ
ぱ
ら
着
手
時
期
が
問
題
と
な
っ
た

本
件
に
お
い
て
犯
行
計
画
を
基
礎
と
し
た
点
に
は
意
義
が
認
め
ら
れ
る）（
（

。

⑶　

検
討
を
要
す
る
問
題

他
方
で
、
検
討
が
必
要
な
問
題
と
し
て
、
以
下
の
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
ず
、
補
足
意
見
と
は
異
な
り
、
法
廷
意
見
は
被
告
人
ら
の
行
っ
た
行
為
が
欺
罔
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
の
判
断
を
示
し
て
い
な
い
。
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こ
の
こ
と
か
ら
、
法
廷
意
見
が
本
件
を
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
と
し
て
捉
え
て
い
る
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
。
法
廷
意
見
の
判
断
構
造
が

問
題
と
な
る
（
2
及
び
5
⑴
で
検
討
）。

二
点
目
に
、
波
線
部
③
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
本
件
嘘
の
内
容
が
「
犯
行
計
画
上
、
被
害
者
が
現
金
を
交
付
す
る
か

否
か
を
判
断
す
る
前
提
と
な
る
よ
う
予
定
さ
れ
た
事
項
に
係
る
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た
」（
以
下
、重
要
事
項
類
似
表
現
）
と
評
価
し
て
い
る
。

こ
の
表
現
は
、
欺
罔
行
為
の
判
断
に
お
け
る
重
要
事
項
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
重
要
事
項
性
と
の
関
係
性
が
問
題
と

な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
重
要
事
項
類
似
表
現
が
持
つ
機
能
も
問
題
と
な
る
（
3
で
検
討
）。

三
点
目
に
、
法
廷
意
見
が
、
波
線
部
④
で
、
本
件
嘘
の
中
に
「
被
害
者
に
現
金
の
交
付
を
求
め
る
行
為
に
直
接
つ
な
が
る
嘘
が
含
ま
れ

て
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
直
接
つ
な
が
る
」
と
い
っ
た
表
現
（
以
下
、
直
接
性
）
は
、
こ
れ
ま
で
実
行
の
着
手

に
関
す
る
判
例
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

四
点
目
に
、波
線
部
⑤
「
被
告
人
の
求
め
に
応
じ
て
即
座
に
現
金
を
交
付
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
著
し
く
高
め
る
」
と
の
表
現
で
あ
る
。

「
危
険
性
」
と
い
う
文
言
自
体
は
、
こ
れ
ま
で
も
判
例
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
表
現
及
び
危
険
性
の
対
象
に
関
し
て

従
前
の
判
例
と
の
相
違
も
見
ら
れ
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
（
三
点
目
と
合
わ
せ
て
、
4
で
検
討
）。

最
後
に
、
法
廷
意
見
で
詐
欺
未
遂
罪
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
重
要
視
さ
れ
た
要
素
、
す
な
わ
ち
、
重
要
事
項
類
似
表
現
、
直
接
性
及
び

危
険
性
の
関
係
が
問
題
と
な
る
（
5
⑵
で
検
討
）。

2
．
あ
り
う
る
判
断
構
造

従
前
、
詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
時
期
は
、
欺
罔
行
為
が
行
わ
れ
た
時
点
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た）（
（

。
本
件
で
、
欺
罔
行
為
に
当
た
り
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う
る
行
為
は
、
第
一
・
第
二
架
電
で
の
各
嘘
、
そ
し
て
、
交
付
要
求
時
に
予
定
さ
れ
て
い
た
嘘
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
と
こ
ろ
、
原
審
が
考
え
た
よ
う
に
交
付
要
求
の
な
い
時
点
で
は
欺
罔
行
為
が
認

め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
欺
罔
行
為
と
な
る
の
は
、
第
一
・
第
二
架
電
で
の
本
件
嘘
で
は
な
く
、

交
付
要
求
時
の
嘘
と
な
る
。
逆
に
、
仮
に
交
付
要
求
の
な
い
嘘
で
も
欺
罔
行
為
に
該
当
す
る
と
考

え
れ
ば
、
交
付
要
求
時
の
嘘
の
み
な
ら
ず
、
第
一
・
第
二
架
電
で
の
本
件
嘘
も
そ
れ
自
体
で
欺
罔

行
為
に
当
た
る
と
し
て
、
実
行
の
着
手
を
肯
定
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

他
方
で
、
本
件
嘘
が
欺
罔
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
も
、
構
成
要
件
該
当
行
為
の
開
始
前
に

実
行
の
着
手
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
を
是
認
す
れ
ば
、

欺
罔
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
時
点
で
も
実
行
の
着
手
が
肯
定
さ
れ
う
る
。

こ
の
よ
う
に
本
件
で
は
、
㋑
欺
罔
行
為
に
お
け
る
交
付
要
求
の
要
否
と
い
う
問
題
と
、
㋺
構
成

要
件
該
当
行
為
前
で
の
実
行
の
着
手
時
期
の
前
倒
し
の
可
否
の
問
題
と
い
う
二
つ
の
論
点
が
交
錯

し
て
お
り
、
各
論
点
の
帰
結
に
よ
り
、
本
件
嘘
の
法
的
評
価
、
そ
し
て
、
実
行
の
着
手
判
断
に
関

す
る
論
理
構
造
に
差
異
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

各
論
点
で
の
帰
結
を
組
み
合
わ
せ
て）（
（

、
図
解
す
る
と
下
記
の
通
り
に
な
ろ
う
。

原
審
は
ⓑ）（
（

の
構
造
を
採
用
し
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
否
定
し
た
。
㋑
に
つ
い
て
必
要
説
に
立
っ

た
う
え
で
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
、
㋺
に
つ
い
て
肯
定
説
を
採
り
、
本
件
を
実

行
の
着
手
一
般
論
に
よ
っ
て
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
ⓐ
の
構
造）（
（

を
採
用
す
る
の
が
、

㋑欺罔行為における交付要求の要否（6）、
㋺構成要件該当行為前への着手時期の前倒しの可否

論点㋑ 論点㋺ 本件での詐欺未遂罪の成否に関する判断構造

ⓐ 必要 肯定 「本件嘘≠欺罔行為」を前提に、
実行の着手論からの着手時期の前倒しの可否の判断（補足意見）

ⓑ 必要 否定 「本件嘘≠欺罔行為」なので、詐欺未遂罪否定（原審）

ⓒ 不要 肯定
本件嘘が欺罔行為に当たりうるかの判断

ⓓ 不要 否定
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補
足
意
見
で
あ
る
。
他
方
で
、
㋑
に
つ
い
て
不
要
説
に
立
っ
た
場
合
、
交
付
要
求
時
の
嘘
が
欺
罔
行
為
に
当
た
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ

の
こ
と
と
は
別
に
、
本
件
嘘
が
欺
罔
行
為
に
当
た
り
う
る
か
、
つ
ま
り
、
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
の
問
題
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
㋺
に

つ
い
て
の
態
度
決
定
を
待
つ
こ
と
な
く
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
余
地
が
生
じ
る
。

結
論
に
お
い
て
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
法
廷
意
見
が
、
ⓑ
の
構
造
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
判
文
か
ら

は
そ
れ
以
上
の
態
度
決
定
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
法
廷
意
見
の
判
断
内
容
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
後
に
（
5
（
1
））
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

3
．
重
要
事
項
類
似
表
現
の
意
義

⑴　

重
要
事
項
性
と
の
関
係

欺
罔
行
為
は
、
判
例
上
、「
重
要
事
項
を
偽
る
行
為
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
重
要
事
項
性
と
偽
る
行
為
該
当
性
と
い
う
二
つ
の
要
素
か
ら

構
成
さ
れ
る）（
（

と
こ
ろ
、
法
廷
意
見
は
こ
の
重
要
事
項
性
に
類
似
し
た
表
現
を
用
い
て
い
る
。
重
要
事
項
性
と
の
関
連
で
、
詐
欺
罪
の
実
行

の
着
手
を
論
じ
た
も
の
は
、
調
査
の
限
り
、
本
判
決
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
意
義
付
け
が
問
題
と
な
る）（1
（

。

ま
ず
、
重
要
事
項
性
に
お
い
て
は
、「
交
付
者
の
交
付
判
断
の
基
礎
と
な
る
重
要
な
事
項
」
に
対
す
る
虚
言
が
存
在
す
る
か
が
問
題
と

な
る
。
判
文
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
本
件
被
害
者
に
と
っ
て
重
要
な
事
項
と
な
っ
て
い
た
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
本
件
の
よ

う
な
特
殊
詐
欺
事
案
で
詐
欺
既
遂
罪
の
成
否
が
問
題
と
な
っ
た
裁
判
例）（（
（

を
概
観
し
て
み
る
と
、行
為
者
ら
が
そ
の
身
分
を
偽
っ
て
い
る
点
、

財
物
の
交
付
が
必
要
で
あ
る
と
誤
信
さ
せ
る
点
が
欺
罔
行
為
の
内
容
と
し
て
把
握
さ
れ
、
身
分
や
財
物
交
付
の
必
要
性
が
重
要
事
項
と
さ

れ
て
い
る
。
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本
件
で
、
被
告
人
ら
が
第
一
・
第
二
架
電
に
お
い
て
警
察
官
で
あ
る
と
身
分
を
偽
っ
た
点
は
、
重
要
事
項
性
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の

と
言
え
る
が
、
財
物
交
付
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
虚
言
は
見
ら
れ
な
い
の
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
重
要
事
項
該
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、「
預
金
の
現
金
化
の
必
要
性
」
は
被
告
人
ら
が
目
的
と
す
る
交
付
客
体
を
特
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
が
何
に
つ
い
て
の

交
付
判
断
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
意
味
で
、
重
要
事
項
性
と
関
連
す
る
事
情
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
、「
預
金
の
現
金
化
の
必
要
性
」

に
し
て
も
、「
捜
査
協
力
の
必
要
性
」
に
し
て
も
、「
現
金
を
交
付
す
る
必
要
性
」
を
被
害
者
に
信
じ
込
ま
せ
る
口
実
（
例
え
ば
、「
現
金
を
自

宅
に
保
管
す
る
の
は
危
険
な
の
で
警
察
で
預
か
り
た
い
」「
犯
人
を
逮
捕
し
て
前
日
の
被
害
金
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
下
ろ
し
た
現
金
を
見
せ
金
と
し
て

使
わ
せ
て
ほ
し
い
」）
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
重
要
事
項
性
の
前
提
と
な
り
う
る
事
情
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
財
物
交
付
の
必

要
性
そ
れ
自
体
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
に
関
連
す
る
虚
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
法
廷
意
見
が
重
要
事
項
類
似
表
現
で
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
本
件
嘘
が
交
付
判
断
の
基
礎
と
な
る
重

要
な
事
項
の
一
部
や
そ
の
前
提
に
な
る
な
ど
、
重
要
事
項
性
に
関
連
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
廷
意
見
に
お
い

て
は
、
本
件
嘘
が
重
要
事
項
性
す
べ
て
を
充
た
す
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
重
要
事
項
性
に
関
連
し
て
い
る
と
の
事
情
が
詐
欺
罪
の
実

行
の
着
手
を
肯
定
す
る
上
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑵　

重
要
事
項
類
似
表
現
に
関
す
る
検
討
の
必
要
性

こ
の
重
要
事
項
類
似
表
現
は
、
詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
を
判
断
す
る
際
に
、
何
が
し
か
の
嘘
が
相
手
方
に
申
し
向
け
ら
れ
た
こ
と
で
は

足
り
ず
、嘘
の
内
容
を
一
定
の
範
囲
に
限
定
す
る
趣
旨
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
に
基
づ
け
ば
、重
要
事
項
類
似
表
現
に
は
、

欺
罔
行
為
と
い
う
構
成
要
件
要
素
の
特
性
に
着
目
し
た
、
着
手
時
期
の
前
倒
し
限
定
機
能
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る）（1
（

。
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こ
の
よ
う
に
構
成
要
件
要
素
に
着
目
し
て
着
手
時
期
の
前
倒
し
を
限
定
す
る
機
能
と
し
て
類
似
し
た
も
の
に
、
構
成
要
件
的
制
約
が
あ

る
。
構
成
要
件
的
制
約
と
は
、強
盗
罪
や
詐
欺
罪
と
い
っ
た
構
成
要
件
で
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
（
手
段
限
定
型
犯
罪
）
に
お
い
て
、

当
該
手
段
そ
れ
自
体
又
は
こ
れ
と
同
質
な
手
段
が
講
じ
ら
れ
る
前
の
時
点
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
の
問
題
意
識
で

あ
る）（1
（

。
例
え
ば
、
姦
淫
目
的
で
車
中
に
引
き
摺
り
込
む
行
為
（
最
三
小
決
昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日
刑
集
二
四
巻
七
号
五
八
五
頁
）
に
は
、
そ
れ

が
姦
淫
自
体
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
暴
行
・
脅
迫
と
い
う
手
段
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
構
成
要
件
的
制
約
の
要

請
を
充
た
す
が
、
例
え
ば
、
欺
罔
的
手
段
に
よ
り
被
害
者
を
車
両
に
乗
せ
た
場
合
に
は
実
行
の
着
手
は
否
定
さ
れ
る
、
と
す
る
見
解
が
見

ら
れ
る）（1
（

。

も
っ
と
も
、
構
成
要
件
的
制
約
の
観
点
か
ら
考
え
た
場
合
、
虚
言
が
重
要
事
項
と
一
定
の
関
係
に
あ
る
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
姦
淫
自
体
に
直
接
向
け
ら
れ
て
い
な
い
暴
行
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
行
為
の
同
質
性
を
理
由
に
、
強
制
性
交
等
罪
で
の

構
成
要
件
的
制
約
を
充
た
す
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
で
も
虚
言
と
い
う
行
為
の
性
質
の
限
り
で
構
成
要
件
的
制
約
を
充
足
す
る
と
の
判
断
も

あ
り
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
虚
言
と
い
う
性
質
を
超
え
て
、
内
容
面
に
お
い
て
重
要
事
項
性
と
の
関
連
性
を

要
求
す
る
に
は
、
さ
ら
な
る
基
礎
付
け
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
詐
欺
罪
の
性
質
と
関
連
付
け
て
説
明
す
る
手
法
が
考
え
ら
れ
る
。
学
説
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
と
窃
盗
罪
と
の
相
違
を
説
明

す
る
と
の
問
題
意
識
か
ら
、「
占
有
移
転
を
承
認
さ
せ
る
た
め
に
誤
っ
た
事
実
認
識
を
被
害
者
に
与
え
た
段
階
に
お
い
て
未
遂
罪
の
成
立

を
認
め
る
」
と
の
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
が）（1
（

、
こ
の
主
張
を
敷
衍
し
、
被
害
者
の
交
付
判
断
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
段
階
で
な
け
れ

ば
、
詐
欺
未
遂
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
理
解
が
あ
り
う
る）（1
（

。

そ
も
そ
も
欺
罔
行
為
に
お
け
る
重
要
事
項
性
と
は
、「
真
実
を
知
れ
ば
交
付
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
事
項
と
言
い
換
え
の
関
係
に
あ
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り
）
（1
（

、
交
付
行
為
の
原
因
と
な
っ
た
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
る
虚
言
で
な
け
れ
ば
、
欺
罔
行
為
に
当
た
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
財
産

移
転
と
無
関
係
な
単
な
る
嘘
は
詐
欺
罪
の
処
罰
対
象
で
は
な
い
か
ら
、
重
要
事
項
性
の
機
能
は
、
刑
法
上
の
禁
圧
の
対
象
と
な
る
嘘
の
線

引
き
に
あ
る
。
こ
の
重
要
事
項
性
の
機
能
は
、
詐
欺
既
遂
罪
の
み
な
ら
ず
、
詐
欺
未
遂
罪
で
も
意
義
を
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
重
要
事
項
性
を
お
よ
そ
充
足
し
え
な
い
単
な
る
虚
言
が
欺
罔
行
為
に
当
た
ら
ず
、
詐
欺
既
遂
罪
で
捕
捉
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
虚

言
自
体
は
、
刑
法
上
の
禁
圧
の
対
象
と
な
る
嘘
で
は
な
く
、
詐
欺
未
遂
罪
と
し
て
も
捕
捉
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
件
が

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
段
階
を
踏
ん
で
嘘
が
重
ね
ら
れ
る
場
合
で
は
、
重
要
事
項
に
関
連
す
る
虚
言
が
一
遍
に
で
は
な
く
、
時
間
的
に
幅

を
持
っ
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
重
要
事
項
に
関
わ
る
虚
言
の
す
べ
て
が
伝
達
さ
れ
な
く
と
も
、
そ
の
一
部
が

伝
達
さ
れ
る
な
ど
、
重
要
事
項
に
関
連
し
た
虚
言
が
申
し
向
け
ら
れ
た
場
合
、
最
終
的
な
交
付
行
為
の
原
因
と
な
る
錯
誤
が
部
分
的
に
形

成
さ
れ
る
可
能
性
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
述
べ
た
嘘
が
重
要
事
項
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
事
項
を
含
ん
で
い
る
場
合
に

は
、
も
は
や
そ
の
嘘
は
、
刑
法
上
の
禁
圧
の
対
象
と
し
て
、
欺
罔
行
為
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本

判
決
は
、
重
要
事
項
性
の
持
つ
機
能
に
鑑
み
て
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
範
囲
に
限
定
を
か
け
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
の
性
質
か
ら
着
手
時
期
の
限
定
を
図
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
詐
欺
罪
以
外
の
犯
罪
に
関
す
る
従
前
の
判
例
に
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。
拘
禁
場
の
損
壊
が
行
わ
れ
た
時
点
で
の
加
重
逃
走
罪
の
実
行
の
着
手
が
問
題
と
な
っ
た
最
三
小
判
昭
和
五
四
年

一
二
月
二
五
日
刑
集
三
三
巻
七
号
一
一
〇
五
頁
で
、
調
査
官
解
説
は
、
同
罪
の
保
護
法
益
が
拘
禁
作
用
に
あ
る
と
の
理
解
を
前
提
に
、
看

守
者
の
人
的
物
的
設
備
に
対
し
て
侵
害
を
加
え
る
損
壊
行
為
が
行
わ
れ
れ
ば
、
逃
走
行
為
が
行
わ
れ
て
い
な
く
と
も
同
罪
の
実
行
の
着
手

を
認
め
て
良
い
一
方
で
、
損
壊
と
同
様
に
構
成
要
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
通
謀
に
は
そ
の
よ
う
な
性
質
が
な
い
た
め
に
、
通
謀
が
な
さ
れ

た
だ
け
で
実
行
の
着
手
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る）（1
（

。
こ
の
よ
う
な
理
解
は
、構
成
要
件
の
性
質
と
の
関
連
で
、
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実
行
の
着
手
を
基
礎
付
け
る
行
為
を
選
別
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
分
析
か
ら
す
れ
ば
、
重
要
事
項
類
似
表
現
は
、
詐
欺
罪
の
罪
質
に
鑑
み
て
、
被
害
者
の
交
付
判
断
に
少
な
く
と
も
部
分
的
に
決

定
的
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
言
え
る
時
点
ま
で
、
実
行
の
着
手
を
認
め
な
い
こ
と
を
示
す
機
能
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る）（1
（

。

4
．
直
接
性
と
危
険
性

⑴　

過
去
の
判
例
と
の
比
較

実
行
の
着
手
に
関
す
る
従
前
の
判
例
の
「
判
断
基
準
を
維
持
・
統
合
し
た
」
も
の
と
評
さ
れ
て
い
る）11
（

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
で
は
、

犯
行
計
画
の
内
容
を
明
示
し
つ
つ
、
①
第
一
行
為
が
第
二
行
為
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
（
必
要
不
可
欠
性
）、
②
第

一
行
為
終
了
後
に
殺
害
計
画
を
完
遂
す
る
上
で
特
段
の
障
害
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
（
障
害
の
不
存
在
）、
③
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と

の
時
間
的
場
所
的
近
接
性
を
考
慮
事
情
と
し
て
挙
げ
て
、
❶
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と
の
密
接
性
、
❷
殺
人
に
至
る
客
観
的
な
危
険
性
が

認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
を
肯
定
し
て
い
る
。

こ
の
❶
❷
が
実
行
の
着
手
の
判
断
基
準
を
示
し
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る）1（
（

と
こ
ろ
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
で
挙
げ
ら
れ
た
❷

殺
人
に
至
る
客
観
的
な
危
険
性
が
、
本
判
決
に
い
う
本
件
嘘
に
よ
っ
て
「
被
告
人
の
求
め
に
応
じ
て
即
座
に
現
金
を
交
付
し
て
し
ま
う
危

険
性
」
と
対
応
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
判
決
で
同
じ
一
文
の
中
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
現
金
の
交
付
を
求
め
る
行
為
に
直
接
つ
な
が

る
嘘
」
が
❶
第
一
行
為
と
第
二
行
為
と
の
密
接
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
の
推
測
が
想
起
さ
れ
る）11
（

。

⒜　

密
接
性

で
は
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
と
表
現
が
異
な
る
こ
と
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
点
、「
密
接
」
が
使
わ
れ
な
か
っ
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た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
述
2
で
示
し
た
通
り
、
本
件
を
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
と
し
て
解
決
す
る
余
地
を
残
す
た
め
で
あ
っ
た
と
の
理

解
が
可
能
で
あ
る）11
（

。
す
な
わ
ち
、「
密
接
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
場
合
、
本
件
で
の
架
け
子
ら
の
行
為
が
構
成
要
件
該
当
行
為
に
当
た

ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
う
る
た
め
、
こ
れ
を
避
け
た
、
と
の
理
解
で
あ
る
。

直
接
性
と
密
接
性
が
対
応
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
直
接
性
に
お
い
て
も
直
前
行
為
と
構
成
要
件
該
当
行
為
と
の
関
係
性
が
問
題
と
さ

れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
交
付
要
求
行
為
が
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
該
当
行
為
と
言
え
る
か
は
、
前
述
し
た
欺
罔
行
為
に
お
け
る
交
付
要
求
の

要
否
と
関
連
す
る
一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
交
付
要
求
必
要
説
に
立
て
ば
、
欺
罔
行
為
に
当
た
ら
な
い
本
件
嘘
を
直
前
行
為
と
捉
え
、
交
付

要
求
行
為
と
の
密
接
性
を
問
題
と
し
た
判
断
と
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
交
付
要
求
不
要
説
か
ら
本
件
嘘
が
欺
罔
行
為
の
一
部
と

捉
え
た
場
合
、
本
判
決
は
、
複
数
の
欺
罔
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
最
終
的
な
結
果
惹
起
行
為
と
し
て
の
欺
罔
行
為
（
交
付
要

求
行
為
）
と
そ
れ
に
先
行
す
る
欺
罔
行
為
（
本
件
嘘
）
と
の
間
に
、
密
接
性
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

⒝　

危
険
性

他
方
で
、
危
険
性
に
つ
い
て
も
、
危
険
性
の
対
象
及
び
表
現
の
点
で
、
従
前
の
判
例
と
相
違
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
危
険
性
の
対
象
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
で
は
殺
害
行
為
に
至
る
危
険
性
と
し
て
、
結
果
発
生
の
危

険
性
又
は
実
行
行
為
に
至
る
危
険
性
を
問
題
と
し
て
い
た
と
こ
ろ）11
（

、
法
廷
意
見
で
は
、
財
物
移
転
の
危
険
性
や
（
欺
罔
行
為
に
当
た
る
）
交

付
要
求
行
為
に
至
る
危
険
性
で
は
な
く
、
交
付
行
為
に
至
る
危
険
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
考
察
を
試
み
る
と
、
ま
ず
結
果
発

生
の
危
険
性
と
の
関
係
で
は
、
本
件
が
交
付
行
為
と
財
物
の
移
転
が
ほ
と
ん
ど
同
時
に
な
さ
れ
る
事
案
で
あ
っ
た
た
め
、
交
付
行
為
に
至

る
危
険
性
を
問
題
と
す
れ
ば
、
財
物
移
転
の
危
険
性
を
問
題
と
す
る
こ
と
と
同
視
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
方
、
実
行
行
為
に
至
る
危
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険
性
と
の
関
係
で
は
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
実
行
行
為
を
最
終
的
な
結
果
惹
起
行
為
と
捉
え
た
上
で
、
詐
欺
罪
に
お
い
て
最
終
的
な
結

果
惹
起
行
為
と
し
て
予
定
さ
れ
て
い
る
の
は
被
害
者
に
よ
る
交
付
行
為
で
あ
る
た
め
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
と
の
比
較
で
も
、
欺
罔

行
為
に
至
る
危
険
性
を
問
題
と
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
理
解
が
あ
り
う
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
件
事
案
の
特
徴
を
踏
ま

え
る
と
、
危
険
性
の
対
象
設
定
に
関
し
て
、
従
前
の
判
例
と
の
整
合
性
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

次
に
表
現
の
点
に
関
し
て
、
従
前
の
判
例
で
は
、「
客
観
的
な
危
険
性
」
と
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
て）11
（

、
本
判
決
で
は
「
危
険
性
を
著

し
く
高
め
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
相
違
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
か
。

実
行
の
着
手
に
お
け
る
危
険
性
に
関
し
て
、
近
時
、
学
説
に
お
い
て
、
新
し
い
対
立
軸
を
立
て
る
動
き
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
実

質
的
客
観
説
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
実
行
の
着
手
に
高
度
の
危
険
性
を
要
求
す
る
見
解
を
多
数
説
と
し
て
位
置
付
け
、
そ
の
よ
う
な
高
度

の
危
険
性
を
不
要
と
し
、
犯
行
計
画
を
基
礎
に
お
い
て
犯
行
の
進
捗
度
合
い
に
注
目
す
る
理
解
を
有
力
説
と
し
て
対
置
さ
せ
る
構
図
で
あ

る
）
11
（

。本
判
決
に
い
う
「
危
険
性
を
著
し
く
高
め
る
」
と
の
表
現
か
ら
は
、
危
険
性
の
量
的
側
面
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
危
険
性
の
量
的
側
面
に
着
目
す
る
の
は
、
多
数
説
に
親
和
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
方
で
、「
客
観
的
」
と
い
う
文
言
が
用

い
ら
れ
て
い
な
い
点
で
は
、
有
力
説
に
親
和
的
で
あ
る
。
有
力
説
の
論
者
か
ら
も
、
そ
れ
自
体
結
果
発
生
の
危
険
性
の
な
い
行
為
が
行
わ

れ
た
場
面
で
実
行
の
着
手
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
明
確
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る）11
（

。
こ
の
よ
う
に
見
る

と
、
本
判
決
に
い
う
危
険
性
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
そ
の
表
現
の
点
で
は
、
多
数
説
、
有
力
説
の
い
ず
れ
か
ら
も
説
明
可
能
な
も
の
で
あ

る
と
言
え
る）11
（

。
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⑵　

直
接
性
と
危
険
性
を
基
礎
付
け
る
事
情

で
は
、
本
件
で
直
接
性
、
危
険
性
を
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
付
け
て
い
る
事
情
は
何
か
。
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
い
ず
れ
の
要
素
に
お
い
て
も
、

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
で
考
慮
さ
れ
て
い
た
事
情
と
の
類
似
性
が
見
て
取
れ
る
。

ま
ず
、直
接
性
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、本
件
で
は
、現
金
を
被
害
者
宅
に
移
動
さ
せ
る
趣
旨
の
文
言
、そ
し
て
、警
察
官
が
被
害
者
宅

を
訪
問
す
る
こ
と
を
予
告
す
る
文
言
が
被
害
者
に
対
し
て
申
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
直
接
性
を
基
礎
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の

事
情
は
、ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
に
お
け
る
必
要
不
可
欠
性
や
、障
害
の
不
存
在
に
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、被
害
者
宅
に

現
金
が
存
在
し
、
か
つ
、
被
害
者
に
お
い
て
警
察
官
の
訪
問
が
予
告
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
て
は
、
警
察
官
役
の
被
告
人
が
被
害
者
宅

に
お
い
て
（
虚
言
を
含
む
）
現
金
交
付
要
求
を
行
う
前
提
が
整
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
言
を
申
し
述
べ
る
こ
と
が
被
告
人
に

よ
る
交
付
要
求
行
為
を
確
実
か
つ
容
易
に
行
わ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
本
件
嘘
の
後
に
残
さ
れ
た
被
告
人
ら
の
計
画
上
の
行
為
は
交

付
要
求
行
為
だ
け
で
あ
っ
て
、
犯
行
計
画
を
遂
行
す
る
上
で
の
特
段
の
障
害
と
言
え
る
だ
け
の
事
情
は
存
在
し
な
い
と
評
価
で
き
よ
う）11
（

。

次
に
危
険
性
で
あ
る
。
法
廷
意
見
に
お
い
て
は
、
被
害
者
が
す
で
に
前
日
に
詐
欺
被
害
に
遭
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
、
被
告
人
が
間

も
な
く
被
害
者
宅
を
訪
問
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
一
度
詐
欺
被
害
に
遭
っ
た
被
害
者
に
連

続
し
て
詐
欺
行
為
を
働
く
こ
と
は
、
被
害
者
が
現
金
交
付
要
求
に
応
じ
て
し
ま
う
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
言
え
る
。
も
っ

と
も
、
仮
に
本
件
で
前
日
の
詐
欺
被
害
な
ど
存
在
せ
ず
、
そ
れ
自
体
が
嘘
で
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
で
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ

る
と
は
考
え
に
く
い
。
と
す
れ
ば
、
本
件
で
交
付
要
求
に
応
じ
て
し
ま
う
危
険
性
を
基
礎
付
け
る
に
あ
た
っ
て
、
よ
り
重
視
さ
れ
る
べ
き

は
後
者
の
事
情
と
な
ろ
う
。
こ
の
事
情
は
本
件
嘘
と
交
付
要
求
行
為
と
の
時
間
的
近
接
性
に
関
わ
る
事
情
で
あ
り
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件

決
定
に
い
う
時
間
的
場
所
的
近
接
性
と
の
類
似
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
で
は
、
最
初
の
架
電
行
為
か
ら
被
告
人
が
逮
捕
さ
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れ
る
ま
で
二
時
間
あ
ま
り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
に
短
い
時
間
の
間
で
犯
行
計
画
が
進
行
し
て
い
た
点
に
、
被
害
者
が
交
付
要
求

に
応
じ
て
し
ま
う
危
険
性
の
高
ま
り
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る（（3
（

。
逆
に
、
架
電
行
為
と
被
告
人
の
交
付
要
求
と
が
別
日
に
行
わ
れ
る
な
ど

一
定
の
時
間
的
離
隔
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
架
電
行
為
の
時
点
で
の
交
付
要
求
に
応
じ
る
危
険
性
を
否
定
す
る
方
向
性
に
傾
く
も
の
と
思

わ
れ
る
。

以
上
の
通
り
、
本
判
決
に
い
う
直
接
性
及
び
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
そ
の
考
慮
事
情
も
含
め
て
、
従
前
、
実
行
の
着
手
論
で
問
題
と
さ

れ
て
き
た
密
接
性
や
危
険
性
と
の
対
応
関
係
が
見
て
取
れ
る
。

5
．
詐
欺
罪
に
お
け
る
着
手
判
断
の
構
造

⑴　

欺
罔
行
為
の
解
釈
論
と
し
て
位
置
付
け
る
可
能
性

2
で
確
認
し
た
通
り
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
を
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
と
実
行
の
着
手
一
般
論
の
い
ず
れ
と
理
解
し
て
い
る
が
不
明
で

あ
っ
た
。
法
廷
意
見
の
判
断
内
容
に
鑑
み
て
も
、重
要
事
項
類
似
表
現
と
い
う
欺
罔
行
為
の
特
性
を
踏
ま
え
た
検
討
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、

直
接
性
及
び
危
険
性
と
い
う
実
行
の
着
手
一
般
論
か
ら
の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

も
っ
と
も
、
3
の
分
析
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
件
は
、
す
で
に
重
要
事
項
の
一
部
（
警
察
官
で
あ
る
こ
と
）
に
つ
い
て
の
虚
言
が
な

さ
れ
た
事
案
で
あ
っ
た
。
重
要
事
項
性
の
一
部
に
虚
言
が
見
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
虚
言
だ
け
を
も
っ
て
欺
罔
行
為
を
肯
定
し
て
良
い
か

は
一
つ
の
問
題
と
な
り
う
る
が
、
少
な
く
と
も
重
要
事
項
の
一
部
を
偽
る
行
為
が
欺
罔
行
為
の
一
部
を
構
成
す
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る）1（
（

。

こ
の
よ
う
に
見
た
場
合
、
本
件
は
欺
罔
行
為
の
一
部
が
す
で
に
始
ま
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
構
成
要
件
該
当
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
事

案
で
の
着
手
時
期
の
前
倒
し
と
い
う
実
行
の
着
手
一
般
論
が
想
定
す
る
状
況
と
の
相
違
が
見
ら
れ
る
。
欺
罔
行
為
の
一
部
が
行
わ
れ
て
い



一
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る
以
上
、
こ
れ
を
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
財
物
交
付
の
必
要
性
に
関
す
る
虚
偽
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
欺
罔
行
為
が
完
了
し
て
い
な
い
こ
と
も
指
摘
で
き

る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
件
は
、
犯
行
計
画
上
、
複
数
回
の
欺
罔
行
為
が
予
定
さ
れ
て
い
る
場
面
で
欺
罔
行
為
の
一
部
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、

完
了
し
て
い
な
い
と
い
う
事
案
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
最
後
の
欺
罔
行
為
が
行
わ
れ
な
い
段
階
で
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め

て
良
い
か
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
本
判
決
が
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
論
に
位
置
付
け
ら
れ
る
と
考
え
た
場
合
、
欺
罔
行
為
に
関
連
す
る
重
要
事
項
類
似
表
現

の
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
ま
た
、
直
接
性
及
び
危
険
性
に
関
す
る
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
欺

罔
行
為
が
完
了
し
て
い
な
い
限
り
で
、
実
行
の
着
手
論
を
各
論
の
要
件
解
釈
の
中
に
取
り
込
ん
で
判
断
す
べ
き
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し

た
も
の
と
し
て
、
法
廷
意
見
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う）11
（

。

⑵　

重
要
事
項
類
似
表
現
と
、
直
接
性
及
び
危
険
性
の
関
係
性

法
廷
意
見
の
判
断
構
造
が
欺
罔
行
為
の
要
件
解
釈
に
あ
る
と
し
て
、
重
要
事
項
類
似
表
現
と
、
直
接
性
及
び
危
険
性
は
ど
の
よ
う
な
関

係
に
あ
る
の
か
。
い
ず
れ
か
の
要
素
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
廷
意
見

の
判
示
か
ら
は
こ
の
点
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
各
要
素
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
議
論
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
の
が
素

直
で
あ
る
。

も
っ
と
も
検
討
す
る
に
、
重
要
事
項
類
似
表
現
が
詐
欺
罪
の
罪
質
か
ら
、
直
接
性
及
び
危
険
性
が
実
行
の
着
手
一
般
論
か
ら
要
請
さ
れ

る
要
素
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
方
が
認
め
ら
れ
れ
ば
他
方
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
関
係
に
は
な
く
、
両
者
が
充
た
さ
れ
な
け
れ
ば
、
詐
欺
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未
遂
罪
の
成
立
は
肯
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
重
要
事
項
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
虚
言
が
認
め
ら

れ
る
と
し
て
も
、
例
え
ば
、
交
付
対
象
で
あ
る
財
物
の
準
備
が
整
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
当
該
虚
言
と
交
付
を
受
け
行
為
と
の
間
に
時
間

的
離
隔
が
存
在
し
た
り
す
る
場
合
に
は
、
直
接
性
及
び
危
険
性
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
行
為
者
ら
が
被
害
者
の
身
内
を

偽
る
犯
行
計
画
の
も
と
で
、
事
前
に
そ
の
身
内
を
装
っ
て
携
帯
電
話
の
番
号
が
変
わ
っ
た
旨
の
虚
言
を
述
べ
た
に
と
ど
ま
る
場
合
に
は
、

財
物
交
付
の
必
要
性
と
い
う
重
要
事
項
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
虚
言
が
な
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、
直
接
性
及
び
危
険
性
が
認
め

ら
れ
る
と
し
て
も
、
詐
欺
未
遂
罪
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

6
．
本
判
決
の
射
程

本
判
決
は
、
交
付
要
求
が
な
い
段
階
で
の
詐
欺
罪
の
実
行
の
着
手
を
犯
行
計
画
に
照
ら
し
て
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
前
、
こ
の
よ

う
な
問
題
が
論
点
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
が
判
断
を
示
し
た
こ
と
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
。

本
判
決
は
事
例
判
断
で
あ
り
、
本
件
と
一
部
事
案
が
異
な
る
場
合
に
、
そ
の
射
程
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
本
件
で
の
二
回
目
の

架
電
行
為
が
存
在
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
。
山
口
補
足
意
見
は
、
第
一
架
電
時
で
の
詐
欺
未
遂
罪
の
成
立
を
留
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
、

法
廷
意
見
は
、
本
件
に
お
い
て
第
一
架
電
時
に
す
で
に
詐
欺
未
遂
罪
が
認
め
ら
れ
る
余
地
を
含
ん
で
い
る）11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第

一
架
電
の
時
点
で
、
重
要
事
項
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
複
数
の
虚
言
（
警
察
官
で
あ
る
こ
と
、
預
金
の
現
金
化
の
必
要
性
、
捜
査
協
力
の

必
要
性
）
が
申
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
重
要
事
項
類
似
表
現
の
点
で
は
、
実
行
の
着
手
は
否
定
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
直
接
性

及
び
危
険
性
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
預
金
を
現
金
化
し
た
こ
と
、
第
二
架
電
の
内
容
が
「
警
察
官
の
訪
問
」
で
あ
る
こ
と
の
評
価
が

重
要
と
な
る
。
ま
ず
、
前
者
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
法
廷
意
見
に
お
い
て
も
被
害
者
宅
に
現
金
を
移
動
さ
せ
る
こ
と
が
直
接
性
を
基
礎



一
一
八

付
け
る
事
情
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
（
前
述
4
（
（
）
参
照
）
か
ら
、
預
金
の
現
金
化
に
至
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
直
接
性
を
認
め
え
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
行
為
者
が
現
金
の
準
備
を
要
求
す
れ
ば
、
実
際
に
現
金
化
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
直
接
性
は

否
定
さ
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
理
解
を
法
廷
意
見
は
排
除
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
者
の
事
情
に

つ
い
て
は
、
被
告
人
が
被
害
者
宅
を
訪
れ
る
口
実
を
作
る
こ
と
こ
そ
が
、
直
接
性
及
び
危
険
性
を
肯
定
す
る
決
定
的
な
事
情
で
あ
る
と

捉
え
れ
ば
、
第
二
架
電
時
に
実
行
の
着
手
を
認
め
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
捜
査
途
中
で
警
察
官
が
事
前
の
連
絡
な

く
被
害
者
宅
に
訪
れ
る
こ
と
が
、
交
付
要
求
行
為
と
の
直
接
性
を
否
定
し
た
り
、
被
害
者
に
お
い
て
交
付
を
差
し
控
え
さ
せ
た
り
す
る

よ
う
な
事
情
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
第
一
架
電
時
に
実
行
の
着
手
を
肯
定
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）
原
審
を
検
討
し
た
も
の
に
、矢
野
隆
史
「
判
批
」
研
修
八
三
〇
号
（
二
〇
一
七
）
九
五
頁
、拙
稿
「
判
批
」
法
律
時
報
九
〇
巻
三
号
（
二
〇
一
八
）

一
一
三
頁
、
拙
稿
「
ド
イ
ツ
判
例
に
見
る
詐
欺
未
遂
の
開
始
時
期
」
立
教
法
務
研
究
一
一
号
（
二
〇
一
八
）
一
五
六
頁
、
樋
口
亮
介
「
詐
欺
罪
に

お
け
る
実
行
の
着
手
時
点
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
五
九
号
（
二
〇
一
八
）
五
〇
頁
、佐
藤
拓
磨
「
実
行
の
着
手
に
つ
い
て
」
研
修
八
三
八
号
三
頁
（
一

一
頁
以
下
）、
匿
名
「
判
批
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
四
九
号
（
二
〇
一
八
）
一
五
三
頁
。

（
（
）
本
判
決
の
評
釈
と
し
て
は
、
浅
井
弘
章
「
判
批
」
銀
行
法
務
（1 

八
二
八
号
（
二
〇
一
八
）
六
六
頁
、
豊
田
兼
彦
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
六

一
号
（
二
〇
一
八
）
一
二
一
頁
、
成
瀬
幸
典
「
判
批
」
法
学
教
室
四
五
四
号
（
二
〇
一
八
）
一
四
〇
頁
、
羽
柴
愛
砂
「
判
批
」
警
察
学
論
集
七
一

巻
七
号
（
二
〇
一
八
）
一
七
七
頁
、前
田
雅
英
「
判
批
」
捜
査
研
究
八
一
〇
号
（
二
〇
一
八
）
二
頁
、佐
藤
拓
磨
及
び
二
本
栁
誠
に
よ
る
特
集
（
刑

事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
七
号
（
二
〇
一
八
）
一
七
頁
以
下
）。
本
判
決
を
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
樋
口
亮
介
「
実
行
の
着
手
」
東
京
大
学
法
科
大

学
院
ロ
ー
レ
ビ
ュ
ー
一
三
号
（
二
〇
一
八
）
五
六
頁
、
中
川
正
浩
「
特
殊
詐
欺
対
策
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
『
だ
ま
さ
れ
た
振
り
作
戦
』
に
関
す
る

法
的
問
題
と
捜
査
手
法
の
正
当
性
に
つ
い
て
」
警
察
学
論
集
七
一
巻
一
二
号
（
二
〇
一
八
）
六
二
頁
（
七
五
頁
以
下
）、
松
宮
孝
明
「
現
代
刑
法

の
理
論
と
実
務
第
九
回　

未
遂
・
未
完
成
犯
罪
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
六
七
号
（
二
〇
一
八
）
九
五
頁
（
九
七
頁
）、
小
林
憲
太
郎
『
刑
法
総
論
の

理
論
と
実
務
』（
判
例
時
報
社
、
二
〇
一
八
）
四
四
九
頁
以
下
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
［
第
二
版
］』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
八
）
四
三
四
頁
、
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高
橋
則
夫
『
刑
法
総
論
［
第
四
版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
三
九
八
頁
以
下
、
同
『
刑
法
各
論
［
第
三
版
］』（
成
文
堂
、
二
〇
一
八
）
三
二
〇

頁
以
下
、
塩
見
淳
「
特
殊
詐
欺
事
案
で
見
え
て
き
た
解
釈
問
題
」
法
学
教
室
四
六
一
号
（
二
〇
一
九
）
四
九
頁
。

（
（
）
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）三
一
頁
。

（
（
）
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
三
版
］』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
八
）
一
〇
九
頁
【
高
橋
省
吾
担
当
執
筆
】
な
ど
。

（
（
）
樋
口
・
前
掲
注（
1
）五
五
頁
も
参
照
。

（
6
）
交
付
要
求
を
不
要
と
し
つ
つ
、
被
害
者
の
交
付
・
処
分
行
為
と
の
自
動
性
が
必
要
で
あ
る
と
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
法
律
時
報
・
前
掲
注

（
1
）一
一
七
頁
お
よ
び
拙
稿
立
教
法
務
研
究
・
前
掲
注（
1
）一
八
七
頁
以
下
。

（
（
）
こ
の
立
場
に
立
つ
論
者
に
、
二
本
栁
・
前
掲
注（
（
）。

（
（
）
塩
見
・
前
掲
注（
（
）
五
〇
頁
以
下
。
樋
口
・
前
掲
注（
（
）七
一
頁
は
、
法
廷
意
見
も
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
と
見
る
の
が
素
直
と
す
る
。

（
（
）
最
判
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
刑
集
六
八
巻
三
号
五
八
二
頁
、
最
決
平
成
二
六
年
三
月
二
八
日
刑
集
六
八
巻
三
号
六
四
六
頁
、
拙
稿
「
判
批
」

法
学
新
報
一
二
三
巻
一
・
二
号
二
〇
七
頁
（
二
一
一
頁
以
下
）。

（
10
）
被
害
者
が
交
付
の
判
断
に
直
面
し
た
場
面
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
重
要
事
項
性
か
ら
表
現
が
緩
和
さ
れ
た
と
捉
え
る
も
の
に
、
佐
藤
・
前

掲
注（
（
）二
四
頁
、
二
本
栁
・
前
掲
注（
（
）四
五
頁
、
成
瀬
・
前
掲
注（
（
）一
四
〇
頁
、
中
川
・
前
掲
注（
（
）九
八
頁
脚
注
八
三
。

（
11
）
東
京
地
判
平
成
二
九
年
一
〇
月
一
七
日LEX

D
B （（（（（11（

、
名
古
屋
地
判
平
成
二
九
年
一
〇
月
三
日LEX

D
B（（（61（00

、
広
島
地
判
平
成

二
九
年
三
月
一
五
日LEX

D
B（（（（（（0（

な
ど
。

（
1（
）
樋
口
・
前
掲
注（
（
）七
二
頁
以
下
、
豊
田
・
前
掲
注（
（
）一
二
一
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
重
要
事
項
類
似
表
現
に
独
立
の
意
義
を
認
め
て
い
な

い
も
の
と
し
て
、
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）三
一
頁
。

（
1（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
拓
磨
『
未
遂
犯
と
実
行
の
着
手
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
六
）
二
一
八
頁
以
下
な
ど
。
ま
た
、
塩
見
・

前
掲
注（
（
）五
一
頁
も
参
照
。

（
1（
）
井
田
・
前
掲
注（
（
）四
三
九
頁
、
小
林
・
前
掲
注（
（
）四
四
〇
頁
以
下
な
ど
。

（
1（
）
鈴
木
左
斗
志
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
『
交
付
』
に
つ
い
て
」
芝
原
邦
爾
ほ
か
編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集　

上
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九

九
八
）
五
一
三
頁
（
五
三
九
頁
）。

（
16
）
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
比
較
法
的
に
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
見
ら
れ
る
。
拙
稿
立
教
法
務
研
究
・
前
掲
注（
1
）一
七
七
頁
脚
注
四
〇
、
樋
口
・
前



一
二
〇

掲
注（
（
）七
一
頁
脚
注
七
二
。

（
1（
）
拙
稿
・
前
掲
注（
（
）二
一
四
頁
。

（
1（
）
龍
岡
資
晃
「
判
解
」
最
判
解
昭
和
五
四
年
度
四
三
四
頁
（
四
四
四
頁
以
下
）。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
「
手
段
・
目
的
」
型
の
結
合
犯

に
は
射
程
が
及
ぶ
も
の
と
し
て
い
る
（
四
五
一
頁
）。

（
1（
）
樋
口
・
前
掲
注（
（
）七
一
頁
以
下
は
、
本
稿
に
い
う
構
成
要
件
の
性
質
と
関
連
付
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
、「
被
害
者
領
域
へ
の
介
入
」
と
い
う

視
点
か
ら
総
論
的
な
基
盤
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

（
（0
）
平
木
正
洋
「
判
解
」
最
判
解
刑
事
篇
（
平
成
一
六
年
度
）
一
五
五
頁
（
一
八
二
頁
）。

（
（1
）
平
木
・
前
掲
注（
（0
）一
七
二
頁
。

（
（（
）
二
本
栁
・
前
掲
注（
（
）四
〇
頁
、
成
瀬
・
前
掲
注（
（
）一
四
〇
頁
、
塩
見
・
前
掲
注（
（
）五
一
頁
。
補
足
意
見
も
、
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定

を
引
用
し
て
、
交
付
要
求
段
階
で
の
実
行
行
為
と
本
件
嘘
と
の
密
接
性
を
問
題
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
松
宮
・
前
掲
注（
（
）九
七
頁
は
、

手
段
限
定
型
犯
罪
に
お
い
て
は
、
密
接
性
と
い
う
文
言
を
使
う
こ
と
を
不
当
と
す
る
。

（
（（
）
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）二
四
頁
。

（
（（
）
実
行
の
着
手
判
断
に
お
い
て
結
果
発
生
の
危
険
性
と
実
行
行
為
に
至
る
危
険
性
の
い
ず
れ
を
問
題
と
す
べ
き
か
に
議
論
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
樋
口
・
前
掲
注（
（
）六
三
頁
。

（
（（
）
最
三
小
決
昭
和
四
五
年
七
月
二
八
日
刑
集
二
四
巻
七
号
五
八
五
頁
、
前
記
ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム
事
件
決
定
、
最
三
小
判
平
成
二
〇
年
三
月
四
日
刑
集

六
二
巻
三
号
一
二
三
頁
、
最
二
小
判
平
成
二
六
年
一
一
月
七
日
刑
集
六
八
巻
九
号
九
六
三
頁
。

（
（6
）
詳
細
は
、
樋
口
・
前
掲
注（
1
）、
同
・
前
掲
注（
（
）五
七
頁
以
下
、
佐
藤
・
前
掲
注（
1
）三
頁
以
下
、
同
・
前
掲
注（
（
）二
五
頁
以
下
。
前
掲

注（
（
）に
お
け
る
佐
藤
＝
二
本
栁
の
特
集
は
、
佐
藤
が
有
力
説
か
ら
、
二
本
栁
が
多
数
説
か
ら
本
件
を
論
評
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）三
一
頁
。

（
（（
）
も
っ
と
も
、
実
行
の
着
手
に
高
度
の
危
険
性
を
要
求
し
た
場
合
、
判
例
の
整
合
的
な
説
明
が
困
難
な
点
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
・
前
掲
注（
（
）二

七
頁
以
下
、
樋
口
・
前
掲
注（
（
）五
九
頁
以
下
参
照
。
多
数
説
に
立
つ
二
本
栁
・
前
掲
注（
（
）四
四
頁
以
下
も
、
本
件
で
は
具
体
的
危
険
は
認
め

ら
れ
な
い
と
す
る
。

（
（（
）
拙
稿
法
律
時
報
・
前
掲
注（
1
）一
一
七
頁
参
照
。
も
っ
と
も
、
だ
ま
さ
れ
た
ふ
り
作
戦
の
展
開
や
、
被
害
者
が
途
中
で
詐
欺
被
害
に
気
づ
く
な



一
二
一

刑
事
判
例
研
究
⑶
（
冨
川
）

ど
の
事
情
が
犯
行
計
画
の
障
害
と
な
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
件
で
は
、
二
時
間
と
い
う
短
い
時
間
の
間
に
犯
行
が
進
行
し
て
い
る

な
ど
、
こ
の
よ
う
な
障
害
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
手
立
て
が
犯
行
計
画
上
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
実
行
の
着
手
を
否
定

す
る
だ
け
の
障
害
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
（0
）
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
架
電
時
に
危
険
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
の
評
価
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
二
本
栁
・
前
掲
注（
（
）四
五
頁
お
よ

び
成
瀬
・
前
掲
注（
（
）一
四
〇
頁
。

（
（1
）
交
付
判
断
の
基
礎
が
複
数
考
え
ら
れ
る
場
合
に
そ
の
う
ち
の
一
つ
に
つ
い
て
虚
言
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
重
要
事
項
性
を
充
足
す
る
と
の
理
解

に
、
樋
口
・
前
掲
注（
（
）五
九
頁
。

（
（（
）
そ
の
よ
う
な
理
解
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
法
律
時
報
・
前
掲
注（
1
）一
一
七
頁
お
よ
び
拙
稿
立
教
法
務
研
究
・
前
掲
注（
1
）一
八
七
頁

以
下
。
こ
れ
は
、
塩
見
・
前
掲
注（
（
）五
〇
頁
が
「
詐
欺
罪
の
着
手
時
期
を
視
野
に
入
れ
、
先
取
り
し
た
基
準
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
通
り
、
着

手
論
一
般
か
ら
要
請
さ
れ
る
基
準
を
欺
罔
行
為
判
断
に
取
り
込
む
と
の
理
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
中
川
・
前
掲
注（
（
）七
九
頁
以
下
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
林
・
前
掲
注（
（
）四
五
二
頁
以
下
、
塩
見
・
前
掲
注（
（
）五
〇
頁
以
下
。

【
付
記
】
本
稿
脱
稿
後
に
、
高
橋
則
夫
「
特
殊
詐
欺
を
め
ぐ
る
犯
罪
論
上
の
諸
問
題
」
判
例
秘
書
ジ
ャ
ー
ナ
ルH

J（0001（

、
和
田
俊
徳
「
判
批
」
平
成

三
〇
年
度
重
判
解
（
二
〇
一
九
）
一
五
〇
頁
に
触
れ
た
。

　
　

な
お
、
本
稿
は
、
科
研
費
若
手
研
究
🄑
（
研
究
課
題
番
号
：1（K

1（6（（

）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。（

九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
）




