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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を「
教
唆
す
る
」こ
と
は
で
き
る
か

鈴　
　

木　
　

彰　
　

雄

　

は
じ
め
に

一　

別
行
為
の
教
唆

二　

拡
張
的
教
唆

三　

縮
小
的
教
唆

　

む　

す　

びは
じ
め
に

わ
が
国
の
刑
法
六
一
条
一
項
は
、「
人
を
教
唆
し
て
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
者
に
は
、正
犯
の
刑
を
科
す
る
」と
規
定
す
る
。こ
こ
で
い
う「
教

唆
」
す
る
と
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
実
行
の
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
を
い
い
、
利
益
の
提
供
、
誘
導
、
欺
罔
、
威
圧
、
甘
言
、
威

嚇
、
指
示
、
指
揮
、
命
令
、
嘱
託
、
慫
慂
、
哀
願
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
も
よ
く
、
ま
た
、
明
示
的
で
な
く
、
黙
示
的
・
暗
示
的
な

方
法
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る）

（
（

。
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し
か
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
教
唆
犯
が
処
罰
さ
れ
る
根
拠
か
ら
み
て
、
あ
る
い
は
教
唆
犯
が
正
犯
と
等
し
く
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
み

て
、
被
教
唆
者
に
犯
罪
実
行
の
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
が
必
ず
し
も
す
べ
て
教
唆
行
為
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
が
被
教
唆
者

に
一
定
の
犯
罪
を
実
行
す
る
決
意
を
生
ぜ
し
め
る
の
に
適
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
教
唆
犯
の
不
法
は
、
正
犯
の

不
法
か
ら
完
全
に
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
正
犯
の
不
法
に
全
面
的
に
従
属
す
る
も
の
で
も
な
く
、
教
唆
者
が
正
犯
者
の
行
為
に

加
功
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構
成
要
件
上
保
護
さ
れ
た
法
益
を
間
接
的
に
侵
害
す
る
こ
と
に
あ
る
と
す
る
立
場
（
従
属
的
な
法
益
侵
害
説
）
か

ら
、
教
唆
行
為
は
、「
目
的
指
向
的
な
行
為
の
促
進
」、
す
な
わ
ち
、
は
っ
き
り
と
犯
罪
を
行
う
決
意
を
ひ
き
起
こ
そ
う
と
す
る
意
味
を
も
っ

た
行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る）

（
（

。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を

そ
そ
の
か
し
て
別
の
行
為
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
、い
か
な
る
範
囲
で
教
唆
犯
が
成
立
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
教
唆
者
は
犯
意
の
な
い
者
を
そ
そ
の
か
し
て
犯
意
を
抱
か
せ
る
「
造
意
者
」
で
あ
る
か
ら）

（
（

、
す
で
に
あ
る
行
為
を

決
意
し
て
い
た
者
を
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て

4

4

4

4

4

4

4

4

さ
ら
に
教
唆
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ａ
が
す
で
に
Ｘ
の
殺
害
を
決
意
し
て
い

た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｘ
の
殺
害
を
実
行
さ
せ
て
も
、
Ｔ
の
殺
意
を
強
化
し
た
か
ぎ
り
で
殺
人
罪
の
精
神
的
幇
助
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い）

（
（

。
し
か
し
、
Ａ
が
す
で
に
Ｘ
の
殺
害
を
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｙ
の
殺
害
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
、
Ａ
に
殺
人
罪
の
教

唆
犯
が
成
立
す
る
か
否
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。

他
方
で
、
す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
ま
っ
た
く
別
の
行
為
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

実
行
さ
せ
た
な
ら
ば
、
そ
そ
の
か
し
た
者

に
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
争
い
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ａ
が
Ｘ
の
殺
害
を
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｘ
宅
へ
の
放
火
を
実

行
さ
せ
た
場
合
に
、
Ａ
に
放
火
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
で
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教

唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
が
、
構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
部
分
的
に
重
な
り
合
う
よ
う
に
み
え
る
場
合
、
た
と
え
ば
、
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
窃
盗
を
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
、
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
、
い
ず
れ
の
犯
罪
に
つ
い
て
、

ま
た
い
か
な
る
範
囲
で
Ａ
の
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
を
決
意
し
て
い
た

Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
、
Ｘ
に
対
す
る
窃
盗
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
も
、
そ
う
し
た
疑
問
が
生
ず
る）

（
（

。

こ
う
し
た
問
題
は
わ
が
国
で
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
本
稿
で
は
以
前
か
ら
議
論
の
あ
る
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
を

参
照
し
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
以
下
に
お
い
て
は
、
は
じ
め
に
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し

て
実
行
さ
せ
た
行
為
が
ま
っ
た
く
異
な
る
「
別
行
為
の
教
唆
」（U

m
stiftung

）
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
次
に
、
両
行
為
が
構
成
要
件
的

評
価
に
お
い
て
部
分
的
に
重
な
り
合
う
よ
う
に
み
え
る
場
合
の
う
ち
、
軽
い
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
重
い
罪
を
実
行
さ

せ
る
「
拡
張
的
教
唆
」（A

ufstiftung
）
の
問
題
を
検
討
し
、
最
後
に
、
重
い
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
軽
い
罪
を
実
行
さ

せ
る
「
縮
小
的
教
唆
」（A

bstiftung

）
の
問
題
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

一　

別
行
為
の
教
唆

㈠　
「
教
唆
す
る
」
と
は
、
あ
る
行
為
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
」（om

nim
odo 

facturu

）
（
（s

）
に
そ
の
行
為
を
実
行
す
る
よ
う
そ
そ
の
か
し
て
も
、
教
唆
行
為
と
被
教
唆
者
の
決
意
と
の
因
果
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
教

唆
犯
は
成
立
し
な
い）

（
（

。
言
い
か
え
れ
ば
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
が
法

的
評
価
に
お
い
て
同
一
で
あ
れ
ば
、
そ
の
行
為
を
「
教
唆
し
た
」
と
は
い
え
な
い
が
、
両
行
為
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
そ
そ

の
か
し
た
者
に
教
唆
犯
が
成
立
す
る
。
で
は
、
そ
の
同
一
性
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
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私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
判
断
の
指
針
と
な
る
の
は
「
構
成
要
件
の
同
一
性
」
と
「
保
護
法
益
の
同
一
性
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
従

属
的
な
法
益
侵
害
説
」
に
よ
れ
ば
、
教
唆
犯
は
正
犯
の
不
法
を
前
提
と
す
る
の
で
（
制
限
従
属
形
式

）
（
（

）、「
教
唆
す
る
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て

被
教
唆
者
に
違
法
行
為
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
違
法
行
為
は
構
成
要
件
と
い
う
観
念
形
象
に
よ
っ
て
類
型
化

さ
れ
て
い
る
の
で
（
違
法
類
型
説
）、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
同
じ
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
教
唆
者
が
そ
そ
の

か
し
て
も
、
被
教
唆
者
に
違
法
行
為
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
唆
に
よ
っ
て
被
教
唆
者
に
構
成
要
件
の
変
更

が
生
ず
れ
ば
、
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
行
為
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
教
唆
犯
が
成
立

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
恨
み
を
晴
ら
す
目
的
で
Ｘ
の
自
転
車
を
損
壊
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
ど
う
せ

壊
す
な
ら
Ｘ
の
納
屋
を
壊
せ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ
の
納
屋
を
損
壊
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
は
新

た
な
違
法
行
為
を
そ
そ
の
か
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
Ａ
に
建
造
物
損
壊
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
状
況
に
お

い
て
、
Ａ
が
「
ど
う
せ
壊
す
な
ら
Ｘ
の
愛
車
を
壊
せ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ
の
乗
用
車
を
損
壊
し
た
と

い
う
場
合
に
は
、
器
物
損
壊
罪
の
教
唆
犯
は
成
立
せ
ず
、
Ｔ
の
犯
意
を
強
化
し
た
か
ぎ
り
で
同
罪
の
幇
助
犯
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
学
説
の
一
部
に
異
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
要
件
を
異
に
し
て
も
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
法
益
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
法
益
が
同
等
の
財
産
的
利
益
で

あ
れ
ば
、
そ
そ
の
か
し
た
者
に
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
す
で
に
恐
喝
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
三
条
一
項
）

を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
法
定
刑
の
同
じ
詐
欺
（
同
法
二
六
三
条
一
項
）
を
決
意
さ
せ
て
実
行
さ
せ
た
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆

の
場
合
）
に
は
、
被
教
唆
者
が
実
行
し
た
罪
の
教
唆
犯
に
は
な
ら
ず
、
そ
の
罪
の
幇
助
犯
が
成
立
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る）

（
（

。

し
か
し
、
こ
の
両
罪
は
、
財
産
的
損
害
と
い
う
結
果
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
暴
行
・
脅
迫
な
い
し
欺
罔
と
い
う
各
罪
に
固
有
の
行
為
態
様



す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）
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に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
の
で
、
恐
喝
の
決
意
と
詐
欺
の
決
意
を
同
一
に
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

㈡　

さ
ら
に
私
見
は
、「
従
属
的
な
法
益
侵
害
説
」
の
立
場
か
ら
、
教
唆
犯
は
正
犯
か
ら
可
罰
性
を
借
用
す
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
教

唆
犯
の
不
法
だ
け
で
成
立
す
る
も
の
で
も
な
く
、
正
犯
行
為
を
介
し
て
間
接
的
に
違
法
な
結
果
を
惹
起
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
教
唆
犯

の
不
法
は
教
唆
行
為
自
体
の
不
法
と
正
犯
行
為
の
不
法
の
双
方
に
基
づ
く
と
解
す
る
（
混
合
惹
起
説
な
い
し
構
成
要
件
的
惹
起
説
）。
す
な
わ

ち
、
教
唆
行
為
の
不
法
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
（
正
犯
行
為
の
不
法
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
）
教
唆
行
為
に
固
有
の
法
益
侵
害
性
が
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
教
唆
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
に
よ
っ
て
侵

害
さ
れ
う
る
法
益
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
よ
う
と
し
た
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
う
る
法
益
が
具
体
的
に
同
一
で
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
構
成
要
件
が
同
一
で
あ
っ
て
も
、
教
唆
に
よ
っ
て
被
教
唆
者
に

法
益
の
帰
属
主
体
の
変
更
が
生
ず
れ
ば
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
の
殺
害
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
ど

う
せ
殺
す
な
ら
Ｘ
よ
り
Ｙ
を
殺
せ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｙ
を
殺
害
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
は
殺
人

罪
の
教
唆
犯
に
な
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
学
説
に
お
い
て
二
つ
の
異
論
が
あ
る
。
そ
の
第
一
は
、
法
益
の
帰
属
主
体
の
変
更
に
よ
っ
て
教
唆
犯
が
成
立
す
る
の

は
、
生
命
・
身
体
等
の
高
度
に
一
身
専
属
的
な
法
益
に
限
ら
れ
、
財
産
的
法
益
に
つ
い
て
は
幇
助
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解

で
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
個
人
的
法
益
は
す
べ
て
、
最
終
的
に
は
そ
の
担
い
手
で
あ
る
個
人
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
財
産
的
法
益
だ

け
を
別
論
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
の
財
物
を
窃
取
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
Ｘ
の
物
よ
り
Ｙ
の

物
を
盗
め
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｙ
の
財
物
を
窃
取
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
Ａ
を
窃
盗
罪
の
教
唆
犯
と
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す
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
の
異
論
は
、
高
度
に
一
身
専
属
的
な
法
益
で
あ
っ
て
も
、
例
外
的
に
、
教
唆
に
よ
っ
て
「
計
画
の
変
更
」
が
生

じ
な
け
れ
ば
幇
助
犯
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
が
テ
ロ
の
目
的
で
政
治
家
Ｘ
を
殺
害
し
よ
う
と
決

意
し
て
い
た
が
、
同
じ
テ
ロ
リ
ス
ト
の
Ａ
が
「
テ
ロ
計
画
を
実
行
す
る
た
め
に
政
治
家
Ｙ
を
殺
せ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の

助
言
に
従
っ
て
Ｙ
を
殺
害
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
を
謀
殺
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
一
一
条
）
の
幇
助
犯
と
す
る
の
で
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
こ

の
見
解
は
、「
行
為
の
同
一
性
」
を
「
計
画
の
同
一
性
」
に
置
き
か
え
る
も
の
で
あ
り
、同
一
性
の
判
断
を
著
し
く
主
観
化
す
る
こ
と
に
な
っ

て
妥
当
で
な
い
で
あ
ろ
う
。

国
家
的
・
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
は
、
法
益
の
同
一
性
の
判
断
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、
私
見
は
次
の
よ
う
に
考

え
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
公
務
員
Ｘ
に
暴
行
を
加
え
て
そ
の
職
務
の
執
行
を
妨
害
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
体
力
の
劣
る

公
務
員
Ｙ
を
狙
え
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｙ
の
職
務
の
執
行
を
妨
害
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
公
務
執
行

妨
害
罪
の
保
護
法
益
で
あ
る
公
務
の
同
一
性
を
基
準
に
し
て
、
Ｘ
の
公
務
と
Ｙ
の
公
務
が
同
一
で
な
け
れ
ば
Ａ
に
同
罪
の
教
唆
犯
が
成
立

し
、
そ
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
同
罪
の
幇
助
犯
が
成
立
し
う
る
に
す
ぎ
な
い）

（（
（

。
ま
た
、
Ｔ
は
Ｘ
宅
に
放
火
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い

た
が
、
Ａ
が
「
見
つ
か
り
に
く
い
Ｙ
宅
に
放
火
し
ろ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｙ
宅
に
放
火
し
た
と
い
う
場

合
に
は
、
放
火
罪
の
第
一
次
的
法
益
で
あ
る
公
共
の
安
全
を
基
準
と
し
て
、
Ｘ
宅
へ
の
放
火
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
う
る
公
共
の
安
全
と

Ｙ
宅
へ
の
放
火
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
う
る
公
共
の
安
全
が
同
一
で
な
け
れ
ば
、Ａ
に
現
住
建
造
物
等
放
火
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
が
、

そ
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
同
罪
の
幇
助
犯
が
成
立
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

㈢　

こ
れ
に
対
し
て
、
構
成
要
件
の
変
更
が
な
く
、
か
つ
法
益
の
帰
属
主
体
の
変
更
が
な
け
れ
ば
、
教
唆
に
よ
っ
て
具
体
的
な
客
体
の
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

変
更
が
生
じ
て
も
両
行
為
の
同
一
性
は
否
定
さ
れ
ず
、
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
の
貴
金
属
を
窃
取
す
る
こ
と
を
決

意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
足
が
つ
か
な
い
（
犯
行
が
露
見
し
な
い
）
現
金
を
盗
め
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ

の
現
金
を
窃
取
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
は
窃
盗
を
決
意
さ
せ
た
と
は
い
え
ず
、
Ｔ
の
犯
意
を
強
化
し
た
か
ぎ
り
で
同
罪
の
幇
助
犯
と

な
る
に
す
ぎ
な
い
。

ま
た
、
教
唆
に
よ
っ
て
具
体
的
な
行
為
態
様
の
変
更
が
生
じ
て
も
両
行
為
の
同
一
性
は
否
定
さ
れ
ず
、
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
。
た
と

え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
宅
の
窓
か
ら
住
居
内
に
侵
入
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
人
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
裏
口
か
ら
入
れ
」
と
そ
そ

の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ
宅
の
裏
口
か
ら
住
居
内
に
侵
入
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
は
住
居
侵
入
を
決
意
さ
せ
た

と
は
い
え
な
い
。
ナ
イ
フ
を
用
い
た
脅
迫
に
よ
っ
て
強
盗
を
実
行
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
け
ん
銃
を
用
い
た
脅

迫
に
よ
っ
て
実
行
さ
せ
た
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
犯
行
態
様
の
変
更
を
そ
そ
の
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
そ
の
か
さ
れ
た
者
の
犯
意
が
強

化
さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
実
行
が
容
易
に
な
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
れ
は
典
型
的
な
幇
助
行
為
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
教
唆
に
よ
っ
て
犯
行
場
所
や
犯
行
日
時
の
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
両
行
為
の
同
一
性
は
否
定
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、

某
日
某
所
で
の
殺
人
を
決
意
し
て
い
た
者
に
、「
人
に
見
ら
れ
な
い
場
所
で
殺
せ
」
と
か
、「
犯
行
を
数
日
延
期
し
ろ
」
な
ど
と
そ
そ
の
か

し
た
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
犯
行
日
時
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
被
教
唆
者
が
遠
い
将
来
に
実
行
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
犯
行
を
、
教
唆
者

が
そ
そ
の
か
し
て
た
だ
ち
に
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る
が）

（（
（

、
そ
の
よ
う
な
被
教
唆
者

は
、
い
ま
だ
そ
の
犯
罪
を
決
意
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
、
そ
そ
の
か
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
犯
意
を
生
じ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
教
唆
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
殺
人
罪
の
不
法
は
人
命
の
短
縮
に
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
殺

人
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
そ
の
実
行
を
早
め
た
場
合
に
は
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
が）

（（
（

、
同
罪
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の
不
法
は
人
命
の
断
絶
に
あ
り
、
そ
の
短
縮
は
断
絶
の
効
果
に
す
ぎ
な
い
と
み
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
両
行
為
の
同
一
性
の
評
価
に
影
響

し
な
い
と
思
う
。

犯
行
動
機
の
変
更
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、Ｔ
は
放
火
の
目
的
で
Ｘ
宅
に
侵
入
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、

Ａ
が
「
Ｘ
宅
に
入
っ
て
現
金
を
盗
め
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
窃
盗
の
目
的
で
Ｘ
宅
に
侵
入
し
た
と
い
う
場
合
に
も
、
Ａ
は
住
居

侵
入
を
決
意
さ
せ
た
と
は
い
え
ず
、
同
罪
の
幇
助
犯
が
成
立
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

㈣　

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
の
判
例
が
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。BGH

 N
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に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
の
概

要
と
判
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る）

（（
（

。

［
事
実
の
概
要
］

被
告
人
は
、
Ｌ
お
よ
び
Ｆ
の
兄
弟
と
と
も
に
、
マ
ン
ハ
イ
ム
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
へ
旅
行
す
る
Ｌ
を
見
送
る
た
め
に
、
Ｆ
が
運
転
す
る
被
告
人
の
乗
用
車
で

マ
ン
ハ
イ
ム
駅
へ
向
か
っ
て
い
た
が
、
そ
の
途
中
で
喫
茶
店
に
立
ち
寄
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
Ｌ
は
、
喫
茶
店
の
近
く
で
、
以
前
自
分
に
ヘ
ロ
イ
ン
の
取
引

を
強
要
し
た
Ｓ
が
路
上
に
い
る
の
を
見
か
け
て
い
た
の
で
、
ひ
と
り
で
喫
茶
店
を
出
て
、
持
っ
て
い
た
け
ん
銃
で
Ｓ
を
射
殺
し
た
。
被
告
人
と
Ｆ
は
け
ん

銃
の
発
砲
音
を
聞
い
て
路
上
に
出
た
が
、
被
告
人
も
Ｓ
と
面
識
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
事
件
に
関
わ
り
た
く
な
い
と
思
い
、
自
分
の
車
に
戻
っ
た
と

こ
ろ
、
Ｆ
が
す
で
に
車
を
駐
車
場
か
ら
出
し
て
、
助
手
席
に
Ｌ
を
乗
せ
て
い
た
の
で
、
自
分
も
後
部
座
席
に
乗
り
込
ん
だ
。
そ
の
と
き
Ｌ
が
、
Ｓ
を
射
殺

し
た
の
で
す
ぐ
に
オ
ラ
ン
ダ
へ
逃
走
し
た
い
と
言
っ
た
が
、
被
告
人
は
、
自
分
の
車
を
使
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
ま
ま
マ
ン
ハ
イ
ム
郊
外
に
あ

る
被
告
人
の
住
居
へ
行
く
よ
う
求
め
た
。
被
告
人
と
Ｆ
は
、
Ｌ
を
犯
行
現
場
か
ら
連
れ
出
す
こ
と
が
、
間
近
に
迫
っ
た
同
人
の
逮
捕
を
免
れ
さ
せ
、
オ
ラ

ン
ダ
へ
の
逃
走
を
容
易
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
Ｌ
は
、
被
告
人
の
住
居
に
短
期
間
滞
在
し
た
後
に
逮
捕
さ
れ
た
。

本
件
で
は
、
被
告
人
が
自
分
の
住
居
へ
行
く
よ
う
に
求
め
た
時
に
は
、
Ｆ
は
す
で
に
Ｌ
を
犯
行
現
場
か
ら
連
れ
出
す
こ
と
を
決
意
し
て
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

い
た
の
で
、
刑
の
免
脱
の
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
五
八
条
一
項
）
の
教
唆
と
な
る
の
か
幇
助
と
な
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

原
審
は
、
被
告
人
を
同
罪
の
未
遂
の
教
唆
犯
と
し
た
が
、BGH

は
原
判
決
を
一
部
破
棄
し
て
同
罪
の
未
遂
の
幇
助
犯
と
し
た）

（（
（

。

［
決
定
要
旨
］

「
具
体
的
な
行
為
を
す
で
に
決
意
し
て
い
た
者
（om

nim
odo facturus

）
は
さ
ら
に
教
唆
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、決
意
を
強
化
し
た
者
に
は
（
精
神
的
）

幇
助
が
認
め
ら
れ
る
（
…
）。
こ
れ
に
対
し
て
、（
の
ち
の
）
正
犯
者
が
、
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
の
代
わ
り
に
、
別
の
行
為
を
行
う
よ
う
そ
そ
の
か

さ
れ
た
場
合
に
は
、
教
唆
と
評
価
す
べ
き
「
別
行
為
の
教
唆
」
と
な
る
（
…
）。
本
件
で
は
、
被
告
人
が
車
に
乗
り
込
ん
だ
時
に
は
、
Ｆ
は
駐
車
場
か
ら
車

を
出
し
て
逃
走
を
直
接
的
に
開
始
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、Ｆ
は
Ｌ
を
犯
行
現
場
か
ら
連
れ
出
す
こ
と
を
す
で
に
固
く
決
意
し
て
い
た
。」「
し
た
が
っ
て
、

Ｆ
は
当
初
計
画
し
て
い
た
行
為
と
は
別
の
行
為
を
そ
そ
の
か
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
す
ぐ
に
多
数
の
警
官
が
臨
場
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
市
の
中
心

部
か
ら
Ｌ
を
車
で
連
れ
出
す
と
い
う
方
法
で
同
人
の
逮
捕
を
免
れ
さ
せ
よ
う
と
い
う
決
意
に
変
わ
り
は
な
い
。
変
更
し
た
の
は
運
転
の
目
的
地
に
す
ぎ
ず
、

運
転
の
目
的
で
は
な
い
。
…
（
の
ち
の
）
正
犯
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
行
為
の
態
様
を
変
更
す
る
よ
う
そ
そ
の
か
し
た
に
す

ぎ
な
い
場
合
に
は
…
、
幇
助
で
あ
っ
て
教
唆
で
は
な
い
。」

こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
に
つ
い
て
、
学
説
の
一
部
に
異
論
が
あ
る
。
教
唆
と
は
教
唆
者
が
被
教
唆
者
に
新
た
な
計
画
を
抱
か
せ
る
こ
と

で
あ
る
か
ら
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
の
同
一
性
を
「
計
画
支
配
」
と

い
う
基
準
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
唆
と
は
被
教
唆
者
を
動
機
づ
け
て
そ
の
計
画
を
支
配
す

る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
点
で
、
一
方
で
実
行
行
為
を
支
配
す
る
間
接
正
犯
と
区
別
さ
れ
、
他
方
で
計
画
支
配
を
も
た
な
い
幇
助
犯
と
区
別

さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
客
を
も
て
な
す
た
め
に
ウ
イ
ス
キ
ー
を
窃
取
す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
そ
の
客
が
好
む
ウ

オ
ッ
カ
を
盗
め
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
ウ
オ
ッ
カ
を
窃
取
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
客
を
も
て
な
す
と
い

う
Ｔ
の
計
画
に
変
更
が
生
じ
て
い
な
い
の
で
、
Ａ
は
窃
盗
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
が
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
、
Ａ
が
「
そ
の
客
を
ビ
ー



一
五
六

ル
で
も
て
な
し
、
ウ
オ
ッ
カ
は
盗
ん
で
か
ら
売
っ
て
し
ま
え
」
と
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ａ
は
Ｔ
に
盗
品
を
売
る
と
い

う
新
た
な
計
画
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
計
画
支
配
」
を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
窃
盗
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で

あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
に
つ
い
て
も
、「
計
画
の
変
更
」
を
基
準
と
す
る
見
解
と
同
様
に
、
同
一
性
の
判
断
を
著
し
く
主
観
化
す
る

こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
構
成
要
件
の
同
一
性
と
法
益
主
体
の
同
一
性
を
指
針
と
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は

支
持
し
え
な
い
。
後
者
の
事
例
は
単
な
る
動
機
の
変
更
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

㈤　

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
し
て
も
な
お
問
題
が
あ
る
。「
構
成
要
件
の
変
更
」
と
単
な
る
「
行
為
態
様
の
変
更
」
の
区
別
が
必
ず
し

も
判
然
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
暴
行
に
よ
る
財
物
奪
取
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
脅
迫
に
よ
る
財
物
奪
取

を
決
意
さ
せ
て
実
行
さ
せ
た
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
）、
人
を
略
取
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
そ
の
人
を
誘

拐
す
る
こ
と
を
決
意
さ
せ
て
実
行
さ
せ
た
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
）、
あ
る
い
は
、
人
を
逮
捕
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ

の
か
し
て
、
そ
の
人
を
監
禁
す
る
こ
と
を
決
意
さ
せ
て
実
行
さ
せ
た
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
）
に
、
教
唆
者
は
被
教
唆
者
が
実
行
し

た
行
為
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
責
を
負
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。「
構
成
要
件
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
多
様
な
理
解
が
あ
り
う
る
の
で
、
特
定

の
構
成
要
件
概
念
を
前
提
に
し
て
「
構
成
要
件
の
変
更
」
と
「
行
為
態
様
の
変
更
」
の
区
別
に
腐
心
す
る
の
は
賢
明
な
方
法
で
は
な
い
と

思
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
む
し
ろ
教
唆
犯
の
不
法
内
容
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
う
に
、
現
行
刑
法
が
教
唆
犯
に
「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
」
こ
と
と
し
、
刑
の
減
軽
の
可
能
性
を
認
め
な
い
理
由
は
、
教
唆
犯
の
不
法

は
、
教
唆
行
為
の
不
法
と
正
犯
行
為
の
不
法
の
双
方
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
そ
の
程
度
に
お
い
て
正
犯
に
相
当
す
る
実
質
を
有
す
る
こ
と

に
あ
る）

（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
教
唆
行
為
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
正
犯
者
の
意
思
形
成
が
教
唆
者
の
働
き
か
け
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
、
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

言
い
か
え
れ
ば
、
教
唆
行
為
が
正
犯
行
為
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
「
目
的
指
向
的
な
行
為
の
促
進
」
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

点
に
お
い
て
、
刑
の
必
要
的
減
軽
を
予
定
す
る
幇
助
犯
と
の
決
定
的
な
違
い
が
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
右
の
三
例
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
被

教
唆
者
は
反
抗
抑
圧
に
よ
っ
て
財
物
を
奪
取
す
る
こ
と
、
人
を
自
己
ま
た
は
第
三
者
の
実
力
支
配
内
に
移
す
こ
と
、
あ
る
い
は
不
法
に
人

の
身
体
活
動
の
自
由
を
拘
束
す
る
こ
と
を
す
で
に
決
意
し
て
お
り
、
各
教
唆
行
為
は
い
ず
れ
も
正
犯
と
同
程
度
の
不
法
を
惹
起
し
た
と
は

い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
の
同
一
性
は
否
定

さ
れ
ず
、
そ
そ
の
か
し
た
者
は
幇
助
犯
の
責
を
負
う
に
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る）

（（
（

。

そ
も
そ
も
、
構
成
要
件
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
教
唆
犯
が
成
立
す
る
の
は
、
教
唆
行
為
が
正
犯
行
為
に
相
当
す
る
不
法
を

有
す
る
こ
と
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
適
用
さ
れ
る
条
文
が
異
な
っ
て

も
、
教
唆
行
為
が
正
犯
行
為
に
相
当
す
る
不
法
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
実
質
的
な
解
釈
に
よ
っ
て
教
唆
犯
の
成
立
を
否
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
店
の
業
務
を
妨
害
す
る
目
的
で
同
店
に
爆
破
予
告
の
電
話
を
か
け
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
（
威
力

業
務
妨
害
）、
Ａ
が
「
Ｘ
店
の
入
口
に
閉
店
の
看
板
を
出
し
て
客
の
入
店
を
阻
止
し
ろ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
（
偽
計
業
務
妨
害
）、
Ｔ
は

そ
の
助
言
に
従
っ
て
同
店
の
業
務
を
妨
害
し
た
と
い
う
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
）、
Ｔ
は
Ｘ
女
に
暴
行
を
加
え
て
姦
淫
す
る
こ
と
を

決
意
し
て
い
た
が
（
強
姦
）、
Ａ
が
「
Ｘ
女
が
熟
睡
し
て
い
る
間
に
や
っ
て
し
ま
え
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
（
準
強
姦
）、
Ｔ
は
そ
の
助
言

に
従
っ
て
同
女
を
姦
淫
し
た
と
い
う
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場
合
）、
Ｔ
は
Ｘ
銀
行
の
窓
口
で
銀
行
員
を
ナ
イ
フ
で
脅
し
て
現
金
を
奪
う

こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
（
一
項
強
盗
）、
Ａ
が
「
カ
ウ
ン
タ
ー
の
上
に
あ
る
現
金
を
持
っ
て
逃
げ
、
銀
行
員
に
追
い
か
け
ら
れ
た
ら
ナ
イ

フ
で
脅
せ
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
（
事
後
強
盗
）、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ
銀
行
の
現
金
を
奪
っ
た
と
い
う
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の

場
合
）、
あ
る
い
は
、
Ｔ
は
Ｘ
を
昏
酔
さ
せ
て
そ
の
財
物
を
盗
取
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
が
（
昏
酔
強
盗
）、
Ａ
が
「
暴
行
を
加
え
て
奪
っ
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て
し
ま
え
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
（
一
項
強
盗
）、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ
て
Ｘ
の
財
物
を
奪
取
し
た
と
い
う
場
合
（
お
よ
び
そ
の
逆
の
場

合
）
に
も
、
両
行
為
の
同
一
性
は
否
定
さ
れ
ず
、
教
唆
犯
は
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

二　

拡
張
的
教
唆

㈠　

拡
張
的
教
唆
に
つ
い
て
特
に
議
論
が
あ
る
の
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
甲
罪
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ

せ
た
乙
罪
が
構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
部
分
的
に
重
な
り
合
い
、
両
罪
が
基
本
類
型
と
加
重
・
減
軽
類
型
の
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ
る

場
合
で
あ
る
。
右
に
あ
げ
た
窃
盗
罪
と
強
盗
罪
の
ほ
か
、
遺
失
物
等
横
領
罪
と
窃
盗
罪
、
あ
る
い
は
同
意
殺
人
罪
と
殺
人
罪
な
ど
が
問
題

に
な
る
。
こ
こ
で
は
、「
別
行
為
の
教
唆
」
と
は
異
な
り
、
甲
罪
と
乙
罪
に
違
法
評
価
の
重
複
が
み
ら
れ
る
の
で
、
両
行
為
の
同
一
性
に

つ
い
て
、
よ
り
実
質
的
な
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
拡
張
的
教
唆
の
う
ち
、
甲
罪
と
乙
罪
が
基
本
類
型
と
加
重
類
型
の
関
係
に
あ
る
場

合
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
で
は
大
別
し
て
四
つ
の
学
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ま
ず
は
諸
説
の
概
要
と
そ
の
具
体
的
な
適
用

を
み
て
み
た
い）

（（
（

。

第
一
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
基
本
的
犯
罪
で
あ
る
甲
罪
を
決
意
し
て
い
た
と
し
て
も
、
教
唆
者
が
そ
の
加
重
的
犯
罪
で
あ
る
乙
罪
を

そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
な
ら
ば
、
乙
罪
の
全
体
に
つ
い
て
教
唆
犯
が
成
立
す
る
と
主
張
す
る
説
で
あ
る
（
本
稿
で
は
こ
れ
を
教
唆
説
と

い
う
）。
そ
の
理
由
は
、
①
立
法
者
は
加
重
的
犯
罪
を
基
本
的
犯
罪
と
は
異
な
っ
た
評
価
の
段
階
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
こ
う
し
た
立
法

者
の
判
断
は
法
の
適
用
に
お
い
て
拘
束
力
を
も
つ
の
で
、
そ
の
評
価
の
違
い
は
具
体
的
な
不
法
評
価
に
先
行
し
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
②
加
重
的
犯
罪
は
、
そ
の
法
定
刑
が
示
す
よ
う
に
、
基
本
的
犯
罪
の
不
法
と
加
重
的
犯
罪
の
「
加
重
」
部
分
の
不
法
と
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

の
単
な
る
合
計
で
は
な
く）

（（
（

、
別
個
の
独
立
し
た
不
法
の
単
一
体
で
あ
る
か
ら
、「
加
重
」
部
分
を
そ
そ
の
か
し
た
者
は
、
そ
の
部
分
の
不

法
の
み
を
惹
起
し
た
の
で
は
な
く
、
行
為
の
同
一
性
が
否
定
さ
れ
る
ほ
ど
の
不
法
の
変
更
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
③
た
し
か
に
、
す
で

に
基
本
的
犯
罪
を
決
意
し
て
い
る
者
を
そ
そ
の
か
し
て
加
重
的
犯
罪
を
決
意
さ
せ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
決
意
し
て
い
な
い
者
を
そ
そ
の

か
す
場
合
と
比
較
し
て
当
罰
性
が
低
い
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
量
刑
に
お
い
て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
、
と
解
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
）
（（
（

。第
二
は
、
乙
罪
に
含
ま
れ
て
い
る
甲
罪
に
当
た
る
行
為
を
「
基
本
」
部
分
と
し
、
甲
罪
を
超
え
る
行
為
を
「
加
重
」
部
分
と
し
て
、
そ

の
両
者
を
各
別
に
評
価
す
る
説
で
あ
り
、
次
の
二
つ
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
乙
罪
を
そ
そ
の
か
し
た
者
は
、「
加
重
」

部
分
を
独
立
に
処
罰
す
る
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
乙
罪
の
幇
助
犯
の
み
に
と
ど
ま
る
が
、
そ
の
部
分
を
独
立
に
処
罰
す
る

構
成
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
乙
罪
の
幇
助
犯
を
認
め
つ
つ
、
さ
ら
に
「
加
重
」
部
分
に
つ
い
て
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
（
こ
れ
を
区
別
説
の
一
と
い
う
）。
そ
の
理
由
と
し
て
、
①
被
教
唆
者
は
、
乙
罪
の
「
基
本
」
部
分
に
つ
い
て
は
「
す
で
に
あ
る
行
為
を

決
意
し
て
い
た
者
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
者
に
対
し
て
そ
の
部
分
を
さ
ら
に
教
唆
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
被
教
唆
者
が
決
意
し
て
い

な
か
っ
た
「
加
重
」
部
分
に
つ
い
て
は
教
唆
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
②
加
重
的
犯
罪
を
教
唆
す
る
者
は
、
た
し
か
に
被
教
唆
者
の

犯
意
を
強
化
し
、
そ
の
無
価
値
を
増
加
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
不
法
の
量
的
な
増
加
に
と
ど
ま
り
、
犯
意
の
惹
起
と
い
う
不
法
の
質
的
な
変

更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に
、
③
教
唆
説
の
よ
う
に
、
教
唆
に
基
づ
か
な
い
「
加
重
」
部
分
を
含
む
乙
罪
の
全
体
を
教
唆
者
に

帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
責
任
主
義
に
反
し
、
ま
た
、
刑
の
減
軽
を
予
定
し
て
い
な
い
教
唆
犯
の
規
定
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
六
条
）
を
適
用
す
れ
ば
、

不
当
に
重
い
刑
を
科
す
こ
と
に
も
な
る
と
い
う
。
こ
れ
が
現
在
の
ド
イ
ツ
の
多
数
説
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。

そ
の
二
は
、
右
の
説
を
部
分
的
に
修
正
し
て
、
乙
罪
の
「
加
重
」
部
分
に
当
た
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
乙
罪
の
全
体
に
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つ
い
て
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
（
こ
れ
を
区
別
説
の
二
と
い
う

）
（（
（

）。
そ
の
理
由
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、

「
加
重
」
部
分
に
当
た
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
甲
罪
と
乙
罪
は
罪
質
を
異
に
す
る
別
罪
（aliud

）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
の
無
価
値
が
教
唆
に
よ
っ
て
著
し
く
増
加
す
れ
ば
、
そ
の
「
加
重
」
部
分
に
つ
い

て
別
の
構
成
要
件
が
存
在
す
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
は
別
個
の
行
為
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
行
為
は
教

唆
者
に
帰
属
さ
れ
る
と
す
る
説
で
あ
る
（
こ
れ
を
無
価
値
増
加
説
と
い
う
）。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
同
一
の
構
成
要
件
内
で
あ
っ
て
も
、
教
唆

に
よ
っ
て
被
教
唆
者
の
行
為
の
無
価
値
が
著
し
く
増
加
す
れ
ば
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
被
害
者
の
顔
面
を
一
回

だ
け
平
手
打
ち
に
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
激
し
い
暴
行
を
加
え
さ
せ
た
場
合
や
、
一
ユ
ー
ロ
の
窃
盗
を
決
意
し
て

い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
一
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
を
窃
取
さ
せ
た
場
合
で
も
、
す
で
に
し
て
両
行
為
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
そ
そ
の
か
し

た
者
は
被
教
唆
者
が
実
現
し
た
不
法
内
容
の
全
体
に
つ
い
て
教
唆
犯
と
し
て
責
を
負
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
①
教
唆
さ
れ

て
実
行
し
た
具
体
的
な
行
為
態
様
は
決
意
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
被
教
唆
者
は
そ
の
行
為
全
体
に
つ
い
て
「
す
で
に
あ
る
行
為
を
決

意
し
て
い
た
者
」
で
は
な
か
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
②
行
為
の
無
価
値
を
著
し
く
増
加
さ
せ
る
こ
と
は
、
完
全
な
教
唆
犯
と

し
て
の
責
任
を
基
礎
づ
け
る
の
で
、
具
体
的
な
行
為
態
様
を
異
に
す
る
行
為
を
そ
そ
の
か
し
て
そ
の
無
価
値
を
著
し
く
増
加
さ
せ
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
教
唆
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
③
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
重
罪
の
教
唆
の
未
遂
は
可
罰
的
で
あ
る
が
（
同
法

三
〇
条
一
項
）、
重
罪
の
幇
助
の
未
遂
は
不
可
罰
と
な
る
の
で
、
区
別
説
に
よ
れ
ば
、
加
重
的
犯
罪
の
教
唆
が
失
敗
す
る
と
是
認
し
え
な
い

処
罰
の
欠
缺
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
理
由
も
あ
げ
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆

者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
の
同
一
性
は
、不
法
の
著
し
い
増
加
と
い
う
実
質
的
な
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

第
四
は
、
教
唆
に
よ
っ
て
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
に
重
要
な
（
あ
る
い
は
本
質
的
な
）
変
更
が
生
じ
た
場
合
に
教
唆
を

認
め
、そ
の
変
更
が
重
要
で
な
い
（
あ
る
い
は
非
本
質
的
な
）
場
合
に
は
教
唆
と
は
い
え
な
い
と
す
る
説
で
あ
る
（
こ
れ
を
重
要
性
説
と
い
う
）。

す
な
わ
ち
、
①
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
の
同
一
性
は
、
因
果
関
係
の
判

断
と
同
様
に
、
多
く
の
要
素
を
総
合
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
教
唆
説
の
よ
う
に
立
法

者
の
評
価
を
基
準
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
区
別
説
の
よ
う
に
加
重
部
分
だ
け
を
独
立
に
評
価
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

む
し
ろ
、
②
因
果
経
過
の
逸
脱
に
関
す
る
諸
原
則
に
照
ら
し
て
、
被
教
唆
者
が
決
意
し
て
実
行
し
た
加
重
的
犯
罪
が
当
初
予
定
し
て
い
た

基
本
的
犯
罪
か
ら
本
質
的
に
逸
脱
し
て
い
る
場
合
に
は
、
両
行
為
の
同
一
性
を
否
定
し
て
教
唆
犯
を
認
め
、
そ
の
逸
脱
が
本
質
的
で
な
い

場
合
に
は
、
同
一
性
を
肯
定
し
て
教
唆
犯
を
否
定
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る）

（（
（

。

㈡　

こ
う
し
た
学
説
の
争
い
が
生
ず
る
契
機
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
の
判
例
が
あ
る
。BGH

St （（, （（

）
（（
（（ 

に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
の
概
要
と
判

旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

［
事
実
の
概
要
］

被
告
人
は
、
正
犯
者
と
な
る
Ｏ
お
よ
び
Ｓ
（
た
だ
し
Ｏ
は
刑
事
未
成
年
者
）
か
ら
、
商
店
主
で
あ
る
八
〇
歳
を
こ
え
た
Ｍ
女
の
居
宅
か
ら
現
金
を
奪
う

計
画
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
が
、
以
前
に
加
重
窃
盗
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
自
分
は
そ
の
犯
行
に
加
わ
ら
ず
、
奪
っ
た
現
金

の
分
け
前
に
あ
ず
か
る
こ
と
に
し
た
。
Ｏ
と
Ｓ
は
、
Ｍ
女
の
居
間
で
現
金
を
探
し
て
い
る
間
に
発
見
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
同
女
に
気
づ
か
れ
な

い
よ
う
に
、
同
女
を
殴
り
倒
す
つ
も
り
で
い
た
。
そ
こ
で
被
告
人
は
、
Ｏ
と
Ｓ
に
、
こ
ん
棒
を
持
っ
て
同
女
宅
へ
行
き
、
同
女
の
後
頭
部
を
殴
打
し
て
意
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識
を
失
わ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
Ｏ
と
Ｓ
は
そ
の
よ
う
に
決
意
し
て
椅
子
の
脚
を
持
っ
て
犯
行
に
臨
ん
だ
が
、
Ｏ
は
現
場
に
お
い
て
殺
意
を
も
っ
て
同

女
の
頭
蓋
を
殴
打
し
て
同
女
を
死
亡
さ
せ
た
。

本
件
の
事
実
関
係
を
要
約
す
れ
ば
、
正
犯
者
ら
が
当
初
決
意
し
て
い
た
の
は
単
純
強
盗
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
九
条
）
で
あ
っ
た
が
、
被
告

人
が
凶
器
を
用
い
た
加
重
強
盗
（
同
法
（
旧
）
二
五
〇
条
一
項
）
を
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
の
一
人
が
殺
意
を
も
っ

て
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
てBGH

は
、
被
告
人
を
加
重
強
盗
に
よ
る
強
盗
致
死
罪
（
同
法
（
旧
）

二
五
一
条
）
の
教
唆
犯
と
し
て
有
罪
と
し
た
が
、
加
重
強
盗
罪
の
教
唆
を
認
め
た
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

［
判
決
要
旨
］

「
正
犯
者
ら
は
す
で
に
単
純
強
盗
の
実
行
を
決
意
し
て
い
た
が
、
被
告
人
が
こ
ん
棒
を
用
い
て
実
行
す
る
よ
う
に
決
意
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
犯
行
の
態

様
に
お
い
て
、
そ
の
無
価
値
内
容
が
当
初
の
計
画
よ
り
著
し
く
（erheblich

）
増
加
し
た
（
…
）。
正
犯
者
ら
は
、
こ
う
し
た
犯
行
態
様
を
み
ず
か
ら
考
え

て
い
た
の
で
は
な
く
、被
告
人
が
は
じ
め
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
そ
そ
の
か
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、単
な
る
精
神
的
幇
助
で
は
な
く
、教
唆
が
認
め
ら
れ
る
。

当
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
評
価
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
正
犯
者
ら
が
よ
り
重
い
法
定
刑
を
も
っ
た
他
の
構
成
要
件
の
実
現
を
そ
そ
の

か
さ
れ
た
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
の
法
的
な
評
価
を
変
更
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
危
険
な
実
行
方
法
の
中
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
不
法
内
容
の

著
し
い
増
加
で
あ
る
。」

本
判
決
に
は
、
構
成
要
件
の
変
更
が
な
く
て
も
「
不
法
内
容
の
著
し
い
増
加
」
が
あ
れ
ば
教
唆
犯
が
成
立
し
う
る
旨
の
説
示
が
あ
る
の

で
、
不
法
増
加
説
の
立
場
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
単
純
強
盗
と
加
重
強
盗
の
関
係
を
そ
の
他
の
学
説
か
ら
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
教
唆
説
に
よ
れ
ば
、
加
重
強
盗
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
次
に
、
区
別
説
の
一
で
は
、
被
告
人
が
こ
ん
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

棒
を
持
っ
て
い
く
よ
う
提
案
し
た
時
点
で
は
、
正
犯
者
ら
は
す
で
に
単
純
強
盗
の
決
意
を
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す

る
余
地
は
な
く
、
加
重
強
盗
罪
の
幇
助
犯
と
な
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、「
加
重
」
部
分
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
危
険
な
傷
害
罪
（
ド
イ
ツ

刑
法
二
二
四
条
）
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
（
所
為
単
一

）
（（
（

）。
し
か
し
、
区
別
説
の
二
か
ら
は
、「
加
重
」
部
分
を
処
罰

す
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る
の
で
、
教
唆
説
と
同
じ
く
、
加
重
強
盗
罪
の
教
唆
犯
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
重
要
性
説
か

ら
は
、
被
告
人
の
提
案
に
よ
っ
て
単
純
強
盗
の
因
果
経
過
に
本
質
的
な
逸
脱
が
生
じ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
、
両
行
為
の
同
一
性
は
否
定

さ
れ
ず
、
被
告
人
は
加
重
強
盗
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
学
説
を
わ
が
国
の
刑
法
に
当
て
は
め
た
ら
、
ど
の
よ
う
な
帰
結
が
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
窃
盗
を
決
意

し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
、
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
を
実
行
さ
せ
た
と
い
う
事
例
で
考
え
て
み
よ
う）

（（
（

。

ま
ず
、
教
唆
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
に
強
盗
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
区
別
説
の
一
か
ら
は
、
Ａ
に
強
盗
罪
の
教
唆

犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
同
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
が
、
こ
れ
に
加
え
て
、
強
盗
の
手
段
と
し
て
用
い
た
暴
行
ま
た
は
脅
迫
に
つ

い
て
、
暴
行
罪
ま
た
は
脅
迫
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
（
観
念
的
競
合

）
（（
（

）。
し
か
し
、
区
別
説
の
二
か
ら
は
、
強
盗
罪
の
教
唆
犯
が
認
め
ら

れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
無
価
値
増
加
説
に
よ
れ
ば
、
強
盗
を
そ
そ
の
か
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
Ｘ
の
生
命
・
身
体
等
に
対
す
る
新
た
な

危
険
が
惹
起
さ
れ
、
窃
盗
の
無
価
値
が
著
し
く
増
加
し
た
と
評
価
し
う
る
の
で
、
強
盗
罪
の
教
唆
犯
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

重
要
性
説
か
ら
は
、
Ｔ
が
強
盗
の
犯
意
を
抱
い
て
実
行
し
て
も
、
す
で
に
決
意
し
て
い
た
窃
盗
の
因
果
経
過
に
本
質
的
な
逸
脱
が
あ
っ
た

と
は
い
え
な
い
の
で
、
Ａ
は
強
盗
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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で
は
、
右
の
諸
説
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
重
要
性
説
に
対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
被
教
唆
者
が
決
意
し
て
実
行
し
た
加
重
的
犯
罪
が
当
初
予
定
し
て
い
た
基
本
的

犯
罪
か
ら
「
本
質
的
に
逸
脱
し
た
」
と
い
え
る
の
か
、そ
の
明
確
な
判
断
基
準
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
批
判
が
向
け
ら
れ
る
。

因
果
関
係
の
逸
脱
の
理
論
を
援
用
し
て
も
、
因
果
関
係
の
判
断
そ
の
も
の
に
争
い
が
あ
る
以
上
、
や
は
り
一
義
的
な
基
準
を
設
定
す
る
の

は
困
難
で
あ
り
、
結
局
は
論
者
の
当
罰
性
の
判
断
に
委
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
無
価
値
増
加
説
も
、
被
教
唆
者
が

す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
の
無
価
値
が
「
著
し
く
増
加
し
た
」
と
す
る
評
価
が
恣
意
に
流
れ
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
。
た
し
か
に
、

両
行
為
の
同
一
性
を
判
断
す
る
に
は
実
質
的
な
評
価
を
必
要
と
す
る
が
、
構
成
要
件
の
類
型
性
を
重
視
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
は
、
同
一

構
成
要
件
内
で
あ
っ
て
も
不
法
の
著
し
い
増
加
が
あ
れ
ば
両
行
為
の
同
一
性
を
否
定
し
う
る
と
解
す
る
こ
と
に
は
賛
成
し
え
な
い
。

他
方
で
、
教
唆
犯
説
は
、
基
本
的
犯
罪
と
加
重
的
犯
罪
は
そ
の
不
法
内
容
に
本
質
的
な
相
違
が
あ
り
、
後
者
は
前
者
と
は
別
個
の
独
立

し
た
不
法
の
単
一
体
で
あ
る
か
ら
、「
基
本
」
部
分
と
「
加
重
」
部
分
を
切
り
離
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る）

（（
（

。
し
か

し
、
何
ゆ
え
に
「
加
重
」
部
分
だ
け
を
そ
そ
の
か
し
た
者
に
加
重
的
犯
罪
の
全
体
に
つ
い
て
教
唆
犯
の
責
を
問
い
う
る
の
か
、
そ
の
理
由

は
明
ら
か
で
な
い
。
両
罪
の
違
法
評
価
に
（
部
分
的
に
せ
よ
）
重
複
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
本
質
的
な
相
違
を
見
出
す
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
犯
意
の
「
強
化
」
は
、そ
の
程
度
が
い
か
に
重
大
な
も
の
で
あ
っ
て
も
犯
意
の
「
惹
起
」
で
は
な
い）

（（
（

。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

教
唆
行
為
に
基
づ
か
な
い
乙
罪
の
「
基
本
」
部
分
を
も
教
唆
者
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
、
教
唆
犯
と
幇
助
犯
の
構
造
的
な
差
異
を
無
視
す

る
点
で
責
任
主
義
に
反
す
る
疑
い
が
あ
る
。
ま
た
、
教
唆
説
が
い
う
よ
う
に
、
加
重
的
犯
罪
は
基
本
的
犯
罪
と
は
別
個
の
独
立
し
た
不
法

の
単
一
体
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
加
重
的
犯
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
基
本
的
犯
罪
を
実
行
さ
せ
る
「
縮
小
的
教
唆
」

の
場
合
に
も
、
基
本
的
犯
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
と
比
較
し
て
、
区
別
説
は
、「
拡
張
的
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六
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

教
唆
」
と
「
他
行
為
の
教
唆
」
の
区
別
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
と
い
う
難
点
を
も
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
法
的
評
価
の
安
定
性

を
保
ち
つ
つ
、
必
要
的
減
軽
に
よ
っ
て
適
切
な
処
罰
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
よ
り
合
理
的
な
解
決
を
可
能
に
す
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
教
唆
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
教
唆
行
為
が
正
犯
行
為
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
不
法
を
惹

起
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
拡
張
的
教
唆
に
お
い
て
は
、
被
教
唆
者
は
す
で
に
加
重
的
犯
罪
の
い
わ
ば
「
土
台
」
部
分
を
決

意
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
「
上
乗
せ
」
部
分
を
決
意
さ
せ
て
も
、
正
犯
に
相
当
す
る
ほ
ど
の
不
法
を
惹
起
し
た
と
は
い
え
な
い
。
単
独
正

犯
と
な
る
た
め
に
は
、
行
為
者
が
「
土
台
」
部
分
と
「
上
乗
せ
」
部
分
を
み
ず
か
ら
（
直
接
正
犯
）
ま
た
は
他
人
に
よ
っ
て
（
間
接
正
犯
）

実
現
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
教
唆
者
が
こ
れ
と
同
程
度
の
不
法
を
惹
起
す
る
た
め
に
は
、
被
教
唆
者
に
「
土
台
」
部
分
と
「
上

乗
せ
」
部
分
を
と
も
に
決
意
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。「
上
乗
せ
」
部
分
だ
け
を
そ
そ
の
か
し
た
拡
張
的
教
唆
者
は
、
加
重
的
犯
罪

の
全
体
を
そ
そ
の
か
し
た
と
は
い
え
ず
、
そ
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
も
の
と
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る）

（（
（

。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
区

別
説
の
二
は
、「
加
重
」
部
分
を
処
罰
す
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る
場
合
に
乙
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
幇
助
犯

を
教
唆
犯
に
「
格
上
げ
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
教
唆
説
に
対
す
る
の
と
同
じ
批
判
が
向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
区
別
説
の

一
を
支
持
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

右
の
私
見
を
具
体
例
で
み
れ
ば
、
乙
罪
の
「
加
重
」
部
分
に
該
当
す
る
処
罰
規
定
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
乙
罪
の
幇
助
犯
の
み
が

認
め
ら
れ
る
の
で
、
た
と
え
ば
、
Ａ
が
Ｘ
の
遺
失
物
を
横
領
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
、
Ｘ
の
占
有
す
る
財
物
を
窃

取
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ａ
は
窃
盗
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
。
Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
恐
喝
を
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
、
Ｘ
に
対

す
る
強
盗
を
行
わ
せ
た
場
合
に
も
、
Ａ
は
強
盗
罪
の
幇
助
犯
と
な
る）

（（
（

。
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こ
れ
に
対
し
て
、
乙
罪
の
「
加
重
」
部
分
に
該
当
す
る
処
罰
規
定
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
乙
罪
の
幇
助
犯
の
ほ
か
、「
加
重
」
部
分

に
該
当
す
る
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
の
で
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
窃
盗
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
強
盗
を
実
行
さ
せ

た
場
合
に
は
、
強
盗
罪
の
幇
助
犯
と
暴
行
罪
ま
た
は
脅
迫
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
。

強
盗
罪
以
外
の
結
合
犯
に
つ
い
て
も
、
そ
の
取
扱
い
は
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
が
Ｘ
女
の
反
抗
を
抑
圧
し
て
そ
の
財
物
を
奪
取

す
る
こ
と
を
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
つ
い
で
に
Ｘ
女
を
強
姦
し
て
し
ま
え
」
と
言
っ
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
勧
め
に
従
っ
て
強
盗
強
姦

を
実
行
し
た
場
合
に
は
、
Ａ
に
強
盗
強
姦
罪
の
幇
助
犯
と
強
姦
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
す
る
と
解
す
る
（
観
念
的
競
合
）。
た
だ
し
、
強
盗
殺

人
罪
に
お
い
て
は
、
強
盗
と
殺
人
の
結
合
が
弱
く
実
質
的
な
一
罪
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
を
決
意
し
て
い
た

Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
殺
人
を
行
わ
せ
た
場
合
に
は
、
Ａ
に
強
盗
罪
の
幇
助
犯
と
殺
人
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。

甲
罪
と
乙
罪
が
減
軽
類
型
と
基
本
類
型
の
関
係
に
あ
る
場
合
も
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
は
Ｘ
の
同
意
を
得
て
か
ら
Ｘ

を
殺
そ
う
と
決
意
し
て
い
た
が
、
Ａ
が
「
ど
う
せ
殺
す
な
ら
す
ぐ
に
殺
し
て
し
ま
え
」
と
そ
そ
の
か
し
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
助
言
に
従
っ

て
同
意
を
得
ず
に
Ｘ
を
殺
害
し
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
は
殺
人
罪
の
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

三　

縮
小
的
教
唆

㈠　

す
で
に
重
い
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
軽
い
罪
を
実
行
さ
せ
る
「
縮
小
的
教
唆
」
に
つ
い
て
は
、
教
唆
者
が
同
一

構
成
要
件
内
で
被
教
唆
者
の
法
益
侵
害
性
を
減
少
さ
せ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
Ａ
が
Ｘ
の
一
〇
〇
万
円
を
窃
取
し
よ
う
と
決
意
し
て
い
る
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｘ
の
一
万
円
を
窃
取
さ
せ
た
場
合
と
、
構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
重
い
甲
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し

て
軽
い
乙
罪
を
実
行
さ
せ
た
場
合
、
た
と
え
ば
、
Ａ
が
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
を
決
意
し
て
い
た
Ｔ
を
そ
そ
の
か
し
て
Ｘ
に
対
す
る
窃
盗
の
み

を
実
行
さ
せ
た
場
合
が
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
窃
盗
罪
と
遺
失
物
等
横
領
罪
、
あ
る
い
は
殺
人
罪
と
同
意
殺
人
罪
の
よ
う
に
、「
拡

張
的
教
唆
」
と
は
逆
の
諸
事
例
が
考
え
ら
れ
る
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
う
し
た
縮
小
的
教
唆
は
、
教
唆
は
も
ち
ろ
ん
、
幇
助
に
も
当
た
ら
な
い
と
し
た
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
が
あ
る
。

O
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に
あ
ら
わ
れ
た
事
実
の
概
要
と
判
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

［
事
実
の
概
要
］

原
審
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
弁
護
士
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
結
婚
仲
介
業
を
営
み
、
支
払
意
思
の
な
い
顧
客
と
の
間
で
ト
ラ
ブ
ル
を
か
か
え
て
い
た
依
頼

人
Ｓ
か
ら
相
談
を
求
め
ら
れ
た
。
被
告
人
は
、
こ
れ
ま
で
も
た
び
た
び
Ｓ
に
対
し
て
、
民
法
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
顧
客
と
の
結
婚
仲
介
契
約
は
裁
判
所
を

と
お
し
て
主
張
し
う
る
よ
う
な
法
的
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
と
説
明
し
て
き
た
が
、
Ｓ
は
そ
れ
ま
で
と
同
様
に
、
費
用
の
支
払
を
怠
っ
た
多
数
の
顧
客
に

対
し
て
、「
仲
介
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
助
言
」
を
請
求
原
因
と
す
る
虚
偽
の
支
払
請
求
を
続
け
て
い
た
。
そ
こ
で
被
告
人
は
、
Ｓ
と
の
話
し
合
い
に
お
い
て
、

「
雑
費
」
を
顧
客
の
負
担
分
に
応
じ
て
分
割
し
て
請
求
す
る
よ
う
提
案
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｓ
は
そ
の
後
も
、
被
告
人
が
予
見
し
て
い
た
よ
う

に
、「
雑
費
」
の
名
目
で
全
費
用
の
支
払
を
請
求
し
続
け
た
。
し
か
し
、
顧
客
ら
は
そ
の
請
求
に
応
ず
る
こ
と
な
く
異
議
を
申
し
立
て
た
た
め
、
Ｓ
は
そ
の

後
の
請
求
を
断
念
し
た
。

原
審
は
、被
告
人
を
詐
欺
罪
の
幇
助
犯
と
し
て
有
罪
と
し
た
が
、上
告
審
で
あ
るO

LG

は
、こ
れ
を
破
棄
し
て
被
告
人
を
無
罪
と
し
た
。

［
決
定
要
旨
］

「
…
被
告
人
は
Ｓ
に
対
し
て
、
将
来
の
支
払
命
令
の
中
で
全
費
用
を
「
雑
費
」
と
偽
っ
て
請
求
す
る
の
で
は
な
く
、
雑
費
─
そ
れ
の
み
を
─
分
割
し
て
請

求
す
る
よ
う
勧
め
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
後
も
全
費
用
を
支
払
命
令
に
よ
っ
て
請
求
し
よ
う
と
す
る
Ｓ
の
決
意
を
強
化
し
た
と
す
る
の
は
（
思
考
法
則
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に
よ
り
）
困
難
で
あ
る
。
被
告
人
は
ま
さ
に
、
黙
示
的
に
そ
れ
を
や
め
る
よ
う
に
勧
め
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
…
Ｓ
は
そ
の
後
の
行
動
を
い

ず
れ
に
せ
よ
決
意
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の
助
言
は
、
も
と
も
と
顧
客
に
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
損
害
を
減
少
さ
せ
る
性
質
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
場
合
に
は
、
被
告
人
は
─
Ｓ
の
企
図
全
体
を
や
め
さ
せ
る
義
務
は
な
い
の
で
─
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
詐
欺
の
損
害
の
程
度

に
つ
い
て
「
危
険
の
減
少
」（Gefahrm

inderung bzw
. Risikoverringerung

）
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
幇
助
犯
の
寄
与
に
つ
い
て
客
観
的
帰
属
が
否

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。」

本
決
定
は
、
弁
護
士
で
あ
る
被
告
人
の
法
的
助
言
が
、
依
頼
人
の
顧
客
に
生
ず
る
か
も
し
れ
な
い
詐
欺
の
損
害
の
蓋
然
性
な
い
し
程
度

を
増
加
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
減
少
さ
せ
る
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
詐
欺
罪
の
幇
助
犯
を
認
め
る
こ
と

は
で
き
な
い
と
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

㈡　

で
は
、
構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
重
い
甲
罪
を
決
意
し
て
い
る
者
を
そ
そ
の
か
し
て
軽
い
乙
罪
を
実
行
さ
せ
た
場
合
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
は
、
被
教
唆
者
は
す
で
に
甲
罪
を
決
意
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
乙
罪
に
つ
い
て
犯
意
を
惹
起
す

る
こ
と
は
で
き
ず
、
教
唆
犯
の
不
法
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い）

（（
（

。
こ
の
帰
結
は
、
右
のO

LG Stuttgart

の
決
定
が
い
う
よ
う
に
、
客

観
的
帰
属
の
理
論
か
ら
も
支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
あ
る
結
果
が
行
為
者
に
そ
の
者
の
仕
業

（W
erk

）
と
し
て
帰
属
さ
れ
る
た
め
に
は
、
従
来
の
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
行
為
、
結
果
、
因
果
関
係
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
構
成
要
件

要
素
が
充
足
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
行
為
者
が
法
的
に
否
認
さ
れ
た
危
険
を
創
出
し
、
そ
の
危
険
が
構
成
要
件
的
結
果
に
実
現
し

た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
行
為
に
危
険
の
創
出
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
そ
の
行
為
が
許
さ
れ
た
危

険
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
、
お
よ
び
そ
の
行
為
に
よ
る
危
険
の
減
少
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
構
成
要
件
的
不
法
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

と
に
な
る）

（（
（

。
重
い
甲
罪
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
軽
い
乙
罪
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
も
、
そ
そ
の
か
し
た
者
は
法
益
侵
害
の

危
険
を
増
加
さ
せ
た
と
は
い
え
ず
、
あ
る
い
は
法
的
に
否
認
さ
れ
る
危
険
を
創
出
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で）

（（
（

、
そ
そ
の
か
し
た
者
に
そ
の

行
為
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
は
、
軽
い
乙
罪
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
乙
罪
の
幇
助
犯
を

認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
あ
る）

（（
（

。
し
か
し
、
被
教
唆
者
は
す
で
に
甲
罪
を
決
意
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
乙
罪
に

つ
い
て
犯
意
を
強
化
し
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
Ｔ
が
Ｘ
を
ナ
イ
フ
で
切
り
つ
け
て
そ
の
所
持
す
る
現
金
を
奪
お
う
と

決
意
し
て
い
た
が
（
強
盗
傷
人
）、
Ｔ
の
妻
Ａ
が
「
お
願
い
だ
か
ら
、
け
が
を
さ
せ
る
の
だ
け
は
や
め
て
」
と
言
っ
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
懇

願
に
従
っ
て
Ｘ
に
対
す
る
強
盗
の
み
を
行
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
法
益
侵
害
性
を
減
少
さ
せ
た
Ａ
に
強
盗
罪
の
幇
助
犯
の
罪
責
を
問
う

こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
Ａ
を
幇
助
犯
と
し
て
処
罰
す
る
な
ら
ば
、
Ｔ
の
犯
行
を
阻
止
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
Ａ
の
不
作
為
が
不

可
罰
と
な
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
明
ら
か
に
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
客
観
的
帰
属
の
理
論
か
ら
み
て
も
、
被
教
唆
者

の
危
険
を
減
少
さ
せ
た
者
に
そ
の
行
為
を
帰
属
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
そ
そ
の
か
し
た
者
が
、
一
方
に
お
い
て
甲
罪
の
法
益
侵
害
性
を
減
少
さ
せ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
乙
罪
の
犯
意
を
強

化
し
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
乙
罪
の
精
神
的
幇
助
と
な
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
、
Ａ
が
「
け
が
を

さ
せ
る
の
だ
け
は
や
め
て
。
で
も
現
金
は
欲
し
い
か
ら
奪
っ
て
き
て
」
と
言
っ
た
場
合
に
は
、
Ａ
を
強
盗
罪
の
幇
助
犯
と
し
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
Ａ
は
Ｔ
を
精
神
的
に
幇
助
し
、
Ｔ
の
強
盗
の
危
険
を
増
加
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｔ
の
犯
行
を
阻
止
す
る
た
め
に
他
に

方
法
が
な
け
れ
ば
、
Ａ
に
は
緊
急
避
難
に
よ
る
違
法
阻
却
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
教
唆
者
が
、
一
方
に
お
い
て
甲
罪
の
法
益
侵
害
性
を
減
少
さ
せ
た
が
、
他
方
に
お
い
て
別
罪
の
犯
意
を
新
た
に
惹
起
し
た



一
七
〇

場
合
に
は
、
そ
の
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
し
う
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
、
Ａ
が
「
Ｘ
を
切
り
つ
け
な
い
で
、
倉
庫
に
閉
じ
込

め
て
現
金
を
奪
っ
て
き
て
」
と
言
っ
た
の
で
、
Ｔ
は
そ
の
提
案
に
従
っ
て
現
金
を
奪
っ
た
と
い
う
場
合
に
は
、
Ａ
に
強
盗
罪
の
幇
助
犯
の

ほ
か
、
監
禁
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
監
禁
罪
に
つ
い
て
は
、
Ｔ
は
「
す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
」
で
は
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る）

（（
（

。

む　

す　

び

本
稿
は
、
す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
別
の
行
為
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
、
い
か
な
る
範
囲
で
教
唆
犯
が

成
立
し
う
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
教
唆
行
為
は
「
目
的
指
向
的
な
行
為
の
促
進
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
従
属
的
な
法

益
侵
害
説
」
の
立
場
か
ら
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一　

被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
が
ま
っ
た
く
異
な
る
「
別
行
為
の
教
唆
」

に
つ
い
て
は
、
教
唆
に
よ
っ
て
被
教
唆
者
に
「
構
成
要
件
の
変
更
」
ま
た
は
「
法
益
の
帰
属
主
体
の
変
更
」
が
生
じ
た
場
合
に
教
唆
犯

を
認
め
、
同
一
構
成
要
件
内
で
の
「
客
体
の
変
更
」、「
行
為
態
様
の
変
更
」、「
犯
行
場
所
や
犯
行
日
時
の
変
更
」
お
よ
び
「
犯
行
動
機

の
変
更
」
は
教
唆
犯
の
成
否
に
影
響
し
な
い
。

二　

構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
軽
い
甲
罪
を
決
意
し
て
い
る
者
を
そ
そ
の
か
し
て
重
い
乙
罪
を
実
行
さ
せ
る
「
拡
張
的
教
唆
」
の
う
ち
、

甲
罪
と
乙
罪
が
部
分
的
に
重
な
り
合
い
、
前
者
が
基
本
的
犯
罪
、
後
者
が
加
重
的
犯
罪
の
関
係
に
あ
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
乙
罪



一
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一

す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

を
そ
そ
の
か
し
た
者
を
そ
の
罪
の
幇
助
犯
と
し
つ
つ
、
基
本
的
犯
罪
を
超
え
た
「
加
重
」
部
分
に
つ
い
て
は
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で

あ
る
（
区
別
説
の
一
）。
ま
た
、
甲
罪
と
乙
罪
が
部
分
的
に
重
な
り
合
い
、
前
者
が
減
軽
的
犯
罪
、
後
者
が
基
本
的
犯
罪
の
関
係
に
あ
る

と
み
ら
れ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

三　

構
成
要
件
的
評
価
に
お
い
て
重
い
甲
罪
を
決
意
し
て
い
る
者
を
そ
そ
の
か
し
て
軽
い
乙
罪
を
実
行
さ
せ
る
「
縮
小
的
教
唆
」
に
つ
い

て
は
、
甲
罪
の
中
に
含
ま
れ
る
乙
罪
に
つ
い
て
犯
意
を
強
化
し
た
と
は
い
え
ず
、
法
益
侵
害
の
危
険
を
増
加
さ
せ
た
と
も
い
え
な
い
の

で
、
教
唆
犯
も
幇
助
犯
も
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
そ
の
か
し
た
こ
と
に
よ
り
乙
罪
の
犯
意
を
強
化
し
た
場
合
に
は
乙
罪
の
幇
助

犯
と
な
り
、
別
罪
の
犯
意
を
新
た
に
生
じ
さ
せ
た
場
合
に
は
そ
の
罪
の
教
唆
犯
が
成
立
し
う
る
。

本
稿
は
、教
唆
犯
は
正
犯
と
同
等
の
不
法
を
惹
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
か
ら
こ
の
問
題
を
論
ず
る
こ
と
を
意
図
し
た
が
、

そ
の
理
論
的
基
礎
づ
け
に
は
さ
ら
に
周
到
な
論
証
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
教
唆
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
、
学
説
に
よ
る
精
緻
な

理
論
が
蓄
積
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
包
括
的
な
検
討
に
よ
っ
て
私
見
の
根
拠
を
再
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
与
え
ら
れ

た
紙
数
の
範
囲
内
で
右
の
三
類
型
の
具
体
的
な
適
用
事
例
を
十
分
に
示
す
こ
と
が
で
き
ず
、
各
類
型
に
つ
い
て
問
題
と
な
り
う
る
典
型
的

な
刑
法
犯
の
み
を
例
示
す
る
に
と
ど
め
た
。
し
か
し
、
基
本
類
型
と
加
重
・
減
軽
類
型
の
関
係
に
あ
る
構
成
要
件
が
多
く
規
定
さ
れ
て
い

る
特
別
刑
法
犯
で
は
、
さ
ら
に
困
難
な
問
題
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
他
日
の
検
討
に
委
ね
た
い
。

（
（
）
た
と
え
ば
、団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
［
第
三
版
］』（
一
九
九
〇
年
）
四
〇
五
頁
。
大
判
明
治
四
三
年
六
月
二
三
日
刑
録
一
六
輯
一
二
八
〇
頁
、

大
判
昭
和
九
年
九
月
二
九
日
刑
集
一
三
巻
一
二
四
五
頁
、
最
判
昭
和
二
六
年
一
二
月
六
日
刑
集
五
巻
一
三
号
二
四
八
五
頁
も
同
旨
。

（
（
）
し
た
が
っ
て
、
教
唆
犯
が
成
立
す
る
に
は
、
教
唆
者
と
被
教
唆
者
と
の
「
通
謀
」
に
よ
る
相
互
的
な
意
思
の
連
絡
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ



一
七
二

れ
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
教
唆
行
為
の
意
義
」
関
東
学
園
大
学
法
学
紀
要
一
三
号
（
一
九
九
六
年
）
一
九
頁
以
下
を
参
照
。

（
（
）
古
く
は
、
泉
二
新
熊
『
改
正
日
本
刑
法
論
［
訂
正
三
版
］』（
一
九
〇
八
年
）
三
七
七
頁
が
、
教
唆
者
は
「
元
来
犯
罪
ノ
意
思
ナ
キ
他
人
ヲ
教
唆

シ
テ
犯
罪
ノ
意
思
ヲ
造
形
セ
シ
ム
ル
モ
ノ
（
所
謂
造
意
者
）
ニ
シ
テ
其
情
状
ニ
於
テ
豪
モ
実
行
者
ト
区
別
ス
可
キ
理
由
ナ
キ
カ
故
ニ
之
ヲ
正
犯
ト

シ
テ
処
分
ス
ル
コ
ト
ヲ
規
定
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
説
明
し
て
い
た
。

（
（
）
大
判
大
正
六
年
五
月
二
五
日
刑
録
二
三
輯
五
一
九
頁
は
、「
特
ニ
他
人
ノ
犯
意
ヲ
決
定
セ
シ
ム
ル
コ
ト
ナ
ク
単
ニ
他
人
ノ
既
発
ノ
犯
意
ヲ
強
固
ナ

ラ
シ
メ
タ
ル
ニ
止
マ
ル
モ
ノ
ト
ス
レ
ハ
之
ヲ
従
犯
ニ
問
擬
ス
可
キ
ハ
亦
明
白
ナ
リ
」
と
す
る
。

（
（
）
本
稿
が
問
題
に
す
る
の
は
、
被
教
唆
者
が
す
で
に
決
意
し
て
い
た
行
為
と
教
唆
者
が
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
行
為
と
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、

「
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
」
に
お
け
る
符
合
の
範
囲
の
問
題
や
、「
共
犯
と
錯
誤
」
に
お
け
る
共
犯
の
成
立
範
囲
の
問
題
と
は
関
連
性
が
な
い
。

（
（
）
こ
の
概
念
は
ロ
ー
マ
法
に
起
源
を
も
ち
、
中
世
イ
タ
リ
ア
法
や
ド
イ
ツ
普
通
法
を
経
て
、
今
日
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
も
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
。

詳
し
く
は
、Steen,D

ie Rechtsfigur des om
nim

odo facturus : ein Beitrag zur A
bgrenzung von A

nstiftung und Beihilfe

（（0（（

）, 
S. （（（ff.; Bock, D

ie A
nstiftung des zur T

at bereits Entschlossenen—
zum

 Begriff des »alius« oder »om
nim

odo facturus«, JR 
（00（, S. （（（ff.; W

elz, Zum
 V

erhältnis von A
nstiftung und Beihilfe

（（0（0

）, S. （（（ff.  

を
参
照
。
わ
が
国
の
文
献
と
し
て
、
竹
内
健
互

「
一
つ
の
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
教
唆
犯
に
お
け
る
犯
行
決
意
と
い
う
も
の
主
にom

nim
odo facturus

の
理
論
を
批
判
的
に
検
討
し
て
」
法
学
研

究
論
集
（
明
治
大
学
大
学
院
）
三
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
六
五
頁
以
下
が
あ
る
。

（
（
）
も
っ
と
も
、「
決
意
さ
せ
る
」
と
は
、
人
の
心
理
に
働
き
か
け
て
あ
る
行
為
を
実
行
す
る
意
思
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
い

う
教
唆
行
為
の
因
果
性
と
は
、
教
唆
行
為
が
被
教
唆
者
の
決
意
に
と
っ
て
唯
一
な
い
し
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
条
件
関
係
の
判
断

（conditio sine qua non–Form
el

）
と
同
様
に
、
教
唆
行
為
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
被
教
唆
者
は
そ
の
行
為
を
決
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
蓋
然
性
を
問
題
に
す
る
仮
定
的
な
判
断
で
あ
る
。

（
（
）
周
知
の
よ
う
に
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
る
が
、
本
稿
は
、
共
犯
は
正
犯
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
法
益
侵
害
に
つ
い
て
因
果

性
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
因
果
的
共
犯
論
の
立
場
か
ら
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
正
犯
行
為
が
違
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
通
説
的
見
解
を
支
持
す
る
。
正
犯
行
為
が
適
法
で
あ
れ
ば
、正
犯
行
為
か
ら
生
じ
た
結
果
も
適
法
で
あ
り
、共
犯
者
が
（
間
接
的
に
せ
よ
）

法
益
を
侵
害
し
た
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、正
犯
行
為
の
違
法
性
は
共
犯
成
立
の
必
要
条
件
で
あ
る
が
、そ
の
十
分
条
件
で
は
な
い
。

（
（
）V

gl. Roxin, in : LK
, （（. A

ufl.（（（（（

）,§（（ Rn. （（ ; H
oyer, in : SK

, （. A
ufl.（（000

）,§（（, Rn. （（ ; Joecks, StGB, Studienkom
m

entar, 
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七
三

す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

（0. A
ufl.

（（0（0

）,§
（（ Rn. （（.

（
（0
）V

gl. Ingelfinger, V
orsatz und T

atbestim
m

theit

（（（（（

）, S. （（（ff.
（
（（
）Roxin,Strafrecht,A

T
Ⅱ

（（00（

）,§
（（ Rn. （（.

（
（（
）
こ
の
場
合
に
は
、
Ｘ
と
Ｙ
が
具
体
的
職
務
権
限
を
異
に
す
れ
ば
、
同
一
性
を
否
定
し
て
同
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
同
じ
状
況
に
お
い
て
、
Ａ
が
Ｔ
に
公
務
執
行
妨
害
と
傷
害
を
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ｘ
と
Ｙ
が
具
体
的
職
務
権
限
を
同
じ

く
す
れ
ば
、
Ａ
に
公
務
執
行
妨
害
罪
の
教
唆
犯
は
成
立
し
な
い
が
、
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）V

gl. Schulz, D
ie Bestrafung des Ratgebers （（（（0

）, S. （（（ ; Ingelfinger, a.a.O
., S. （（（ff. 

も
同
旨
。

（
（（
）Joecks, a.a.O

.,§
（（ Rn. （（ ; H

oyer, a.a.O
.,§

（（ Rn. （（ ; H
einrich, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl.

（（0（（

）, Rn. （（（（a. 

も
同
旨
。

（
（（
）Beschl. v. （. （. （（（（–（ StR （（（/（（=StV

 （（（（, （ ; vgl. Geppert, JK
 （（（（, StGB,§

（（/（.

（
（（
）
本
件
で
は
、Ｌ
は
被
告
人
の
住
居
に
短
期
間
滞
在
し
た
後
に
逮
捕
さ
れ
た
の
で
、刑
を
「
免
れ
さ
せ
た
」
と
は
い
え
ず
、同
罪
の
未
遂
に
と
ど
ま
る
。

（
（（
）V

gl. Schulz, a.a.O
., S. （（（ff., （（（ff.; Roxin, in : LK

,§
（（ Rn. （（f.  

わ
が
国
で
は
、
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
［
第
二

版
］
第
五
巻
』（
一
九
九
九
年
）［
安
廣
文
夫
］
四
七
四
頁
が
、「
助
言
者
が
正
犯
に
よ
る
犯
行
を
計
画
支
配
し
た
と
み
ら
れ
る
と
き
も
、
教
唆
犯

が
成
立
す
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
中
村
雄
一
「
教
唆
と
精
神
的
幇
助
の
限
界
づ
け
に
つ
い
て
─J. Schulz

の
見
解
を
中
心 

に
─
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
一
三
号
Ⅰ
─
二
（
一
九
八
四
年
）
八
四
頁
も
、Schulz

の
「
計
画
支
配
説
」
を
支
持
す
る
。

（
（（
）
曲
田
統
「
教
唆
犯
の
従
属
性
と
従
犯
の
従
属
性
」
刑
法
雑
誌
五
三
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
八
頁
以
下
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
て
、
刑
法

六
一
条
に
該
当
す
る
行
為
は
、被
教
唆
者
の
動
機
形
成
に
お
い
て
支
配
的
影
響
を
与
え
た
教
唆
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
（
た

だ
し
教
唆
犯
に
は
最
小
従
属
形
式
が
妥
当
す
る
と
主
張
す
る
）。

（
（（
）
十
河
太
朗
「
教
唆
犯
の
本
質
に
関
す
る
一
考
察
（
二
・
完
）」
同
志
社
法
学
四
三
巻
三
号
（
一
九
九
一
年
）
一
三
一
頁
以
下
は
、
惹
起
説
の
立
場

か
ら
、
教
唆
犯
に
「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
」
こ
と
の
理
論
的
根
拠
は
、
教
唆
犯
が
正
犯
と
同
じ
程
度
に
構
成
要
件
的
結
果
の
実
現
に
対
し
て
重
要

な
役
割
を
演
ず
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
、
正
犯
者
の
決
意
を
喚
起
し
た
か
ど
う
か
は
教
唆
犯
の
成
立
に
と
っ
て
必
ず
し
も
重
要
で
な
い
と
す
る
。

し
か
し
私
見
は
、
教
唆
行
為
に
内
在
す
る
法
益
侵
害
の
危
険
を
重
視
す
る
の
で
、「
正
犯
者
の
決
意
の
喚
起
」
こ
そ
が
教
唆
行
為
の
不
法
を
基
礎
づ

け
る
要
素
で
あ
る
と
解
す
る
。
付
言
す
れ
ば
、
共
犯
は
一
般
に
、
自
由
意
思
を
有
す
る
正
犯
者
と
い
う
規
範
的
障
害
を
介
在
さ
せ
る
点
で
、
直
接

正
犯
お
よ
び
間
接
正
犯
と
比
較
し
て
結
果
に
至
る
蓋
然
性
な
い
し
危
険
性
の
程
度
が
低
い
の
で
（
こ
の
点
で
正
犯
と
区
別
さ
れ
る
）、
教
唆
犯
に
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「
正
犯
の
刑
を
科
す
る
」
た
め
に
は
、
教
唆
行
為
自
体
の
不
法
が
正
犯
行
為
の
不
法
に
相
当
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
こ
の
点
で
幇
助
犯

と
区
別
さ
れ
る
）
と
考
え
る
。

（
（0
）
盗
品
有
償
譲
受
け
罪
に
お
け
る
運
搬
・
保
管
等
、
あ
る
い
は
境
界
損
壊
罪
に
お
け
る
境
界
標
の
損
壊
・
移
動
等
の
よ
う
に
、
同
一
条
文
中
に
複

数
の
行
為
態
様
が
選
択
的
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、Schünem

ann, in : LK
, （（. A

ufl.

（（00（

）,§
（（ Rn. （（ff.; Joecks, in : M

K

（（00（

）,§
（（ Rn. （（ff.; H

eine/
W

eißer, in : Schönke/Schröder, StGB, （（. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （ ; M

att/Renzikow
ski, StGB

（（0（（

）,§
（（ Rn. （（f.; Fischer, 

StGB, （（. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （

を
参
照
。

（
（（
）
た
と
え
ば
、
単
純
強
盗
罪
（
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
九
条
）
の
法
定
刑
の
上
限
は
、
単
純
窃
盗
罪
（
同
法
二
四
二
条
）
の
そ
れ
と
単
純
傷
害
罪
（
同

法
二
二
三
条
）
な
い
し
脅
迫
罪
（
同
法
二
四
一
条
）
の
そ
れ
と
の
合
計
よ
り
重
く
な
る
。

（
（（
）
基
本
的
に
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
た
と
え
ばFischer, a.a.O

.,§
（（, Rn. （ ; Frister, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl. （（0（（

）, （（. K
apitel 

Rn. （（ ; O
tto, Grundkurs Strafrecht A

llgem
eine Strafrechtslehre, （.A

ufl.

（（00（

）,§
（（ Rn. （（.

（
（（
）
基
本
的
に
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
た
と
え
ばEser, StrafrechtⅡ

, （. A
ufl.

（（（（（

）, N
r. （（, Rn. A

（ ; Freund, Strafrecht, A
T

, （. 
A

ufl.

（（00（

）,§
（0 Rn. （（（ff.; Gropp, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl.

（（00（

）,§
（0, Rn. （（（ ; H

eine/W
eißer, a.a.O

.,§
（（, Rn. （ ; H

einrich, 
a.a.O

., Rn. （（0（ ; H
oyer, a.a.O

.,§
（（ Rn. （0 ; Jescheck,/W

eigend, Strafrecht, A
T

, （. A
ufl.

（（（（（

）,§
（（Ⅱ

（c ; Joecks, a.a.O
.§

（（ 
Rn. （（ ; K

indhäuser, Strafrecht, A
T

, （. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （（ ; K

ühl, A
T

, （. A
ufl.

（（0（（

）,§
（0, Rn. （（（ ; M

urm
ann, 

Strafrecht, A
T

. （. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （0（ ; Stratenw

erth/K
uhlen, A

T
, （. A

ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （（（. 

わ
が
国
で
は
、中
義
勝
「
行

為
決
意
者
の
変
容
的
使
嗾
に
つ
い
て
」
関
西
大
学
法
学
論
集
四
〇
巻
二
号
（
一
九
九
〇
年
）
三
一
頁
が
こ
の
説
を
支
持
す
る
。

（
（（
）
基
本
的
に
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、た
と
え
ば H

aft, Strafrecht, A
T

. （. A
ufl.（（00（

）, S. （（（ ; K
rey, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl.（（0（（

）, 
S. （（（.

（
（（
）
基
本
的
に
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
た
と
え
ばBaum

ann/W
eber/M

itsch, Strafrecht, A
T

, （（. A
ufl.

（（00（

）,§
（0 Rn. （（f.; K

ühl/
H

eger, StGB, （（. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （a ; M

aurach/Gössel/Zipf,Strafrecht, A
T

, T
b. （, （. A

ufl.

（（00（

）,§
（（ Rn. （（ ; Rengier, 

Strafrecht, A
T

, （. A
ufl.（（0（（

）,§（（ Rn. （（ ; Roxin, Strafrecht, A
TⅡ

（（00（
）,§（（ Rn.（0（ ; W

essels/Beulke/Satzger, Strafrecht, 
A

T
, （（. A

ufl.

（（0（（

）, Rn. （（（.   

わ
が
国
で
は
、
大
塚
仁
ほ
か
編
・
前
掲
書
［
安
廣
文
夫
］
四
七
四
頁
が
、
同
じ
窃
盗
で
あ
っ
て
も
、
具
体
的
助
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す
で
に
あ
る
行
為
を
決
意
し
て
い
た
者
を
「
教
唆
す
る
」
こ
と
は
で
き
る
か
（
鈴
木
）

言
に
よ
っ
て
正
犯
の
本
来
の
計
画
よ
り
も
著
し
く
被
害
額
が
増
大
す
る
犯
行
が
敢
行
さ
れ
た
場
合
に
は
、
教
唆
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

（
（（
）
基
本
的
に
こ
の
説
を
支
持
す
る
の
は
、
た
と
え
ばGeilen, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl.

（（（（0

）, S. （0（ ; K
rey/Esser, D

eutsches 
Strafrecht, A

T
, （. A

ufl.

（（0（（

）, Rn. （0（（ ; W
elzel,D

as deutsche Strafrecht, （（. A
ufl.

（（（（（

）,§
（（ （.

（
（（
）BGH

 U
rt. v. （. （. （（（（‒（ StR （（/（（=N

JW
 （（（（, （（0（.

（
（（
）V

gl. Puppe, Strafrecht A
llgem

einer T
eil im

 Spiegel der Rechtsprechung, （. A
ufl.

（（0（（

）,§
（（ Rn. （（.

（
（0
）
た
だ
し
ド
イ
ツ
で
は
、
単
純
強
盗
罪
と
加
重
強
盗
罪
は
基
本
的
犯
罪
と
加
重
的
犯
罪
の
関
係
に
あ
る
が
、
窃
盗
罪
と
強
盗
罪
は
罪
質
を
異

に
す
る
別
個
の
構
成
要
件
で
あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
。V

gl. N
atus, Problem

e der D
eliktsstruktur und der A

nstiftung beim
 

räuberischen D
iebstahl （§

（（（ StGB

）, Jura （0（（, S. （（（ff.

（
（（
）
Ａ
が
Ｔ
に
け
ん
銃
等
を
用
い
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
し
て
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
銃
刀
法
違
反
の
罪
の
教
唆
犯
も
成
立
し
う
る
。

（
（（
）V

gl. Stree, Bestim
m

ung eines T
atentschlossenen zur T

atänderung, Festschrift für H
einitz

（（（（（

）, S. （（（ff., （（（.

（
（（
）V

gl. Bem
m

ann, D
ie U

m
stim

m
ung des T

atentschlossenen zu einer schw
ereren oder leichteren Begehungsw

eise, Festschrift 
für Gallas

（（（（（

）, S. （（（ff.

（
（（
）
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、Kahlo, Bestim

m
t, w

er aufstiftet, zur T
at des schw

ereren D
elikts?, Festschrift für Seebode

（（00（

）, S. 
（（（, （（（ 

は
、
教
唆
者
が
被
教
唆
者
に
対
し
て
「
意
思
支
配
」
を
も
つ
場
合
に
の
み
、
正
犯
に
相
当
す
る
意
思
決
定
力
（Bestim

m
ungsm

acht

）

を
も
つ
と
い
う
。
し
か
し
、
今
度
は
間
接
正
犯
と
の
区
別
が
微
妙
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）V

gl. H
ardtung, A

ufstiftung bei U
nrechtsintensivierungen und U

nrechtsverknüpfungen, in : Strafrecht zw
ischen System

 
und T

elos, Festschrift für H
erzberg

（（00（

）, S. （（0ff. （（0.

（
（（
）
た
だ
し
、
脅
迫
を
手
段
と
す
る
恐
喝
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
暴
行
を
手
段
と
す
る
強
盗
を
実
行
さ
せ
た
場
合
、
あ
る
い
は
暴

行
を
手
段
と
す
る
恐
喝
を
決
意
し
て
い
た
者
を
そ
そ
の
か
し
て
、
脅
迫
を
手
段
と
す
る
強
盗
を
実
行
さ
せ
た
場
合
に
は
、
そ
の
「
加
重
」
部
分
と

な
る
暴
行
な
い
し
脅
迫
に
つ
い
て
教
唆
犯
が
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
。

（
（（
）O

LG Stuttgart, Beschl. v. （（. （. （（（（‒（ Ss

（（

）（（（/（（.

（
（（
）
も
っ
と
も
、
本
決
定
は
、
Ｓ
に
詐
欺
罪
の
正
犯
行
為
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
無
罪
と
し
て
い
る
の
で
、
引
用
し
た
判
示
部
分
は
傍
論

に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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（
（（
）V

gl. Freund, a.a.O
.,§

（0 Rn. （（（.
（
（0
）
客
観
的
帰
属
の
理
論
が
狭
義
の
共
犯
に
も
適
用
さ
れ
う
る
こ
と
に
つ
い
て
、Roxin,Zum

 Strafgrund der T
eilnahm

e, in : Beiträge zur 
Rechtsw

issenschaft, Festschrift für Stree u. W
essels

（（（（（

）, S. （（0ff. 

を
参
照
。

（
（（
）V

gl. K
ühl, a.a.O

.,§
（0 Rn. （（（ ; H

eine/W
eißer, in : Schönke/Schröder,§

（（ Rn. （0.

（
（（
）V

gl. Jescheck/W
eigend, a.a.O

.,§
（（ （ c

）; Joecks, a.a.O
.,§

（（ Rn. （（.

（
（（
）V

gl., K
udlich, D

ie A
bstiftung, JuS （00（, S. （（（f.

〔
追
記
〕

尊
敬
す
る
斎
藤
信
治
先
生
の
古
稀
を
お
祝
い
す
る
論
文
集
に
、
こ
う
し
た
文
字
ど
お
り
の
拙
稿
を
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
は
内
心
忸
怩
た
る
も
の

が
あ
る
が
、
先
生
か
ら
多
く
の
ご
教
示
を
賜
っ
た
中
央
大
学
の
後
輩
の
一
人
と
し
て
、
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）


