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【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
何
ら
の
処
分
権
限
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
に
対
し
、
Ｃ
所
有
全
油
圧
式
パ
ワ
ー
シ
ョ
ベ
ル
一
台
（
以
下
「
本
件
ユ
ン
ボ
」
と
い
う
）

を
売
却
、
搬
出
す
る
よ
う
申
し
向
け
、
Ａ
に
本
件
ユ
ン
ボ
を
売
却
、
搬
出
し
て
窃
取
す
る
こ
と
を
決
意
さ
せ
、
Ａ
を
し
て
、
情
を
知
ら
な
い
中
古
車
販
売

業
者
従
業
員
Ｂ
ら
に
本
件
ユ
ン
ボ
を
搬
出
さ
せ
る
と
い
う
方
法
に
よ
り
、
本
件
ユ
ン
ボ
を
窃
取
さ
せ
、
も
っ
て
窃
盗
を
教
唆
し
た
。

な
お
、
検
察
官
は
、
Ａ
が
、
被
告
人
に
よ
る
上
記
処
分
依
頼
当
時
、「
被
告
人
が
本
件
ユ
ン
ボ
の
処
分
権
限
を
有
し
て
い
な
い
と
い
う
事
情
」
を
知
ら
な
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か
っ
た
と
し
て
、
被
告
人
に
は
窃
盗
罪
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
旨
を
主
張
し
て
い
る
も
の
の
、
裁
判
所
は
、
Ａ
が
当
初
か
ら
当
該
事
実
を
知
っ
て
い
た

も
の
と
認
定
し
て
い
る
。

【
判
　
旨
】

「
以
上
を
前
提
に
す
る
と
、
Ａ
は
自
ら
規
範
の
障
害
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
被
告
人
が
『
情
を
知
ら
な
い
』
Ａ
を
道
具
と

し
て
使
用
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
Ａ
は
被
告
人
の
こ
と
を
あ
る
程
度
恐
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
超
え
て
、

被
告
人
が
Ａ
の
行
為
を
支
配
し
て
い
た
と
認
め
る
べ
き
根
拠
は
な
く
、
か
え
っ
て
、
Ａ
は
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
の
過
半
を
手
に
し
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
Ａ
が
幇
助
犯
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
被
告
人
を
も
っ
て
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
を
使
っ
た
間
接
正
犯
に
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
他

に
被
告
人
の
Ａ
に
対
す
る
処
分
依
頼
行
為
が
窃
盗
の
間
接
正
犯
（
単
独
犯
）
と
し
て
の
実
行
行
為
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
事
情
も
見
当
た
ら
な
い
か
ら
、

被
告
人
の
行
為
が
窃
盗
の
間
接
正
犯
に
当
た
る
と
い
う
検
察
官
の
主
張
は
、
採
用
で
き
な
い
。」

Ａ
が
被
告
人
に
処
分
権
限
な
き
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
情
を
知
ら
な
い
Ｂ
ら
に
そ
の
搬
出
を
依
頼
し
た
行
為
は
、
窃
盗
（
間
接
正
犯
）
の
実
行
行
為
に

該
当
す
る
か
ら
、
Ａ
は
、
窃
盗
の
正
犯
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
と
こ
ろ
、「
被
告
人
が
Ａ
に
正
犯
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
黙
示

の
共
謀
（
共
同
実
行
の
意
思
）
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
窃
盗
の
共
謀
共
同
正
犯
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
被
告
人
が
Ａ
の
正
犯
意
思
を
認

識
し
て
い
な
い
場
合
は
（
す
な
わ
ち
、
間
接
正
犯
の
故
意
で
あ
っ
た
場
合
は
）、
被
告
人
は
、
Ａ
に
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
方
を
依
頼
し
、
そ
の
結
果
、
Ａ
が

本
件
ユ
ン
ボ
を
売
却
す
る
と
い
う
窃
盗
の
実
行
行
為
に
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
し
、
間
接
正
犯
の
故
意
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
教
唆
犯
の
故
意
を
包
含
す

る
と
評
価
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
刑
法
三
八
条
二
項
の
趣
旨
に
よ
り
、
犯
情
の
軽
い
窃
盗
教
唆
の
限
度
で
犯
罪
が
成
立
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。」

「
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
が
Ａ
の
正
犯
意
思
を
認
識
し
て
い
た
か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
取
調
べ
済
み
の
全
証
拠
を
も
っ
て
し
て
も
不
可
能
で
あ
る

か
ら
、
結
局
、
犯
情
の
軽
い
窃
盗
教
唆
の
限
度
で
犯
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。」
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【
研
　
究
】

1　

は
じ
め
に

本
件
は
、
共
謀
共
同
正
犯
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
て
い
る
現
在
の
実
務
に
お
い
て
、
下
級
審
裁
判
例
で
は
あ
る
も
の
の
、
結
論
に
お
い

て
教
唆
犯
の
成
立
を
認
め
た
と
い
う
点
に
お
い
て
貴
重
な
裁
判
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
本
件
に
お
い
て
間
接
正

犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
余
地
が
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、
主
と
し
て
「
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
錯
誤
」
と
呼

ば
れ
る
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

な
お
、
検
察
官
は
、
Ａ
が
被
告
人
の
面
前
で
中
古
車
販
売
業
者
に
処
分
依
頼
の
電
話
を
か
け
て
い
る
の
を
阻
止
し
な
か
っ
た
点
を
捉
え

て
、不
真
正
不
作
為
犯
の
成
立
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、本
判
決
は
こ
れ
を
排
斥
し
て
い
る
。
た
だ
、そ
の
理
由
と
し
て
は
「
裁

判
所
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
訴
因
変
更
を
し
な
か
っ
た
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
本
判
決
に
お
い
て
立
ち
入
っ
た
検
討

が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
。

2　

間
接
正
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
た
点
に
つ
い
て

本
判
決
は
、「
Ａ
は
自
ら
規
範
の
障
害
に
直
面
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
被
告
人
が
『
情
を
知
ら
な
い
』
Ａ
を
道

具
と
し
て
使
用
し
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
た
だ
、
間
接
正
犯
が
成
立
し
得
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
「
情
を
知
ら
な

い
道
具
」
を
利
用
す
る
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
例
え
ば
背
後
者
が
行
為
媒
介
者
の
「
意
思
を
抑
圧
」
し
て
い
た
よ
う
な
場
合
に
も
間
接
正
犯

の
成
立
が
認
め
ら
れ
る）（
（

。
本
判
決
が
、「
被
告
人
が
Ａ
の
行
為
を
支
配
し
て
い
た
と
認
め
る
べ
き
根
拠
は
な
」
い
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と

は
、
こ
の
点
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
一
口
に
「
支
配
」
と
い
っ
て
も
、
行
為
媒
介
者
が
「
絶
対
的
強
制
下
」
に
置
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か
れ
て
い
る
こ
と
ま
で
は
必
ず
し
も
要
求
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て）（
（

、「
被
利
用
者
が
利
用
者
に
抵
抗
し
に
く
い
心
理
状
況

に
陥
っ
て
い
た
と
い
う
よ
う
な
事
案
」
に
お
い
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
間
接
正
犯
が
成
立
し
得
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
）
（
（

。
そ
う
す
る
と
、
Ａ
が
元
暴
力
団
組
長
で
あ
る
被
告
人
の
こ
と
を
「
あ
る
程
度
恐
れ
て
い
た
」
と
い
う
本
件
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と

を
被
告
人
が
利
用
し
つ
つ
Ａ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
に
足
る
何
ら
か
の
強
制
を
用
い
た
な
ど
の
特
段
の
事
情
が
存
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
Ａ

の
行
っ
た
行
為
が
極
め
て
単
純
な
機
械
的
動
作
で
あ
っ
た
な
ど
の
事
情
が
認
め
ら
れ
れ
ば）（
（

、
被
告
人
に
お
い
て
間
接
正
犯
の
成
立
を
肯
定

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
件
に
お
け
る
被
告
人
の
処
分
依
頼
行
為
は
Ａ
の
意
思
を
抑
圧
す
る
に
足

る
程
度
の
も
の
で
は
な
く
、
Ａ
は
自
ら
の
意
思
で
Ｂ
に
電
話
で
指
示
す
る
な
ど
し
て
本
件
窃
盗
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
に

窃
盗
の
間
接
正
犯
は
成
立
し
な
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う）（
（

。

こ
の
よ
う
な
思
考
方
法
は
理
解
可
能
で
は
あ
る
。
た
だ
、
間
接
正
犯
の
既
遂
は
成
立
し
な
い
と
し
て
も
、
被
告
人
の
Ａ
に
対
す
る
処
分

依
頼
行
為
が
窃
盗
の
間
接
正
犯
と
し
て
の
「
実
行
行
為
」
に
す
ら
当
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
点
に
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
事
案
を
若
干
修
正
し
て
、「
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
は
、全
て
被
告
人
が
受
け
取
っ
た
」
と
い
う
設
例
を
考
え
て
み
た
い
。

本
判
決
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
論
を
導

く
た
め
に
は
、
こ
の
設
例
に
お
け
る
被
告
人
の
本
件
ユ
ン
ボ
の
処
分
依
頼
行
為
は
間
接
正
犯
と
し
て
の
実
行
行
為
に
当
た
る
、
と
い
う
こ

と
が
当
然
に
前
提
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
背
後
者
に
間
接
正
犯
と
し
て
の
実
行
行
為
性
が
認

め
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、行
為
媒
介
者
が
情
を
知
っ
て
い
た
か
否
か
と
い
う
「
道
具
の
性
質
」
と
は
無
関
係
に
決
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
の
事
案
と
前
述
の
修
正
し
た
設
例
と
を
比
較
す
る
と
、
少
な
く
と
も
被
告
人
の
本
件
ユ
ン
ボ
の
処
分
依
頼
行
為
そ
の
も
の

は
全
く
同
一
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
被
告
人
の
処
分
依
頼
行
為
は
少
な
く
と
も
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
に
当
た
る
と
位
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置
づ
け
て
お
い
た
ほ
う
が
、
理
論
構
成
と
し
て
問
題
の
少
な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）（
（

。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
間
接
正

犯
の
「
実
行
行
為
性
」
を
認
め
た
と
し
て
も
、
間
接
正
犯
の
「
未
遂
」
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
別
論
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

4
で
後
述
す
る
。

次
に
、
本
判
決
は
、「
被
告
人
を
も
っ
て
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
を
使
っ
た
間
接
正
犯
に
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
。
こ

の
結
論
自
体
に
は
賛
成
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
に
は
疑
問
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
本
判
決
は
「
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
の
過
半

を
手
に
し
て
い
る
」
こ
と
を
理
由
に
Ａ
は
幇
助
犯
で
は
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
被
告
人
の
処
分
依
頼
行
為
後
（
よ

り
正
確
に
は
、行
為
媒
介
者
で
あ
る
Ａ
の
正
犯
行
為
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
行
為
を
も
含
め
た
犯
行
終
了
後
）
に
は
じ
め
て
明
ら
か
と
な
る
事
情
で
あ
っ

て
、
行
為
媒
介
者
（
本
件
の
Ａ
）
の
行
為
が
正
犯
性
要
件
を
充
足
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
と
必
ず
し
も
直
接
の
関
係
性
を
有
す
る
と

は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
Ａ
が
「
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
の
過
半
を
手
に
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
純
然
た
る
事
後
的
な
事
情
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
利
益
配
分
に
関
す
る
被
告
人
と
の
事
前
の
申
し
合
わ
せ
の
存
在
を
推
認

さ
せ
る
間
接
事
実
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
も
十
分
に
可
能
で
あ
り
、む
し
ろ
こ
れ
が
本
判
決
の
立
場
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
得
る
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
被
告
人
と
Ａ
と
の
間
に
は
当
初
か
ら
利
益
配
分
に
関
す
る
（
ひ
い
て
は
、
こ
れ
を
含
め
た
共
同
実
行
に
関
す
る
）

一
定
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
結
論
に
お
い
て
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
整
合
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
何
ら
か
の
「
申
し
合
わ
せ
」
な
い
し
「
合
意
」
が
存
す
る
だ
け
で
共
謀
共
同

正
犯
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が）（
（

、
結
果
的
に
は
Ａ
の
み
な
ら
ず
被
告
人
も
相
当
の
対
価
（
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
二
五
万

円
の
う
ち
の
一
〇
万
円
）
を
得
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
当
初
か
ら
の
「
合
意
」
に
基
づ
く
利
益
分
配
で
あ
る
と
捉
え
つ
つ
、
そ
の
よ
う
な

利
益
の
取
得
を
正
犯
性
を
肯
定
す
る
た
め
の
一
つ
の
判
断
要
素
と
し
て
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
本
件
で
は
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
が
肯
定
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さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
論
に
お
い
て
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
る
と
、「
本
件
ユ
ン
ボ
の
売
却
代
金
の
過
半
を
手
に
し
て
い
る
」
と
い
う
事
実
が
果
た
し
て
前
述
の
よ
う
な
意
味
で
の
間
接
事
実

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
Ａ
の
正
犯
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
理
論
的

な
根
拠
が
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
「
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
」（
実
行
行
為
を
行

う
従
犯
）
を
認
め
た
と
さ
れ
る
裁
判
例
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
も
の
の）（
（

、
こ
れ
ら
は
、
各
則
の
構
成
要
件
該
当
性
判
断
に
お
い
て
「
実
行

行
為
」
を
行
っ
た
と
は
い
い
難
い
事
案
で
あ
っ
た
た
め
に）（
（

、
行
為
媒
介
者
の
正
犯
性
が
否
定
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
件
に
お
け
る
Ａ
は
、
自
ら
の
意
思
で
Ｂ
に
電
話
で
指
示
す
る
な
ど
し
て
本
件
窃
盗
を
実
行
し
て
お
り
、
ま
さ
し
く
窃
盗

の
間
接
正
犯
と
し
て
の
「
実
行
行
為
」
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、Ａ
を
正
犯
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。「
被

告
人
を
も
っ
て
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
を
使
っ
た
間
接
正
犯
に
問
う
こ
と
も
で
き
な
い
」
と
す
る
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
明
確
に
こ
の
点

を
指
摘
す
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
で
足
り
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）（（
（

。

3　

間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
重
な
り
合
い
の
存
否
に
つ
い
て

本
判
決
は
、
被
告
人
の
行
為
は
窃
盗
の
間
接
正
犯
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
つ
つ
、「
刑
法
三
八
条
二
項
の
趣
旨
に
よ
り
、
犯
情
の
軽
い

窃
盗
教
唆
の
限
度
で
犯
罪
が
成
立
す
る
」
と
し
た
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
最
も
一
般
的
な
解
決
方
法
で
あ
ろ
う）（（
（

。

た
し
か
に
、
三
八
条
二
項
は
「
軽
い
罪
の
認
識
で
、
重
い
罪
に
当
た
る
べ
き
行
為
を
し
た
場
合
」
に
関
す
る
規
定
、
す
な
わ
ち
「
教
唆

犯
の
認
識
で
、
間
接
正
犯
を
実
現
し
た
場
合
」
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
「
こ
の
場
合
の
行
為
者
に

重
い
罪
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
も
の
の
、
こ
の
規
定
は
、
軽
い
罪
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
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刑
事
判
例
研
究
⑶
（
水
落
）

で
き
る
と
い
う
「
趣
旨
」
を
含
む
と
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
は
逆
の
場
合
、
す
な
わ
ち
「
重
い
罪
（
間
接
正
犯
）
の

認
識
で
、
軽
い
罪
（
教
唆
犯
）
を
実
現
し
た
」
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
六
四
条
の
規
定
に
徴
し
て
間
接
正
犯
よ
り
も

軽
い
罪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
教
唆
犯
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
同
規
定
の
「
趣
旨
」
に
含
ま
れ
る
と
解
さ
れ
得
る
の
で

あ
り
、
本
判
決
も
、
お
そ
ら
く
同
様
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
刑
法
三
八
条
二
項
の
趣
旨
」
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
認
め
ら

れ
な
け
れ
ば
結
局
の
と
こ
ろ
教
唆
犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
両
者
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
は
果

た
し
て
妥
当
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
現
在
有
力
と
考
え
ら
れ
る
限
縮
的
正
犯
概
念）（（
（

に
よ
れ
ば
、（
間
接
正
犯
を
含
む
）
正
犯
は
刑

法
各
則
に
存
在
す
る
各
構
成
要
件
を
実
現
す
る
者
で
あ
る
一
方
、
共
犯
（
こ
こ
で
は
教
唆
犯
）
は
共
犯
独
自
の
構
成
要
件
（
こ
こ
で
は
六
一

条
）
を
実
現
す
る
者
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
性
質
は
本
来
全
く
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
間
接
正

犯
の
故
意
で
教
唆
犯
を
実
現
し
た
と
い
う
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
そ
の
か
し
行
為
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
、
犯

意
を
生
ぜ
し
め
る
働
き
か
け
を
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
も
想
起
さ
れ
得
る）（（
（

。
さ
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
要
素
従
属
性

に
関
す
る
極
端
従
属
性
説
を
採
る
限
り
、
教
唆
犯
は
責
任
能
力
者
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
間
接
正
犯
は
通
常
は
責
任
無

能
力
者
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
に
重
な
り
合
い
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
と
こ
ろ）（（
（

、
こ
の
点
に
関
す
る
現

在
の
判
例
の
立
場
が
極
端
従
属
性
説
で
な
い
と
は
断
定
で
き
な
い
以
上）（（
（

、
両
者
の
重
な
り
合
い
を
直
ち
に
肯
定
す
る
こ
と
に
は
そ
も
そ
も

理
論
的
な
問
題
が
残
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

次
に
、
以
上
の
よ
う
な
理
論
的
な
問
題
を
ク
リ
ア
し
た
と
し
て
も
、
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
錯
誤
は
抽
象
的
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
か

ら
、
こ
こ
で
も
当
然
に
両
者
の
重
な
り
合
い
を
肯
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
お
そ
ら
く
一
般
的
な
見
解
は
、「
い
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ず
れ
も
第
三
者
を
介
し
て
間
接
的
に
構
成
要
件
的
結
果
を
発
生
さ
せ
る
点
で
は
異
な
ら
な
い
」
こ
と
を
考
慮
し
て
、
両
者
の
重
な
り
合
い

を
肯
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
。本
判
決
が「
間
接
正
犯
の
故
意
は
そ
の
実
質
に
お
い
て
教
唆
犯
の
故
意
を
包
含
す
る
」と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
、

お
そ
ら
く
同
様
の
理
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
本
判
決
は
、
被
告
人
の
Ａ
に
対
す
る
処
分
依
頼
行
為
は
間
接

正
犯
の
実
行
行
為
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
間
接
正
犯
は
未
遂
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
仮
に
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
重
な
り
合
い
が
否
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
は
無
罪
と
な
る
で
あ
ろ
う）（（
（

。
そ
う
す
る
と
、
こ
の

よ
う
な
本
判
決
の
立
場
か
ら
は
、
両
者
の
重
な
り
合
い
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
一
層
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
は
ず
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
両
者
が
い
か
な
る
点
に
お
い
て
実
質
的
に
重
な
り
合
う
の
か
に
つ
い
て
、
麻
薬
を
覚
せ
い
剤
と
誤
認
し
て
本
国
に
輸
入
し

た
事
案
に
関
す
る
か
つ
て
の
最
高
裁
判
例）（（
（

が
重
な
り
合
い
の
存
否
に
つ
い
て
比
較
的
詳
細
な
検
討
を
加
え
て
い
た
よ
う
に
、
本
判
決
に
お

い
て
も
よ
り
詳
細
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

4　

間
接
正
犯
の
（
未
遂
の
）
成
否
に
つ
い
て

と
こ
ろ
で
、
前
述
の
よ
う
に
本
判
決
は
そ
も
そ
も
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
性
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
た
場
合
の
処

理
は
一
切
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
が
、
仮
に
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
性
が
肯
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
べ
き
で
あ
ろ

う
か
。
判
例
研
究
の
域
を
超
え
て
し
ま
う
も
の
の
、
若
干
の
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
こ
の
問
題
は
、
間
接
正
犯
の
実
行
の
着
手
時
期
に
関
す
る
問
題
と
密
接
に
関
連
す
る
。
一
般
的
に
は
、
判
例
の
理
解
は
被
利
用

者
基
準
説
の
立
場
に
親
和
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り）（（
（

、
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
結
論
に
お
い
て
は
本
判
決
の
理
解
と
同
様
に
、
間
接

正
犯
は
未
遂
も
含
め
て
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
厳
密
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、「
判
例
」
の
立
場
が
被
利
用
者
基
準
説
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刑
事
判
例
研
究
⑶
（
水
落
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
自
明
の
事
柄
で
は
な
い
と
さ
れ
る）（（
（

。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
在
の
「
判
例
」
の
立
場
を
前
提
と
し

て
も
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
の
処
分
依
頼
行
為
の
時
点
で
間
接
正
犯
の
実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
実
行
の
着
手

を
も
認
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
に
お
い
て
、「
錯
誤
の
問
題
を
生
じ
る
余
地
が
な
い
」
と
し
て

間
接
正
犯
の
既
遂
を
認
め
る
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
が）（（
（

、「
見
抜
か
れ
た
の
に
見
抜
い
た
人
物
が
平
然
と
犯
罪
を
実
行
し
た
こ
と
を
、

因
果
経
過
の
軽
微
な
異
常
と
み
た
の
で
は
、『
人
は
通
常
は
殺
人
な
ど
の
重
大
犯
罪
を
犯
さ
な
い
』
と
い
う
規
範
信
頼
が
崩
れ
て
し
ま
う
」

と
の
指
摘）（（
（

を
顧
慮
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
間
接
正
犯
は
未
遂
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う）（（
（

。

そ
の
う
え
で
、
仮
に
こ
の
よ
う
に
解
し
た
と
し
て
も
、
本
判
決
の
よ
う
に
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
の
重
な
り
合
い
を
認
め
る
場
合
に
は
、

間
接
正
犯
の
未
遂
の
ほ
か
に
教
唆
犯
の
既
遂
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
両
者
の
罪
数
関
係
に
つ
い
て
は
、
法
条
競
合）（（
（

あ
る
い
は
間
接
正
犯

の
未
遂
が
教
唆
犯
に
吸
収
さ
れ
る）（（
（

と
解
す
る
余
地
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
前
者
は
（
単
独
）
正
犯
性
を
具
備
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
共
犯
処
罰
根
拠
を
満
た
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
両
者
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

両
者
を
当
然
に
一
罪
と
す
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
む
し
ろ
観
念
的
競
合
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、

本
判
決
や
一
般
的
な
見
解
と
異
な
り
両
者
の
重
な
り
合
い
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
間
接
正
犯
の
未
遂
の
み
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

5　

共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
可
能
性
に
つ
い
て

な
お
、
本
判
決
は
、「
被
告
人
が
Ａ
に
正
犯
意
思
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
黙
示
の
共
謀
（
共
同
実
行
の
意
思
）
を
認
定
す

る
こ
と
が
で
き
」
る
と
し
つ
つ
、「
被
告
人
が
Ａ
の
正
犯
意
思
を
認
識
し
て
い
た
か
否
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
取
調
べ
済
み
の
全
証
拠
を

も
っ
て
し
て
も
不
可
能
で
あ
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
裁
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判
例
に
則
っ
て
共
謀
共
同
正
犯
を
広
く
認
め
る
と
い
う
立
場
を
採
る
の
で
あ
れ
ば
、
端
的
に
共
謀
共
同
正
犯
と
間
接
正
犯
と
の
間
の
錯
誤

と
捉
え
た
上
で
、
軽
い
共
謀
共
同
正
犯
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
す
る
見
解
が
あ
る）（（
（

。
だ
が
、
こ
の
考
え
方
に
は
問
題
が
あ
る
。
た

し
か
に
、
錯
誤
論
が
問
題
と
な
る
文
脈
で
は
、
直
接
的
に
は
認
め
ら
れ
な
い
は
ず
の
故
意
で
あ
っ
て
も
、
主
観
と
客
観
と
が
重
な
り
合
う

限
度
で
軽
い
犯
罪
に
対
応
す
る
故
意
が
認
め
ら
れ
得
る
の
で
、
本
判
決
の
事
案
に
お
け
る
被
告
人
に
共
謀
共
同
正
犯
の
「
故
意
」
を
認
め

る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
錯
誤
論
を
介
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
故
意
」
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
共
謀
共
同
正
犯
の
そ
の
余
の
成
立
要
件
は
別
途
、
充
足
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
べ
き
と
こ
ろ
、（
共
謀
）
共
同
正
犯
に
お
け

る
「
故
意
」
と
「
意
思
の
連
絡
」
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
別
個
の
要
件
で
あ
り）（（
（

、
本
判
決
は
こ
の
「
意
思
の
連
絡
」
を
否
定
し
た

も
の
と
解
さ
れ
る）（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
本
件
に
お
い
て
共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い）（（
（

。

6　

本
判
決
の
意
義
・
問
題
点

本
判
決
は
、
講
学
上
、「
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
の
錯
誤
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
、
軽
い
教
唆
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
認

め
た
裁
判
例
で
あ
り
、
今
後
の
議
論
の
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
は
、
一
般
的
な
学
説
に
よ
っ
て
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
考
え
方
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
結
論
自
体
は
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
判
決
は
、「
間
接
正
犯
と
教
唆
犯
と
は
、
軽
い
教
唆
犯
の
限
度
で
重
な
り
合
う
」
と
い
う
、
一
瞥
す
る
限

り
で
は
確
立
し
た
命
題
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
従
来
の
判
断
枠
組
み
に
そ
の
ま
ま
従
う
に
終
始
し
て
お
り
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

理
由
で
両
者
が
重
な
り
合
う
の
か
に
つ
い
て
の
説
示
が
不
十
分
で
あ
っ
た
点
は
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
本
件
は
下
級
審
裁
判
例
で
あ

り
、
今
後
の
実
務
に
及
ぼ
す
影
響
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
詳
細
な
説
示
が
求
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め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（
）
最
決
昭
和
五
八
年
九
月
二
一
日
刑
集
三
七
巻
七
号
一
〇
七
〇
頁
（
巡
礼
事
件
）。

（
（
）
山
口
厚
ほ
か
『
理
論
刑
法
学
の
最
前
線
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
）
一
六
六
頁
〔
佐
伯
仁
志
〕
参
照
。

（
（
）
平
木
正
洋
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
一
三
年
度
）』（
法
曹
会
、
二
〇
〇
四
年
）
一
五
四
頁
以
下
参
照
。

（
（
）
例
え
ば
、
大
阪
高
判
平
成
七
年
一
一
月
九
日
高
刑
集
四
八
巻
三
号
一
七
七
頁
（
一
〇
歳
の
少
年
に
バ
ッ
グ
を
盗
ま
せ
た
行
為
に
つ
き
窃
盗
の
間

接
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
例
）。

（
（
）
前
田
雅
英
『
刑
事
法
最
新
判
例
分
析
』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
）
一
二
三
頁
は
、
間
接
正
犯
を
認
定
し
得
な
い
か
は
微
妙
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、

本
判
決
の
判
断
は
「
合
理
性
が
あ
る
」
と
す
る
。

（
（
）
も
っ
と
も
、こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、間
接
正
犯
の
実
行
行
為
と
し
て
の
「
実
体
」（
す
な
わ
ち
、実
行
行
為
性
が
認
め
ら
れ
る
根
拠
）
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
は
、行
為
媒
介
者
が「
当
初
か
ら
情
を
知
っ
て
い
た
場
合
」と「
途
中
で
知
情
し
た
場
合
」

と
を
異
な
っ
て
取
り
扱
う
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
（
）
石
井
一
正
＝
片
岡
博「
共
謀
共
同
正
犯
」小
林
充
ほ
か
編『
刑
事
事
実
認
定
─
裁
判
例
の
総
合
的
研
究
─（
上
）』（
判
例
タ
イ
ム
ズ
社
、一
九
九
二
年
）

三
四
三
頁
は
、
共
謀
共
同
正
犯
に
お
け
る
「
共
謀
と
は
単
な
る
意
思
の
連
絡
で
は
な
い
し
、
他
人
（
実
行
者
）
の
犯
行
の
認
識
・
認
容
で
は
足
り
」

ず
、「
こ
れ
に
加
え
更
に
積
極
的
な
意
思
を
必
要
と
す
る
」
と
指
摘
す
る
。

（
（
）
例
え
ば
、
横
浜
地
川
崎
支
判
昭
和
五
一
年
一
一
月
二
五
日
判
時
八
四
二
号
一
二
七
頁
（
覚
せ
い
剤
を
引
き
渡
し
代
金
を
受
け
取
っ
た
事
例
）、
大

津
地
判
昭
和
五
三
年
一
二
月
二
六
日
判
時
九
二
四
号
一
四
五
頁
（
他
人
に
頼
ま
れ
て
覚
せ
い
剤
を
注
射
し
た
事
例
）、
福
岡
地
判
昭
和
五
九
年
八
月

三
〇
日
判
時
一
一
五
二
号
一
八
二
頁
（
強
盗
殺
人
に
加
担
し
て
覚
せ
い
剤
を
持
っ
て
現
場
か
ら
逃
走
し
た
事
例
）、
東
京
地
判
昭
和
六
三
年
七
月

二
七
日
判
時
一
三
〇
〇
号
一
五
三
頁
（
未
必
的
認
識
を
抱
き
な
が
ら
も
け
ん
銃
を
発
送
し
た
事
例
）
な
ど
。

（
（
）
最
判
昭
和
二
五
年
七
月
六
日
刑
集
四
巻
七
号
一
一
七
八
頁（
闇
米
輸
送
事
件
）を
引
き
合
い
に
し
て
、団
藤
重
光『
刑
法
綱
要
総
論〔
第
（
版
〕』（
創

文
社
、
一
九
九
〇
年
）
一
五
九
頁
脚
注
（（
は
、「
被
利
用
者
が
情
を
知
っ
て
い
て
も
、
利
用
者
の
行
為
に
実
行
行
為
と
し
て
の
定
型
性
を
み
と
め
る

こ
と
の
で
き
る
ば
あ
い
が
、
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
。

（
（0
）
な
お
、「
故
意
あ
る
幇
助
的
道
具
」
の
概
念
を
認
め
る
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
水
落
伸
介
『
背
後
者
の
正
犯
性
に
つ
い
て
』
中
央
大
学
大
学
院
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三
〇

研
究
年
報
四
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
〇
六
頁
以
下
で
、
ご
く
簡
単
に
で
は
あ
る
が
疑
問
を
呈
し
て
お
い
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
仮
に
本
件
の
Ａ

の
手
に
し
た
利
益
が
僅
か
で
あ
っ
た
と
し
て
も
（
あ
る
い
は
、
仮
に
売
却
代
金
の
全
て
を
被
告
人
が
手
に
し
て
い
た
と
し
て
も
）、
窃
盗
の
実
行
行

為
の
全
て
を
自
ら
行
っ
て
い
る
Ａ
に
幇
助
犯
が
成
立
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
解
さ
れ
る
。

（
（（
）
大
塚
仁
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
法
第
五
巻
〔
第
（
版
〕』（
青
林
書
院
、
一
九
九
九
年
）
七
九
頁
以
下
〔
高
窪
貞
人
〕
や
、
西
田
典
之

ほ
か
編
『
注
釈
刑
法
第
一
巻
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
〇
年
）
八
〇
五
頁
〔
島
田
聡
一
郎
〕
な
ど
参
照
。

（
（（
）
限
縮
的
正
犯
概
念
（
制
限
的
正
犯
者
概
念
）
の
妥
当
性
を
論
証
す
る
近
時
の
論
稿
と
し
て
、小
島
秀
夫
『
幇
助
犯
の
規
範
構
造
と
処
罰
根
拠
』（
成

文
堂
、
二
〇
一
五
年
）
八
頁
以
下
が
あ
る
。

（
（（
）
大
谷
實
＝
前
田
雅
英
『
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
刑
法
〔
総
論
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
九
九
年
）
三
一
三
頁
〔
前
田
発
言
〕
参
照
。

（
（（
）
川
端
博
『
現
代
刑
法
理
論
の
現
状
と
課
題
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
三
〇
〇
頁
〔
松
宮
孝
明
発
言
〕。

（
（（
）
只
木
誠
「
刑
法
総
論
を
学
ぶ　

第
五
回
」
白
門
六
二
巻
八
号
（
二
〇
一
〇
年
）
三
六
頁
参
照
。

（
（（
）
甘
利
航
司
「
本
件
判
批
」
新
・
判
例
解
説W
atch 

一
二
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
五
〇
頁
、市
川
啓
「
本
件
判
批
」
立
命
館
法
学
三
五
六
号
（
二
〇
一
四

年
）
三
九
七
頁
な
ど
参
照
。

（
（（
）
照
沼
亮
介
『
体
系
的
共
犯
論
と
刑
事
不
法
論
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
九
五
頁
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
で
既
遂
の
共
犯
を
成
立
さ
せ
る
べ

き
で
は
な
い
と
し
つ
つ
、
間
接
正
犯
に
よ
る
未
遂
も
予
備
も
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
無
罪
と
な
る
、
と
い
う
結
論
を
是
認
す
る
。

（
（（
）
最
決
昭
和
五
四
年
三
月
二
七
日
刑
集
三
三
巻
二
号
一
四
〇
頁
。

（
（（
）
大
塚
ほ
か
編
・
前
掲
注（
（（
）八
六
頁
〔
高
窪
〕
参
照
。

（
（0
）
只
木
・
前
掲
注（
（（
）三
七
頁
参
照
。

（
（（
）
団
藤
・
前
掲
注（
（
）四
二
九
頁
。

（
（（
）
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
（
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
一
四
頁
。

（
（（
）
山
口
厚
『
刑
法
総
論
〔
第
（
版
〕』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
七
年
）
三
四
六
頁
は
、「
被
利
用
者
が
気
付
か
ず
に
実
行
す
る
可
能
性
を
理
由
と
し
て
〔
間

接
正
犯
の
〕
未
遂
の
成
立
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。

（
（（
）
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
五
年
）
三
九
〇
頁
。

（
（（
）
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
五
〇
二
頁
、
西
田
ほ
か
編
・
前
掲
注（
（（
）八
〇
五
頁
〔
島
田
〕。
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（
（（
）
な
お
、
利
用
者
の
行
為
後
に
被
利
用
者
が
情
を
知
っ
た
も
の
の
、
そ
の
ま
ま
犯
行
を
継
続
し
た
事
案
に
お
い
て
、
利
用
行
為
時
に
間
接
正
犯
の

実
行
の
着
手
を
認
め
、
か
つ
、
教
唆
犯
で
は
な
く
間
接
正
犯
の
既
遂
と
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
昭
和
三
三
年
六
月
一
四
日
第
一
審
刑
集

一
巻
六
号
八
九
六
頁
が
あ
る
。
た
だ
し
、こ
れ
は
、行
為
媒
介
者
の
知
情
後
に
同
人
の
協
力
を
得
た
の
は
、既
に
被
告
人
の
欺
罔
に
よ
り
錯
誤
に
陥
っ

て
い
た
被
害
者
か
ら
金
銭
を
受
領
し
た
一
点
に
と
ど
ま
る
と
い
う
事
案
で
あ
る
か
ら
、
本
件
と
同
列
に
扱
う
こ
と
は
控
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）
市
川
・
前
掲
注（
（（
）四
〇
五
頁
。

（
（（
）
例
え
ば
、
照
沼
亮
介
「
共
同
正
犯
の
理
論
的
基
礎
と
成
立
要
件
」
岩
瀬
徹
ほ
か
編
『
町
野
朔
先
生
古
稀
記
念　

刑
事
法
・
医
事
法
の
新
た
な
展

開　

上
巻
』（
信
山
社
、
二
〇
一
四
年
）
二
五
〇
頁
参
照
。

（
（（
）
「
正
犯
意
思
の
認
識
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
い
る
が
、
前
後
の
文
脈
上
、「
意
思
の
連
絡
」
な
い
し
「
共
同
実
行
の
意
思
」
が
否
定
さ
れ
た
も

の
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
（0
）
な
お
、
門
田
成
人
「
本
件
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
九
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
五
頁
は
、
傍
論
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、「
黙
示
の
共
謀
の
成

立
が
安
易
に
言
及
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
批
判
す
る
。

（
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）


