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予
備
段
階

の
共
働

と
は
、
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る

「
行
為

の
共
同
遂
行
」
は
、
か
な
ら
ず
し
も
実
行
行
為
を
各
関

与
者

が
共
同
し
て
遂
行
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
実
行
行
為
以
外

の
態
様

で
共
同
す
る

こ
と
で
あ

っ
て
も
足
り
る

こ
と
を
意
味
し
、
共

(
1

)

同
正
犯

の
客
観
的

な

「寄
与

の
程
度
」
が
問
題

に
な
る
場
合

で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。
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律法

(
2

)

ド
イ

ツ
刑
法
二
五
条
二
項

に
お

い
て
規
定
さ
れ
る
共
同
正
犯
に

つ
い
て
も
、
我

が
国
と
同
様

に
、
主
観
的
要
件

と
し
て

の

「
共
同

の
行

(
3

)

為
決
意
な

い
し
行
為
計
画
」
と
客
観
的
要
件
と
し
て
の

「
行
為

の
共
同
遂
行
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
近
時

の
B
G
H

の
判
例

に
お
い

て
は
、
行
為

の
共
同
遂
行
と
は
各

共
同
正
40
者

が
み
ず
か
ら
法
律
上

の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
を
実
現
す
る
こ
と
を
前
提
と
せ
ず
、
共
同
正
犯
者

が
実
行
行
為
を
お

こ
な
う
仲
間

の
行
為
決
意
を
強
化
す
る
予
備
行
為
、
す
な
わ
ち
、
実
行
行
為

と
は
異
な
る
共
働
で
ト
分

で
あ
る

こ
と
を

あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
い
廷

こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
場
合

直
接
的
に
実
行
行
為
を
遂
行
し
な
毛

も

実
薯

と
行
為
の
遂
行
を

取
り
決

め
た

(<
含
書
苫
工
白
眉

)

だ
け
で
、
そ

の
よ
う
な
関
与

の
仕
方

が
実
行
者

の
行
為
決
意
を
強
化
し
て

い
た
と
評
価

で
き
る
場
合

に

は
、
行
為

の
共
同

「遂
行
」
と

い
う
客
観
的
要
件
を
充
足
し
た
こ
と
に
な

る
。

い
い
か
え
る
と
、
行
為
決
意

の
強
化
と

い
う
点

で
、
客
観

的
要
件

の
不
備
を
主
観
的
要
件
を
も

っ
て
補
う

こ
と

に
も
な
る

の
で
あ

る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
刑
法
二
五
条
二
項

に
い
う

「
犯
罪
的
行
為

の
共
同
遂
行
し
は
、
主
観
的
な
意
思

の

一
致
を
と
お
し

て
共
同
関
係
な

い
し
共
同
性
を
生
じ
さ
せ
る
共
同

の
行
為
決
意

の
ほ

か
に
、
さ
ら

に

、
遂
行
」

と

い
う
部
分
を
も
含
ん
で

い
る
に
も
か
か
ら
わ
ず
、
近
時

の
B
G
H
が
、
原
則
的

に
、
行
為
寄
与

と
し
て
十
分

で
あ
る
と
す
る
犯
罪

の

「
取
り
決

め
」
な

い
し

「
協
定
」

は
、
行
為

の
遂
行

に
関
す

る
共
同

の
行
為
決
意

と

い
う
以
上

の
こ
と
は
何
ら
含

(
5

)

ん
で

い
な

い
の
で
あ
る
、
と

い
う
有
力
な
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
ド
イ

ツ
に
お
け
る
共
同
正
犯
の
客
観
的
な
成
立
要
件

で
あ
る
行
為

の
共
同
遂
行
を
め
ぐ
る
理
論
的
対
立
は
、
同
様

の
成
立

要
件

が
要
求

さ
れ
る
我
が
国

の
共
同

正
犯
を

め
ぐ
る
諸
問
題
を
考
え
て
い
く
う
え

で
重
要
な
視
点
を
提
供
し
う

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
以

下
に
お
い
て
、
B
G
H

の
二

つ
の
判
決
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
そ
れ
に
対
す
る
学
説
の
展
開
を
検
討
す

る
こ
と
に
し
た

い
。
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)

切
O
出
o慶
古
ω
べ

悼
。。
O
は
、
各

関
与
者
間

に
所
為

の
前

に
明
確
な
言
葉

に
よ
る
合
意

の
成
立
を
認
定
す
る

こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら

に
、
関
与

者

の

一
人
が
何
ら
実
行
行
為

の
本
質
的
な
部
分
を
遂
行
せ
ず

に
実
行
途
中

に
お

い
て
加
功
を
放
棄
し
た
場
合

で
あ

っ
て
も
、
そ

の
者
に
謀

殺
罪

の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
た
事
案

で
あ

っ
た
。

B
G
H
に
よ
れ
ば
、

そ
の
理
山
と
し
て
以
下

の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て

い
る
。
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ま
ず
、
共
同
正
犯
に
必
要

と
さ
れ
る
共
同

の
行
為
決
意

は
、
明
示
的
な
行
為
あ
る

い
は
黙
示
的
な
行
為

に
よ

っ
て
も
把
握
さ
れ
う

る
。

た

し
か
に
、
言
葉
に
よ

る
合
意

の
存
在
を
確
定
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
が
、
原
判
決
に
よ

っ
て
認
定

さ
れ
た
諸
事
情

か
ら
は
、
す

く
な
く
と

も
黙
示
的
に
合
意

さ
れ
た
共
同

の
行
為
計
画

が
存
在
し
て

い
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
、
所
為

の
共
同
実
行
は
、
各
共
同

正
犯
者

が

み
ず
か
ら
法
律
構
成
要
件

の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
を
実
行
す

る
こ
と
を
前
提
に
し
な

い
。
引
き
継
が
れ
て
い
る
判
例

に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
共

同
正
犯
者

が
所
為
を
実
行
す
る
仲
間

の
行
為
決
意
を
強
化
す
る
よ
う
な
予
備
行
為
も
そ
れ
に
属
す

る
、
実
行
行
為
と
は
異
な

っ
た
共
働

で

十
分

で
あ

る
。
さ
ら

に
、
本
件
被
告
は
所
為
を
み
ず
か
ら

の
も

の
と
し
て
意
欲
し
、
か

つ
、
そ

の
こ
と
に
よ

っ
て
、
帯
助
者
と
し
て
の
み

な
ら
ず

共
同
正
犯
者
と
し
て
所
為
を
促
進
し

て
い
た
の
で
あ

っ
て
、

こ
の
よ
う

な
認
定
に
し

た
が
う
と
、
被
告
人
は
行
為
支
配
を
有
し
て

い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
は
行
為
結
果
に
対
す

る
み
ず

か
ら
の
利
益
か
ら
行
為
し

た
と

い
う

こ
と
も

で
き
る
。
さ
ら
に
、
原
審

が
、

関
与

の
放
棄
後

の
行
為
を
も
含
め
て
被
告
人

に
帰
属
さ
せ
た
こ
と
は
、
適
切

で
あ

る
。
な

ぜ
な
ら
、
被
告
人
が
所
為

の
実
行
前

に
遂
行
し

た
共
同
正
犯
を
基
礎

づ
け
る
諸
寄
与
は
、
全
行
為
事
象

の
間
中
、
そ

の
効
力
を
及
ぼ
し
続
け

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
行
為
事
象
に
対
す
る

被
告
人

の
諸
関
係

の
価
値
的
な
考
察

の
枠
内

に
お

い
て
、
被
告
人
に
よ
る
関
与

の
放
棄
が
法
的
に
重
要
な
も

の
で
あ
り
え
た
の
は
、
他

の

関
与
者

が
そ

の
放
棄
を
認
識
し
て

い
た
場
合

に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
件
に
お

い
て
、
他

の
関
与
者

が
被
告
人
に
よ
る
関
与

の
放
棄
を

認
識
し
て

い
な
か

っ
た
こ
と
は
、
原
判
決
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
bd
O
出

Z
。。
庄

一
口
⑩
ぷ

H
鵠

は
、
A
、
B
、
C
、
D
の
各
人

が
、
何
ら
か

の
違
法
な
行
為
を
お

こ
な
う

こ
と
に
同
意
し
、

A
と
B

の
グ

ル
ー
プ
は
放
火
を
、
C
と
D
の
グ

ル
ー
プ
は
墓
石
を
倒
し
た
こ
と
で
器
物
損
壊
と
死
者

の
安
息
を
妨
害
す
る
罪
を
お
こ
な

い
、
各

人

が
み
ず

か
ら
遂
行
し
た
部
分
と
、
原
審

に
お
け
る
公
訴

が
耕
助
を
理
由
に
し
た
も

の
で
あ

っ
た
の
で
、
他

の
グ

ル
ー
プ
が
遂
行
し
た
部
分

の
摺
助
が
認
め
ら
れ
た
が
、
共
同
正
犯
の
成
立
を
排
除
し
え
な

い
と
し
た
事
案

で
あ

っ
た
。
B
G
H
は
そ
の
理
由
を
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為

の
共
同
実
行
は
、
各
共
同
正
犯
者
が
み
ず
か
ら
法
律
構
成
要
件

の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
を
実
現
し
た

こ
と
を
前
提
と
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し
な

い
。
引
き
継
が
れ
る
判
例

に
し
た
が
え
ば
、
共
同
正
犯
者

が
実
行
す
る
行
為
仲
間

の
行
為
決
意
を
強
化
す

る
よ
う
な
予
備
行
為
も
そ

れ

に
含
ま
れ
る
、
実
行
行
為
と
は
異
な

っ
た
共
働

で
足
り
る
の
で
あ

る
。
複
数

の
所
為
を
実
行
す
る

こ
と
に

つ
い
て
の
取
り
決
め
で
あ

っ

て
も
、

こ
の
前
提
は
充
足
さ
れ
う
る
。

こ
の
点

に

つ
き
、
共
同
正
犯
が
成
立
す

る
の
か
、
も
し
く

は
摺
助
犯
だ
け
が
成

立
す
る
の
か
に

つ

い
て
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
、
価
値
的
な
考
察

に
お

い
て
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
さ
ら
に
、
二

つ
の
所
為

に

つ
い
て
、
行
為
計
画

が
被
告
人
ら
全
員

に
よ

っ
て
共
同

で
作
り
上
げ

ら
れ
た
こ
と
、
彼
ら
が
計
画
さ
れ
た
所
為
を
そ
れ
ぞ
れ
必
要
か

つ
正
当
な

こ
と
だ
と
相
互

に
了
解
し
て
お
り
、

こ
の
話
し
合

い
に
お
い
て
合
意
が
え
ら
れ
て

い
た
こ
と
、

お
よ
び
、

マ
ス
メ
デ
ィ
ア

へ
の
影
響
を
考
慮

し
て
行
為
を

で
き
る
だ
け
同
時
に
遂
行
し
よ
う
と
合
意

が
な
さ
れ
て

い
た

こ
と
、

こ
れ
ら

の
点

に
、
単

に
そ
の

つ
ど
他
人

の
行
為
に

つ
い
て

一
面
的
に

是
認
し
了
解
し
た
こ
と
以
上

の
も

の
が
存
在
す

る
の
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
は
、
常
助
犯
を
認
め
る
こ
と
だ
け

で
は
十
分
で
は
な

い
。
む
し

ろ
、
二

つ
の
所
為

に

つ
き
、
行
為
計
画
を
意
識
的

に
共
同
形
成
し
た

こ
と
、
そ
し

て
同
時

に
、
所
為

の
遂
行

に
つ
い
て
、
そ

の
つ
ど
原
因

と
な

っ
た
合
意

に
被
告

人
ら
が
拘
束
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
グ

ル
ー
プ

に
特
殊
な

こ
と
と
し
て
認

め
ら
れ
る

こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら

の
判
例

の
出
発
点
に
あ
る

の
は
・
ど
の
程
度

の
行
為
寄
与
が
あ
れ
ば
共
同
正
犯
が
成

立
す
る
の
か
・
と

い
う

こ
と

で
あ
07
>
B

G
H
は
、
基
本
的

に
、
共
同
正
犯

の
成

立
に
必
要
と
さ
れ
る
行
為

の
共
同
実
行
を
実
行
行
為
以
外

の
共
働
、
す
な
わ
ち
、
予
備
段
階
で

の

共
働

で
足
り
る
と
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

条
文
上
、
二
人
以
上
で
共
同
し

て
所
為
を
実
行
し
た
者
が
正
犯
と
さ
れ
る
共
同
正
犯
に
お

い
て
は
、
関
与
者
全
員
が
構
成
要
件

の
全
メ

ル
ク

マ
ー

ル
を
充
足
し
て

い
た
場
合

に
は
、
と
く

に
共
同
正
犯
を
想
定
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
正
犯
性
を
積
極
的

に
基
礎

づ
け

て
い

く
必
要
性

は
乏
し

い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
あ
る
所
為
が

「
分
業
的

に
実
行
」
さ
れ
た
場
合

に
は
、
そ
れ

に
よ

っ
て
生
じ
た
結
果
を
各

(
8

)

関
与
者

に
帰
属
さ
せ
る
た
め
に
、
共
同
正
犯

に
固
有

の
帰
属
原
理
を
前
提

に
し
て
、
各
関
与
者

の
正
犯
性
を
考
察

し
な
け

れ
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
通
常
、
各
共
同
正
犯
者
は
構
成
要
件
的
行
為

の
あ
る

一
定
部
分

の
み
を
お

こ
な
う
か
、
あ
る

い
は
関
与
者
が
予
備
的
行
為

に
の
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み
共
働
す

る
事
例

は
ま
れ
で
は
な

い
の
で
、
共
同
正
犯
に
お

い
て
は
、
分
業
的

に
実
行
さ
れ
た

こ
と
が
各
関
与
者

に
相
互
的
に
帰
属
さ
れ

る
根
拠
が
重
要
と
な
る

の
で
あ
る
。
と
く

に
、
共
同
正
犯
に
は
、
そ

の
成
立
要
件

と
し
て
主
観
的
要
件
と
客
観
的
要
件
と
が
要
求
さ
れ
て

(
9

)

お
り
、

こ
れ
ら

の
要
件
と
共
同
正
犯

の
帰
属
根
拠

の
関
係
が
明
確

に
さ
れ
る
必
要

が
あ
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
、
通
説
的
な
見
解

に
し
た

が
え
ば
、
客
観
面
に
お
い
て
、
共
同
正
犯
は
、
関
与
者
が
共
同

の
行
為
決
意

に
基
づ
き
、
か

つ
そ

の
枠
内
で
、
所
為
実
行

の
た
め
に
寄
与

(
10

)

す

る
と

い
う

こ
と
を
前
提
に
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
刑
法

二
五
条

二
項
に
お
い
て
は
行
為

の
共
同
実
行
が
規
定
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
各
関
与
者

が
構
成
要
件
実
現

の
た
め
に
何
ら
か

の
寄
与
を
な
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
そ

の
規
定

か
ら
明
ら
か
な

こ
と
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
各
関
与
者

に
よ
る
共
働

が
単

に
従
属
的
な
意
義
を
も

つ
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
舗

(
11

)

助
と
し
て
評
価
さ
れ
え
な

い
な
ら
ば
、
行
為

の
実
行
段
階

に
お
け
る
共
働

に
つ
い
て
は
、
争

わ
れ
る
余
地

が
な

い
。
し
か
し
、
共
同
正
犯

に
要
求
さ
れ
る
寄
与

と
し
て
予
備
段
階

の
共
働

で
十
分
と

い
え
る
の
か
と

い
う

こ
と
は
、
学
説

に
お

い
て
激
し
く
争
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
次

に
、
判
例
と
同
様

に
予
備
段
階

の
共
働
で
足
り
る
と
さ
れ
る
見
解
を
見
て
お
く

こ
と
に
す

る
。

ド
イ

ツ
に
お

い
て
、
行
為
支
配
説
は
、
正
犯
と
共
犯

の
区
別
に
関
す

る
理
論

の
な
か
で
、
主
観
説
、
形
式
的
客
観
説
が
そ
れ
ぞ
れ
主
観
面

と
客
観
面

の
い
ず
れ
か
を

一
面
的

に
強
調
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

の
区
別
を
試
み
よ
う

と
し
て
十
分
に
説
明
し
え
な
か

っ
た
結
果
、
正

(
12

)

独
往

の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
と
し
て
提
起
さ
れ
た
考
え
方

で
あ
り
、
現
在
で
は
通
説
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
考
え
方

は
、
端
的
に
い
え
ば
、
行
為

を
支
配
し

た
者

が
正
犯

で
あ
る
と
す

る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
支
配

の
存
否

を
主
観
的
要
素
と
客
観
的
要
素

と
を
総
合
的
に
考
慮
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
認
め
よ
う
と
す

る
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
説

に
よ
れ
ば
、
支
配

の
存
否
を
確
認
す
る
に
際
し
て
、
客
観
的

な
側
面
で
あ

る
行
為
寄
与
は
主
観
的
な
側
面
と
同
様

の
機
能
を
有
す

る
こ
と
に
な
る
は
ず

で
あ

る
。
し
か
し
、
論
者

に
よ

っ
て
は
、

い
わ

ば
主
観
面
を

こ
と
さ
ち

に
重
視
す

る
よ
う
な
見
解
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ

ェ
ル
ツ

ェ
ル
は
、
客
観
的
に
は
単
な

る

予
備
行
為
あ
る

い
は
援
助
行
為
し
か
お
こ
な

っ
て
い
な

い
者

で
あ

っ
て
も
、
彼
が
共
同
の
行
為
決
意

の
共
同

の
担

い
手
で
あ
る
場
合

に
は
、



予備段階の共働について39

共
同

正
犯
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
よ
う
な
者

に
関
し

て
は
、
犯
罪
計
画

へ
の
関
与
が
と
り
わ
け
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
場
合
、
客
観
的

お
よ
び
主
観
的
な
行
為
事
情

が
徴
遇
と
し
て
用

い
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
構
成
要
件
実
現

へ
あ

共
同
関
与

の
客
観
的
な

マ

イ
ナ

ス
は
、
犯
罪
計
画

へ
の
特
別
な
共
同
関
与

の
プ

ラ
ス
に
よ

っ
て
埋
め
合

わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

と
さ
れ
、

こ
の
こ
と
は
、
と

り
わ
け

「
首
領
」

に
あ
て
は
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
を
計
画
し
て
、
行
為

の
実
行
者
を
割
り

ふ
り
、
か

つ
彼
ら
を
指
揮
し
た
者
は
、
彼

(
13

)

自
身
が
実
行
行
為

に
何
ら
関
与
し
て
い
な
か

っ
た
と
し
て
も
共
同
正
犯
者
で
あ
る
、

と
し
て

い
た
。

ヤ
ー

コ
プ

ス
は
、
行
為
支
配

の
概
念
を

「
形
式
的
な
行
為
支
配
」
、
「
決
定
支
配
と
し
て
の
実
質
的
行
為
支
配
」
、
「
形
成
支
配
と
し

て
の
実

質
的
行
為
支
配
」
と
に
分
類
し
、
正
犯
性
は

こ
の
三
種
類
の
う
ち
少
な
く
と
も

一
つ
の
支
配
を
有
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
獲
得
さ
れ
、
共
同
正

(
14

)

犯

の
場
合

に
は
形
成
支
配

が
重
視
さ
れ
る
と
す

る
。
す
な
わ
ち
、
支
配
犯
の
場
合
、
正
犯
性
は
十
分
な

「
管
轄
」
を
基
礎

づ
け
る
組
織
体

の
行
為

と
し
て
定
義
す

る
こ
と
が
で
き
、
共
同
正
犯

の
場
合
、
複
数

の
関
与
者

に
よ
る
組
織
体

は
相
互
的

に
調
整
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
の

で
、

こ
の
組
織
体
か
ら
犯
罪
が
現
出
す

る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
正
犯
性
を
基
礎
づ
け
る
十
分
な
管
轄
は
、
関
与

の
重
要
度

に
よ

っ
て
決

(
15

)

定
さ
れ
、
そ

の
重
要
度

は
実
行
段
階
に
お
い
て
行
為

の

一
部
分
を
自
主
的

に
遂
行
し
た
場
合
、

た
だ
ち
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

た

だ
し
、
正
犯

の
完
全
な
責
任
を
基
礎
づ
け
る
予
備
段
階

の
組
織
体
は
、
実
行
段
階

の
行
為
寄
与

と
同
等

の
重
要
度
を
要
求
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
実
行
段
階

に
お
け
る
行
為
の
自
主
的
遂
行
は
共
同
正
犯
に
不
可
欠
な
要
件
と
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
「
実
質
的

な
支
配

(決
定
支
配
)

の
マ
イ
亥

は
、
形
成
支
配
に
よ
る
プ
ラ

ス
に
よ

っ
て
補
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
麺

ク
ラ

マ
ー
は
、
寄
与

が
狭

い
意

味
で
の
構
成
要
件

の
実
現
と
し
て
評
価
さ
れ
え
な

い
と
し
て
も
、
本
来

の
構
成
要
件

の
メ

ル
ク

マ
ー
ル

を
時
間
的

に
も
場
所
的
に
も
随
伴
的

に
支
援
す
る
よ
う
な
寄
与
が
、
共
同
正
犯

の
成
立

に
と

っ
て
十
分

で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
疑

い

(
17

)

え
な

い
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
た
と
え
ば
、
仲
間

が
盗
品
を
す

ば
や
く
持
ち
出
し
、

か

つ
そ

の
逃
亡
を
可
能

に
す
る
た
め
に
、
押

し
入

っ

た
家

の
前

で

エ
ン
ジ
ン
を
か
け
た
ま
ま
車
を
止
め
て
い
た
者
は
、
全
体
事
象

に
関
与
し
て

い
た

の
で
あ
る
か
ら
共
同
正
犯
で
あ
る
。

こ
の
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場
合
、
彼

の
行
為
が
分
業
的
な
行
為
実
行

の
内
部

に
お
い
て
本
質
的
な
役
割
を
充

足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
に
は
、
何
ら
疑
問

は
生

じ
な

い
。
し
か
し
、

ク
ラ

マ
ー
は
、

こ
の
こ
と
を
正
し

い
と
す
る
な
ら
ば
、
犯
行
現
場

に
送

っ
て

い
き
犯
行
終
了
後

に
迎
え
に

い
く

こ
と

(
18
)

も
、
共
同
正
犯
と
な
る
可
能
性

が
あ

る
こ
と
に
は
疑
問

の
余
地

が
な

い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、
共
同
正
犯
と
な

る
た
め
に
関
与
者
が
共
働
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
全
体
事
象

と
し

て
の
所
為
を
、
時
間
的

に
、
さ
ら
に
は
場
所
的

に
も
狭
く
捉
え
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ち
か
で
あ
る
と
す
麺

つ
ま
ヅ

寄
与
は
広
い
意
味
で
の
蔑

要
件
の
充
足
に
際
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
続
け

て
い
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
旭

犯
罪

の
実
現
を
可
能
に
し
た
り
・
あ
る

い
は
・
そ
の
実
現

が
失
敗
す
る
危
険
性
を
減
少
さ
せ
る

こ
と
、
た

と
え
ば
、
所
為

そ
れ
自
体
が
終
了
し
て
か
ら

の
仲
間

の
安
全
を
確
保
す

る
こ
と
に
配
慮
す

る
任
務

が
関
与
者

に
課
せ
ら
れ
て
い
た
場
合
な

ど
は
、
寄
与

に
十
分

で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

た
だ
し
、
実
行
行
為

の
前
あ
る

い
は
終
了
直
後
に
ま
で
共
同
正
犯
成
立

の
可
能

性
を
拡
大
し
て
認
め
る
な
ら
ば
、
帯

助
と

の
区
別
に

つ
い
て
は
、
「寄
与

の
社
会
的
な
価
値
」
を
決
定
す
る
た
め

の
主
観
的
な
要
因
を
考
慮

(
21

)

す
る

こ
と
が
必
要

に
な
る
と
し
て

い
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
各
関
与
者

が
共
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
所
為

の
段
階
に
、
時
間
的

・
場
所
的
に
幅
を
持
た
せ
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
予
備
段
階

の
共
働
で
共
同
正
犯
と
し
て
の
寄
与
は
十
分

で
あ

る
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
他
方

で
、

こ
の
見
解
が
、
犯

(22
)

罪
に
関
す

る
取
り
決
め

へ
の
単
な
る
関
与

で
あ
れ

ば
、
寄
与
と
し

て
は
十
分
で
は
な

い
と
し
て

い
る
点

に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

す
な

わ
ち
、
何
ら
か
の
形
式

で
、
所
為
そ
れ
自
体
の
な
か
に
沈
殿
し
な

い
よ
う

な
取
り
決

め

へ
の
単
な
る
関
与

(合
。
庄
o
㏄
。
田
無
6
巨
σq
巨

σq

窪

ら
2

<
σ田
宮
a
自
お

)

で
は
、
十
分
で
は
な

い
。

つ
ま
り
、
所
為
が
完
了
し
た
後
に
、

は
じ
め
て
、
そ
の
詳
細

が
明
ら
か
に
な

る
よ
う

な
事
前

に
約
束
さ
れ
た
行
為
が
土
ハ同
正
犯

の
成
立
に
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
る

の
は
、
通
常
、
そ

の
行
為

が
所
為

の
実
行
を
容
易
に
し
た
り
、

(23

)

あ
る

い
は
可
能

に
し
た
り
、
ま
た
は
、
明
白
な
危
険
を
減
ら
し
た
り
し
た
場
合

に
か
ぎ
ら
れ
る
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に
、

予
備
段
階

に
お
け

る
共
働

で
足
り
る
と
し

つ
つ
、
単
な
る
取
り
決
め

へ
の
関
与

で
は
十
分

で
は
な

い
と
し
て
、

一
定

の
制
限
を
設
け

る
見
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解

は
、
他

に
も
見
受
け
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、

オ

ッ
ト
ー
は
、
所
為

の
実
行

へ
の
共
働
は
客
観
的
な
行
為
寄
与
を
前
提

と
す

る
が
、
客
観

的
な
行
為
寄
与
は
構
成
要
件

の
実
現

に
直
接
的
に
関
係
し
て

い
る
必
要
は
な
く
、
す

で
に
予
備
段
階

に
お

い
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り

う

る
。
し
か
し
、
そ

の
場
合
、
そ
の
寄
与
は
、
「欠
け

て
い
る
所
為

の
直
接
性
が
所
為

の
実
現

に
対
す
る
行
為
寄
与

の
重
要
度

と
全
体
組
織

の
内
部

に
お
け

る
行
為
者

の
地
位

に
よ

っ
て
埋
め
合
わ
さ
れ
る
位

に
重
要
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

の
で
、
直
接
的
な
所
為

の
実

行

で
あ

っ
て
も
、
分
業
的

に
実
現
さ
れ
た
所
為

三

部
分

と
し
て
の
み
現
れ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
に
な
る
と
す

菊

ま
た
三

ウ

マ
ン
/

ヴ

ェ
ー

バ
ー
/

ミ

ッ
チ

ュ
に
よ
れ
ば
、
個

々
の
場
合
に
お

い
て
、
予
備
行
為
あ

る
い
は
支
援
行
為

で
あ

っ
て
も
共
同
正
犯
を
基
礎

づ
け
る

に
は
十
分

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
実
行
段
階
に
お
け
る
共
働

は
必
要

で
は
な

い
。
し
か
し
、
単

に
行
為
計
画
を
共
同
形
成
し
た
に
す
ぎ
な

い
関
与
者

の
寄
与
が
、
共
同
正
犯

の
寄
与
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
後
続

の
行
為

の
実
行
に
対
し
て
決
定
的
な
重
要
度
を
有
し
て

い
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
し
、
ま

た
、
そ
の
寄
与

は
、
実
行
を
担
当
す

る
共
同
者

の
行
為
決
意
を
強
化
し
、

か
つ
、
共
同

の
行
為
決
意
に
合
致
し
た
後

続

の
行
為
実
行
の
間
取

影
響
を
及
ぼ
し
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
麓

こ
れ
ら
の
見
解

に
よ
れ
ば
、
実
行
段
階

に
お
け

る
直
接
的
な
寄
与

に
比
肩
す
る
よ
う

な
重
要
性
を
要
求
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
予
備
段

階

の
共
働
を
単
な

る
犯
罪
の
取
り
決
め

へ
の
関
与

と
区
別
す
る

こ
と

に
な
る
。

こ
れ
に
対
し

て
、
本
来
的

に
、
予
備
段
階

の
共
働

で
は
共

同
正
犯

の
成
立
に
十
分
で
は
な

い
と
し
て
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
寄
与

は
実
行
段
階
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
す
る
考
え
方
が
、
有
力

に
展
開
さ

れ
て

い
る
。
次
に
そ

の
見
解

を
見

て
お
く

こ
と
に
す
る
。

41

②
予
備
段
階

の
共
働
を
認
め
な

い
見
解

(実
行
段
階

に
お
け
る
共
働
を
必
要
と
す

る
見
解
)

ロ
ク

シ
ン
は
、
機
能
的
行
為
支
配
説
を
前
提
に
、
客
観
的
要
件

と
し
て

「
実
行
段
階
に
お
け
る
、
結
果
に
対
し
て
本
質
的

で
あ
る
各

共

同
正
犯
者

の
分
業
的
な
共
働
」
を
要
求
し
、
主
観
的
要
件
と
し
て
・
共
同
の
行
為
決
意
な
い
し
行
為
計
画
を
要
求
し
て
い
麺

。
ク
シ
ン
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に
よ
れ
ば
、
共
同
正
犯

の
本
質

は
、
「
個

々
の
共
同
支
配
が
全
体
計
画

の
枠
内

に
お
け

る
機
能

か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
か
ぎ
り
で
、

『機
能

(27

)

的
』
行
為
支
配
、
す

な
わ
ち
、
各
人

の
活
動
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
行
為
支
配
」

と
い
う
点

に
あ

る
と
さ
れ

て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
共
同

正
犯
に
お

い
て
は
、
各
人
が
全
体
行
為

の
命

運
を
そ

の
手

の
な
か
に
収
め
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
完
全
な
支
配
が
各
人

の
手

の
な
か
に
存
在

(
28
)

す
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
構
成
要
件

の
実
現
を
共
同
支
配
し

た
者

だ
け
が
共
同
正
犯
と
な
り
う
る
の

(
29

)

(30

)

で
あ

っ
て
、
予
備
段
階

で
共
働
し

て
い
た
に
す
ぎ
な

い
者
は

こ
れ
を
支
配
し
た
と

は
い
え
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、

ロ

ク
シ

ン
は
、
ロ
Ω
出

oD
ひ
ω
S

拐
Φ
の
事
案

に

つ
い
て
、
次
の
よ
う

に
そ

の
考
え
方
を
展
開
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
判
決
が
行
為

の
共

同
実
行
を
黙
示
的
な
取
り
決

め
を
認
定
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
十
分
に
基
礎
づ
け

た
と
考
え
て

い
る
な
ら
ば
、
ま
さ
し
く
、
「
共
同

の
実
行
」

を
共
同

の
行
為
決
意

の
な
か
に
お

い
て
認
め
る
と

い
う

こ
と
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
共
同
正
犯
に
お
け
る
独
自

の
要
素

と
し
て
の
共
同
実
行

が
消
し
去
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
れ
は
、
法
規

(刑
法

二
五
条

二
項
)
に
合
致
し
え
な

い
こ
と
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
二
五
条
二
項

に
お

い
て
は

「
行
為

の
共
同
遂
行
」
が
要
求
さ
れ

て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「
共
同

の
取
り
決
め
」

が
要
求

(
31

)

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
単
に
消
極
的

に

「
そ
の
場

に
居
た

こ
と
し

で
は
、
正
犯

と
し
て
説
明
す
る

こ
と
は

で
き
な

い
。
た
し
か
に
、
B
G
H
は
、
「被
告
人
が
そ
の
場

に
居

た
こ
と
に
よ

っ
て
行
為
支
配

に
必
要
と
さ
れ
る
関
与
を
な
し
た
〉
と
し
て

い
る
が
、
こ
れ
は
、
「
何
も
し
な
か

っ
た
」
と
い
う

こ
と
は
絶
対
に
行
為
支
配
を
基
礎

づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
点

で
、
誤
解
さ
れ

て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
被
告
人
が
実
行
者

に
取
り
決

め
に
反
し
て
発
砲
し
な
い
よ
う

に
要
求
し
え
た
こ
と
に
行
為
支
配
を
求

め

た

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
行
為
支
配
概
念
を
誤
解
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
積
極
的

に
介
入
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
結
果
を
妨
げ

る
可
能
性
な
ら
ば
、
酎
助
者
あ
る

い
は
部
外
者

で
さ
え
も
有
す
る
か
ら

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
結
果
を
妨
げ
な
か

っ
た

こ
と
で
は
な
く
、
結

(
32

)

果
を
積
極
的

に
惹
起
す
る

こ
と
に
対
し
て
共
同
形
成
的
に
関
与
し
た
こ
と
が
、
行
為
支
配
を
形
成
す

る
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、

こ
の
事
案

に
お
い
て
は
、
帯
助
犯

の
成
立
を
認

め
る

こ
と
の
ほ
う
が
正
し

い
。
な

ぜ
な
ら
、
被
告
人
は
、
初
め
か
ら
共
同
正
犯
を
基
礎

づ
け
る
よ
う
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な
行
為
寄
与
を
な
し
て

い
な
か

っ
た
の
で
、
た
し
か
に
、
心
理
的
な
帯
助
を
基
礎
づ
け
る
が
、
し
か
し
行
為
支
配

に
は
十
分
で
は
な

い
実

行
者

に
対
す

る
行
為
決
意

の
強
化
だ
け
は
、
効
果
を
及

ぼ
す
関
与
と
し
て
残

る
か
ら
で
あ
る
。

だ
れ
も

が
認
め
る
よ
う

に
、

こ
の
判
決
が

(33
)

依
拠
し
て

い
る
行
為
決
意

の
強
化
と
は
心
理
的
な
粛
助

の
典
型
例
で
あ
る
、

と
し
て

い
る
。

プ

ッ
ペ
は
、

一
般
的

に
認
め
ら
れ
て

い
る
黙
示
的
な
形
式

に
よ
る
共
同
の
行
為
決
意
な

い
し
行
為
計
画
を
否
定
し
て
、
ロ
Ω
国
oo
仲
ω
べ
N
。。
o

(34

)

の
事
案
に

つ
い
て
、
共
同
正
犯
お
よ
び
謂
助
犯
が
成
立
し
な

い
と
す

る
。
そ
し

て
、
共
同
正
犯

に
必
要

と
さ
れ
る
寄
与

に

つ
い
て
は
、
次

の
よ
う

に
述

べ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
備
段
階

で
の
取
り
決
め
を
、
実
行
者
が
ま

っ
た
く
単
独
で
お
こ
な

っ
た

こ
と
を
正
犯
者
と
し

て

被
告
入
に
帰
属

さ
せ
る
た
め
の
唯

一
の
根
拠
と
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
も
し
被
告
人
に
正
犯
と
し

て
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す

る
と
、
被
告
人
に
と

っ
て
実
行
者

が
自
由
を
奪

わ
れ
た
道
具

で
あ
り
、
完
全

に
答
責
的
な
正
犯
者

で
は
な

い
場
合

に
の
み
、
そ

の
こ
と
は

正
し

い
こ
と
に
な

る
。
間
接
正
犯
の
場
合
、
道
具

が
不
自
由

に
行
為
す
る
こ
と
、

つ
ま
り
、
道
具
の
予
備
段
階
に
お

い
て
所
為

の
存
否
と

程
度

に

つ
い
て
決
定
す

る
者

は
、
間
接

正
犯
者

で
あ

っ
て
道
具
で
は
な

い
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
道
具
と
の
取
り
決
め
は
実
行
行
為
性
を

獲
得
す
る

こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
共
同
正
犯

の
場
合
は
別
で
あ
る
。
共
同
正
犯

の
場
合
に
は
、
実
行

が
開
始
さ
れ
て
初
め
て
、

所
為

の
存
否
と
程
度

に
関
す

る
決
定
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
予
備
段
階
に
お
け
る
単
な
る
取
り
決

め
で
は
共
同
正
犯

の
帰
属

の
根
拠

た
り
え
な

い
の
で
あ

っ
て
、
実
行
段
階

に
お

い
て
計
画
を
共
同
す
る

こ
と
そ

の
こ
と
だ
け

が
、
共
同
正
犯

の
帰
属

の
根
拠

(35
)

た
り
う
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
共
同
正
犯
に
お
い
て
、
現
実
的
な
分
業
に
よ
る
共
働
は

「
共
同
正
犯

の
特
別
な
危
険
性
」
を
処
理
す
る
の

で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
現
実
的
な
分
業

に
よ
る
共
働

は
、
行
為
仲
間

の
答
資
性

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
的
な
帰
属
を
正
当
化
す
る
。
行

為
計
画
を
取
り
決
め
る
こ
と
の
意
義

は
、
こ
の
よ
う
な

「
共
働
作
業
」

(N
已
。・
旬
日
日
。
ロ
9
ぴ
Φ
芭

を
準
備
す
る
と

い
う
点

に
尽

き
る
こ
と
に

(
36
)

な
る
と
す
る
。

こ
の
プ

ッ
ペ
の
見
解

に
お

い
て
も
、
単
な
る
取
り
決
め
、

い
い
か
え
る
と
、
予
備
段
階

に
お
け
る
本
質
的
で
は
な

い
共
働

は
共
同
正
犯
を
基
礎

づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
さ
れ

て
い
る
。
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エ
ル
プ
は
、
ロ
Ω
国
む力
汁
ω
メ

N
。・
㊤
の
事
案

に
つ
い
て
、
共

同
正
犯
を
認
め
る
た
め
に
、
原
則
的

に
所
為
遂
行

の
前
地

(<
曾
帝
国
)
に
お

い

て
な
さ
れ
た
行
為
寄
与

で
足
り
る
と
す
る
場
合
、

こ
の
点

に

つ
い
て
、
行
為
計
画

に
基
づ

い
て
被
告
人
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
結
果

が
行
為

事
象

の
形
成

に
対
し
て
十
分
な
意
義
を
有
す
る
か
否
か
、
が
問
題
に
な
る
と
し
た
う
え

で
、
本
件

の
場
合
、
結
果

は
心
理
的
な
促
進
に
す
ぎ

(37

)

な

い
と

い
う
。
そ
し

て
、

エ
ル
プ

は
、
共
同
正
犯
に
必
要
な
寄
与

に

つ
い
て
は
、

、
共
同
正
犯
は
、
疑

い
も
な
く
、
共
同

の
行
為
計
画
と
、

そ
れ
に
依
拠
し
た
各
共
同
正
犯
者

の
寄
与
と
を
前
提

に
す
る
L
と
述
べ
て
い
る
。

エ
ル
プ
は
ま

た
、
結
果
的
に
、
共
同
正
犯
を
実
行
す

る
た

め
に
な
さ
れ
た
寄
与
を
、
同
時
に
、
取
り
決
め

の
な
か
に
見

い
だ
す
B
G
H
の
論
拠

は
、
共
同
正
犯

に
独
自

の
要
素
と
し
て
の
各
共
同
正

犯
者

の
寄
与

に
別
れ
を
告
げ
、

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
共
同
正
犯
に

一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
構
造

を
破
壊
す

る
も

の
で
あ
る
と
し
た

ロ
ク
シ

(
38
)

ン
の
指
摘
は
、
正
し

い
と
す
る
。
そ

の
う
え
で
、

エ
ル
プ
は
、
受
け
皿
カ
テ
ゴ
り
ー

(》
已
詩

ロ
四
書
富
加
o
ぽ

)
と
し

て
の
常
助
が
不
適
当

で

あ
る

こ
と
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
共
同
正
犯
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
謀
殺

を
理
由
に
し

た
判
決

に
対
し

て
同
意
し
な

い
場
合
に
は
、
そ
の
代
わ
り

に
、
謀
殺
罪
の
群
動
犯
と
な
る
か
否

か
検
討
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な

い
。

一
瞥
す
る
と
、
取
り
決
め

の
な
か

に
存
し
た
被
告
人
に
よ
る
実
行
者

へ
の
心
理
的
な
支
援
を
常
勤
行
為
と
し
て
評
価
す

る
こ
と
は
、
納
得
で
き

る
と
思
わ
れ
る
が
、
心
理
的

な
支
援

の
形
式
を
原
理
的

に
承
認
す
る
場
合

で
も
、
被
告
人

の
帯
地

の
可
罰
性
に
対
す
る
疑
問
は
生
じ
る
の
で
あ

る
。

つ
ま
り
、
本
件

の

よ
う

に
、
心
理
的
な
支
援
の
客
観
的
な
促
進
効
果
と
被
告
人

の
繕
助
故
意

と
が
合
致
し
な

い
こ
と
は
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、

と
疑

問
を
提
起
す
る
。

エ
ル
プ

に
よ
れ
ば
、
ま
さ

に
舘
助
者

と
し

て
は
議
論
と
な
る
よ
う
な
態
度

が
正
犯
行
為

の
成
功
に
役
立

つ
こ
と
を
、
摺

助
者
が
す
く
な
く
と
も
認
容
し
て

い
た
場
合

に
の
み
、
故
意
は
肯
定
さ
れ
う
る
。

こ
の
場
合
、
結
果

が
何
ら

か
の
態
様
に
お

い
て
、
行
為

の
帰
結
と
し

て
現
れ
る

こ
と
だ
け
に
故
意

は
向
け
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け

で
な
く
、
む
し
ろ
、
結
果
は
、
す
く
な
く
と
も
、

(39
)

お
お
よ
そ
行
為
者

が
表
象
し

た
行
為

の
作
用
態
様

か
ら
生
じ

る
と

い
う

こ
と
に
、
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
る
。

こ
の
こ
と

を
本
件
に
適
用
し
た
場
合
、
被
告
人

は
実
行
者

と
人
を
殺
す

こ
と
を
取
り
決

め
て

い
た
筈
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
人
が
実
行
者

の
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決
意
を
強
化
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
正
犯
行
為
を
促
進
す

る
と

い
う

こ
と
で
は
、
本
来

の
目
的
に
合
致
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

む
し
ろ
、
本

件

の
場
合
、
結
局
は
被
告
人
が
関
与
を
中
途
で
放
棄
し
た
こ
と
に
よ
り
失
敗
し
た
け
れ
ど
も
、
取
り
決
め
た
こ
と
に
よ

っ
て
形
成
さ
れ
た

の
は
、
取
り
決

め
に
後
続
す
る

「
共
働
」

で
あ

っ
た
。
し

た
が

っ
て
、

エ
ル
プ

は
、
取
り
決
め
た
こ
と
が
実
行
者

に
よ
る
謀
殺
行
為

の
促

進
を

「
共
働
」
と

い
う
方
法

で
引
き
起

こ
し
た
の
で
は
な
く
、

こ
の
取
り
決

め
た

こ
と
か
ら
発
生
し
た
心
理
的
な
支
援

の
効
果
が
、
結
局
、

実
行
者

に
よ

っ
て
単
独
で
な
さ
れ
た
所
為

の
実
行
を
促
進
し
た

こ
と
に
よ

っ
て
引
き
起

こ
し
て

い
た
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
、
被
告
人

が
行

(
40

)

為
計
画
を
受
け
入
れ
た
際
に
表
象
し
た

「
因
果
経
過
」
か
ら

の
逸
脱
が
否
定
さ
れ
え
な

い
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
そ
し

て
、
こ
の
こ
と
に
し

た
が
う

と
、
た
と
え
ば
、
被
告
人
が
、
結
局
、
彼

の
寄
与

の
作
用
の
仕
方
を
常
助
的

に
考
慮

に
入
れ

て
い
て
、

こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ

れ
の
変
形
と

い
う
点
に
関
し
て
も
故
意
的

に
行
為
し
て

い
た
な
ら

ば
、
も
し
く
は
、
因
果
経
過
か
ら

の
逸
脱

が
本
質
的
で
な

い
と
評
価
さ

れ
た
な
ら
ば
、
彼

の
粛
助
故
意

は
、
実
行
者
と
取
り
決
め
た
際
に
肯
定

さ
れ
え
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
第

一
の
点
は
、
被
告
人
が
取
り

決

め
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
実
行
者
に
よ

っ
て
結
局
は
単
独

で
な
さ
れ
た
正
犯
行
為

の
心
理
的
な
促
進
を
被
告
人
が
考
慮
し

て
い

た
と
、
直
裁

に
、
彼

に
は
仮
定

さ
れ
え
な

い
点
に
お
い
て
失
敗
し
て
い
る
。
第
二
の
点
に

つ
い
て
は
、
行
為
者

に
よ

っ
て
後
続
す

る
行
為

を
と
お
し
て
意
図
さ
れ
て

い
た
効
果

が
、
す

で
に
、
先
行
す
る
部
分
行
為
を
と
お
し

て
、

つ
ま
り
、
終
了
し
て

い
な

い

「
未
遂
」

の
結
果

と
し

て
現

れ
て
い
る
場
合

に
も
、
詳
細
な
点

に
お

い
て
争

い
の
な

い
基
準
に
し
た
が

っ
て
、
逸
脱

が

「
本
質
的
で
あ
る
」

と
評
価
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
で
、
結
果

の
帰
属
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
は
正
し

い
。
そ
こ
で
、

こ
の
考
え
方
を
本
件

の
群
動
構
成

に
適
用
し
た
場
合
、
実
際

の

共
働

に
対
す

る
取
り
決
め
が
、
実
行
者

の
謀
殺
行
為
を
助
け
る
と

い
う

「
未
遂

の
枠
内

に
お
け
る
」
先
行
行
為
を
意
味
す

る
こ
と
に
な
る

か
否
か
、
あ

る
い
は
、
逸
脱

が

「
非
本
質
的
」

な
も

の
と
し

て
評
価
さ
れ
う
る
か
否
か
、

と
い

っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、

こ

れ
ら
の
こ
と
は
、
後
続

し
て
予
定
さ
れ
る
支
援
を
承
認
す

る
こ
と
は
、
後
続
す

る
舗
助
行
為

の
遂
行

の
、
な
お
未
遂

で
は
な
く
、
そ
れ

へ

(
41

)

の
予
備
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
理
由

に
し
て
否
定

さ
れ
る

べ
き

で
あ

る
と
す

る
。
し
た
が

っ
て
、
本
件

に
お

い
て
は
、
本
来
計
画
さ
れ

て
い
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た
支
援
を
超
え
て
、
後
続
す
る
促
進
を
目
的
と
し
た
予
備
行
為
が
引
き
起

こ
さ
れ

た
わ
け

で
は
な
く
、
予
備
行
為

に
特
有

の
正
犯
者

へ
向

け

た
心
理
的
な
作
用
を
と
お
し
て
、
直
接
的
に
、
促
進
結
果
を
引
き
起

こ
し
て

い
た
わ
け

で
あ
る
。

エ
ル
プ

に
よ
れ
ば
、
本
件

の
よ
う
な

事
案
は
次

の
よ
う
な
事
例

と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
。
す
な
わ
ち
、
誘
拐
犯
人
は
被
害
者
を
最
終
的
に
は
殺
害
す

る
こ
と
を
計
画

し
、
か

つ
、

こ
の
点
に

つ
い
て
の
行
為
決
意

も
有
し
て

い
た
。

し
か
し
、
誘
拐
直
後

に
、
人
目
に

つ
か
な

い
所

へ
運
ぼ
う

と
し
て
手
足
を

縛
り
抑
圧
し
た
と
こ
ろ
、
被
害
者

が
窒
息
死
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
被
害
者

の
死
亡
が
発
生
し
た
と
い
う
事
例
で
あ
る
。

こ
の
事
例
に
お

い
て
、
後
続
す
る
殺
害
を
考
慮

に
入
れ
て
い
た
故
意

に
関
し
て
、
認
容
し
な

い
結
果
を
帰
属

さ
せ
る
と

い
う

こ
と
は
、
誰
も
し
な

い
で
あ

ろ
う
。

こ
の
事
例

と
Od
Ω
国
。D
昔
ω
べ

N
。。
Φ
と
の
構
造
的
な
相
違
は
、
行
為
者

の
故
意

に
関
し
て
構
成
要
件
該
当
結
果

の
帰
属

が
問
題

と
な
る

の
で
は
な
く
、
帯
助
故
意
に
関
す
る
舗
助
者

の
寄
与

の
促
進
効
果

の
帰
属
が
問
題
と
な
る
点
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
、
こ
の
相
違

が
ど
う

し
て
異
な
る
取
り
扱

い
を
正
当
化
す

る
こ
と
に
な
る

の
か
、

つ
ま
り
、
な

に
ゆ
え
、
耕
助
者

の
故
意

を
故
意

一
般

に
展
開
さ
れ
て
き
た
諸

原
則

の
も
と
に
置
か
な

い
の
か
、
と

い
う

こ
と
に

つ
い
て
は
明
確

に
さ
れ
て

い
な

い
と

い
え
る
。

エ
ル
プ

は
、

こ
の
よ
う
な
点
を
踏
ま
え

(
42

)

(
43

)

て
、
常
助
を
理
由
に
し
た
被
告
人
の
可
罰
性
を
否
定
す
る

こ
と
が
妥
当

で
あ
る
と
す
る
。
以
上
の
よ
う

に
、

エ
ル
プ

の
見
解
に
お

い
て
は
、

共
同

正
犯
は
共
同
の
行
為
計
画
と
そ
れ

に
依
拠
し
た
者
共
同
者

の
寄
与
を
前
提

に
す
る
と
さ
れ
、
さ
ら

に
、

こ
の
前
提

に
当
て
は
ま
ら
な

い
場
合
で
あ

っ
て
も
、
本
来
取
り
決

め
ら
れ
て
い
た
こ
と

の
内
容
と
実
際
に
心
理
的

に
促
進

さ
れ
た
結
果

の
ズ

レ
を
耕
鋤
故
意

の
観
点

か

ら
問
題
と
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
関
与
者

に
対
し
て
、

い
わ
ば

「
受
け
皿
」

と
し
て
帯
助
犯
を
成
立
さ

せ
る

こ
と
に
は
反
対
す
る
。

こ
の
よ
う

に
、

こ
れ
ら

の
見
解
は
、
共
同

正
犯
に
必
要
と
さ
れ
る
客
観
的
な
寄
与

は
、
共
同
正
犯
の
本
質
か
ら
、
実
行
段
階

に
お
け
る

共
働

で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
、

と
く
に
判
例

の
立
場
に
は
、
共
同
正
犯
に
独
自

の
客
観
的
な
要
素
を
主
観
的
な
要
素

の
な
か

に
解
消

す

る
点
に
お
い
て
、
批
判
的

で
あ
る
。
し
か
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、

こ
れ
ら
の
見
解

が

「
実
行
段
階
」
を
緩
や
か
に
捉

え

た
場
合

で
あ
る
。

た
と
え
ば
、

ロ
ク
シ

ン
に
よ
れ
ば
、

こ
こ
で
い
わ
れ
る
実
行
段
階
と
は
、
形
式
的
客
観
説

の
い
う
よ
う
な
形
式
的

で



厳
格
な
実
行
行
為

の
段
階
を
、

か
な
ら
ず
し
も
意
味
し
な

い
と
さ
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
予
備
、
実
行

の
着
手
、
既
遂
、
犯
罪

の
実
質

的
終
了
と

い
う
全
体
所
為
に
お
い
て
、
実
行
段
階
と
は
、
実
行

の
着
手

に
近
接
し
た
予
備
段
階

か
ら
、
犯
罪

の
実
質
的
終
了
に
ま

で
至
ら

な

い
既
遂
後

の
段
階
ま
で
を
も
含
む
概
念
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

の
で
あ
翻
～
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P
P
O
.
(呵
ロ
.H
)㌫

N
朝
出
戸
窪

.
ク
ラ

マ
ー
は
、
こ
の
実
行
段
階
の
共
働
に

つ
い
て
、
肉
体
的
な
行
為
寄
与

で
あ
る
必
要
は
な
く
心

理
的
な
寄
与
で
も
足
り
る
と
し
て
い
る
。

な
お
、
行
為
支
配
説
に
関
す
る
包
括
的
な
文
献
と
し
て
、
園
田
寿

「共
同
正
犯
の
正
犯
性
序
説

(
一
)

(二

・
完
)
」
『関
西
大
学
法
学
論
集
』
二

九
巻

一
号

(昭
五
四
年

.
一
九
七
九
年

)
九
三
頁
以
下
、
二
九
巻
三
号

(昭
五
四
年

・
一
九
七
九
年
)
四
五
頁
以
下
、
橋
本
正
博

「
〈行
為
支
配
論
〉

の
構
造
と
展
開
」
『
一
橋
大
学
研
究
年
報

・
法
学
研
究
』

一
八
号

(昭
六
三
年

・
一
九
八
八
年
)
六
九
頁
以
下
、
臼
木
豊

「正
犯
概
念
と
共
謀
共
同
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14
)

　
13
)

　 　 　 グへ 　

1918171615
))))

　
21
)

　
20
)

　

23
)

　
22
)

　

25
)

　

24
)

正
犯

(二

・
完
)
L
『上
智
法
学
論
集
ふ

三
四
巻

一
号

(平
三
年

・
一
九
九

…
年
)

一
〇
三

頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

§

冒
Φ
r

p

旬
.○

.
(
ヴ
ロ
・ω
y

白o
.口

O
・

鋭

犀
o
ぴ
。。
"
P
P
O

・
(閤
ロ
.ω
y

N
声
＼
。。
・
な

お
、

ヤ

ー

コ
プ

ス

の

見

解

を

詳

細

に
検

討

す

る

も

の

と

し

て
、

臼

木

・
前

掲

注

(
12

)

一
二

四

頁

以

下

参

照

。
こ

れ

は

、

ヤ

ー

コ
プ

ス

が

主

張

す

る

決

定

支

配

で
あ

る

、

匂
畏

o
ぴ
。。
●
P
P
O

・
(均
田
・O
ど

鐸

＼
ミ

・

U
旬
村
o
ぴ
・n
"
旬
.襲
b

・
(
司
巨
Q。
y

田

＼
鼻
o。
・

○
日

日
Φ
♪

p
p
O

・
(間
口
]
)
∨
ゆ
田

印
口

O
Φ
・

○
冨

§
㊦
♪

9
●旬
・ρ

(喝
ロ
巨
∨

α"
田

印
口
O
Φ
.

○
日

日
0
5

P
P
O
.
(
増
田
・戸
y

伽
N
"
口
口
6
0
・
ク

ラ

マ
ー

は

、

そ

の
例

と

し

て

レ

ッ
シ

ュ
に

よ

っ
て
挙

げ

ら

れ

て

い
る

「
演

劇

公

演

し

の
事

例

が
具

体

的

で
分

か

り

や

す

い
と

い
う

。

す

な

わ

ち

、

公

演

は

監

督

に

よ

っ
て

作

り

上

げ

ら

れ

て

い

る

の

で

、

刑

法

上

の

用

語

で

い
え

ぱ

、

監

督

が

正

犯

で
あ

り

、

照

明

係

や

、

公

演

の
間

中

、
舞

台

の
書

き

割

り

を

動

か

し

て

い
る
道

具

係

と

い

っ
た
君

た
ち

は

、

正

犯

で

は

な

い

の

で
あ

る

と
す

る

。

な

お

、

レ

ッ
シ

ュ
が

提

示

し

て

い
る

事

例

は

、

正
確

に

い
う

と

、

バ

イ

ロ
イ

ト

音

楽

祭

か

ら

そ

の
例

を

引

い

て

い
る

、

P
霧

△
七

時
鋒

o
目
合

p
合

目

△

○
Φ
魯
巴
叶
置
目
加
o力
口
金
昌
8

げ
固
辞
∨
Ω
〉

ド
O
Φ
右

oQ
.戸
N
P

2
0
書

く
σq
ド

む力
胃
9

㊦
§

Φ
H
昏

∨
皇
獅

○
.
(間
口
ω
)

"
◎り
◆N
ω
ω
・

9

句
目

Φ
5

P
旬
.○
・
(間
口
.戸
)
島

N
O
戸
出
.Φ
Φ
.
さ

ら

に
、

ク

ラ

マ
ー

は

、

行

為

の
不

法

を

考

慮

し

て
所

為

を

意

味

あ

る

も

の
と

し

て
評

価

す

る

た

め

に

、

そ

し

て

、

「
事

象

の
社

会

的

な

全

体

の
意

味

」

を

客

観

的

な

要

素

と

主

観

的

な

要

素

か

ら

把

握

す

る

た

め

に

は

、

行

為

者

の
主

観

的

な

態

度

を

彼

の
行

動

に
結

び

付

け

る

よ
う

な

不

法

論

と

の

類

似

が

示

さ

れ

る

こ

と

に

な

る

と

す

る

、

く
箪

Ω

旬
日
Φ
5

P
P
O

・
(づ
ロ
・」
)
"
<
O
吾

⑱
§

・
α"
""
ト⊃
"

穿

.oo
N
.

○
量

目
Φ
♪

p
p

O

(
司
口
◆ド
)
㌫

口
口
戸
口
O
◎。
`

た

と

え

ば

、

盗

品

の
管

理

を

引

き

受

け

る

こ
と

、
あ

る

い
は

、

麻

薬

取

引

に
際

し

て
伝

令

の
役

目

を

果

た

す

こ
と

等

を

、
単

に

約

束

し

た

だ
け

で

は

足

り

な

い
と

さ

れ

る
。
さ

ら

に

、
ク

ラ

マ
ー

に

よ

れ

ば

、

こ

の
場

合

で
も

、
行

為

寄

与

に

ど

の

よ
う

な

意

義

が
与

え

ら

れ

る

か

に

つ
い

て

は

、
共

同

の
行

為

決

意

と

各

関

与

者

に

よ

っ
て
主

観

的

に

表

象

さ

れ

て

い

た

こ
と

に
し

た

が
う

と

さ

れ

て

い

る

、

○
日

日
o
さ

P
P
O
・
(ヴ
担

H
∵

""
N
"

戸
口
.Φ
。。
.

O
雰
P

p
p
ρ

(
句
昌
・⑭
∨

gQ
桓
W
N

匂d
③
已
日
自
白
白
＼
≦

δ
ひ
円
＼
]≦
詳
m
9

"
p
③
・ρ

(
間
口
・ω
)
㌫

8

罰
p

。◎
ω
w
oロ
.露

cn
.
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(26

)

〈
加
】.
出
b
×
」P

P
①
.○

.
(
岡
目
ひ
)
"
o◎
.N
O
Φ
∴

●
Φ
門
ω
・}
O
ぽ

呂

客
⇔
蜜
o
畠
n
ゲ
ぽ
津

一唇

o力
窪
騨
守
m
昌

吉

〉
》

戸
⑩
や
Φ

"
切
ふ
N
N

さ

ら

に

、

同

様

の

見

解

と

し

て
、

〈
⑯
ド

領
9
合

Φ
o
ポ

≦

σ
首
Φ
ロ
ら

∨
〔
o
宮

ぴ
信
書

工
霧

oD
葺
旬
守
山
6
宮

・・
〕
〉
β

ρ

》
島

・三

㊤
㊤
◎

Qo
・O
日

頃

…
芭

o
×

9

Φ
ロ
魯

Φ
巨
σq
§

oq
肋
げ

口
口

p
㌃

N
ξ

0
6
げ
目
β
ロ
的
。・
身

U
鐸
。・
一日

G力
ひ吋
③
浄
0
9

〔

声
Φ
o。
ぷ

o力
・戸
Φ
べ
冷

な

お

、

ロ
ク

シ

ン

の
見

解

の

詳

細

に

つ

い
て

は
、

園

田

・
前

掲

注

(12

)

二

九

巻

三

号

七

〇

頁

以

下

、

橋

本

・
前

掲

注

(
12

)

六

九

頁

以

下

、

臼

木

・
前

掲

注

(
12
)

一
二

八

頁

以

下

参

照

。

(
27
)

印
o
田

見

弓
弩

o
冨
6
げ
p
津

百
出
ら

目

⇔
ぽ

㌣
誘
9

旬
津
三

・
》
昆

・三

qっ
忠

.
o力
』
。。
O

・

(
28
)

印
9
二
見

P
P

O
・
(
ヴ
ロ
.ミ

)
}
o力
.N
ミ

・

(
29
)

<
oq
－・
⇔
Φ
・・
合

魯
τ

≦
怠

αq
。
且

三

◆P
O

(呵
5
・8

)
w
o力
・O
べ

∴

00
一〇
S

P
③
b

・
(呵
ロ

N
O
)
b

.鵠

戸
・

(
30
)

印
o
×
{見

P
③
・O
●
(
句
戸

9

)
.
o力
.O
N
N
ゆ

(
31
)

国
o
×
日

w
P
P

O

(間
口
O
)
∨
◎力
・8

や
・

(
32
)

国
o
×
日

"
旬
・P
ρ

(司
昌
.但
)
w
むo
・8

『
.

(
33

)

国
9
(ぎ

.
P
知
b

.
(間
口
・"
)
w
o力
・N
O
メ

(
34
)

勺
已
℃
廿
⑦
∨
P
餌
b

・
(
国
戸

頓
)
"
o力
・ぼ

ω
〔

(
35

)

㊥
己
U
U
ρ

P
P

O
.
(
司
ロ
ふ
y

oo
◆鶏

N

(
36
)

増
田
℃
O
ρ

旬
・◎
.ρ

(句
口

"
y

o力
.O
鳶

・

(
37
)

団
円
ダ

P
P
O
・
(開
口
"O
ン

白o
μ
Φ
㊤
念

(
38
)

国
司
ぴ
w
P
旬
b

.
(拘
攣
朝
ン

むo
b
O
O
.

(
39
)

国
『
F

P
旬
蕎O

(
均
戸
口
ン

oD
・悼
O
ρ

(
40
)

国
号
げ
.
P
P
ρ

(
匂
⇒
・朝
γ

oo
・8

0
.

(
41

)

同
門
ぴ
"
餌
.騨
・O

(
岡
目
朝
)
"
oo
ふ
O
O
.

(
42

)

国
吾

－
P
P

O
・
(国
ロ
.臼
ご

む力
ふ
O
P

声
.
た

だ

し

、

エ

ル
プ

は

、

共

同

正

犯

お

よ

び

書

跡

犯

を

理
由

と

し

た

処

罰

は

否

定

さ

れ

る

べ
き

で

あ

る

が

、

刑

法

三

〇
条

に

規

定

さ

れ

る
重

罪

の
協

定

(
本

件

の
場

合

に

は

謀

殺

罪

の
協

定

)

の

可

罰

性

は

残

っ

て

い
る

と

す

る

。

(
43

)

な

お
、

プ

ッ

ペ
も

心

理
的

な

群

動

の
成

立

の

可

能

性

に

つ

い

て

検

討

し

て

い

る

。

す

な

わ

ち

、

客

観

的

な

構

成

要

件

は

正

犯

者

の

心

理

へ
の
作

用

と

い
う

点

に

尽

き

る

教

唆

犯

を

正

犯

と

同

様

に

処

罰

す

る

こ
と

が

可

能

で

あ

る

と

す

る

と

、

心

理
的

な

常

勤

と

い
う

形

式

は

原

則

的

に
否

定

で

き

な

い
。

し

か

し

、

心

理

的

な

耕

鋤

と

い
う

形

式

を

認

め

た

場

合

、

書

助

結

果

と

し

て

は

、

共

同

正
犯

的

な

支

援

へ
の
期

待

を

と

お

し

た

強

化

の

作

用

で
足

り

る

こ

と

に

な

る
。

ま

た

、

実

際

、

実

行

者

が

正

犯

的

な

協

力

を

期

待

し

て

い
た

こ

と

を

被

告

人

も

認

識

し

て

い
た

と

す

る

認

定

が

な
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(
44
)

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

、

こ

の

よ

う

な

実

行

者

の

期

待

に
対

し

て
、

被

告

人

が

酎

助

犯

と

し

て

、

刑

法

上

答

責

的

で

あ

っ
た

か

ど

う

か

に
関

し

て

は
疑

わ

し

い

と
す

る
、

㊥
已
勺
℃
Φ
]
や
P

O
・
(勾
ロ
・0
ぎ

◎力
ふ
べ
ω
ム

、

<
φ
}.
印
8

声見

P
P
O
・
(
哨
ロ
已
O
)
"
む力
ぴ
N
N

㌘

江
Φ
弓
m
こ

P
P
O
・
(
ウ
P
口
W
ン

o力
b
a

声

さ

ら

に

、

ロ
ク

シ

ン
に

よ

れ

ば

、

各

関

与

者

は

実

行

段

階

に

現

に
居

合

わ

せ

る

必

要

は

な

く

、

実

行

段

階

に

何

ら

か

の

形

式

で

強

い
影

響

を

及

ぼ

し
、

実

行

の
完

成

を

左

右

す

る

よ

う

な

役

割

を

果

た

し

て

い
れ

ば

十

分

で
あ

る

と

さ

れ

て

い

る
。

三

諸
説
の
検
討

叢論律『

以
上

の
よ
う
な
諸
見
解

に
よ
れ
ば
、
実
行
段
階

の
概
念
を
実
質
的

に
考
察
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

つ
ま
り
、
実
行
段
階
に
時

間
的

に
幅

を
も
た
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
ま
た
、
単
な
る
犯
罪

の
取
り
決
め

へ
の
関
与

で
は
寄
与

に
十
分

で
な

い
と
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
両
説

は
、

(
45

>

具
体
的
事
案

へ
の
適
用
に
お

い
て
、
同
様

の
結
論

に
至
る
可
能
性

が
生
じ

る
。
す
な
わ
ち
、
各
関
与
者
が
共
働
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
所

為

の
段
階

に
時
間
的

・
場
所
的

に
幅
を
持
た

せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
予
備
段
階

の
共
働

で
も
共
同
正
犯
と
し

て
の
寄
与
は
十
分

で
あ

る
と

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、
所
為
そ
れ
自
体

の
な
か
に
沈
殿
し
な

い
よ
う
な
取
り
決
め

へ
の
単
な
る
関
与

で
は
十
分

で
は
な

い
と
す

る

こ
と
に
よ

っ
て
、
共
同
正
犯
に
必
要
と
さ
れ
る
寄
与
は
、
結
果
の
発
生
に
対
し
、
あ
る
程
度
、
本
質
的
で
あ
る

こ
と
を
要
求
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ

る
。

こ
の
意
味

で
は
、
予
備
段
階

に
お
け

る
共
働
を
認
め
る
か
否

か
と

い
う
図
式

で
は
な
く
、
実
行
者

の
行
為
決
意
を
強

化
す
る
よ
う

な
予
備
行
為

で
十
分

で
あ

る
と
す

る
判
例

と
、
実
質
的
な
予
備
段
階

に
お
け

る
共
働
を
必
要

と
す
る
学
説
と
が
対
立
し

て
い

る
と
理
解
す
る

こ
と
も
で
き
る
。
そ

こ
で
、
判
例
と
学
説

の
対
立
図
式
を
軸

に
、
行
為
決
意
を
強
化
す

る
こ
と
で
共
同
正
犯

に
必
要
と
さ

れ
る
客
観
的
寄
与

に
十
分
と

い
え

る
の
か
、
と

い
う
点
を
さ
ら
に
検
討
す

る
こ
と
に
し
た

い
。

ま
ず
、
問
題

と
な
る
の
は
、
犯
罪
を
取
り
決
め
る

こ
と

へ
の
関
与
な

い
し
犯
罪
を
協
定
す
る

こ
と
で
共
同
正
犯

の
寄
与

に
十
分
で
あ
る
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こ
と
を
認
め
た
と
し

て
も
、

こ
の
場
合
、

さ
ら
に
客
観
的
な
寄
与
を
必
要
と
し
な

い
な
ら
ば
、
そ

の
こ
と
は
共
同
正
犯

の
構
造

に
矛
盾
し

(
46

)

な

い
か
、

と

い
う
点

で
あ

る
。
通
常
、
共
同

の
行
為
決
意

の
他

に
、
各
関
与
者
が
行
為
決
意

に
基
づ
き
、
か
つ
そ

の
枠
内
で
客
観
的
な
行

(
47

)

為
寄
与
を
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
は
、
共
同
正
犯
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

つ
ま
り
、
ド
イ

ツ
刑
法

二
五
条

二
項

に

規
定
さ
れ
る

口
犯
罪
的
行
為

の
共
同
遂
行
L
は
、
主
観
的
な
意
思

の

一
致
を
と
お
し

て
共
同
関
係

(Ω
⑦
日
Φ
甘
m合
釦
匡
{oげ
冨
芭

を
生
じ
さ

せ
る
共
同

の
行
為
決
意

の
他
に
、

さ
ら
に

「
遂
行
」
と

い
う
部
分
を
も
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
B
G
H
が
、
原
則
的

に
行
為
寄
与

と
し

て
十
分
で
あ
る
と
し
て

い
る

「
犯
罪

の
取

り
決
め

へ
の
関
与
」
な

い
し

,
犯
罪

の
協
定
L

と
は
、
行
為

の
遂
行
に
関
す
る
共
同

の
行
為
決

(
48
)

意
と

い
う
以
上
の
こ
と
は
、
何
ら
含

む
も

の
で
は
な

い
と
解

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
の
点

に
つ
い
て
、
キ

ュ
ッ
パ
ー
は
次

の
よ
う

に
述

べ

る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
決
意
と
行
為
計
画
と

い
う
概
念

の
同
義
的
な
利

用
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
遂
行
さ
れ
る
所
為
を
明
確

に
す

る
場
合
、

意
思
連
絡
と

い
う
主
観
的
な
要
素

と
、
そ
れ

に
基

づ
い
て
構
成

さ
れ
た
、
提
案
と
助
言
と

い
っ
た
計
画
上

の
組
織

の
客
観
的
な
活
動
と
を

区
別
す

る
の
は
難
し

い
こ
と
で
あ

る
に
も

か
か
わ
ち
ず
、
最
近
B
G
H
が
原
則
的

に
行
為
寄
与
と
し
て
足
り
る
と
し
た
取
り
決
め
は
、
所

為

の
遂
行

に
関
す

る
共
同

の
行
為
決
意
を
超
え
る
こ
と
は
何
も
含

ん
で
は
い
な

い
。
し
た
が

っ
て
、
判
例

の
よ
う
な
考
え
方
は
、

一
般
的

に
認
め
ら
れ
た
共
同
尭

の
藷

素
に
矛
盾
し
・
そ
の
点
で
・
二
五
条
二
項
の
明
確
な
茎

一審

無
視
す
る
も
の
で
あ
延

つ
ま
町

所
為

の
取
り
決
め

へ
の
単
な
る
関
与
も
、
複
数

の
所
為

の
実
行

に
関
し

て
取
り
決
め
る
こ
と
も
、
共
同
正
犯
に
必
要

と
さ
れ
る
客
観
的
な
寄
与

(50
)

に
ト
分
な
も

の
で
は
な

い
の
で
あ
る
、
と
し
て

い
る
。

第
二
に
問
題
と
な
る
の
は
、
実
行
し
な

い
関
与
者
が
、
直
接
的

に
実
行
行
為
を
お
こ
な
う
者

の
行
為
決
意
を
単
に
強
化
し
た
だ
け
で
、
客

(
51

)

観
的
に
は

「共
働
」

に
十
分
で
あ
る
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と

い
う

点
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

な
把
握
は
、

ロ
ク
シ

ン
が
指
摘
す

る

(52
)

よ
う

に
心
理
的
な
舗
助

の
典

型
例

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
点

に

つ
い
て
、
キ

ュ
ッ
パ
ー
は
、
さ
ら
に
、
も
し
B
G
H

の
よ
う

に
そ

の
よ
う
な
寄
与

で
足
り
る
と
す

る
な
ら
ば
、
共
同

の
行
為
決
意
と

い
う
以
上

の
こ
と
は
客
観
的

に
は
何
も
な

い
場
合
に
、
共
同
正
犯
と
書
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(53
)

助
犯
あ
る

い
は
教
唆
犯
と
の
区
別

に
関
す
る
問
題
が
、
「
主
観
的
な
領
域
」
に
完
全

に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
と
指
摘
し

て
い
る
。
キ

ュ
ッ

パ
ー
に
よ
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
B
G
H
の
判
例

の
流
れ
は

国
Ω
Q力
d
O
◎

N
ω
O
に
ま
で
遡
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
判
例

に
お

い
て
、
R
G
は
共
同
正
犯
を
な
お
相
互
的
間
接
正
犯
と
し
て
説

明
し
て

い
た
。
相
互
的
間
接
正
犯
説
と
は
、
共
同
正
犯
を
間
接
正
犯

の

一
事
例
と
し
て
捉
え
る
も

の
で
あ
り
、

こ
の
見
解

は
、
正
犯
者
意
思
を
区
別

の
基
準

と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
正
犯

と
共
犯
の
区
別

に

関
す
る
主
観
説

か
ら
支
持
さ
れ
て
い
た
。

つ
ま
り
、
止
ハ同
正
犯

の
場
合

の
行
為
部
分

の
相
互
的
帰
属
と
間
接
正
犯

の
場
合

の
道
具

の
行
為

(
54

)

の
帰
属

が
、
実
際
上
、
正
犯
者
意
思
を
基
礎
と
す
る
点

に
お

い
て

一
致
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し

た
が

っ
て
、
こ
の
観
点
に
お

い
て
は
、

(
55
)

近
時

の
B
G
H
は
R
G
時
代

の
主
観
説
に
回
帰
し
た
と
い
う

こ
と
も

で
き
る

の
で
あ

る
。
し
か
し
、
キ

ュ
ッ
パ
ー
が
指
摘
し

て
い
る
よ
う

(
56
)

に
、
行
為
支
配
説

に
依
拠
す
る
判
例
も
多
数
に
の
ぼ
り
、
前
述

の
判
決
も
行
為
支
配
説
に
よ
る
基
準
を
提
示
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
の

意
味

で
は
、
判
例

の
よ
う

に

一
方

に
お

い
て
主

観
的
な
基
準
を
強
調
し
、
他
方

で
行
為
支
配

の
基
準
を
提
示
す
る

こ
と
は
、

明
確
性

と
法

(
57

)

的
安
定
性
を
ほ
と
ん
ど
期
待
さ
せ
る
も

の
で
は
な

い
と
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
B
G
H
は
、
共
同

の
行
為
遂
行

に
関
し
て
、
「複
数

の

行
為
者
が
、
同
時

に
、
同
じ
よ
う
な
行
為
遂
行

の
態
様

で
同

一
の
犯
罪
構
成
要
件
を
充
足
す

る
こ
と
で
は
十
分

で
は
な

い
の
で
あ
り
、

む

し
ろ
、
行
為

は
、
共
同

の
犯
罪
行
為

へ
の
寄
与
と
し
て
現
れ
る
程
度

に
ま
で
、
他

の
行
為
者

の
行
為

に
結
合

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
各
行
為
者

は
、

み
ず

か
ら

の
寄
与
を
他

の
行
為
者

の
行
為
部
分
と
し
て
扱

い
、
反
対

に
、
他

の
行
為
者

の
行
為
を

(58
)

み
ず

か
ら

の
行
為
部
分

の
補
完
と
し

て
扱
う

こ
と
が
必
要
で
」
あ
る
と
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
考
え

た
場
合
、
相
互
的
な
補
完
と

い
う

観
点

か
ら
各
行
為
者

は
行
為

に
対
し

て
緊
密
な
関
係
を
有
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
判
断
基
準

と
し
て
、
判
例

に
よ
れ
ば
行
為
支

(
弱
)

配
説

の
基
準

が
決
定
的
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
、
行
為
支
配

の
観
点
か
ら
は
、
行
為

の
実
行
と
結
果
は
共
働
者

の
影
響
力

に
左
右
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
近
時

の
判
例

に
お
け
る
主
観
説

へ
の
回
帰

は
、
B
G
H
に
よ

っ
て
強
く
主
張
さ
れ
て

い
る
行
為
支
配
説

に

一
致

し
な

い
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
正
犯
と
共
犯

の
区
別
を
主
観
的
な
領
域

に
完
全

に
移
行
さ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な

い
と



予備段階の共働について53

す
る
と
、
キ

ュ
ッ
パ
ー

に
よ
れ
ば
、
予
備
段
階

の
寄
与
で
足
り
る
と
さ
れ
る
の
は
次
の
場
合

に
限
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
所
為

の
実
行
を
共
同
し
て
支
配
す

る
こ
と
を
可
能

に
す
る
よ
う
に
、
所
為
に
対
し
て
、
詳
細

で
あ
り
、
形
成
的

で
本
質
的
な
計
画

の
実
行
と
組

織
化

の
遂
行
を
十
分
に
基
礎

づ
け
て

い
た
場
合

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
行
行
為
者

の
行
為
決
意
を
単

に
強
化
す

る
こ
と
だ
け
で
は
、

構
成
要
件

に
該
当
す
る
行
為

の
存
否
と
程
度

に
関
す

る
共
同
決
定
を
基
礎

づ
け
る

こ
と
は
で
き
な

い
し
、
同
様

に
、
構
成
要
件

に
該
当
す

る
事
象
経
過

の
共
同
支
配
を
基
礎

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

つ
ま
り
、

こ
の
程
度

の
関
与

で
あ
る
な
ら
ば
、
各
関
与
者

が
同
等
に
権
限

づ
け
ら
れ
、
か

つ
分
業
的
な
態
様

で
他
人
と
活
動
し
た
り
、
も
し
く
は
活
動
す
る
こ
と
を
意
欲
し
て

い
た
等

の
共
同
正
犯
に
お

い
て
重
要

(
60

)

(
61

)

と
な
る
点
が
問
題

に
な
ら
な

い
と
す
る
。

さ
ら
に
、
キ

ュ
ッ
パ
ー
に
よ
れ
ば
、
矛
盾
す

る
と
は
い
え
、

B
G
H
は
、
主
観
説

の

一
方
的
な

適
用
と

い
う

わ
け

で
な
く
行
為
支
配
に
よ
る
基
準
を
提
示
し
て

い
る
以
上
、
す
く
な
く
と
も
、
計
画

の
完
成
、
所
為
遂
行

の
た
め
の
組
織

化
、
資
金
あ

る
い
は
援
助

の
準
備
と

い
っ
た
よ
う
な

「
客
観
的
な
寄
与
」
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
ら

の
基
準
は
、
通
常
、
証
明
し
う
る
も

の
で
あ

る
か
ら
、
B
G
H
は
、

R
G
時
代
以
来

の

「疑
わ
し

い
諸
原
理
」
を
引
き
合

い
に
出
し
て
は

(62

)

な
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
、
と
さ
れ

て
い
る
。

以
上

の
よ
う

に
、
判
例

と
異
な
り
、
学
説
は
、
予
備
段
階

の
共
働

で
は
足
り
な

い
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
を
認
め
る
と
し
て
も
、
単
な
る

犯
罪
を
取
り
決
め
る

こ
と

へ
の
関
与
と
共
働
と
を
区
別
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
制
限
的

に
認
め
よ
う
と
し

て
い
る
。
た
し
か
に
、
判
例
が

依
拠
す

る

「関
与
者

に
よ
る
実
行
者

の
行
為
決
意

の
強
化
」
と

い
う

こ
と
は
、
所
為

の
前
地
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
共
同

の
行
為
決
意

と

い
う
以
上

の
こ
と
は
、
何
も
含

む
も

の
で
は
な
く
、
ま
た
、
類
型
的

に
、
ま
さ
し
く
心
理
的
な
群
動

の
事
例
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か

し
、
予
備
段
階

に
お
け
る
共
働

の
問
題

が
共
同
正
犯
の
客
観
的
成
立
要
件
に
関
す
る
問
題

で
あ

る
以
上
、
さ
ら
に
、
共
同
正
犯

に
固
有

の

構
造

か
ら
考
察
さ
れ
る
必
要

が
あ

る
。
共
同
正
犯
が
他

の
関
与
形
式

と
異
な
る
の
は
、
関
与
者

が
他

の
関
与
者

に
単

に
従
属
す
る

の
で
は

な
く
、
正
犯
者

と
し
て
、
部
分
行
為

の
み
し
か
遂
行
し
て

い
な
く
と
も
、
発
生
し
た
結
果

の
全
体
を
帰
属

さ
せ
ら
れ
る
と

い
う

.
一
部
実



行

の
全
部
責
任
L

の
原
則
が
認
め
ら
れ
る
点

で
あ
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
原
則

は
、
他

の
関
与
形
式

と
は
決
定
的
に
異
な
る
共
同
正
犯

に
固

54

有

の
構
造

か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
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こ
の
こ
と
は
、
前
述

の
ク
ラ

マ
ー
、

オ

ッ
ト
ー
ら

の
見
解
に
示
さ
れ
、
さ
ら
に
、
端
的

に
、
イ

ェ
シ

ェ
ッ
ク
ー
ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト

の
見
解

に
現
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
寄
与
は
、
す

べ
て
所
為
実
行
の
構
成
部
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
為

の
予
備
段
階
で
の
関
与
だ
け

で

は
十
分
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

の
み
で
は
い
ま
だ
行
為
支
配

へ
の
関
与
を
引
き
受

け
た
こ
と
に
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
し
か

し
、
他
方
、
行
為

の
計
画
や
準
備
を
引
き
受
け
た
者
は
、
事
象

の
経
過
を
形
成
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
行
為
支
配
を
分
担
し
て
い
る
と
す
る
の
で
あ

る

、
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"
0力
右ω
翻
N

民
法
力
唱
Φ
烈

P
知
.○
・
(
間
口
・⑩
∵

u力
・ω
ω
N
.

こ

の
点

に

お

い

て

、

キ

ュ
ッ

パ

ー

も

ま

た

、

ロ
ク

シ

ン

の
指

摘

を

正

し

い
と

し

て

い

る

、

ロ
0
6
げ

く
oq
ピ

男
b
×
一見

p
p
ρ

(
呵
目
ふ
)
"
go
.8

や
∴
同
門
F

p
餌
.○
・
(岡
目
ふ
ぎ

o◎
●8

0

こ

の
よ

う

な

観

点

か

ら

、

キ

ュ
ッ

パ
ー

は
、

Cu
Ω
出

2
0力
鳥

脇

Φ
ぷ

旨

柏
の
事

案

に

つ

い

て

、

完

全

に
無

関

係

な

別

々

の
所

為

を

同

時

に

遂

行

す

る

約

束

も

ま

た

、

ま

す

ま

す

共

同

正

犯

の
寄

与

と

し

て

は

十

分

と

な

し

え

な

い
。

被

告

人

ら

は

、

放

火

罪

と

器

物

損

壊

罪

の
共

同

遂

行

と

解

釈

さ

れ

う

る

よ

う

な

こ

と

を

何

ら

し

て

い
な

か

っ
た

と

す

る

、

穴
■

唱
Φ
さ

旬
.P
O
●
(均
自
白
∵

o力
.c。
ω
N

〈
礪
一・
×
ρ
匂
廿
Φ
び

餌
.ρ
.O
・
(
切
口
.但
y

o◎
心c。
ω
悼
.

国
o
×
甘

∨
●
.旬
.P

(
司
戸

田
y

oo
.8

べ
∴

民
白
眉
唱
o
㌘

p
p
O
.
(
吋
口

頼
)寸
o力
・ω
鵠

.

パ
ρ
匂
O
o
旦

p
p
O

(
司
ロ
ぴ
>

oD
.ω
器

楡

く
αq
－・
0
8

日
Φ
5

p
費
○
・
(憎
口

」
)
⇒
砲
田

図
昌
・G

∴
<
oq
ピ
窪

9

江
2
。・
こ
Ω
且

p
昆

m
出

自

H
い
ぴ
◎Q
苫

§

昌
⇒
⑯
く
o
ロ

吋
曽

Φ
富
合

旬
含

ロ
目
合

ぱ

工
昌
p
廿
日

ρ

頴

。・
冨
ひ
げ
ユ
津

窪

〔
㊥
③
巳

bd
◎
o
汀

声
日
自
問
見

ド
Φ
『
P

o◎
・止
O
O
〔

し

か
し

、

ク

ラ

マ
ー

に
よ

れ

ば

、

共

同

正

犯

と

間

接

正

犯

で

は

帰

属

の

基

準

が
決

定

的

に

異

な

っ
て

い

る

と

さ

れ

る

。

す

な

わ

ち

、

間

接

正

犯

に

お

い
て

他

人

の
行

為

の
帰

属

が
許

さ

れ

る

の
は

、

背

後

者

の
主

観

的

も

し

く

は

客

観

的
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な
優
越
性
が
、
「
た
て
の
帰
属
原
理
」

に
基
づ
き
所
為
の
道
具
の
行
為
を
背
後
者
に
彼

の

「し
わ
ざ

」
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
こ
と
を
許
す

の
で
あ

っ

て
、
共
同
正
犯
の
場
合

の

「よ

こ
の
帰

属
」
は
、
各
関
与
者
の
共
同
の
行
為
決
意
に
基
づ

い
た
分
業
的
な
所
為

の
実
行
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
た
し
か
に
、
道
具
が
完
全

に
構

成
要
件
該
当
的
に
行
為
す
る
間
接
正
犯
の
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合

に
間
接
正
犯
と
共
同
正
犯

と
が
異
な
る
の
は
、
間
接
正
犯
は
対
等

な
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
同
に
行
為
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
者
が
別

の
者
を
自
己

の
目
的

の
た
め
に
利

用
す
る
と

い
う
点
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

民
齢
や
勺
o
さ
p
旬
.ρ

(ヴ
目
口
)∨
o力
・ω
8

.

イ

ェ
シ

ェ
ッ
ク
ー

ヴ
ァ
イ
ゲ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
近
時
の
判
例
は
、
た
し
か
に
正
犯
者
意
思
か
ら
出
発
し
て
い
る
が
、
し
か
し
、
共
同
正
犯
を
基
礎
づ

け
る
た
め
に
、
ま
す
ま
す
、
行
為
計
画

の
遂
行
、
所
為
関
与
の
範
囲
、
行
為
支
配
、
あ
る

い
は
、
す
く
な
く
と
も
行
為
支
配

へ
の
意
思
と
い
っ
た
客
観

的
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
用

い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
と
り
わ
け
基
準
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
各
関
与
者

の

「対
等
な
共
同
関
係
」
(馳
息
合
ぴ
2
8
宮
一讐
Φ

㊥
零
9
①誘
各
◎
啓
)
と
い
う

こ
と
で
あ

る
と
さ
れ
る

(』
Φ
8
げ
06
オ
ー≦
江
oq
m
昌
A

P
P
O
.
(増
戸
N
O
シ

む力
.Φ
ぷ
・)。
ま
た
、
ロ
Ω
出
o力
⇔
ω
メ

N
oo
O
に
お
い

て
は
、
行
為
結
果
に
対
す
る
み
ず

か
ら

の
利
益
の
程
度
、
所
為

へ
の
関
与

と
行
為
支
配
の
範
囲
、
あ
る
い
は
行
為
支
配

へ
の
意
思
と

い
っ
た
こ
と

は
、
本
質
的
な
手
掛
か
り
に
な
り
う

る
と
さ
れ
て
い
る
。

内
法
唱
や
Φ
烈
p
旬
.O

(岡
目
."
∨
o◎
●ω
鵠

.

切
Ω
匡
自力
⇔
・ρ

ぱ
㊤
∴
切
Ω
国
o力
・<

這
口
封

冨
O
.

た
と
え
ば
、
前
掲
注

(56
)

の
よ
う

な
基
準
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
ヴ

ェ
ッ
セ
ル
ス
に
よ
れ

ば
、
共
同
正
犯
は

「
分
業
行
為
の
原
則
と
機
能
的
な
役
割
分
担

の
原
則
」
に
基
づ
く
と
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、

共
同
正
犯
の
場
合
、
各
関
与
者
は
対
等

の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
共
同
の
行
為
決
意
と
共
同

の
構
成
要
件
実
現

の
共
同
担
当
者

で
あ
る
か
ら
、
個
々

の
行
為
寄
与
は
統

一
的
な
全
体
を
完
全
な
も

の
に
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
全
体
結
果
は
、
各
関

与
者
に
完
全
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、

箒

圏

Φ
】・。
.
旬
・p
b

.
(
闇
p

ω
y

印

昌
ふ
N
序

oQ
』
ぴ

s

×

口
唱
℃
⑱
5

釦
・③
・O

(司
戸

口
)
"
o◎
◆ω
c。
N
る

×

口
唱
勺
o
烈

p
・③
b

・
(司
p

但
シ

oD
・ω
8

函

●
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四

結
論

叢論律法

共
同
正
犯
は
、
構
造
的
に

「
分
業
形
態
に
よ

っ
て
犯
罪

の
完
成
を
め
ざ
す
協
力
関
係
、
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
、

こ
の
よ

う

な
関
係
を
個

々
の
関
与
者

の
心
理
的
内
容

か
ら
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
相
手

の
行
為
を
利
用
す
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
犯
罪
を
容
易
に
、
か

(63
)

つ
確
実
に
遂
行
し
よ
う
と
す

る
こ
と
、

い
い
か
え
る
と
、
各
関
与
者
間
に
存
在
す

る

「
相
互
的
利
用

・
補
充
関
係
」

と
し
て
捉
え
る
こ
と

(
64

)

が
で
き
、

こ
の
よ
う
な
利
用

・
補
充
関
係
を
全
体
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を

「
犯
罪

の
分
業

・
分
担
」
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が

っ
て
、
共
同

正
犯
の
構
造

が
各
関

与
者
に
よ
る

「
相
互
的
利
用

・
補
充
関
係
し
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
、

こ
の
観
点
か
ら
、
共
同

正
犯

に
必
要

と
さ
れ
る
客
観
的
寄
与

に
関
す
る
問
題
も
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

つ
ま
り
、
各
関
与
者
間

の
共
働
現
象
が
相
互
的

(65

)

利
用

・
補
充
関
係
と
し

て
評
価
さ
れ
る
の
は
、
各
関
与
者
が
、
意
思
の
連
絡
を
と
お
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
、
そ

の
目
的

へ
向

け

て
各
自

が
行
為
を
遂
行
す
る
か
ら

に
ほ
か
な
ち
な

い
の
で
、
共
同
正
犯
は
、
主
観
面

に
お

い
て
各
関
与
者

が
行
為
決
意
を
共
同
す

る
こ

と
が

(意
思
を
連
絡
さ
せ
る
こ
と
が
)
必
要

で
あ
り
、
客
観
面
に
お

い
て
は
、
そ
の
共
同
の
行
為
決
意

の
枠
内

に
お

い
て
行
為

の
実
現

の

(
66
)

た
め
に
寄
与
す
る
、
と

い
う

こ
と
を
前
提
に
し
て

い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
共
同
正
犯
の
構
造

か
ら
す

る
と
、
行
為

の
共
同
遂
行
と

は
、
各
関
与
者
全
員

が
相
互
に
行
為
を
利
用

・
補
充
し
合

っ
て
犯
罪
を
実
行
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
実
行
行
為
以
外

の
行
為

が
協
力
し
て
な
さ
れ
た
と
し

て
も
、
共
同
正
犯
は
成
立
し
な

い
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
各
関
与
者

は
、
構
成
要
件
を
実
現
す
る

(67

)

,
現

実
的
危
険
性
」
を
有
す

る
行
為
、
す
な
わ
ち
、
実
行
行
為
を
分
担
す
る

こ
と
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
か
な
ら
ず
し
も
実
行
行

為
を
狭
く
捉
え
る
必
要
は
な
く
、
現
実
的
な
危
険
性
を
有
す

る
行
為
を
お
こ
な

っ
た
か
否
か
は
、
共
同
正
犯

の
構
造
か
ら
、
各
関
与
者
が

(
68

)

相
互
的
利
用

・
補
充
関
係

か
ら

「
全
体
と
し

て
の
行
為

の

一
部
」
を
遂
行
し

て
い
た
か
否
か
を
基
準

と
し
て
決
せ
ら
れ
る
べ
き

で
あ

る
。



以
上

の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
本
稿
に
お

い
て
問
題
と
さ
れ
た

「
予
備
段
階
に
お
け
る
共
働
」

は
、
予
備
段
階

が
実
行
行
為
以
外

の
行
為

段
階
を
意
味
し
、
か

つ
、
そ
こ
で
な
さ
れ
た
寄
与
が
40
罪

の
取
り
決
め

へ
の
単
な
る
関
与
以
上

の
こ
と
を
意
味
し
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
共

同
正
犯
に
必
要
と
さ
れ
る
客
観
的
な
要
件
を
充
足
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
樋

予備段階の共働について一57

63注

 

(64

)

(65

)

(66
)

6867

こ
の
意
味
で
、
共
同
正
犯

の
場
合
、
現
実
的
な
分
業
は

「共
同
正
犯
の
特
別
な
危
険
性
」
を
処
理
す
る
、

い
い
か
え
る
と
、
各
関
与
者
は
共
働
す

る
こ
と
に
よ

っ
て
全
体
的
な
所
為

が
失

敗
す
る
危
険
性
を
軽
減
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
で
、

こ
の
観
点
か
ら
、
各
関
与
者
間

の
相
互
的
な
帰

属
が
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
プ

ッ
ペ
の
見
解
は
、
き
わ
め
て
示
唆
に
富

む
も
の
で
あ
る
、

勺
竜

勺
ρ

P
P
O

・
(岡
目
・但
).
o力
・但
べ
N
・

川
端

.
前
掲
注

(2
)
五
二
四
-
五

頁
、
同

『
刑
法
講
義
総
論

(中
巻
)
』

(平
六
年

・

一
九
九
四
年
)
五
五
六
ー
七
頁
、
伺

『刑
法
総
論
25
講
』

(平
二
年

.
…
九
九
〇
年
)
三

一
〇
頁
、
同

『集
中
講
義
刑
法
総
論
ふ
第
二
版

(平
九
年

・
一
九
九
七
年
)
三
七

一
頁
。
川
端
教
授
は
、
分
業

の
性

質
に

つ
い
て
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
人
的
結
合
に
よ

っ
て
強

め
ら
れ
た
個
々
人
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
を
取
り
出
し

て
形
式
的

に
見
て
格
別

の
意
味
を
も
た

な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
業

・
分
担
を

一
つ
の

。合
同
力
L
と
し

て
統

一
的
な
観
点
か
ら
見
た
場
合
に

は
、
重
要
な
意
味
を
も

っ
て
く
る
。
し

た
が
っ
て
、
個

々
人
の
行
為
は
、
そ
の
部
分
だ
け
を

切
り
離
し
て
形
式
的
に
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、

全
体
と
の
関
連
に
お

い
て
実
質
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
部
分
は
全
体
と
の
関
係
に
お

い
て

「有
機
的
な
意
味
」
を
有

し
う

る
の
で

あ
る
か
ら
、
人
的
結
合
に
加
わ

っ
た
者

は
、
全
体

の

一
部
を
遂
行
し
た
に
す
ぎ
な

い
場
合

で
あ

っ
て
も
、
全
体
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
こ
れ
は
、
個
人
を
超
越
す

る
も
の
の
責
任
を
代
位
し
て
負
担
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
も

「
分
業

・
分
担

」
に
よ

っ
て
統

一

的
に
実
現
さ
れ
た
結
果
に
対
し
て
負
担
す
る

「自
己
責
任
t
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

キ

ュ
ッ
パ
ー
は
、
共
同
正
犯
を

「意

識
的
か

つ
意
欲
的
な
共
働
」
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
個
々
の
行
為
寄
与
を
意
味

の
あ
る

「
共

同
の
遂
行
」
と
し
て
理
解
で
き
る
と
し

て
い
る
、
民
音

勺
Φ♪
p
p
ρ

(国
自
切
).

o力
・ωO
戸
.

<
鯉

口
。
6
犀
。旨

§
ミ

<
σ
苦

p
p
O

・
(司
ロ
・c。
)"
ω
・戸
。。
口
・…
≦
べ
・・。・。昼

p
p
O
.
(間
口
.ロ
ン

図
ロ
g
。。
亘

.艮
o
∴
Ω

蝉
日
。
5

旬
・p
o
.
(日

.戸ソ

㈱
N
但

田
口

Φ
ω
・

川

端

・
前
…掲

注

(
2

)

一九
二

⊥
公
貝
。

川

端

.
前

掲

注

(
2

)

五

二

七

頁

。

な

お

、

こ

の

よ
う

な

観

点

は
、

実

行

段

階

を

実

質

的

に
捉

え

る

こ
と

と

、
犯

罪

の
共

働

と

犯

罪

の
取

り
決

め

へ

の
単

な

る
関

与

と

を

区

別

す

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

ロ
ク

シ

ン
、

ク

ラ

マ
ー

、

オ

ッ
ト

ー

、

お

よ

び

キ

ュ
ッ

パ
ー

な

ど

の
見

解

と

親

近

性

を

有

す

る
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と
解
さ
れ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、

こ
れ
と
問
題
意

識
を
同
じ
く
す
る
共
謀
共
同
正
犯
と
見
張
り

の
共

同
正
犯
性
を
考
察
し
え
な
か

っ
た
が
、

こ
の
二
つ
の
問

題
も
、
共
同
正
犯

の
構
造
、
す
な
わ
ち

相
互
的
利
用

・
補
充
関
係
か
ら
検
討
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
解
さ
れ
る
。
そ

の
詳
細
な
検
討
は
他
H
を
期

し
た
い
。

叢論律法


