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は
じ
め
に

法
益
侵
害
の
維
持

・
強
化

構
成
要
件
の
実
現

個
別
的
問
題

は
じ
め
に

犯
罪

の
終
了

に
つ
い
て
、
即
成
犯
、
状
態
犯
、
継
続
犯

の
三
種
類

の
態
様
が
区
別
さ
れ
て
い
る
。
即
成
犯

は
法
益
侵
害
又
は
そ

の
危
険

の

発
生

に
よ

っ
て
犯
罪
が
完
成

し
、
既
遂

に
な

る
と
同
時

に
終
了
す
る
も

の
で
あ
り
、
殺
人
罪
が
そ

の
典
型
例
と
さ
れ
て
い
る
。
状
態
犯
と

は
、
窃
盗
罪

の
よ
う
に
法
益
侵
害

の
発
生
に
よ

っ
て
犯
罪
が
終
了

し
、
そ
れ
以
後

は
法
益
侵
害

の
状
態
が
続

い
て
も
犯
罪
を
構
成
し
な

い

も

の
で
あ
る
。
窃
盗
犯
人
が
駐
物

の
売
却

・
損
壊
等

の
行
為
を
し
て
も
、
す
で
に
そ
れ
ら

の
事
後

の
違
法
状
態
は
窃
盗
罪
の
構
成
要
件

に

よ

っ
て
評
価
さ
れ

て
い
る

の
で
別
罪
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
。
継
続
犯

と
は
、
監
禁
罪

の
よ
う

に
、
法
益
侵
害
が
継
続
し
て
い
る
間
は

　
ユ

　

犯
罪
が
継
続
す
る
も

の
を

い
う
と
さ
れ
る
。

(2?9)
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右

の
区
別
の
う
ち
と
く

に
問
題

と
な
る
の
は
、
状
態
犯
と
継
続
犯

の
区
別
で
あ

る
。
厳
密

に
い
え
ば
、
監
禁
罪
も
監
禁
行
為
が
な
さ
れ

れ
ぽ
犯
罪
は
完
成
し
、
既
遂
と
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ
う
と
す
れ
ぽ
被
害
老
の
釈
放

に
よ

っ
て
は
じ
め
て
監
禁
罪
が
終
了
す
る
と

い

う

の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由

に
よ
る
の
で
あ

ろ
う

か
。
状
態
犯

に
お
い
て
も
、
既
遂
後

に
違
法
状
態
が
続
く

の
で
あ
る
が
、
な
ぜ
、

こ
ち

ら

で
は
そ

の
状
態

の
終
了

に
よ

っ
て
犯
罪
が
終
了
す

る
と
さ
れ
な

い
の
で
あ

ろ
う
か
。
団
藤
博
士
は
、
状
態
犯
を
定
義
し
て

「
法
益
侵
害

の
発
生

に
よ

っ
て
犯
罪
事
実
が
終
了
し
、
そ
れ
以
後
法
益
侵
害

の
状
態
が
継
続
す
る
が
そ
れ
は
も

は
や
犯
罪
事
実
と
は
み
と
め
ら
れ
な

い

も

の
を
い
餌

と
さ
れ
る
が
・
ま
さ

に
・

い
つ
・
ど

の
よ
う
な
法
益
侵
害

の
状
態

の
継
続
が

「
犯
罪
事
客

と

「
み
と
め
ら
れ
る
」
か
の

基
準
が
必
要

に
な

っ
て
く
る
。

平
野
博
士
は
こ
の
基
準
と
し
て
法
益
の
性
質
を
あ
げ
ら
れ
た
。

す
な
わ
ち

「
監
禁
罪
の
法
益
で
あ
る
自
由
は
、
そ
の
拘
束

の
継
続

の

一

刻

一
刻
が
、
拘
束
の
開
始
と
同
じ
ほ
ど

に
苦
痛
で
あ
り
、
拘
束

の
開
始
と

い
う
行
為
が
行

な

わ

れ
た

の
ち
も
、
『
釈
放
し
な

い
』
と

い
う

こ
れ
と
同
価
値

の
不
作
為
が
継
続

し
て
い
る
と
考
え

て
よ
い
。

こ
れ
に
対

し
て
窃
盗

の
場
合
は
、
平
穏

に
占
有

し
て
い
る
の
を
奪
う

の
は

重
大
な
侵
害

で
あ
る
が
、
そ

の
後

の
物
を
使
用
で
き
な

い
と

い
う
状
態

は
、

こ
れ

に
比
べ
る
と
侵
害
性
が
少
な

い
。
そ
こ
に
前
者
が
継
続

犯
と
さ
れ
・
後
者
が
状
態
犯
と
さ
れ
る
理
由
が
あ
匝

と
さ
れ
た
・
大
谷
教
授
も
、
継
続
犯

は
当
該
行
為
が
続
く
間
は
法
益

の
侵
害
を
し

　
　

　

つ
づ
け
る
場
合
で
あ

る
の
に
対
し
、
状
態
犯
は
法
益

の
侵
害

さ
れ
た
状
態
が
そ
の
ま
ま
続

い
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
、
平
野
博

士
と

同
様

の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
右

の
よ
う
な
意
味
で
、
法
益
侵
害

の
性
質
あ

る
い
は
程
度
を
区
別
す
る
こ
と
は
適
当

で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ぽ
、
人
を
縄

で

縛

っ
て
傷
害
す
る
場
合
、
そ

の
時
間
が
長
び

け
ぽ

一
刻

一
刻
傷
害

の
程
度
も
強
ま
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
継
続
犯
と
い
い
う
る
よ
う

に
思
わ

れ
る
が
、
傷
害
罪

は
通
常
は
状
態
犯
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
窃
盗
罪

に
つ
い
て
も
、
占
有
が
奪
わ
れ

て
い
る
間
は
利
用
可
能
性
が
侵
害

さ
れ

つ
づ
け

て
い
る
と
も

い
え

る
し
、
占
有
を
確
実

に
す
る
よ
う
な
行
為
が
な
さ
れ
れ
ぽ
、
利
用
可
能
性

の
侵
害
も
強
化
さ
れ
る
と
も
思

2(280)
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わ
れ

る
。

ま
た
、
盗
品
が
さ
ら
に
売
却

.
損
壊
等
さ
れ
れ
ば
、
奪
取
時

の
利
用
可
能
性

の
侵
害
よ
り
以
上

に
侵
害
が
強

ま
る
と
も
考
え
う
る
。

状
態
犯
か
継
続
犯

か
の
区
別
は
と
く

に
、
ど

の
時
点
ま
で
共
犯
が
成
立
し
う
る
か
、
公
訴
時
効

の
起
算
点
は
い
つ
か
等

の
問
題

に
直
接

答
・兄
る
も

の
と
さ
れ
て
き
た
。
継
続
犯
で
は
犯
罪
終
了
ま
で
共
犯
が

可
能

で
あ

る
が
、
状
態
犯

で
は
犯
罪
終
了
と
既
遂
が
重
な
る
た
め
に

既
遂
時
点
ま
で
で
共
犯

の
可
能
性
も
な
く
な

る
。
公
訴
時
効

の
起
算
点
も
、
継
続
犯
は
犯
罪
の
終
了
時

つ
ま
り
法
益
侵
害

の
終
了
時
で
あ

り
、
状
態
犯
で
は
犯
罪
終
了
時

つ
ま
り
法
益
侵
害

の
発
生
時
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
さ
ら

に
、
継
続
犯

か
状
態
犯
か
の
区
別
は
、
違
法
判

断

の
対
象

は
ど

の
範
囲
ま
で
か
を
決
定
す
る
こ
と
に
な

る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
住
居
侵
入
罪
を
状
態
犯
と
解
す

る
と
、
そ

の
違
法
性
を
決
定
す
る
も

の
は
、
侵
入
行
為
の
動
機

.
目
的

・
態
様

・
侵

入
当
時

の
意
思
等

に
限
ら
れ
る
が
、
継
続
犯
と
解
す
る
と
、
侵

入
当
時

の
客
観
的
事
情

の
み
で
は
な
く
、
侵
入
後

の
不
法
継
続
状
態
も
違
法
判
断

の
対
象
と
な
る
と
考

舌

れ

て
境

・
し
か
し
・
法
益

侵
害
を
基
準
と
し
た
継
続
犯
と
状
態
犯

の
区
別
か
ら
、
右

の
よ
う
な
結
論
を
直
接
的
に
導
き
出
す
こ
と

に
は
問
題
が
あ

る
よ
う

に
も
思
わ

れ

る
。
す
で
に
芝
原
教
授
は
、
窃
盗

罪
は
占
有
取
得
の
時
点

で
既
遂

に
達
す
る
以
上
そ
の
後

の
使
用
態
様
等
を
も
と

に
行
為

の
可
罰
性
を

判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
説

に
対
し
て
、
状
態
犯

と
継
続
犯
の
区
別

に
関
連
さ
せ
て

「
窃
盗
罪

に
お
い
て
は
占
有

の
侵
害
後
も

権
利
者
が
そ

の
物
を
使
用
で
き
な

い
と

い
う
法
益
侵
害

は
継
続

し
て
お
り
、
た
だ
、
そ
れ
が
占
有
侵
害
と

い
う
事
実
と
比
べ
れ
ぽ
法
益
侵

害
性

の
程
度
が
相
対
的

に
少
な

い
だ
け
で
あ

っ
て
、
こ
の
た

め
に
監
禁
罪

の
よ
う

に
自
由

の
拘
束

の
継
続
中
、
拘
束

の
開
始
と
同
程
度
の

法
益
侵
害
が
継
続
す
る
場
合
と
は
区
別
さ
れ
て
継
続
犯

で
な
く
状
態
犯
と
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る

に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
す
れ
ぽ

(平
野

・

総
論
-

一
三
二
頁
)、

限
界
的
事
例

に
お
い
て

可
罰
的
違
法
性

の
判
断

の
た
め
に
は
占
有
取
得
後

の
・事
情

を
も
考
慮
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
匙

そ
こ
浅

法
養

虫
餐

る
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別
は
適
当
で
鑓

文

あ
る
い
釜

当

倒

で
あ
る
に
し
て
も
そ
の
区
別
か
ら
直
ち

に
可
罰
的
違
法
性

の
判
断

の
対
象

に
つ
い
て
結
論
を
導
く
べ
き

で
は
な
い
と

の
考
慮
が
な
さ
れ
て

3

い

る

と

い
え

よ

う

。



本
稿

は
、
右

の
よ
う
な
法
益
侵
害
を
基
準
と
す
る
状
態
犯
と
継
続
犯
の
区
別

は
適
当
か
、
も

し
適
当
で
は
な

い
と

し
た
場
八
口
に
は
両
者

の
区
別

の
基
準
は
ど

の
よ
う

に
な
る

の
か
、
公
訴
時
効

の
起
算
点

・
共
犯

の
成
立

.
違
法
判
断

の
対
象

は
す
べ
て
統

一
的
な
基
準

に
よ

つ

て
解
決
さ
れ
る
べ
き
な

の
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
状
態
犯
と
継
続
犯

に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

(
3
)

(
4
)

(5
)

(
6
)

た
と
え
ぼ
、
団
藤
重
光

・
刑
法
綱
要
総
論

(改
訂

増
補
版

・
昭
和
六
三
年
)

一
一
七
頁

、

四
六
八
頁
。

団
藤

・
前
掲
書

一
一
七
頁
。

平
野
龍

一
・
刑
法
総

論
1

(昭
和

四
七
年

)

一
三

二
頁
。

大
谷

・
前
掲
需

一
六
八
頁
。

正
田
満

三
郎

「住
屠
侵
入
罪

と
不
退
去
罪
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
四
四
五
号

(昭
和
四
五
年

)

一

芝
原
邦
爾

「
不
法
領
得

の
意
思
」
法
学

セ
ミ
ナ
ー

一
九
八
三
年
二
月
号

一
一
七
頁
。

二

法
益
侵
害

の
維
持

・
強
化

四
二
〇
頁
、

大
谷
実

・
刑
法
講
義
総
論

(昭
和
六

一
年
)

一
六
八
頁
、

一
八
頁
、

一
二
〇
頁
。
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状
態
犯
と
継
続
犯

の
問
題

に
つ
い
て
は
、
我
国
よ
り
も
西
ド
イ
ッ
の
方
が

い
く
ら
か
議
論
が
多

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
、
以
下

で
は
、
参
考

に
な
る
と
思
わ
れ

る
範
囲
内

で
西
ド
イ

ッ
の
学
説

・
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

犯
罪
行
為
が
構
成
要
件
の
す

べ
て
の
要
素
を
充
足
す
れ
ば
既
遂
と
な
る
こ
と
は
問
題
が
な

い
。

こ
れ

に
対

し
て
、
犯
罪
が

い
つ
終
了
す

　
ユ

　

る

の
か

に

つ
い
て

は
、

西

ド

ィ

ッ
に
お

い
て
も
、

判

例

・
学

説

と
も
明

確

で

は
な

い
。

行
為

の
不
法
が
終

了
す

る
と
き

に
犯

罪
も

終

了
す

る
と

い
う

の
が

一
般
的

で
あ

馳

・
そ
し
て
・
既
遂
と
終
了
の
間

に
時
間
的
差
暴

あ
り
、
既
遂
後
し
ば
ら
く
し
て
終
了

に
至
る
も

の
と

 し
て

一
致

し
て
認

め
ら
れ
て

い
る
の
は
継
続
犯
と
目
的
犯

の
多
く
で
あ

る
と

い
え
よ
う
。

監
禁
罪
は
被
害
者

の
監
禁

に
よ

っ
て
既
遂

に
達

し
・
釈
放

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
終
了
す
る
。
継
続
犯

で
は
違
法
状
態
が
発
生
し
た
後

に
、
そ
れ
を
維
持
す
る
こ
と
は
継
続
的

に
構
成
要
件

を
実
現
す
る
も

の
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪

の
構
造

か
ら
で
は
な
く
、
犯
行
の
態
様
か
ら
、
継
続
犯
と
同
様

に
扱
わ
れ
る
べ
き
場
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(
3
)

合
と
し
て
、
人
を
縄

で
束
縛
し
て
傷
害
し
続
け
る
よ
う
な
場
合
が
あ

る
。
次

に
、
目
的
犯
は
刑
事
政
策
的
観
点
か
ら
終
了
以
前

に
既
遂
を

前

に
ず
ら
し
て
い
る
犯
罪
で
あ
る
。

西
ド
イ

ツ
で
は
、
詐
欺
罪
は
損
害

の
発
生
に
よ

っ
て
既
遂
と
な

る
が
、
終
了
時

は
、
構
成
要
件
上
は

(
4

)

目
的
と
さ
れ
て
い
る
行
為
者
の
利
益
取
得
が
実
際

に
生
じ
た
と
き

と
さ
れ

る
。
た
と
え
ぽ
、
虚
偽

の
名
前

で
商
品
を
注
文
し
、
さ
ら
に
、

そ
れ
を
配
達
す
る
郵
便
配
達
人
に
行
為
者

は
そ

の
名
前

の
者
で
あ

る
と
誤
信
さ
せ
て
、

そ
れ
を
受
領
し
た
場
合
に
は
、
会
社
が
そ
の
商
品

を
送
付
し
た
時
点
で
す

で
に
損
害
と
同

一
視
さ
れ
る
財
産
の
危
険
化
が
生
じ
既
遂

に
な

る
が
、
行
為
者
側
で
の
受
領
時
に
は
じ
め
て
終
了

(
5

)

す

る
。

年

金

詐
欺

(勾
。算
窪
げ
①欝

αq
)
の
場
合

も
契
約

成

立
後

の
個

々
の
支

払

い

に

つ
い
て

不
作

為

の
欺

岡

を

認

め
る
か
否

か
と

い
う

問
題

(
6

)

は
あ

る
が
、
契
約

の
成
立

に
よ
る
損
害

の
発
生
時
に
既
遂
と
な
り
、
最
終

の
支
払

い
に
お
い
て
終
了
す
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
対
し
、
反
対

に
次

の
場
合

に
は
既
遂
と
終
了

の
時
間
的
差
異
を
認

め
る
べ
き

か
、
あ
る

い
は
、
時
間
的
差
異
を
認

め

る
と
し
て
も

こ
れ
を
ど

の
よ
う
に
扱
う
べ
き

か
に
つ
い
て
議
論
の
対
立
が
あ

る
。

第

一
は
窃
盗
及
び
強
盗

で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
西
ド
イ

ツ
で
は
不
法
領
得
の
目
的

に
よ
ら
ね
ぽ
な
ら
ず
、

目
的
犯
で
あ

る
が
、
窃
盗
は
奪

取
、

つ
ま
り
占
有

の
設
定

に
よ

っ
て
既
遂

に
な

る
。
そ

の
際

に
占
有
が
確
実

に
な

っ
て
い
る
必
要

は
な

い
。

こ
れ
に
対

し
て
、
判
例

に
よ

れ
ぽ
、
窃
盗
の
終
了
は
盗
品

の
占
有
を
確
実

に
し
た
時
点
で
あ
り
・
終
了
ま
で
は
盗
品

の
全
楚

つ
い
て
共
犯
が
可
能

で
穀

・
さ
ら
に
・

判
例
は
、
奪
取

に
よ
る
既
遂
後

に
は
じ

め
て
強
盗
犯
人
が
銃
器
を
携
帯
し
た
場
合
に
も
、
占
有
の
確
実
化

に
よ
る
終
了
ま
で
は
西
ド
イ
ツ

(
8

)

刑
法
第
二
五
〇
条

一
項

一
号
に
よ
る
加
重
が

可
能
で
あ

る
と

し
た
。

第

二
は
放
火
罪
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
保
険
金
を
被
害
者

に
得

さ
せ
る
た
め
に
誰

か
が
そ

の
家
屋
に
放
火

し
た
こ
と
を
知
り
、
自
分
も

被
害
者

の
保
険
金
取
得
を
助
け
よ
う
と
思

っ
て
油
を
注
い
だ
と

い
う
事
案
が
あ

っ
た
。
被
告
人
が

一
階
及
び

二
階

に
油
を
注

い
だ
時
点
で

は
す

で
に
独
立
燃
焼
が
生
じ
て
お
り
、
正
犯

は
既
遂

に
達

し
て
い
た
。
○
ピ
O

頴
鋤
ヨ
ヨ

は
こ
こ
で
、
立
法
者
が
完
全
な
刑
罰
を
科

し
う
る

よ
う

に
、
統

一
的
な
事
象

の

一
部
分
の
み
を
分
離

し
て
、
第

一
の
行
為
に
よ

っ
て
既
遂
と
し
て
い
る
場
合

に
は
、
本
質
的
構
成
要
件
行
為

(283}
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を
越
え
て
可
罰
的
共
犯

の
範
囲
を
拡
張
す
る
こ
と

は
正
当

で
あ

る
と

し
た
。

そ
し
て
、
放
火

の
場
合
も
、
放
火
か
ら
客
体

の
滅
失
ま
で
は

6

統

一
的
な
過
程
で
あ

り
、
放
火
と
燃
焼

は
単
に
思
考
上
分
け
う
る
に
す
ぎ
な

い
と
す
る
。
直
接
的
保
護
客
体
は
放
火
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、

行
為
者
の
肇

目
怪

そ
の
婆

な
の
で
萱

婆

は
単
に
そ
の
手
段
で
あ
乏

す
ぎ
な
い
・
結
局
・
放
火
罪
ξ

い
て
寄

罰
的
関

四

与

は
客
体
が
完
全

に
焼
失
し
て
お
ら
ず
、
そ

の
部
分
に
放
火
さ
れ
る
限
り
可
能

で
あ

る
と
す

る
。
但
し
、
本
件
で
は
、

二
階

か
ら
火
が
出

た
が
、
被
告
人
が

一
階

に
油
を
ま
い
た
時
点
で
は
す
で
に
火
は

一
階

へ
燃
え
移
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
新
た
に
火

　
　

　

元
を

つ
く

っ
て
放
火

し
た
と

は
い
え
ず
、
火
災
を
大
き
く
、
促
進
さ
せ
た
に
す
ぎ
ず
、
幣
助
で
あ
る
と

し
た
。

そ
れ
で
は
、
継
続
犯
と
そ
れ
以
外

の
場
合
、
と
く

に
窃
盗
や
放
火

の
場
合

に
は
何
か
違

い
が
あ

り
、
継
続
犯
以
外

に
は
既
遂
と
終
了

の

差
を
認
め
る
べ
き
で
は
な

い
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

こ
れ
ら

の
事
例
で
は
す

べ
て
既
遂
と
終
了

の
差
を
認
め
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ

う
か
。
後
者
だ
と
す
る
と
終
了

の
基
準
は
何
な

の
で
あ

ろ
う

か
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
継
続
犯

は
法
益
侵
害

の
維
持

又
は
強
化
を
構
成
要
件

の
内
容
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ

れ
な
ら
ぽ
、
右

の
各
事
例

に
お
い
て
も
、
法
益
侵
害

を
維
持

又
は
強
化

し
て
い
る
限
り
は
、
た
と
え
そ
の
間
の
行
為
が
構
成
要
件
要
素
を

も

は
や
充
足
し
な

い
も

の
で
あ
る
と
し
て
も
、
犯
罪
は
終
了
し
な

い
と
す
る

こ
と
は

一
貫
し
て

い
る
と

い
・兄
よ
う
。

エ
ー
ザ
ー
は
窃
盗
や

　む
　け
　

放
火

に
つ
い
て
法
益
侵
害

の
維
持

又
は
強
化
の
終
了
を
犯
罪
の
終
了
と
す

る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

シ

ュ
ト
ラ
ー
テ
ソ
ヴ

ェ
ル
ト
も
、
終

了
の
時
点
を
決

め
る
に
は
構
成
要
件
は
基
準
と

は
な
ら
ず
、
そ
の
後

の
終
了

に
至
る
不
法
を
ど
の
よ
う
に
限
界
づ
け
る
か
が
問
題
で
あ

る

と
為

・
す
な
わ
ち
・
原
則
と
し
て
、
詐
欺
や
放
火
の
例
か
ら
、
法
益
侵
害

の
全
体
的
結
果

の
終
了
時
が
犯
罪

の
終
了
時
点
で
あ
る
。

し

か
し
、
・
零

ぎ

ヨ
が
放
火
の
事
例
で
燃
焼
過
程
と

い
う
籟

的
蓋

を
用

い
た

の
は
適
切

で
は
な

い
。
と
い
う

の
は
、
行
薯

が

藪

の
み

の
燃
焼
を
目
的
と
し
て
い
る
よ
う
な
場
合

に
ま
で
、
全
体
的
結
果
の
終
了
を
も

っ
て
犯
罪
の
終
了
と
す
べ
き
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
、
終
了
は
客
観
的
及
び
主
観
的

に
限
界
づ
け
ら
れ

「
終
了
は
各
構
成
要
件

の
保
護
方
向

に
あ
る
結
果
を
、
そ

の
実
現
が
行
為
者



状態犯 と継続犯

(14

)

の
計
画

に

一
致
す

る
限
り
で
包
括
す
る
も

の
で
あ

る
」
と

い
う
こ
と

に
な

る
。

こ
の
見
解

に
対

し
て
目
的
犯

の
中

に
は
法
益
侵
害
と
関
係

(
15

)

な

い
も

の
も
あ
る
と

の

ハ
ゥ

の
批
判
が
あ
る
が
、
右

の
見
解

で
は
詐
欺
罪

の
利
得

の
目
的
等
も
被
害
者
側

の
財
産
侵
害

の
強
化
と
捉
え
直

(16

)

す
こ
と

に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
右

の
よ
う
な
法
益
侵
害
を
基
準
と
す
る
終
了
概
念
を
認

め
る
こ
と

に
は
批
判
も
強

い
。
そ
の
中
で
も
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は

次

の
二

つ
の
批
判

で
あ
る
。

第

一
は
結
果
無
価
値

に
対
す
る
批
判

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
は
刑
法
は
す

ぺ
て
の
因
果
的
法
益
侵
害
を
処
罰
し
よ
う
と

す
る

の
で
は
な
く
、
構
成
要
件
の
範

囲
内

で
な
さ
れ
る
法
益
侵
害

の
み
を
処
罰
し
よ
う
と
す

る
の
で
あ
り
、
既
遂
と
終
了

の
間
の
態
度

に

つ
い
て

一
般
的

に
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
る
機
能
を
認

め
る
こ
と

は
、
構
成
要
件
行
為

の
非
因
果
的
周
辺
領
域
も

一
般

に
可
罰
的
と
信
じ
て

い
た
時
代

に
戻
る
こ
と

に
な
る
と
す

る
。

フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
犯

罪
終
了

の
理
論
は
個

々
の
構
成
要
件

に
特
有

の
解
釈

の
問
題
で

あ
り
、

可
罰
性

の
法
定
性

の
原
則

に
従

っ
て
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
西
ド
イ
ッ
憲
法
第

一
〇
三
条
第
二
項

に
よ
り
、
行
為
者

の
態

度
は
、
吝

呈

及
び
実
篁

の
許
さ
れ
る
解
釈
に
よ
っ
て
各
構
成
要
件
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
場
合
に
の
み
可
罰
性
を
根
拠
づ
け
転
麗
・
こ

の
観
点

か
ら
、
先

に
あ
げ

た
窃
盗
や
放
火

の
事
例

で
は
既
遂
後

の
事
象

は
刑
罰
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と

は
で
き
な

い
と
す
る
の
で
臥

肥
。

さ
ら

に
、

キ

ュ
ー
ル
も
、
法
益
侵
害

の
維
持

。
強
化
を
終
了

の
基
準
と
す

る
見
解

は
、
行
為
無
価
値
を
無
視

し
て
い
る
と
批
判
す
る
。
終

了
概
念
が
法
治
国
家
的
要
求
を
満
た
す

の
は
、
終
了
概
念
が
形
式
的
意
味

で
の
構
成
要
件
と

一
致

し
、
と
く

に
個

々
の
犯
罪
の
特
殊
な
行

為
類
型
を
守
る
限
り

に
お

い
て

の
み
で
あ

る
。
た
し
か
に
、
構
成
要
件

の
メ
ル
ク

マ
ー

ル
は
解
釈
を
必
要
と
す
る
し
、
そ

の
解
釈
は
保
護

目
的
、
実
質
的

不
法
内
容

に
向
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な

い
。

し
か
し
、

キ

ュ
1

ル
に
よ
れ
ぽ
、
そ

の
実
質
的
不
法
内
容

は
法
益
侵
害
と
同

一

視
し
て
は
な
ら
な

い
。
結
果
無

価
値

の
み
を
実
質
的

不
法
内
容
と
す

る
こ
と
は
、
行
為
無
価
値
、
と
く

に
行
為
類
型

の
法
治
国
家
的
機
能

を
ゆ
る
が

せ
に
す
る
。
そ
う

で
な
け
れ
ぽ
、
実
質
的

不
法
内
容
か
ら
な
さ
れ
た
解
釈

は
各

々
の
構
成
要
件

の
適
用
範
囲
を
そ
の
類
型
を
越

(285}

 

7



え
て
拡
張
す
る
こ
と

に
な
る
。
た
と
え
ぽ
、
盗
品

の
占
有

の
確
実
化

に
役
立

つ
行
為
、

つ
ま
り
も

は
や
奪
取

で
は
な

い
行
為
を
窃
盗

の
実

(
19

)

行
行
為
と
し
、
実
行
行
為
の
い
ろ
い
ろ
な
法
的
効
果
を
認
め
る

こ
と

に
な

っ
て
し
ま
う
。

纂
二
の
よ
り
重
要
と
思
わ
れ

る
批
判
は
、

ル
シ

ュ
カ
の
継
続
犯
と
状
態
犯

の
区
別

に
関
す

る
批
判
で
あ

る
。

す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害

の

維
持

・
強
化
を
終
了

の
基
準
と

し
、
既
遂
後

の
行
為
者

の
態
度
が
す
で
に
侵
害
さ
れ
て

い
る
法
益

の
さ
ら
な
る
侵
害

に
ど

の
限
り
で
影
饗

し
た
か
と

い
う
観
点
か
ら
終
了
を
定

め
る
と

い
う
な
ら
、
た
と
え
ぽ
監
禁
罪
を
継
続
犯
と

し
、
窃
盗
罪
を
状
態
犯
と
し
て
両
者
を
対
置
さ

せ
る
こ
と

に
は
ど

の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
か
と

い
う
批
判

で
あ

る
。
右

の
基
準
に
よ
れ
ぽ
、
既
遂
時
点
と
法
益
侵
害

の
さ
ら
な

る
侵
害

に
よ
る
終
了
時
点
が
異
な
る
す
べ
て
の
犯
罪
は
継
続
犯
罪

(u
き
Φ薩
熱

婁
)
で
あ

る
と
も

い

い
う
る
。
す

べ
て
の
監
禁
と
同
様

に
す

べ
て

の
窃
盗
は
継
続
犯
罪

で
あ
り
、
窃
盗
罪
は
継
続
犯

で
あ

る
こ
と

に
な
る
。

ル
シ

ュ
カ
は
、
法
益
侵
害
を
基
準
と
す
る
見
解
が
従
来

の
継
続

犯
罪
の
概
念
と
そ

の
内
容
的
構
成

(ぼ
や
穿
巴
8
)
を
不
可
能

に
し
て
し
ま
う
こ
と
を
批
判

し
て

い
る
の
で
は
な

い
。
彼

は
、
法
益
侵
害
を

(
20

)

基
準
と
す
る
見
解
が
従
来

の
継
続
犯
罪

の
概
念
を
そ

の
ま
ま
並
列
的

に
扱

っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る

の
で
あ

る
。
法
益
侵
害
を
基
準
と

す
る
見
解
を

一
貫
さ
せ
れ
ば
、
継
続
犯

の
概
念

は
そ

の
意
義
を
失
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
、
右

に
あ
げ
た
窃
盗
及
び
放
火

の
事
例
は
終
了

の
基
準
を
再
検
討
す
る
契
機
を
与
え
、
終
了

の
基
準
と
し
て
法
益
侵
害

の

維
持

・
強
化
を
あ
げ

る
見
解
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。

こ
の
見
解
は
、

個

々
の
構
成
要
件

の
保
護
目
的
、
法
益
保
護
機
能
は
決
し
て
既

遂
の
時
点
で
消
失
す
る
も

の
で
は
な
く
、
消
失
す
べ
き

で
は
な

い
と
す
る
点
で
特
色
が
あ
り
、
終
了
を
実
質
的
観
点
か
ら
捉
え
る
の
で
あ

る
。

し
か
し
他
方

で
、

こ
の
見
解

は
、
法
益
侵
害

の
維
持

・
強
化
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
監
禁
罪
等

の
継
続
犯
と
窃
盗
罪
等
の
状
態
犯

は

区
別
で
き
な
く
な
る
こ
と
、
し
た
が

っ
て
、

こ
の
二

つ
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
法
益
侵
害
と

い
う
実
質
的
側
面
か
ら
だ
け
で
は
な

く
、
各

々
の
構
成
要
件

に
特
殊
な
行
為
類
型
を
中
心

に
し
て
、
構
成
要
件

の
文
言

に
そ

っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
認
識

さ
せ
る
こ
と
と
な

っ
た
と

い
え
よ
う
。

8(286)
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三

構
成
要
件
の
実
現

そ
れ

で
は
、
法
益
侵
害

の
維
持

・
強
化
を
越
え
て
、
犯
罪

の
終
了

の
基
準
と
な

る
構
成
要
件

の
実
現
と
は
ど

の
よ
う
に
し
て
認
め
ら
れ

(
1

)

る
の
で
あ

ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
既
遂
と
な

っ
た
以
上
は
構
成
要
件

の
実
現
は
あ
り
え
な

い
と
す
る
考
え
方
も
成
り
立
ち
う
る
が
、
法
益

侵
害

の
維
持

・
強
化
を
基

準
と
す
る
見
解
を
批
判
す
る
立
場
も
、
そ

の
よ
う
な
厳
格
な
考
え
方
を
す

る
わ
け
で
は
な

い
。

ル
シ

ュ
カ
は
、
既
遂
と
終
了
が
異
な
る
の
は
、
既
遂
時
点
を
越
え
た
行
為

の
続
行
が
継
続
性
を
示
す
場
合
、

つ
ま
り
、
行
為

の
同

一
性

を
保
証
す

る
要
素
が
常

に
そ
し
て
絶
え
間
な
く
存
在
す
る
場
合

の
み
で
あ
り
、
各

々
の
構
成
要
件
が
そ

の
達
成
段
階

の
状
態
に
お
い
て
絶

(
2

)

え
間
な
く
さ
ら

に
実
現
さ
れ
る
場
合

で
あ
る
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、

い
つ
こ
の
継
続
性
が
あ

る
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
非
常

に
難
し

い
。

真

正
作
為
犯
と
真
正
不
作
為
犯
は
、

不
作
為
義
務

又
は
作
為
義
務
が
な
く
な

る
ま
で
継
続
す

る
。
問
題
は
不
真
性
不
作
為
犯
で
あ
り
、

は

じ
め
の
作
為
に
よ

っ
て
行
為
者
が
保
証
人

の
地
位

に
立
ち
、
今
度
は
不
作
為

に
よ

っ
て
も
同

一
の
構
成
要
件
を
充
足
し
う
る
よ
う
な
場
合

で
あ

る
。

こ
の
場
合
は
、
構
成
要
件

の
充
足

に
は
法
益
侵
害
が
必
要

で
あ
る
か
、
法
益
侵
害

の
危
険
で
充
分
か
が
重
要
で
あ
り
、
前
者

で
は

刑
法

の
予
防
機
能

か
ら
、
後

の
不
作
為
が
法
益
侵
害

の
増
大

・強
化
を
も
た
ら
す
場
合
に
の
み
構
成
要
件
が
さ
ら
に
充
足
さ
れ
る
。

こ
れ

に

対

し
て
、
後
者
で
は
、
後

の
不
作
為
が
法
益
侵
害

の
危
険

の
増
大

.
強
化

の
他

に
、
単
に
危
険

に
さ
ら
さ
れ
た
法
益
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
お

く

こ
と
も
構
成
要
件

の
さ
ら
な

る
充
足
と

い
え
る
。
具
体
的

に
は
、
西
ド
イ
ッ
刑
法
第

一
二
三
条

一
項

の
住
居
侵
入
罪
は
保
護
さ
れ
た
場

所

へ
の
侵

入
に
よ

っ
て
そ
の
構
成
要
件
が
充
足
さ
れ
る
が
、
行
為
者

に
は
そ

の
後
も
立
去
る
義
務
が
あ
り
、

こ
の
義
務
を
履
行
し
な

い
限

り
犯
罪

は
継
続
す
る
。
監
禁
罪
も
、
監
禁
後
、
被
害
者
を
釈
放
す

る
義
務
を
怠
る
不
作
為

に
よ

っ
て
法
益
侵
害
が
強
ま
る
の
で
継
続
す
る
。

西
ド
イ
ッ
刑
法
第
二
五
三
条

の
恐
喝
罪
も
、
被
害
者
が
現
金
を
郵
便

に
付

し
た
時
点
で
財
産

の
危
険
は
発
生
す
る
が
、
な
お
、
被
害
者
が

郵
便
局
か
ら
返
還
請
求
を
な
し
え
な
く
な
る
ま
で
は
決
定
的
損
害

は
発
生
し
て
い
な

い
の
で
、

こ
の
間
、
行
為
者
が
危
険

の
原
因
と
な

っ

10(zs8}



状態犯と継続犯

(
3
)

た
脅
迫
を
取
り
消
す
義
務
を
怠

る
限
り
、
犯
罪
は
継
続
す

る
。

西
ド
イ
ッ
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、

い
な
か
道

で
自
動
車

に
乗

っ
て
い
た
被
害
者
を
ピ

ス
ト

ル
で
脅
迫

し
て
小
切
手
や
財
布
を
渡
さ
せ
た

後

に
、
公
道
で
さ
ら

に
ピ

ス
ト

ル
で
被
害
者
を
脅
迫
し
て
、
灯
火
を

つ
け
な

い
で
、
停
車
す
る
こ
と
な
く
走
り
去
る
よ
う

に
さ
せ
た
と

い

う
事
案

に

つ
い
て
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
第

二
五
五
条

の
強
盗
的
恐
喝

の
脅
迫

は
、
盗

品
の
占
有

の
確
実
化

に
至

っ
て
い
な

い
時
点
、

つ
ま
り
、

犯
罪
が
終
了
し
て

い
な

い
時
点
で
、
公
道
で
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
、
加
重
事
由

(西
ド
イ
ツ
旧
刑
法
第
二
五
〇
条
第

一
項
第
三
号
)
が
存
在

(
4

)

す
る
と
し
た
。

ル
シ

ュ
カ
に
よ
れ
ぽ
、
結
論
的

に
は
こ
の
判
例
は
支
持
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
の
よ
う
に
不
明
確
な
終
了
概
念

に
よ
る
べ
き

で
は
な
く
、
行
為
者
が
強
盗
的
恐
喝
や
恐
喝

の
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
を
さ
ら

に
実
現
し
て
い
る
か
否

か
を
問
題
と
す
べ

き
な

の
で
あ

る
。

こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
脅
迫
と

い
う

の
は
脅
迫
行
為

の
瞬
間

に
終
わ

る
も

の
で
は
な
く
、
被
害
者
が
そ

の
効
果

の

下

に
あ
り
、
行
為
者
が
作
為
又
は
不
作
為

に
よ

っ
て
こ
の
脅
迫

に
関
係
し
て
い
る
限
り
続
く

の
で
あ
り
、
く
り
返
し
て
脅
迫
す
る
場
合
も
、

そ
れ

は
す
で
に
存
在
す
る
状
態
を
新
た

に
表
現
す
る
に
す
ぎ

な
い
。
次

に
、

こ
の
脅
迫

の
継
続

に
よ
り
、
被
害
者

は
恐
喝
さ
れ
た
金
を
取

り
戻
し
た
り
、
助
け
を
求

め
た
り
し
て
所
有
権
を
回
復
す
る
手
段
を
講
ず
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
な
り
、
財
産

の
処
分
が
継
続
し
て
存

在
す

る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、

こ
れ

に
よ

っ
て
、
財
産
的
被
害
も
よ
り
大
き
く
な

る
。
し
た
が

っ
て
、
行
為
者
が

こ
れ
ら
の
行
為
を
故
意

に
、
さ
ら

に
、
盗

品
の
占
有

の
確
実
化
と

い
う
利
得
目
的

を
も

っ
て
行
な
う
隈
り
、
恐
喝
罪
の
構
成
要
件

は
既
遂
後
も
さ
ら
に
実
現
さ
れ

(
5

)

て

い
る
と

い
え
る
。

し
か
し
、
奪
わ
れ
た
盗
品

の
取

り
戻

し
が
困
難

に
な
る
点
を
法
益
侵
害

の
強
化
と
と
ら
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
窃
盗
や
強
盗

で
も
同
様

に

考
え
な
け
れ
ぽ
な

ら
な

い
こ
と
に
な

る
。

し
た
が

っ
て
、

ル
シ

ュ
カ
の
見
解
は
、
恐
喝
の
構
成
要
件

の
脅
迫
の
性
質
、

つ
ま
り
そ
れ
は
将

来
効
果
を
も

つ
こ
と
に
注

目
し
た
点

で
意
義
が
あ

る
と

い
え
よ
う
。
そ
し
て
窃
盗
や
強
盗

で
は
同
様

に
盗
品
の
占
有

の
確
実
化

に
至
る
行

為
が
既
遂
後
に
な
さ
れ
て
も
、
奪
取
は
脅
迫
と
異
な
り
、
将
来

に
向
け
て
効
果
を
も

つ
も

の
で
は
な
く
、
窃
盗
や
強
盗

の
構
成
要
件
の
実

(289)li



現
は
既
遂
時
点
で
終
了
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。

法
益
侵
害

の
維
持
と
強
化

の
み
を
基
準
と
す
る
見
解
を
批
判
し
た
キ

ュ
ー

ル
も
、

既
遂
後

の
犯
行

の
続
行
が
作
為
又
は
不
作
為

に
よ
る

構
成
要
件

に
類
型
的
な
行
為

で
あ
る
か
、
構
成
要
件

に
類
型
的
な
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
場
合

に
の
み
、
既
遂
と
終
了
が
時
間
的

に
異
な
る

こ
と
を
認

め
る
。
前
者

の
例
と
し
て
、

た
と
え
ぽ
、
行
為
者
が
被
害
者

の
手
首
を
縛

っ
て

つ
ね

に
増
大
す
る
苦
痛
を
与
え
て

い
る
と
き

は
、

そ
れ
を
緩

め
な

い
と

い
う
不
作
為

に
よ

っ
て
傷
害

の
構
成
要
件
を
類
型
的

に
充
足
し

つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
後
者

の
例
と
し
て
は

西
ド
イ
ッ
刑
法
第
二
六
三
条

の
詐
欺
罪

の
欺
岡
行
為
が
、
多
く

の
構
成
要
件
該
当

の
結
果
、

た
と
え
ぽ
、

保
険
会
社

(<
①邑
爵
。匿
嶺
)
に

(
6

)

損
害

を
与
え
る
数
回
の
年
金

の
支
払

い
を
も
た
ら
す
場
合
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
れ

に
対

し
て
、
詐
欺
罪
は
行
為
者
側
で
の
財
産
上
の
利
益

の
取
得

に
よ

っ
て
終
了
す
る
と
考
え
る
こ
と

は
、
詐
欺
罪
は
利
得
を
構
成
要
件
要
素

と
し
て
い
な

い
点
か
ら
み
て
疑
問
が
あ
る
。
窃
盗
罪

に
つ
い
て
も
、
盗
品

の
占
有

の
確
実
化

に
よ

っ
て
窃
盗
罪
は
は
じ

め
て
終
了
す
る
と

い
う

の
が

通
説

・
判
例
で
あ
り
、
そ
こ
に
所
有
権
侵

害

の
強
化
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
西
ド
イ

ッ
刑
法
第

二
四
二
条
の
窃
盗
罪
は
奪
取

に
よ
る
領
得

で
あ
り
、
奪
取
と
は
新
た
な
、

し
か
し
必
ず
し
も
確
実
で
な

い
占
有

の
設
定

で
あ
り
、
盗
品
の
占
有

の
確
実
化
は
も
は
や
奪
取
で
は
な
く
、
盗
品

の
占
有

の
確
実
化

に
つ

(7

)

い
て
は
別

に
第
二
五
七
条

(犯
罪
庇
護
)、
第
二
五
九
条

(貯
物
罪
)
及
び
第

二
五
二
条

(強
盗
的
窃
盗
)
が
存
在
す
る
。

し
た
が

っ
て
、
奪
取

後

の
事
情

は
窃
盗

の
構
成
要
件

に
は
含

ま
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら

の
見
解

に
よ
れ
ぽ
、
既
遂
後

に
も
構
成
要
件

の
実
現
が
認

め
ら
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
作
為

・
不
作
為
に
よ

っ
て
構
成
要
件
要
素

を
さ
ら
に
充
足
す
る
場
合

の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

と
く
に
不
作
為

で
構
成
要
件
を
充
足
す
る
と
い
う
と
き
、

い
つ
作
為
義
務
を
認

め

る
べ
き

か
は
、
法
益
侵
害

の
維
持

・
強
化
と

い
う
観
点
を
全
く
度
外
視

し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

し
か
し
、

ル
シ

ュ
カ
と
キ

ュ
ー

ル
の
見
解

は
、
た
と
え
ぽ
所
有
権
侵
害

の
維
持

・
強
化
を
も
た
ら
す
行
為
で
あ

っ
て
も
、
脅
迫
、
奪
取
と

い
え
な

い
場
合
に
は
構
成
要
件

要
素

の
充
足
を
認
め
な

い
の
で
あ
り
、
行
為
類
型

か
ら
の
可
罰
性

の
限
定
と

い
う
主
張

に
忠
実
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。
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状態犯と継続犯

こ
れ
と

異
な
り

、
右

の
見
解

と
同
様

に
、
既

遂
後
終

了

ま

で

の
間

の
行

為

は
さ
ら

に
構

成
要

件
を
充

足

し
な

け
れ
ば

な
ら

な

い
と
し
な

が

ら
、
法

益

侵
害

の
維
持

.
強
化

と

い
う
観

点

を

よ
り
重
視

す

る
も

の
と

し

て
、

フ

ル
ト

ナ
ー
と

キ

ュ
1
パ

ー

の
見
解

を
あ
げ

う

る
。

フ
ル
ト
ナ

ー
は
、
窃

盗

に

つ
い
て
は
、
連

邦
最

高
裁

判
所

の
よ
う

に
、
行

為
者

が
盗

品

を

一
定

の
場

所

に
持

っ
て
い

っ
た
時

点

で

は
じ

(
8

)

め
て
終
了
す
る
と

い
う
の
は
行
ぎ
す
ぎ

で
あ
る
と
す

る
。

し
か
し
、
窃
盗

の
奪
取
と

い
う
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
は
、
窃
盗
犯
人
が
盗

品
を
持

っ
て
、
被
害
者

の
支
配
領
域
か
ら
立
ち
去

っ
た
と
き
、

た
と
え
ば
、
監
視

の
な

い
商
店
等
で
は
、
行
為
者
が
雑
踏

に
ま
ぎ
れ
て
も

(
9

)

は
や
認
識

で
き

な
く

な

っ
た
と
き

に
そ

の
実

現
が
終

了
す

る
と

い
う
。
も

ち

ろ

ん
、

こ

の
場
合

は
な

お

「
奪

取
」

の
解

釈

の
範

囲
内

と

い

、凡
る
か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し
、

フ

ル
ト

ナ

ー
は
、

さ
き

に
あ

げ

た
放

火

の
事

例

に

つ
い
て
、
建

物

の
す

で

に
燃
え

て

い
る
部
分

は
、

ま

だ

燃

え

て

い
な

い
部

分

に

つ
い
て

の
点

火
物

(N
宮
牙
8
中
)

で
あ

る
と
考

え
れ
ぽ

「
火

を
放

つ

(ぎ
ぎ

鼠
。。Φ奮

譜
)」
と

い
う
構
成
要

件
要

素

が

実
現

さ
れ

て

い
る
と
す

る
。

そ

し
て
、

そ

の
理
由

を
、
自

己

点

火

(ω
Φ芽

§

曹

鼠
§
頓)

に

よ

る
建

造

物

の
燃

焼

に

つ
い

て
、

火
が
建

造

物

に
移

る
前

に
燃
焼

を
強

め
る
者

は
疑

い
な

く
放
火

罪
と

な

る

の
に
、
建
造

物

自
体

が
燃

焼

し
始

め
た
後

に
火

元

(¢口
「¢喝謬ユ
げ
①H鮎
)

を
強

め
る
行

為

は
も

は
や

「
火

を
放

つ
」

に
該

当

し
な

い
と

し

て
、

器
物

損

壊
罪

で
軽

く
処

罰
す

る

の
は
行
為

の

不
法
内

容

に
反

し
、

後
者

に

お
い
て
も
共
同
体

に
対
す
る
危

険
性
を
発
生
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
無
視
す

る
点
に
求

め
て
馳

・

し
か
し
・

ン」
れ
は
法
養

害

の
強
化

は

両
者
に
お
い
て
同
じ

で
あ
る
か
ら
、
両
者
と
も

に

「
火
を
放

つ
」
と

い
う
構
成
要
件
を
実
現
す
る
と

い
う
考
え
方

の
よ
う

に
思
わ
れ
、
法

益
侵
害

の
維
持

.
強
化

の
他
に
構
成
要
件

の
実
現
を
も
終
了

の
基
準
と
し
た
意
義
を
半
減
さ
せ
る
も

の
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
こ
と
は
、

キ

ュ
ー
パ
ー
の
見
解

に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

キ

ュ
ー
パ
ー
も
、
既
遂
後
の
行
為
が
な

お
構
成
要
件

の
文
言

の
範
囲

内

の
解
釈

に
よ

っ
て
構
成
要
件

に
該
当
す

る
場
合

に
の
み
既
遂
後

の
行
為
を
可
罰
的
と
し
う
る
と
し
、
放
火

の
事
例

に
関
し
て
、
点
火
さ

れ
た
客
体

の
完
全
な
燃
焼
を
も
含
む
よ
う
に

「
火
を
放

つ
」

と
い
う

メ
ル
ク

了

ル
を
解
釈
し
う
る
と
為

・

し
か
し
・
そ
の
解
釈
を
詳

し
く
展
開
し
て
は

い
な

い
。

フ
ル
ト
ナ
ー
は
、
各
規
範

の
決
定
機
能
と
評
価
機
能

は
既
遂
時
点
を
越
え
て
完
全
な
法
益
侵
害

に
係
わ
る
の

(291)13



で
あ

っ
て
、
既
遂

に
よ

っ
て
規
範
的
な
保
護

の
効
果
が
消
失
す
る
の
で
は
構
成
要
件
は
そ
の
任
務
を
十
分

に
果
た
し
て
い
な

い
と

い
う
。

(
12

)

そ

こ
か
ら
、

放
火

の
構
成

要
件

は
発
生

し
た
法

益
侵
害

の
維

持

・
強

化

を
も

否

認

し
て

い
る
と
す

る
が

、

こ

こ
か
ら
右

の
よ
う
な

「
火
を

放

っ
」

の
解

釈
が

当
然

に
導

か
れ

る

べ
き

だ

と

し
て

い
る

に
す
ぎ

な

い
よ
う

に
も
思

わ
れ

る

の
で
あ

る
。

む

し
ろ
、

そ

れ
な

ら
ぽ
、

イ

エ
シ

ェ
ッ
ク
や

ハ
ウ

の
よ
う

に
、

立
法

者

は
全

体
的

な
犯

罪
事

象

を
刑

罰
を
も

っ
て
禁

止

し

よ
う

と

し
て

い
る

の
で
あ

り
、
構

成
要

件
要
素

の
充
足

は
既
遂

の
要

件

に
す
ぎ

ず
、

既

遂

に
至

っ
た

と

い
う

こ
と

は
そ
れ
以

後

の
行

為
が

不
可
罰

で
あ

る

と

い
う

こ
と
を
意

味

し
な

い
と
考
え

る
方

が
無

理
が

な

い
よ
う

に
思

わ
れ

る
。

イ

エ
シ

ェ

ッ
ク
は
、
終

了
を

既
遂

よ
り
後

の
時
点

で
認

め
る
た

め

に
、
構

成

要

件
要
素

の
解

釈

の
際

に
、
「
文

言

の
可
能

な
意
味

」

へ
の

結
び

つ
け
を

慎
重

に
で

は
あ

る
が

緩

め

る
必
要
が
あ

る
と
す

る
。
終

了

は
構

成
要

件

に
内

在
す

る
禁

止

の
意
味

に
よ

っ
て
実

質
的

に
捉
、兄

(
13

)

ら
れ
、
構
成
要
件
に
関
係
す
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
ね
ぽ

な
ら
な

い
。

た
と
え
ぽ
、
窃
盗
は
奪
取

に
よ

っ
て
既
遂
と
な
る
。

し
か
し
、

行
為
者
が
所
有
者
同
様

の
支
配

の
客
観
的
設
定

に
よ

っ
て
領
得
目
的
を
実
現

し
た
と
き
に
終
了
す

る
。
所
有
者
同
様
の
支
配
は
構
成
要
件

該
当
性
と

い
う
観
点
か
ら
い
う
と
も

は
や
奪
取
で
は
な

い
。

し
か
し
、
領
得
は
新
た
な
占
有
の
確
実
化
と
い
う
形

で
奪
取

に
密
接

に
結
び

(
14

)

つ
い
て
い
る
。
詐
欺
罪

に
お
い
て
も
、
被
害
者
側
で
の
損
害

の
発
生
に
よ

っ
て
既
遂
と
な
る
が
、
そ
の
財
産
移
転
罪
と
し
て
の
性
格
か
ら
、

行
為
者
が
財
産
的
利
益
を
取
得
し
た
と
き

に
は
じ
め
て
終
了
す
る
。
被
害
者

の
損
害

は
行
為
者
財
産

に
お
け
る
資
産

の
増
加
と
し
て
現
わ

(
15

)

れ
、
ま
た
、
こ
の
結
果
は
欺
岡
行
為

に
よ

っ
て
追
求
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点

に
構
成
要
件
該
当
行
為
と

の
結
び

つ
き
が
認

め
ら
れ
る
。
放
火

も
鎮
火
又
は
建
造
物

の
消
失
に
よ

っ
て
は
じ

め
て
終
了
す

る
。
燃
焼

の
経
過
は
も
は
や
構
成
要
件
該
当
行
為
で
は
な
く
、
放
火
の
客
観
的

(
16
)

効
果

の
結
果

に
す
ぎ
な

い
が
、
放
火
行
為
は
少
な
く
と
も
、
目
ざ
さ
れ
た
事
象

の
原
因
と
し
て
継
続
的
に
作
用
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
右

の
よ
う
な
形
で
構
成
要
件
該
当
行
為
と
終
了
ま
で
の
過
程
の
結
び

つ
き
を
認
め
る
説
も
、
自
ら
そ
の
結
び

つ
き
が
弱
い
場

(
17

)

合
が
あ

る
と
す
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
理
に
構
成
要
件
該
当
行
為
と

の
結
び

つ
き
を
肯
定
す
る
の
は
、
従
来
、
通
説

.
判
例
で
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(
18

)

認

め
ら
れ
て
き
た
終
了
と
既
遂

の
相
違

に
関
す
る
類
型

に

つ
い
て
の
結
論

を
そ

の
ま
ま
前
提
と
し
て

い
る
か
ら

で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

そ

の
限
り
、
右

の
基
準
に
よ

っ
て
も
継
続
犯
と
状
態
犯

の
区
別
は
で
き
な

い
の
で
あ

る
。

状態犯と継続犯

(
1

)
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実
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は
も

は

や

奪

取

で

は

な

く

、

構

成

要

件

を

充

足

す

る

行

為

で

は

な

い

と

い

う

。

欝

F

p
翻・
.
O
二

Qo
●

ω
①
簿

劇
¢

な

お

、

ハ
ウ

け

終

了

を

総

論

の

問

題

と

と

ら

え

、

そ

の
基

準

と

し

て

、

犯

罪

構

造

又

は

行

為

の

性

質

に

一
致

す

る

法

益

侵

害

の
終

了

を

あ

げ

る

。

さ

ら

に
、

構

成

要

件

を

充

足

し

な

い
行

為

を

可

罰

性

を
根

拠

づ

け

る

も

の

と

す

る

こ

と

も

、

他

の
総

論

の

問

題

と

同

様

に
慣

習

法

上

許

さ

れ

る

か

ど

う

か

で

あ

り

、

こ

れ

は

許

さ

れ

る

と

す

る

。
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四

個
別
的
問
題

(294)

 

そ
れ
で
は
、
以
上

に
み
た
よ
う
な
抽
象
的

に
把
握
さ
れ
た
終
了
概
念

か
ら
、
既
遂
後

の
共
犯
、
時
効
、
既
遂
後

の
被
害
者
側

で
の
正
当

防
衛

の
可
能
性
等

に
つ
い
て
統

一
的
な
解
決
が
導
か
れ
る
べ
き

で
あ

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
法
益
侵
害

の
維
持

.
強
化
を
終
了

の
基
準
と

す

る
場
合
に
は
状
態
犯
と
継
続
犯

の
区
別
な
く
、
す
べ
て
法
益
侵
害

の
維
持

.
強
化

の
続
く
限
り
共
犯

は
可
能
で
あ
り
、
時
効
は
進
行
せ

ず
、
正
当
防
衛
は
な
し
う
る

の
で
あ

ろ
う
か
。
反
対

に
、
既
遂
後

の
態
度
が
作
為
又
は
不
作
為

に
よ

っ
て
構
成
要
件
を
充
足
す
る
か
、
構

成
要
件

に
該
当
す
る
結
果
が
発
生
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
犯
罪
は
終
了
し
な

い
と
す

る
と
、
継
続
犯
と
状
態
犯

は
区
別
さ
れ
、

状
態
犯

に

つ
い
て
は
既
遂
後

は
共
犯
は
不
可
能
で
あ

り
、
時
効
は
既
遂

に
よ

っ
て
進
行
し
、
正
当
防
衛

は
不
可
能

に
な
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
継
続
犯
と
状
態
犯

の
区
別
を
維
持
す
る
と

い
う

の
で
あ
れ
ぽ
、
後
者

の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ぽ

な
ら
な

い
で
あ

ろ
う
。

し
か

し
、
継
続
犯
、
状
態
犯
、
そ
し
て
犯
罪

の
終
了
と
い
う
概
念

は
お
よ
そ
抽
象
的
な
形
で
問
題

に
な
る
の
で
は
な
く
、
右

に
示

し
た
よ
う
な

個
別
的
な
問
題
を
解
決
す

る
場
合
に
具
体
的
、
個
別
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
否
定

で
き
な

い
。
そ

こ
で
、
こ
こ
で
は
、

こ
れ
ら
の
個
別

的
問
題

に
つ
い
て
若
干

の
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

6

共
犯

従
来
、
終
了
概
念

は
主
と
し
て
、
既
遂
後

の
共
犯
を
認
め
る
べ
き

か
否

か
と
い
う
形

で
問
題

に
な
り
、
解
答
が
与
、兄
ら
れ

て
ぎ
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
共
犯
論
に
お
い
て
共
犯

の
処
罰
根
拠
を
違
法

の
惹
起

に
求
め
、

と
く
に
そ
の
際

に
行
為
無
価
値
を

重
視
し
た
惹
起
説
に
立

て
ば
、
既
遂
後

の
共
犯

は
正
犯
の
構
成
要
件
実
現
、

西
ド
イ
ッ
刑
法

の
詐
欺
罪

で
は
少
な
く
と
も
損
害

の
発
生

に

　
ユ

　

つ
い
て
、

ま
た
、
窃
盗
罪
で
は
奪
取

に
寄
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
結
果
無
価
値
を



状態犯と継続犯

重
視
す
る
惹
起
説

に
よ
れ
ば
、
法
益
侵
害

の
維
持

・
強
化

に
寄
与
す
る
者
を
共
犯
と
す

る
こ
と

は
論
理
的

に
全
く
不
可
能
と
は
い
え
な

い

　ヨ

　

で
あ
ろ
う
。
も

つ
と
も
、
結
果
無
価
値
惹
起
説
も
法
益
侵
害

の
惹
起
と
維
持

・
強
化
を
区
別
し

て
、
共
犯
は
ま
さ
に
惹
起

に

つ
い
て
の
関

与
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
共
犯
の
処
罰
根
拠
は
共
犯
者
が
正
犯
者
と
共
に
犯
罪
結
果
を
惹
起
し
た
点
に
求
め
ら
擁

心
理
的
因
果

関
係

で
あ

っ
て
も
と
に
か
く
結
果
惹
起

と
結
び

つ
き
が
共
犯
成
立
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
監
禁
罪

の
よ
う
な
法
益
侵
害

の
維

持

.
強
化

に
対
す

る
共
犯
を
否
定
す
る
も

の
と
も

い
え
な

い
。
問
題

は
共
犯

の
本
質
及
び
罪
刑
法
定
主
義

の
要
請

か
ら
共
犯

の
成
立
を
正

犯

の
構
成
要
件
実
現
に
ど

の
程
度
結
び

つ
け
て
考
え
る
か
で
あ

る
。

わ
が
国
に
お
い
て
は
、
承
継
的
共
犯

の
問
題
を
扱

っ
た
判
例

の
多
く

は
既
遂
後

の
共
犯

の
成
立
を
認

め
て
い
る
。
承
継
的
共
犯

の
リ
ー
デ

ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
る
判
例
は
、
強
盗

目
的

で
す

で
に
被
害
者
を

殺
害
し
た
夫
、

つ
ま
り
正
犯
と
し
て
強
盗
殺
人
の
既
遂

に
達

し
て
い
る
夫
か
ら
清
を
知
ら
さ
れ

て

ロ
ウ
ソ
ク
を
か
か
げ

て
夫
の
金
品
強
取

を
容
易
に
し
萎

を
強
盗
殺
人
の
鵡

良

漉
・
も

つ
と
も
・
豊

殺
人
の
既
遂
籔

象

既
遂
に
芒

て
い
な
く
て
も
認
め
ら
れ
る
と

い
う
特
殊
性

は
あ
る
。
し
か
し
、
強
盗

の
み
が
問
題

に
な
る
事
案

で
も
な

お
既
遂
後

の
共
犯

は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
M
が
暴

行

.
脅
迫

に
よ

っ
て
被
害
者
か
ら
現
金
を
奪

い
取
り
、
か

つ
、

タ
ク
シ
ー
料
金
の
支
払
請
求
を

一
応
断
念
さ
せ
た
後

に
、
被
告
人
は
M

の

命
令

の
下

に
被
害
者

に
暴
行
を
加
え
た
。
弁
護
人
は
監
禁
罪
の
共
同
正
犯
な
ら
ば
罪
責
を
認

め
る
と
し
て
い
た
が
、
判
例
は
両
者

の
行
為

の
場
所
的
同

一
性
と
時
間
的
接
着
性
、
暴
行

の
具
体

的
態
様
等
を
考
慮

し
て

「
被
告
人
が
加
担
し
た
以
後

の
暴
行

は
、
自
己

の
逃
走
を
容

易
に
す
る
目
的

の
ほ
か
、
強
取

し
た
財
物
を
確
保
し
、

タ
ク
シ
ー
料
金

の
支
払
を
免
れ
る
と

い
う
利
益

の
取
得
を
決
定
的
に
確
実
な
も

の

に
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
も
行
な
わ
れ
た
も

の
と
認
め
る
の
が
相
当

で
あ
る
。
…
…
前
記
財
物
及
び
財
産
上

の
利
益
を
確
保
す
る
と

い

う
行
為

は
、

一
個
の
強
盗
行
為

の

一
部
を
組
成
す

る
も

の
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
、
被
告
人
は
強
盗

の
実
行
行
為

の

一
部
を
分
担
し
た
も

の
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

と
し
た
。
そ
し
て
、
被
告
人

の
監
禁
罪

の
成
立
を
い
う
所
論

は
M
の
金
品
強
取
を
も

っ
て
強
盗
行
為

は

終
了
し
た
と
す
る
見
解
を
前
提
と
す
る
も

の
で
あ

っ
て
、
播

で
き
な

い
と
髭

・

こ
の
判

例
は
・
強
盗
罪
に

つ
い
て
既
遂
後
の
財
物

の
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占
有

の
確
実
化
、
利
益
取
得

の
確
実
化

に
よ
る
終
了
ま
で
の
承
継
的
共
同
正
犯

(強
盗
傷
人
-

傷
害
は
前
後
両
行
為
か
ら
生
じ
て
い
る
)
を
認

め
た
点
で
特
色
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
後

に
述
べ
る
よ
う

に
、
行
為
者
に
広

い
意
味

で
帰
責
さ
れ
る
事
象

は
構
成
要
件
該
当
行
為

に
限
ら

れ
ず
、
そ

の
後

の
法
益

の
危
険
化
及
び
侵
害
を
も
含
む
と
解
す
る
こ
と
も

で
き
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

ル
ド

ル
フ
ィ
ー

の
い
う

よ
う
に
・
そ
れ
は
行
為
者
自
身

へ
の
帰
責

の
問
題
と
し
て
公
訴
時
効
や
量
刑

に
つ
い
て

の
み
で
あ

っ
て
、
第
三
者

の
責
任
を
問
う
共
犯
論

ξ

い
て
は
直
ち
に
は
あ

て
は
ま
ら
蕊

・

ル
ド

ル
フ
ィ
占

身
は
、
蕎
助

は
正
犯

の
構
成
要
件
該
当
行
為

へ
の
寄
与
を
通
し
て
構
成
要

件
的
結
果
を
正
犯
と
共

に
惹
起
し
た
こ
と
を
前
提
と
す
る
の
で
、
既
遂
後

の
関
与
は
籍
助
に
は
な
り
え
な
い
と
す
る
。
具
体
的

に
は
、
監

禁
罪

の
既
遂
後

の
関
与

は
正
犯

の
不
作
為

に
ょ
る
監
禁

の
実
現

に
関
与
す

る
も

の
と
し
て
箒
助
と
な
り
う
る
が
、
窃
盗

の
占
有

の
確
実
化

へ
の
関
与
は
箒
助
と
は
な
り
え
ず
、
前
述

の
放
火

の
事
例
は
後

の
関
与
者
も
客
観
的
に
建
造
物

の
焼
殿

の
原
因
を

つ
く

っ
て
い
る

の
で
正

(8

)

犯

で
あ
る
と
す
る
。

と
く

に
財
産
犯
に

つ
い
て
は
ル
シ

ュ
カ
や
キ

ュ
ー
ル
の
い
う

よ
う

に
、
既
遂
後

の
犯
罪
関
与
者
を
処
罰
す

る
必
要
が
あ
る
場
合

に
は
立

法
者

は
貯
物
罪
や
犯
罪
庇
護

(西
ド
イ
ッ
刑
法
二
五
八
条
)
等

の
規
定
を
用
意
し

て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
れ
以
外

の
場
合
は
既
遂
後

の
関
与

者
は
特

に
処
罰
し
な

い
旨
が
読

み
と
馳

・

わ
が
国
で
も
同
様

に
琵

ら
れ
る
。
窃
盗

の
占
有
肇

化

ま
で
は

「
籔

行
為
」
と
し
て
、

(
10

)

(
11
)

旺
物

の
運
搬
も
貯
物
運
搬
罪
で
は
な
く
、
窃
盗
罪

の
共
犯

に
な
る
と
す
る
見
解

は
、
中
谷
教
授

の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
本
犯
既
遂
後

の
加

(
12

)
(13

)

功

に

つ

い

て

独

立

の

評

価

を

し

よ

う

と

す

る

法

の

趣

旨

に

反

す

る

。
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(
3
)

大
越
義
久

.
共
犯
の
処
罰
根
拠

(昭
和
五
六
年
)

一
=
二
頁
、

一
五
九
頁
以
下
。

(
4
>

大
判
昭
和

一
三
年

一
一
月

一
八
日
刑
集

一
七
巻
八
三
九
頁
。

(
5
)

平
野

.
刑
法
総
論
∬

(昭
和
五
〇
年
)
三
八
二
頁
、
西
田
典
之

「
承
継
的
共
犯
」
刑
法
の
基
本
判
例

(昭
和
六
三
年
)
七

一
頁
参
照
。

(
6
)

東
京
高
判
昭
和
五
九
年
七
旦

三
日
判
時

δ

八
二
号

西

責

。
も

っ
と
も
、
事
後
強
盗
と
の
均
衡
の
問
題
は
あ
る
・
嚢

強
盗
に
関
し
て
・
窃
盗
犯
人
で
な
い

者
が
暴
行
に
加
わ
り
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
刑
法
六
五
奎

項
を
適
用
し
、
覆

強
盗
致
傷
罪
の
蕎

正
犯
と
し
た
も
の
と
し
て
・
大
阪
高
判
昭
和
六
二

年
七
旦

吉

判
時

≡

五
三
量

四

責

。
な
お
、
先
行
為
者
の

一
連
の
暴
行
に
途
中
か
ら
共
謀
加
担
し
た
被
告
人
に
つ
ミ

後
行
為
者
は
先
行
為
者
の
暴
行
そ
の

も
の
に
加
担
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
及
び
暴
行
の
程
度
が
軽
い
こ
と
か
ら
、
先
行
為
者
の
行
為
等
を
自
己
の
犯
罪
遂
行
の
手
段

と
し
て
利
用
す
る
意
思
及
び
現
実
の

利
用
が
な
い
と
し
て
、
加
担
後
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
刑
費
を
問
い
う
る
と
し
た
判
例
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
和
六
二
年
七
月

δ

日
高
刑
集
四
〇
巻
三
号
七
二
〇
頁
・

(
7

)
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①
暴

津
即
酔。
ー

§

・
罫

評

量

↓
象
げ
φ
①
乱
督

郵

。
遭

・
①・・u

§

㎝
〉
§

参

翠

;

㎝
壽

。・
巳一。
p

<
αq
炉

図

離
び
押

匂
N

一
㊤
刈
o◎

矯

oり
・α
朝
一
.

な
お
、
法
益
侵
害
の
維
持

.
強
化
を
終
了
の
基
準
と
す
る
見
蟹

は
構
成
要
件

の
実
現
を
広
く
認

め
て
終
了
の
基
警

す
る
見
蟹

、

一
磐

・
。。
。
創q
婁

αq薦

と
既
遂
後

の
穂
助

は
行
為
者

の
認
識

に
よ

っ
て
、

つ
ま

り
、
犯
罪
者

に
利
益
を
保
証
す

る
目
的
だ

っ
た

か
、
犯
罪

の
完
成
を
助
げ

る
目
的
で
あ

っ
た
か
に
よ

っ
て
区
別

さ
れ
る
と
す
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
留
助
の
故
意
は

①
一無
霧
げ
な
も

の
で
よ
い
と
し
、
あ
る

い
は

望

伊q
麟
霧
臨
胆
昌
σq
は
終

了
の
時
点

か
ら
は
じ
め
て
可
罰
的

で
あ
る
と

し
て
、
辮
助

の
範
囲
を
広
く
認

め
る
も

の
と
し
て
、
皆

昇
ロ
①
H、

<
①
尋
巴
ヨ
蕊

く
。
旨
⇔σ
Φ
幽げ
濠
¢
彗

傷
野

ぴq
郎
蕊
臥
讐
聞
σq
噌
k
d
図

一8
9

0り
.
お
繋

さ
ら

に
、

フ
ル
ト
ナ
ー

は
、
常
助
者

は

守

慧

窃
凱
題

切
窃q

の
主
体

に
な
り
え
な

い
の
で
は
な
い
か
と
も

し
て
い
る
。
男
縄
ユ
器
却

ζ
U
国

一㊤
α
ρ

oo
・
お
ω
州・

(10
)

宮
崎
澄
夫

「
犯
罪

の
既
遂
と
爽
行
行
為
終
了
」
法
学

新
報
六
六
巻
五
号

(
昭
和
三
四
年
)

一
四
五
頁

以
下
。

(
11
)

中
谷
瑛
子

「既
物
罪
と
本

犯
と
の
関
係

2

・
完
」
法

学
研
究

三
四
巻
八
号

(昭
和

三
六
年

)
二
〇

一
頁
。

(
21
)

平
野
壁

も
誘
拐
罪
に
つ
い
て

「
綾

被
拐
取
婁

収
受
し
た
者
を
、
別
に
、
し
か
も
軽
く
罰
し
て
い
る
。
監
禁
の
場
食

被
拘
束
者
を
収
受
し
て
ひ

き
?
つ
ぎ
監

禁
し
た
謹

当
然
監
禁
罪
で
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
特
別
の
規
定
を
必
要
と
し
な
い
。
だ
か
ら
収
受
ξ

い
て
、
別
の
規
定
を
お
い
た
と
い

う
こ
と
は
・
法
が
誘

拐
罪
を
状
態
犯
と
し
た
証
拠
だ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
さ
れ
る
。
平
野
龍

丁

刑
法
総
撃

(昭
和
四
七
年
二

三
二
頁
。
霧

罪
を
継
続
犯
と
し
た
判
例
と
し
て
・
大

判
昭
和
四
年

=

㎝月
四
日
刑
集
八
巻
六
八
八
号
。

(
13
)

既
遂
後
に
生
じ
た
加
重
事
由
の
帰
責
に
つ
い
て
も
右
と
同
様
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
法
益
侵
害
の
維
持

・
強
化
を
も

っ
て
終
了
の
基
準
と
す
る
考
え
方
を

一
貫
さ
せ
れ

ば
、
そ
の
解
消
ま
で
に
発
生
し
た
加
畢

由
は
そ
の
ま
薦

貴
さ
れ
よ
う

(穿

「ひ

P
ρ

讐

穿

」

ρ

<
・
・
窟

穿

.
ε

・
た
と
え
ば
・
窃
盗
の
既
遂
後

(297)19



に
盗
品
の
占
有
の
確
実
化
の
た
め
に
銃
器
を
携
帯
す
れ
ば
、
西
ド
イ
ツ
刑
法
二
四
四
条

一
項
で
加
重
さ
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
銃
器
を
用
い
て
暴
行

.
脅
迫
す
れ
ば
西
ド

イ
ッ
刑
塗

五
〇
条

一
璽

芝

よ
っ
て
刑
が
加
重
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
、
西
ド
イ
荊

法
二
五
二
条

の
事
後
強
盗
の
規
定
藷

用
す
る
享

、も
な
く
、
終
了
ま

で

の

暴

行

・
脅

迫

で

あ

る

と

し

て

、

直

接

に
西

ド

イ

ツ
刑

法

二

四

九

条

の

強

盗

罪

の

規

定

を
適

用

す

る

方

が

一
貫

し

て

い

る

と

い

、兄
よ

う

(扇
歪

。。穿

餌
.
騨
帥
rρ

"
Q。
.
N
O
α

》
馨

轟

産

じ。
霧

件』

』

偶
)
。
し
か
し
、
強

盗
と
覆

強
盗

の
区
別

は
ま
さ

疑

遂

と
終
了

の
区
別

に
係

わ

っ
て
お
り
、
事
後
強
盗

窺

定

は
既
遂
終
了
ま

で
の
間
の
暴
行

・
脅
迫
を
特
別

に
磐

う
と
す
る
も

の
で
あ
る

(=
毘

』

・
・
N
ξ

巷
ぎ

仙
・
「
。。
・
・
碁

藷

琶

引
『①
『①
。『
蓉

Φ
"
ヨ

・一.信
昌
㈹
・
壽

・
雀

翼

)

こ
の
よ
う
窺

定
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
適
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、

ま
た
、
そ
の
よ
う
窺

定

の
存
在

し
な

い
場
A
・
に
は
、
既
遂
後

の
袈

畜

を
帰
享

る

.」
と
は
で

き
な

い
・

(馨

こ

邑

。
。・
N

の
]
・
い・
引
ぎ

書

r

・。
§

雪

鵬

蜀

ぎ

げ
・
曲
響

げ

鼠

9
Φげ
伊葺

Z
毫

譲

・

・。
・
慈

"
菊
ロ
山
。
葺

ω
唄
・。奮

麟奪

Φ

国
。
日
ヨ
①
三
四ゴ

く
自

紹
い。

力
創p

一〇
)。

た
と
え
ば
、
既

遂
後

の
銃
器

の
携
帯

は
加
重
さ
れ
ず
、
強

盗
的

恐
喝

の
場
A
口
に
ま
で
二
五
二
条
を
適
用
す
る

こ
と
は
で
き
な

い

で
あ
ろ
う

(し
か
し
・
。・
霧

叶』

`
b・
b・ぽ

二
五
〇

条

項

三
号

の
重

い
傷
害
又
は
死

亡
に
よ
る
袈

を
認

め
た
。
差

、
=
師
信
・
P
山
・9

雀

ω①

は
西
ド
イ
ッ
刑

法
二
四
四
条

一
項

一
号
及
び
二
号
の
加
重
を
窃
盗
の
既
遂
後
に
も
認
め
る
)。

口

正

当
防
衛

逃

走

し

よ
う

と
す

る
窃
盗

犯

人

又
は
強
盗

犯

人

に
対
す

る
正

当
防

衛

に

つ
い
て
は
ど

の
よ
う

に
考

え

る
ぺ
き

で
あ

ろ

う

か
。

法

益

侵
害

の
維
持

・
強

化

を
終

了

の
基
準

と
す

れ
ば

、

そ

の
時
点

、

た
と
え

ば
盗

品

の
占
有

の
確
実
化

ま

で
は
、
逃

走

に
よ

っ
て

所
有
獲

害

猿

化
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
纏

.軍
旧
に
よ
}⇔
正
当
防
衛
藩

さ
れ
る
ソ、
と
に
な
ろ
う
.

こ
れ

に
対
し
て
、
護

要
件
窺

と

い
う
基
婆

厳
楚

適
用
す
れ
ぽ
、
た
し
か
に
奪
取

は
実
現
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
正
当
防
衛

の
侵
害

は
可
罰
的
態
様

.
方
法

で
行

な
わ
れ
る
必
覆

な
く
・
構
成
要
件
整

慕

で
な
-
と
も

よ
い
と
考
え
ら
蟻

。
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
正
当
防
衛

の
侵
害

の
現
在
性

に
つ
い
て
は
、
侵
害
が
犯
罪
で
あ
る
場
合

に
は
、
そ

の
犯
罪

の
既
遂
時
期

の
到
来

に
よ

っ
て
現
在
性
が
失
わ
れ
る
わ
け

で
は
な

い
と
い
う

説
が
有
力
で
あ

る
・
「
窃
盗
が
既
遂

に
達

し
た
後

で
も
、
茅
、
の
直
後

で
追
跡
中
で
あ

り
、

盗
ん
だ

物

の
占
有
を
ま
だ
+
芝

覆

し
た
と

い
え

な

い
状

況

に
あ

れ
ば

、
侵
害

は
現

に
存
在

し
て

お
り

継
続

中

で
あ

る

か
ら
、

正

当
防
衛

と

し

て

.」
れ
を

取
り
戻

す

.」
と
が

で
き

る
L

と
さ
れ
る

の
で
紮

・

こ
こ
で
は
、
終
了
ま
で
の
間
正
当
防
禦

可
能

で
あ

る
と

い
う
占
描で
継
続
犯
し
G
状
態
犯
は
特

に
区
別
す

る
必
要
が

な

い

よ

う

に

も

思

わ

れ

る

。

(
1

)

<
σq
「

=
葭

昏

訂

矯
四
も
.O
;

¢

N
O
φ

国
α
戸

劇
ω
・

20(29S}



(
2

)

蓋

貰

q
島

M
O
。。
・。
℃
Qn
.
δ

ω

ω
。
ま

艮

停

浄

ゲ
段

。
吋
由

。
馨

ぼ

①
「
幅
器

・O
`

留

鳴

盈

昌
」

㎝
し

o
噂

(
3
)

内
藤
謙

。
刑
法
総
論

㈲

(昭
和
六

一
年

)
三
三

一
頁
、
三
三
二
頁
。
他

に
、
平
野

・
刑
法
総
論

π

(昭
和

五
〇
年
)
一
一三
六
頁
、
団
藤
重
光

・
前
掲
書
二

一
五
頁
以

下
。

な
お
大
阪
高
判
昭
和
三

一
年

=

一月

一
一
日
刑

集
九
巻

一
二
六
三
頁

(
バ
ラ

ッ
ク

の
と

り
こ
わ

し
を
正
当
防
衛
と
し
た
も

の
)。

こ
れ

に
対
し
て
、
状
態
犯
と
継

続
犯

の
区
別

に
従

っ
て
、
継

続
犯

の
場
合

に

の

み
既

遂
後

も

正
当
防
衛

は
可
能

で
あ
る
と
す

る
説
と

し
て
、
内

田
文
昭

・
改
訂
刑
法

-
総
論

(昭
和
六

一
年
)

一
〇

八
頁
注

(
6
)
、

一
九
四
頁
。
な
お
、
小
野
清

一
郎
新

訂
刑
法
講
義
総
論

(昭
和

二
三
年

)

=

一三
頁
参
照
。

状態犯 と継続犯

日

不
動
産
侵
奪
罪
と
遡
及
処
罰

不
動
産
侵
奪
罪
が
継
続
犯
で
あ

る
か
状
態
犯
で
あ

る
か
が
問
題

に
な

っ
た

の
は
、
昭
和
四
二
年

一

一
月
二
日
の
最
高
裁
決
定
を

め
ぐ

っ
て
で
あ

っ
た
。
事
案
は
、

K
所
有

の
隣
地
の
上

の
小
屋
を
無
断
使
用
し
て
い
た
被
告
人
が
、
不
動
産

(
1

)

侵
奪
罪
施
行
後

に

コ
ン
ク
リ
ー
ト
塀

の
倉
庫
を
建
築
し
て
使

っ
て
い
た
と

い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
最
高
裁

は
ブ

ロ
ッ
ク
塀
倉
庫

の
建
築

に

よ

っ
て
占
有
が
質
的

に
変
化
し
て

一
時
使
用
か
ら
侵
奪

に
至

っ
た
と

い
う
原
判
決
を
是
認
し
、
遡
及
処
罰

に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
。
最
高

裁

の
決
定
自
体

は
状
態
犯

・
継
続
犯

の
問
題

に
ふ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
判
例
に
対
し
て
は
、
不
動
産
侵
奪
罪
は
状
態
犯
で
あ
る

の
で
①
賃
貸
借
契
約
期
間

の
解
除
後

の
占
拠

の
よ
う

に
適
法

に
占
有
を
開
始
し
た
後

に
占
有

が

不
法

に
な

っ
た
と
き

は

「
占
有

の
移
転
」

が
な

い
の
で
本
罪
は
成
立
し
な
い
。
②

本
罪
処
罰
規
定
施
行
前
に
侵
奪
行
為
を
行
な

い
、
そ

の
後
も
不
法
占
拠
を
続
け
て
い
る
者
も
処
罰

さ
れ
な

い
。
侵
奪
行
為

の
処
罰
は
遡
及
処
罰
に
な
る
し
、
法
律
施
行
後

の
不
法
占
拠

は
犯
罪
で
は
な

い
か
ら
で
あ

る
と
し
、
本
事
案

で
は

排
他
的
占
有

の
移
転

は
す

で
に
規
定
施
行
前
に
完
成
し
て
い
る
の
で
、
本
判
決
は
②

に
反
す

る
と
の
批
判
が
あ
る
。

そ
し
て
、
継
続
犯
な

(
2

)

ら
ぽ
①
②

の
行
為
は
処
罰
さ
れ
る
と

い
う
。

し
か
し
、
①

に
関

し
て
は
、
継
続
犯
と
解
し
て
も
、
違
法
状
態

の
惹
起
と
し
て
の

「
占
有

の
移

転
」
は
必
要
と
考
・兄
ら
れ
、
状
態
犯
と
継
続
犯
で
①

の
場
合
の
処
罰

に
つ
い
て
直
ち

に
異
な
る
結
論

に
至
る
と
も

い
え
な

い
よ
う

に
思
わ

れ
る
。

ま
た
②

に
関
し
て
も
、
継
続
犯
と
解
し
た
場
合
に
も
、
施
行
以
前
か
ら
続

い
て
い
る
不
法
占
拠
を
途
中
か
ら
で
も
処
罰
す
る
こ
と

が
国
民

の
予
測
可
能
性
を
害

し
、
憲
法
三
九
条

の
趣
旨
に
反

し
な

い
か
が
問
題
に
な
る
の
で
あ

っ
て
、
継
続
犯
と
解

し
た
か
ら
と

い

っ
て

(
3
)

直
ち
に
規
定
施
行
後

の
行
為
を
処
罰

で
き
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(299)21



(
1
)

最
決
昭
和
四
二
年

一
一
月
二
日
刑
集
一
=

巻
九
号

一
一
七
九
頁
。

(
2
)

町
野
朔

「
不
動
産
侵
奪
罪
」
刑
法
判
例
百
選
豆
各
論

(第
二
版

.
昭
和
五
九
年
)
七
〇
頁
以
下
。

(
3
)

前
田
信
二
郎

「
不
法
領
得
の
意
思
が
生
じ
、
そ
れ
を
表
示
す
る
行
為
が
あ

っ
た
と
き
か
ら
、
そ
の
占
有
は
不
動
産
侵
奪
罪
に
あ
た
る
と
す
る
事
例
」
昭
和
四

一
.
四

二
年
度
重
要
判
例
解
説

(昭
和
四
八
年
)
二
二
九
頁
、
福
岡
高
判
昭
和
三
七
年
七
月
二
三
日
高
刑
集

一
五
巻
五
号
三
八
七
頁
参
照
。

⑳

公

訴

時

効

公

訴

時

効

の
起

算

点

に

つ

い

て

も

、

法

益

侵

害

の
維

持

.
強

化

を

終

了

の
基

準

と

す

る

見

解

に

よ

れ

ぽ

そ

の
時

点

か

ら
時
効
を
起
算
す
る
こ
と
に
袈

犯
・
し
か
し
、
西
ド
イ

ッ
刑
法
七
八
条

a
は
笙

項

に
お
い
て
行
為

(↓
薗酔)
の
終
了
時
を
、
第
二
項
で
は

構
成
要
件
に
属
す
る
結
果

の
発
生
時
を
基
準
と
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
第
二
項

に
立臼心味
を
も
た
せ
よ
う
と
す
る
な
ら
ぽ
、
第

一
項

に
は

箪

は
婁

れ
な

い
と
雑

す
べ
き

こ
と
に
砦

犯
.
そ
し
て
、
第

二
項

の
箪

も
構
成
要
件
に
辱

鶏

果
に
限
ら
れ

る
の
で
、
菊
.
・
仲。
.

望
冨

筆

は
最
後

の
支
払

い
の
時
占
描叢

終

の
墾

口
の
発
生
時
と
』

、
時
効

の
餐

占
描と
な
り
う
る
が
、
窃
錦

の
領
得
目
的

の
実
現

は
構
成
要
件

に
属
す
る
結
果
と
は
い
え
ず
、
第

一
項

に
よ

っ
て
奪
取
時
が
公
訴
時
効

の
起
算
点
と
な
る
と
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
状
態

　
う

　

犯
と
継
続
犯
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

わ
が
国

の
刑
事
訴
訟
法
は

「
時
効
は
、
犯
罪
行
為
が
終
了
し
た
時
か
ら
進
行
す
る
」
(二
五
三
条

一
項
)
と
規
定
し

て

い

る
。
西
ド
イ
ツ

刑
法
七
八
条

a
二
項
に
該
当
す
る
規
定

は
な

い
。
そ

こ
で
、
判
例

.
通
説
は
犯
罪
行
為

の
中

に
結
果
も
含

め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
考
、兄

な

い
と
・
結
果
発
生

に
よ

っ
て
は
じ

め
て
可
罰
的
と
な
る
犯
罪

に
つ
い
て
は
、
刑
罰
権
も
発
生
せ
ず
、
訴
追
も
で
き
な

い
段
階

で
公
訴
時

　　

　

効

の
完
成
を
認

め
る
こ
と
に
な
り
不
都
合
で
あ

る
。

問
題

は
こ
の
結
果

の
と
ら
え
方

で
あ

る
。
判
例
は
外
国
人
登
録
令

に
よ
る
届
出
義
務
違
反

に
つ
い
て
、
継
続
犯
的
性
格
を
肯
定
し
、
既
遂

ハ
ア

　

時
点
で
あ
る
申
請
翻

難

後
も
霧

を
馨

す
る
ま
で
は
時
効
は
完
成
し
な
い
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
蓋

的
内
竃

外
国
人
の
登

録
に
関
す
る
報
告
要
求

の
強
さ
に
あ
り
、
申
請
期
間
経
過
後
も
義
務

の
履
行
が
同
程
度
に
要
求
さ
れ
る
点

に
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、

状
態
犯
と
さ
れ
て

い
る
も

の
で
も
、
法
益
侵
害

の
維
持
・強
化
が
あ
れ
ぽ
場
合
に
よ

っ
て
は
公
訴
時
効
を
進
行
さ
せ
な

い
こ
と
も
考
え
ら
れ

(300}
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な

い
わ
け
で
は
な

い
。

公
訴
時
効
は
、
時
間

の
経
過

に
よ

っ
て
生
じ
た
事
実
上
の
状
態

の
尊
重
、
証
拠
散
逸
に
よ
る
真
実
発
見

の
困
難
性
、

刑
罰

の
必
要
性

の
減
少
等

に
本
質
が
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
、
法
益
侵
害
が
維
持

・
強
化
さ
れ
る
と
き

に
は
時
効

の
進
行
を

認
め
る
必
要
性

に
乏
し

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
も
生
じ
る
。
従
来
、
状
態
犯
と
さ
れ
て
き

た
不
動
産
侵
奪
罪

の
公
訴
時
効

に
つ
い
て
、

係
争
地

の
土
砂
削
り
取
り
作
業
を
開
始
し
た
後
、
昭
和
四
八
年
二
月
中
旬

こ
ろ
境
界
線
上

に
あ

る
楠

の
木
を
伐
採
し
、
そ

の
根
を
掘
り
お
こ

し
た
う
え
、
本
件
土
地
の
土
砂
を
削
り
取

っ
て
整
地
し
、
そ

の
南
西
側

に

コ
ソ
ク
リ
ー
ト
擁
壁
を
築
造

し
て
造
成
を
行

っ
た
と

い
う
事
案

に
関
し
、
不
動
産
侵
奪
行
為

は
そ

の
行
為

の
性
質
上

一
定

の
時
間
的
継
続
が
み
ら
れ
る
の
が
通
常
で
あ

る
と

の
前
提

に
立

っ
て
、
本
件

で

も
、
右
二
月
中
旬

こ
ろ
に
な
さ
れ
た
侵
奪
行
為
が
終
了
し
た
時
、
す
な
わ
ち
、
侵
奪
行
為

の

一
部
と
み
う
る
最
終

の
行
為
が
終

っ
た
時
か
ら

(9

>

進
行
す
る
も

の
と
解
さ
れ
る
と
し
た
判
例
が
あ

る
。

こ
の
判
例
は
既
遂
時
期
に
言
及
し
て
い
な

い
が
、
従
来

の
不
動
産
侵
奪
罪

の
既
遂
時

(
10

)

期

に
関
す
る
判
例
か
ら
す
る
と
、
整
地

の
段
階

で
既
遂

に
な
る
と
も
解
さ
れ
る
。
そ
う
す

る
と
、
従
来

の
不
動
産
侵
奪
罪
を
状
態
犯
と
す

る
立
場
か
ら
す
る
と
、
既
遂
時
点

で
直
ち
に
公
訴
時
効
が
進
行
す
る
は
ず
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
右
判
例
が
そ

の
後

の
侵
奪
行
為
終
了

時
点

で
は
じ

め
て
公
訴
時
効
が
進
行
し
う
る
と
し
た
こ
と

は
、
既
遂
と
終
了
、
少
な
く
と
も
既
遂
と
公
訴
時
効
進
行
時
点
が
異
な
る
場
合

(11

)

が
あ
る
こ
と
を
認

め
た
よ
う
に
解
さ
れ
る
点

で
、
意
義
が
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
板
倉
教
授

は
、

時
効

の
起
算
点
と
し
て
の
結
果
発
生
は
犯
罪

の
本
質

・
実
態
に
即
し
て
合
理
的

に
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な

ら
な

い
と
さ
れ
る
。
そ
し

て
、

サ
リ
ド

マ
イ
ド
奇

形

の
よ
う

に
進
行
す

る
こ
と
が
予
想
さ
れ
な

い
傷
害

の
場
合
は
傷
害

の
時
点
を
起
算
点

(
12

)

と
し
う
る
が
、
水
俣
病

の
よ
う
に
、
傷
害

の
進
行

・
悪
化
が
予
想
さ
れ
る
場
合
に
は
、
傷
害
が
悪
化
し
て
死
亡
し
た
と
き

は
死
亡
と

い
う
結

(
13

)

果
発
生
時
点

か
ら
、
傷
害

の
進
行

の
停

止
が
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
時
点
か
ら
時
効
を
起
算
す
べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
致
死
は
構

成
要
件
に
属
す
る
結
果
で
あ
る
の
で
、
構
成
要
件
実
現
を
終
了

の
基
準
と
す
る
見
解
か
ら
も

こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
く

こ
と
は
不
可
能

で

(
14

)

は
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
傷
害

に
つ
い
て
も
、
悪
化
す
る
よ
う
な
も

の
の
場
合
に
は
そ

の
停
止
か
ら
は
じ
め
て
時
効
を
起
算
す
べ
き

(301)23



(
15

)

だ

と
さ
れ
る
点

は
、
継
続
犯
と
状
熊
犯
を
区
別
す

る
見
解

と
異
な
り
、
犯
罪

の
実
熊
と
く

に
法
益
侵
審

の
強
化
と
時
効

の
本
質

か
ら
起
算

点
を
定

め
よ
う
と
す
る
も

の
と

い
え

よ
う
。
板
倉
教
授

の
言

わ
れ
る
よ
う

に
、
公
訴
提
起

の
必
要
性
は
傷
害
罪
で
は
そ

の
程
度
に
関
係
し

て
お
り
、
胎
児
性

の
水
俣
病

で
は
、
出
生
後

に
中
枢
神
経
疾
患
が
進
行
す

る
の
で
あ

る
か
ら
、
公
訴
提
起

の
必
要
性
も
強
ま
る
と
も
考
え

(
弱

)

ら
れ
る
。

西
ド
イ
ッ
刑
法
と
異
な
り
、
時
効
起
算
点
に

つ
い
て

「
構
成
要
件

に
属
す
る
結
果
」

の
発
生
時
と

い
う
限
定

の
な

い
わ
が
国

の

(
17

)

刑
事
訴
訟
法

二
五
三
条

一
項

の
下

で
は
、
右

の
よ
う
に
考
え
る

こ
と
も
可
能
と

い
え
よ
う
。

か

つ
て
宮
本
博
士
が
説
か
れ
た
よ
う

に
、
状

態
犯
で
あ

る
と

い
う

こ
と
か
ら
当
然

の
結
果
と
し
て
時
効

の
起
算
点
を
導
く

の
で
は
な
く
、
逆
に
、
ま
ず
、
政
策
上
時
効

の
起
算
点
を
ど

の
よ
う
な
行
為

又
は
結
果
発
生

の
と
き

に
す
る
か
を
定

め
、
そ

こ
か
ら
状
態
犯
と
言

い
う

る
か
を
考
え
る
こ
と
も
で
き

る
よ
う

に
思
わ
れ

(
18

)

る
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に
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れ
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の
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二
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自
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為

(
犯
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の
終

了

)

と

と

ら

え

、

結

果

を

含

ま

せ

た

上

で

、

第

二

項

の

結

果

を

結

果

的

加

重

犯

の
結

果

で

あ

る

と

す

る

の

で

あ

る

。

こ

の

見

解

に

対

し

て

は

、

閑
穿

r

稿

一
零
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、
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画
呂

O
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い

て
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締

結

時

を

起

算

点

と

す

る

)

(
4

)

国
葬

㌍

冒

這

刈
。。
・
ω
』

器

罰
国
諄

r

甘

。。

お

。。
押
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㊤
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(
5

)

ω
。
ま

艮

叩
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。
穿

ま

⑦
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9

Φ
u
舘
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<
。
門

㎝
㎝
・。

切
晋

.
。。
・。
"
噌

留

臣

自
・

=

・

(
6

)

小

野

・
犯

罪

の

時

お

よ

び

所

(
大

正

一
二

年

)

七

〇

頁

以

下

。

(
7

)

最

判

昭

和

二

八

年

五

月

一
四

日

刑

集

七

巻

五

号

一
〇

コ

六

頁

。

な

お

、

麻

薬

取

締

規

則

に

よ

る

報

告

義

務

違

反

に

つ

い

て

同

旨

の
も

の

と

し

て

、

最

判

昭

和

二

八

年

六

月

]
八

日

刑

集

七

巻

六

号

一
三

三

八

頁

。

(
8

)

松

尾

浩

也

「
公

訴

の
時

効

」

刑

事

訴

訟

法

講

座

一
巻

(
昭

和

三

八

年

)

二

〇

六

頁

参

照

。

継

続

犯

と

す

る

こ

と

に

反

対

す

る

も

の

と

し

て

、

平

野

・
刑

法

総

論

-

一
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三
三
頁
。

(
9
)

福
岡
高
判
昭
和
六
二
年

一
二
月
八
日
判
例
時
報

=

一六
五
号

一
五
七
頁
。

(
10
)

鳥
取
地
裁
米
子
支
判
昭
和
五
五
年
三
月
二
五
罠
判
例
時
報

一
〇
〇
五
号

一
八

一
頁
。

(
11
)

林
幹
人

「
不
動
産
侵
奪
罪
の
公
訴
時
効
の
起
算
点
」
判
例
時
報

一
二
八
二
号

(昭
和
六
三
年
)
二
四
三
頁
以
下
。

(
12
)

福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
六
日
高
刑
集
三
五
巻
二
号
八
五
頁
参
照
。

(
13
)

板
倉
宏

「公
訴
時
効

の
起
算
点
」
判
タ
三
七
三
号

(昭
和
五
四
年
)
二
二
頁
、
二
三
頁
、
同

「
公
訴
時
効

の
起
算
点
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
四

一
巻
六
号

(昭
和
六
三
年
)

一二
七
頁
、
三
八
頁
。

(
14
)

傷
害
致
死
罪
に
つ
い
て
傷
害
時
を
時
効
の
起
算
点
と
す
る
見
解

(小
野

・
前
掲
書
七
六
頁
)、
さ
ら
に
過
失
致
死
に

つ
い
て
も
右
と
同
様

に
解
す
る
立
場

(座
談
会

「
熊
本
水
俣
病
刑
事
判
決
を
め
ぐ

っ
て
」
ジ

晶
リ
ス
ト
六
九
〇
号

(昭
和
五
四
年
)

一
八
頁

内
三
井
誠

・
真
鍋
毅
両
教
授

の
発
言
』
参
照
)
も
あ

る
が
・
例
え
ば
・
熊

本
水
俣
病
で
問
題
と
な
っ
た
業
務
上
過
失
致
死
罪
と
業
務
上
過
失
傷
害
罪
に
つ
い
て
は
、
両
罪
は
構
成
要
件
的
に
別
個
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
か
ら
傷
害
を
経
て
死
亡
し

た
場
合
も
死
亡
時
点
か
ら
公
訴
時
効
を
起
算
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
が
判
例

(熊
本
水
俣
病
第

一
審
判
決

豚熊
本
地
判
昭
和
五
四
年
三
月
二
二
日
判
例
時
報
九
コ
=

号
二
六
頁
】
及
び
第
二
審
判
決

【福
岡
高
判
昭
和
五
七
年
九
月
六
旧
前
掲
】
)
及
び
学
説

(石
川
才
顕

「
い
わ
ゆ
る
水
俣
病
刑
事
事
件
第

一
審
判
決
の
問
題
点
」
判
例

時
報
九
八
九
号

(
昭
和
五
六
年

一
九
三
頁
)
)
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
土
本
教
授
は

「実
質
的
に
も
、
現
に
、
過
失
行
為
に
よ
っ
て
人
の
死
と
い

う
結
果
が
生
じ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
は
、
.
燃
え
て
い
る
"
も
の
を

"
消
え
た
"
と
擬
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
公
訴
時
効
制
度
の
趣
旨
に
合
わ
な
い
」

(土
本
武
司

「
公
訴
時
効

・
迅
速
な
裁
判
」
ジ

ュ
リ
ス
ト
九
〇
八
号

(昭
和
六
三
年
)
三
九
頁
)
と
さ
れ
、
二

個
の
客
体
に
生
じ
た
死
亡
と
い
う
事
実
は
分
離
不
可
能

な
事
実
で
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
傷
害
の
発
生
と
死
亡
の
発
生
と
に
分
離
し
、
業
務
上
過
失
致
死
の
訴
因
を
業
務
上
過
失
致
死
と
業
務
上
過
失
傷
害
と
に
分
断
し
て
こ
と

を
論
ず
る
の
は
、
公
訴
時
効
論
と
し
て
も
妥
当
性
を
欠
く
」
(土
本

・
前
掲
論
文
四

一
頁
)
と
し
て
右
第

一
審
判
決

を
批
判
さ
れ
る
の
は
、
傷
害
の
継
続
性
を
認
め
、

そ
の
極
限
と
し
て
死
亡
を
捉
・兄
る
方
向
か
ら
死
亡
時
を
時
効
の
起
算
点
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者
に
つ
ぎ
、
小
瀬
保
郎
・「
公
訴
時
効
の
起
算
点
」
刑
事
訴
訟
法
判
例

百
選

(第
五
版

.
昭
和
六

一
年
)
六
七
頁
、
飯
田
英
雄

「水
俣
病
刑
事
判
決
と
公
訴
時
効
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
三
二
巻
六
号

(昭
和
五
四
年
)

一
九
頁

参
照
。
な
お
、
熊
本
水
俣
病
上
告
審
判
決
で
あ
る
最
決
昭
和
六
三
年
二
月

ゴ
九
日
刑
集
四
二
巻
二
号
三

一
四
頁
参
照
。

(
15
)

内
田

・
総
論

一
〇
八
頁
注
(6
)
。

(
16
)

板
倉

.
法
律

の
ひ
ろ
ば
四

一
巻
六
号
三
八
頁
注
(
11
)。
な
お
、
板
倉
教
授
は
傷
害
罪
は

一
般
に
即
成
犯
と
分
類
さ
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
板
倉

・
判
タ
三
七
三
号
二

二
頁
。

(
17
)

金
谷
利
廣

.
永
井
敏
雄

「
水
俣
病
刑
事
事
件
上
告
審
決
定
」
ジ

晶
リ
ス
ト
九

一
一
号

(昭
和
六
三
年
)
七
七
頁
は
本
文
の
よ
う
な
場
合
も

「
構
成
要
件
的
結
果
」
の

発
生
が
継
続
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
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(18
)

宮
本
英
脩

「横
領
後
の
横
領
行
為
の
性
質

(再
び
ご

法
学
論
叢
三
五
巻
三
号

へ昭
和

一
一
年
)
八

一
二
頁
、
八

一
三
頁
。

圃

既

遂
後

の
事

情

と
違

法
性

既
遂
後

の
事

情

と
違
法

判

断

に
関

し
て

は
、
結

論
的

に

い
う

と
、
違

法
判

断

の
対

象

が
構

成
要

件
該

当
行
楚

限
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
皆

・
構
成
要
件
の
要
素
と
は
さ
れ
な
い
既
遂
後
の
事
憧

よ
っ
て
違
法
性
の
有
舞

左
右
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

こ
の
よ
う
な
角
度

か
ら
は
、
い
わ
ゆ
る

マ
ジ

ッ
ク
ホ
ン
の
取
付
け
に

つ
い
て
、
取
付
け
た
以
上
、

危
険
犯
で
あ
る
有
線
電
気
通
信
法
違
反

の
罪
及
び
偽
計
業
務
妨
害
罪
は
成
立
し
、
弁
護

士
に
相
談

し
て
取
り
外
し
た

こ
と
、
実
害
額
が
僅

　
　

　

少

で
あ
る

こ
と
等
は
犯
行
後

の
情
状
に
関
す
る
事
情

で
あ

る
と
し
た
判
例
は
、

そ
れ
ら
の
罪
を
危
険
犯
と
す
る
前
提

に
疑
問
は
あ
る
が
、

正
し
い
側
面
を
も

っ
て

い
る
と

い
え
よ
う
。

た
だ

し
、
構
成
要
件
該
当
性

の
判
断
に
お
い
て
、
あ
る
程
度

の
違
法
性
判
断
が
行
な
わ
れ
る

こ
と
は
・
構
成
要
件
が
実
質
的
違
法
行
為

の
類
型

で
あ

る
盤

・
認

め
ら
れ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ

こ
で
は
、
状
態
犯
と
さ
れ
る
塞

罪

に
お
い
て
も
可
罰
的
奪
取
と
い
え
る
か
が
問
題
と
な
る
。
あ
る
い
は
、
構
成
要
件
該
当
性
判
断

は
よ
り
形
式
的

に
行
な
う
場
合
で
も
、
た

と
え
ぽ
・
奪
取

は
そ

の
物

に
つ
い
て
の
自
己
又
は
第
三
者

の

「
事
実
上

の
支

配
」

に
よ

っ
て
完
成
す
る
が
、
可
罰
的
違
法
性
.
法
益
侵
害
性

が
+
分
で
な

い
場
合
饒

遂

と
な
ら
碗

と
も
考
え
ら
れ
る
。
内

田
教
授

は
、
犯
罪

の
既
遂

に
法
蔑

害
又
は
そ
の
危
険
性
を
必
要
と
さ

れ
、
既
遂

と
は

「
構
成
要
件

に
該
当
す

る
違
法
な
行
為
」

で
あ

る
と
さ
れ
た
。

芒

て
、
窃
盗

の
既
遂

に
つ
い
て
は
、

い
か
露

財
物
を

い
か
な
る
状
況
で
窃
取
す
る
か
と

い
う
角
度

か
ら
、
個

々
具
体
的

に
そ

の
法
益
侵
害
性
を
確
定

し
て
ゆ
く

べ
き

で
あ
る
と
さ
れ
る
。

つ
ま

り
、
法
益
侵
害
性
が
十
分

で
は
な

い
場
合
に
は
既
遂

に
達
し
な
い
こ
と

に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
と
、

い
わ
ゆ
る
新
薬
産
業

ス
パ
イ
事
件
に
関
す
る
東
京
地
裁
判
決
は
基
本
的

に
正
し

い
と

い
え
よ
う
。
製
薬
会
社
部
長
甲
が
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
技
官
乙
と
共
謀

の
上

で
乙
を
し
て
上
司
S
室
長
が
保
管

・
管
理
す
る
戸
棚

か
ら
資
料
を
持
ち
出
さ

せ
、
こ
れ
を
受
け
と

っ
て
自
社

で

コ
ピ
ー
を
し
て
数
時

間
後
に
乙
を
し
て
戸
棚

に
資
料
を
返
却
さ

せ
た
事
案

に

つ
い
て
、
甲
と
乙
に
窃
盗
罪

の
共
同
正
犯

の
成
立
を
認

め
た
。
そ
し
て
、
占
有

の

侵
害

に
つ
い
て
は
、
乙
に
お
い
て
S
が

不
在

の
時
を
見
計

い
、
S
に
は
無
断

で
本
件

「
各
資
料
を
戸
棚
か
ら
取
り
出
し
、

こ
れ
を
自
己

の

26(304)



状態犯と継続犯

支

配
下
に
置

い
た
の
で
あ

る
か
ら
、

こ
の
時
点
で
L
S
室
長

の
本
件
各
資
料

に
対
す
る
占
有
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
し

(
6

)

た
。

し
か
し
、
他
方
で
、
乙
は
S
の
不
在
時
を
見
計

っ
て
予
め
定
め
ら
れ
た
時
間
に
製
剤
室
を
訪
れ
た
甲
に
右
各
資
料
を
直
接
手
渡
し
、

甲

は
自
社
で

コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
後
、

一
部

の
資
料

に

つ
い
て
は
約

一
六
時
間
後

の
翌
朝

に
、
そ

の
他

の
資
料

に
つ
い
て
は
約
七
時
間
後

の
夕
方

に
乙
の
許

に
返
却
し
、
乙
は
S
室

長
の
戸
棚

の
元

の
場
所

に
戻
し
た

こ
と
も
証
拠
上
認

め
ら
れ
る
と
し

「
右

の
よ
う
な
資
料

の
利

用
状
況
や
返
還
ま
で
の
時
間
を
見
れ
ば
右
占
有
侵
害
が
実
質
的
な
違
法
性
を
具
備
し
て
い
る
こ
と
も
十
分
に
肯

認

で
き

る

と

こ
ろ

で
あ

(7

)

る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
S
室
長

の
各
資
料

の
占
有

の
侵
害
を
認

め
な
が
ら
既
遂

と
は
せ
ず

に
、
占
有
侵
害
は
継
続
し

(
8

)

て
い
る
と
考
・兄
て
、
そ

の
間
の
違
法
性
を
考
慮

し
た
と
も

い
え
よ
う
。
従
来

は
、

こ
の
よ
う
な
場
合
、
資
料

の
取
り
出
し
時
点
で
既
遂
と

し
、
そ
の
後

の
利
用
状
況
や
返
還
ま
で
の
時
間
等

は
主
観
的
な
不
法
領
得
意
思

の
認
定
資
料
と
し
て
用

い
る
と

い
う
方
法
が
と
ら
れ

て
い

(9

)

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
判
決
は
こ
れ
と
異
な
り
、
占
有
侵
害
中

の
財
物

の
利
用
状
況
や
返
還
ま

で
の
時
間
を
客
観
的
な
違
法
性
決
定

の

(
10

)

要
素

と
し
て
と
ら
え
た
点
で
意
義
が
あ

る
。
但
し
、
具
体
的
事
案

と

し

て

は
、
実
質
的
違
法
性

を

根
拠
づ

け

る
た
め
と

は
い
え
可
罰
的

「
奪
取
」

の
判
断

の
対
象
が
広
す
ぎ

る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
問
が
あ
る
。

継
続
犯
と
さ
れ
る
監
禁
罪

に
お
い
て
も
、
自

由
拘
束
が
瞬
間
的
な
も

の
で
は
た
ら
ず
、
あ

る
程
度

の
継
続
性
が
必
要

で
あ
り
、
さ
ら
に
、

そ
れ
が
社
会
生
活
上
耐
え
難

い
ほ
ど

の
も

の
で
な
け
れ
ぽ
可
罰
的
違
法
性
は
な
く
・
既
遂
犯
と
し
て
は
処
罰
で
き
な

い
で
あ

菱

・

し
か

し
、
窃
盗
罪
等
と
異
な
り
、
違
法
性
を
具
備
し
て
既
遂

に
至

っ
た
後

の
被
害
者
解
放
ま
で
の
間

の
状
態
も
構
成
要
件
実
現
行
為

で
あ
り
、

(
12

)

違

法

性

判

断

の
対

象

と

な

り

う

る

と
解

さ

れ

る
。

(
1
)

町
野
朔

「
構
成
要
件
の
理
論

・
そ
の
3

・
完
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

一
九
八
六
年
八
月
号
八
六
頁
以
下
、
同

「
構
成
要
件
の
理
論

・
そ
の
2
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

一
九
八
六

年
七
月
号
九
〇
頁
以
下
参
照
。
同

.
「
犯
罪
論
と
刑
罰
論
」
現
代
法
哲
学
第
三
巻

(実
定
法
の
基
礎
理
論

・
昭
和
五
八
年
)

一
四
二
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
前
田
雅
英

「
法
文
の
明
確
性
と
解
釈
の
明
確
性
」
ジ

昌
リ
ス
ト
八
五
三
号

(
昭
和
六

一
年
)
五
八
頁
参
照
。

(2
)

東
京
高
判
昭
和
五
八
年
三
月
三

一
日
刑
集
四
〇
巻
四
号
三
三
七
頁
、
三
三
八
頁
。
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(
3
)

前
田

・
刑
法
総
論
講
義

(
昭
和
六
三
年

)

一
三
八
頁
。

(
4
)

内
田
文
昭

・
刑
法
各
論
第

二
版

(昭
和
五
九
年

)

二
六
二
頁
。

(
5
)

内
田

・
改
訂
刑
法

1

(総
論
)
(昭
和
六

一
年

)

二
七
七
頁
。

(
6
)

東
京
地
判
昭
和
五
四
年
六
月

一
五
日
判
時

=

二

六
号
五
頁
。

(
7
)

判
時

一
一
二
六
号
五
頁
。

(8
)

内

田
文
昭

「
秘
密
資
料

の
無
断
持

ち
出
し
と
窃

盗
罪
」
判

タ
五
三
八
号

(昭
和
五
九
年

)
四
七
頁
。

(
9
)

林
幹
人

「産
業

ス
パ
イ
と
財
産
罪
」
判
時

=

=

二
号

(
昭
和
六
二
年
)

一
六
七
頁
、

一
六
八
頁
。

(
10
)

内
田

・
前
掲

論
文
四
七
頁
参
照
。
と
く

に
、
不
法

領
得

の
意
思
不
要
説

に
立
ち
、
可
罰
的
違
法
性
の
有
無

に

よ

っ
て
使
用
窃
盗

の
可
罰
性
を
限
定

す

る

立
場

(内

田

・
各
論
二
五
五
頁
、
二
六
〇
頁

、
拙
稿

「
窃
盗
罪

に
お
け
る
不
法
領
得

の
意
思

に
つ
い
て
の

一
考
察
」
警
察
研
究
五
三
巻

二
号

(昭
和
五
七
年
)
四
三
頁
以
下
、
同

四
号

(同
年

)
六
七
頁
以
下
、
同
六
号

(同
年
)
四

三
頁
以
下
、
同
七
号

(同
年

)
二
五
頁
以
下
参
照

)
か
ら
は
こ
の
判
例
の
意
義

は
高

い
こ
と
に
な
る
。
と
く

に
、

長
時
間
乗
り
廻
す
意
思

で
他
人

の
自
動
車
を
乗

り
出

し

た
が
、
気
が
変
わ

っ
て
す
ぐ

に
返
還
し
て
お

い
た
よ
う
な
場
合
は
、
可
罰
的
違
法
性
が
な

い
と
さ
れ
る

こ
と
に

な
ろ
う
。

た
お
・
西
田
典
之

「
自
動
車

の

一
時
使
用
と
不
法

領
得

の
意
思
」
刑
法
判
例
百
選

皿
各
論

(第

二
版

・
昭
和
五
九
年
)
六
八
頁
、
六
九
頁
参
照
。
拙
稿

「
不
法
領
得

の
意
思
」
刑
法

の
争
点

(新
版

・
昭
和
六
二
年
)
二

五
四
頁
。

(
11
)

内
田

・
各
論

一
一
三

頁
、

一
二
四
頁
。

(
12
)

量
刑

で
は
既
遂
後

の
事
情

は
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
ド

ィ
ッ
刑
法
四
六
条

は
量
刑

の
規
定
で
あ
る
が
、
第

二
項

に
お
い
て
量
刑
上
考
慮
す

ぺ
き

事
情
を
あ
げ

て
い
る
。
本
文

に
述
べ
た
よ
う
な
意
味

で
の
既
遂
後
の
事
情

に
関
係
す
る
も
の
と
し
て

は
、
ま
ず
行
為
実
行

の
態
様

(〉
.一
山
..
〉
儒
。。津
『
巨
ロ
αq
山.
同
↓
印
酔)

が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
継
続

犯
の
場
合

に
は
、
西
ド

イ
ッ
刑
法
二
三
九
条
二
項

が
監
禁
時
間

に
よ

っ
て
刑
を
重
く

し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う

に
、
通
常

の

監
禁
罪

(西
ド
イ
ッ
刑
法
二
三
九
条

一
項
)

に
お

い
て
も
継
続

の
長
さ
に
よ

っ
て
量
刑
は
重
く
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
て
、
状
態
犯
に
つ
い
て
は
、
違
法

状
態

の
惹
起

の
み
が
可
罰
的

で
あ
り
、
そ
の
維
持

は
何

ら
独
立
し
た
違
法

で
は
な
く
、
立
法
者
は
そ

の
維
持

に

つ
い
て
、
す

で
に
法
定
刑

を
定

め
る
と
き

に
考
慮

し
て

い
る
の
で
、
行
為
者

の
不
利
益

に
刑
を
重

く
す
る
方

向

で
考
慮
す
る

こ
と
は
で
き
な

い
と
す
る
説
が

あ
る
。
行
為
者
が
任
意

に
違
法
状
態

を
排
除
し
た
場
合

に
刑
を
軽

く
す
る
方
向
で
考
慮
し
う
る

に
す
ぎ

な
い
と
す
る
の

で
あ
る

(図
。雰

p

ピ
①
な
臥
σq
禽

習
。
ヨ
営
Φ三
碧

㊤
諺
億
山
こ

這
謡
・
脅
ω
園
蜘
窮

ωO
浄
)。

し
か
し
、

一
般

に
は
、
違
法
状
態

の
確

立
や
不
可
罰
的
事
後
行
為
は
違
法
と
責
任

を
高

め
る
も

の
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る

(国
。
雰
印
Ψ
P
P
O
こ

響
ら。

閑
血
戸

婁

冒

量

。・
器

曹

霧

.・薦

養

ヌ

軍

島

L

寒

堕
9

㎝
・婁

。・
・葺

甲

ω
。甕

・・密

8

罫

P

警

穿

』

・
<
。
H
㈱
㎝・。
中
・
寄

コ
」

5

。
も

っ
と
も
、

西
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
二
項
は
行
為
者
の
行
為
後
の
態
度
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
も
あ
げ
て
お
り
、
量
刑
に
お
い
て
は
行
為
の
違
法
性
と
責
任
は
よ
り
広
い
意
味
で
と

28C30s)
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ら
え
ら
れ

て
い
る
。

そ
し
て
、
判
例

・
通
説

は
、
行

為
後

の
態

度
は
犯
行

と
犯
行

の
行
為
者

に
密
接

な
関
係

を
有
す
る
限
り
で
、

つ
ま
り
、
行
為

の
違
法
性
と
行
為
者

の
責
任

に
関
係

す
る
限
り

で
考
慮

さ
れ
る
と
し
て

い
る

(⇔⇔
疑
コ
のu
餌
.陶
.()
二
Qり
噛
α
①鱒
中
こ

㎝
刈N
躇
嘲)。

し
た
が

っ
て
、
量
刑

の
分
野
で
は
既
遂
前

と
既
遂
後

の
事
情

を
明
確

に
区
別
す
る
実
益

に
乏

し

い
。
も

っ
と
も
、行
為

の
完

成

(<
。
一一窪
曾
轟
)
に
よ

っ
て
違
法
と
責
任

は
固

定
し

(国
・。亀
臼
睾
P

留
ゲ
巳
曾
比
謡
一P

N
>
¢
沖
"
一零
9

り

ト。
$
)
、

あ
る

い
は
行
為
後

の
事
情

に
よ

っ
て
行
為
自
体

の
違
法

は
変
化
し
な

い

(じd
O
踏
匂◎
曽

ゲ

δ
研
)
と
す
る
も

の
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
も
、
前

者
は
自
白
と
否
認

を
量
刑

上
考
慮
す
べ
き

で
な

い
と
の
主
張

に
関
す
る
も

の
で
あ

り
、
後
春
は
右

の
表
現

に
も
拘
ら
ず
自
白
や
否

認
を
量
刑
上
考
慮
す
る

こ
と
を
認

め
た
も

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
ど
ち
ら
も
、
行
為

の
完
成

(<
。
一一①
民
薯

σq
)

に
よ

っ
て
、継

続
犯

・
状
態

犯
の
違
法
状
態
が
蚤

刑
上
固
定
す

る
と
の
趣
旨
か
否

か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
た
、

行
為

の
完
成

(<
&
①
巳
§

㎝q
)
が
既
遂
を
意
味
す
る

の
か
も
不
明
確

な
の
で
、
既
遂

に
よ

っ
て
貴
刑
上

、
違
法
状
態
を
固
定
す

べ
き
だ

と
す
る
趣
旨
か
否

か
も
明

ら
か

で
は
な
い
。

も

っ
と
も
、
以
上

の
通
説

・
判
例
は
あ
く
ま
で
、

犯
行
時

の
行
為

と
行
為
者

に
関
係

す
る
限
り
で
、
行
為
後

の
態
度
を
考
慮

し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
行
為
後

の
事
情
を
独
立

し
た
違
法
評
価

の
対
象
と
す
る
説

(じロ
鰭
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冨
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♪

ψ
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ω
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津

国
臼
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0
冨
α
o
住
臼

閃
禽
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鐸

剛ぴq
ざ
繭f
N
もo
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①
野

一霧
ド

Qo
』

◎。
刈
)
も
あ
る
。

と
く

に
、
べ

!
リ

ソ
グ

は
構
成
要
件

の
外
部

に
あ
る

メ
ル
ク

マ
ー
ル
も
構
成
要
件
と

と
も

に
全
体
を
構
成
す
る
と
し
、
窃

盗
贔

の
売
却

に

よ

っ
て
所
有

者
の
再
取
得

を
困
難

に
す
る

よ
う
な
場
合
を
違
法
性
を
高

め
量
刑

を
重
く
す
る
例
と
し
て
い
る
。

こ

れ

に
対
し
、
バ

ウ

マ
ン
は
、
構
成
要
件
で
傑
護
さ
れ

て
い
る
法
益
又

は
そ
れ

と
同

一
方

向

に
あ
る
法
益

の
侵
害

を
違
法
性
を
高

め
る
要
素
と
す
る

こ
と
は
二
重
評
価

の

禁

止
及
び
罪
刑
法
定
主
義

に
違
反
す
る
と
い
う

(騨

虐
ヨ
彗
P

営

。・
<
忠
訂
一叶窪

紆
。。
↓
弩
①誘

欝
島

α
費

↓
鶴仲.
醐目

bロ
①
窪
甜
①
醤
目

o自
酔冨
守
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巴
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㈹
臣

件幽ぎ

鋭

日
"

お
。。メ

も。
・
・。
課
塗

ぎ
。・げ
舞

匂り
吻
・。$
黙
)。
し
か
し
、
不
可

澗
的
事
後
行
為
等
も
、
ま
さ

に
、
窃
盗
等

の
構
成
要
件

に
お

い
て
そ

の
後

の
盗
品
の
処
分
を
も
評
価

し
、
鍛
刑
上

重
く
考
慮
し
う
る
か
ら

こ
そ
後

の
処
分

は
改

め
て
処
罰

さ
れ

る
こ
と
は
な

い
と
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑
問
が
あ
る
。

継

続

犯

か

状

態

犯

か

は

犯

罪

の

種

類

に

よ

っ

て

直

ち

に

決

ま

る

の

で

は

な

い

よ

う

に

思

わ

れ

る

。

一
方

で

個

々

の

場

合

の
法

益

侵

害

の

態

様

(例

え
ば

継

続

的

傷

害

)

を

、

他

方

で

共

犯

、

公

訴

時

効

、

正

当

防

衛

等

の

本

質

と

構

成

要

件

実

現

と

の

結

び

つ
き

の

程

度

を

考

慮

し

て

、

た

と

え

ば

既

遂

後

の

共

犯

の

成

立

可

能

性

等

を

判

断

す

る

の
が

妥

当

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る

。
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