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第
三
章

違
法
性

構
成
要
件
要
素
つ
ま
り
不
法
要
素
の
す
べ
て
が
充
足
さ
れ
る
と
、
作
為
犯
に
お
け
る
の
と
同
様
に
、
結
果
回
避
不
作
為
の
違
法
性
が
徴

表
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
の
段
階
で
は
、
正
当
化
事
由
の
存
否
だ
け
が
問
題
と

１
）

な
る
。
保
障
人
の
地
位
が
違
法
性
の
要
素
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
違
法
性
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
構
成
要
件
該
当
性
に
加
え
て
保
障
人
の
地
位
が
積
極
的
に
認
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

か
ら
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
構
成
要
件
は
い
わ
ゆ
る
「
開
か
れ
た
」
構
成
要
件
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
不
真
正
不
作
為
犯
で
は
構
成
要
件

の
違
法
性
徴
表
効
果
は
認
め
ら
れ
な
い
と
の

２
）

見
解
は
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
保
障
人
の
地
位
は
客
観
的
構
成
要
件
要
素
で

３
）

あ
る
。

１

緊
急
避
難

不
真
正
不
作
為
犯
の
正
当
化
事
由
と
し
て
は
、
先
ず
、
緊
急
避
難
が
あ
る
。
例
え
ば
、
火
災
の
際
に
、
他
人
の
物
の
保
管
者
が
そ
の
保

管
義
務
に
従
う
こ
と
な
く
、
別
人
の
本
来
保
管
義
務
の
な
い
よ
り
価
値
の
大
き
い
物
を
救
出
す
る
場
合
、
保
管
義
務
を
果
た
さ
な
か
っ
た

と
い
う
不
作
為
に
は
正
当
化
事
由
と
し
て
の
緊
急
避
難
が
認
め
ら

４
）

れ
る
。
こ
の
場
合
、
別
人
の
物
が
保
管
義
務
の
あ
る
物
と
比
較
し
て
同

価
値
の
と
き
で
も
、
保
管
義
務
に
従
わ
な
い
不
作
為
に
は
正
当
化
の
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
。
別
人
の
物
を
不
作
為
に
よ
っ
て
損
壊
す
る

こ
と
は
そ
の
第
三
者
の
権
利
侵
害
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
権
利
侵
害
は
、
保
管
義
務
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
が
優

越
す
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
か
ら
で

５
）

あ
る
。

保
障
人
が
そ
の
救
助
義
務
を
果
た
す
た
め
に
は
同
時
に
自
分
の
法
益
を
危
殆
化
す
る
か
犠
牲
に
す
る
し
か
な
い
場
合
も
、
正
当
化
事
由

の
緊
急
避
難
が
問
題
と
な
る
。
例
え
ば
、
火
災
に
際
し
て
、
自
分
の
生
命
を
賭
さ
な
け
れ
ば
自
分
の
妻
を
救
助
し
得
な
い
夫
が
、
救
助
行
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為
に
出
な
い
と
き
、
正
当
化
事
由
の
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
。
救
助
行
為
の
不
作
為
に
よ
っ
て
守
ら
れ
な
か
っ
た
利
益
が
不
作
為
者
自
身

の
利
益
に
優
越
し
て
い
な
い
と
き
、
当
該
不
作
為
は
緊
急
避
難
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
救
助
義
務
の
履
行
に
よ
っ
て
利
益
を
享
受
す

る
者
は
、
現
在
の
危
難
に
直
面
し
て
、
自
ら
が
許
さ
れ
る
避
難
行
為
を
し
た
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
生
ず
る
害
よ
り
も
も
っ
と
大
き
な
犠
牲
を

払
う
こ
と
を
救
助
義
務
者
に
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で

６
）

あ
る
。

作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
が
衝
突
す
る
場
合
も
緊
急
避
難
の
領
域
に
入
る
。
こ
の
場
合
、
一
般
的
に
は
不
作
為
義
務
が
作
為
義
務
に
優

先
す
る
。
刑
法
は
、
法
的
平
和
を
維
持
す
る
上
で
、
作
為
を
義
務
付
け
る
の
で
は
な
く
、
不
作
為
を
義
務
付
け
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
る
。

他
人
の
利
益
に
積
極
的
に
危
害
を
加
え
る
者
が
処
罰
を
免
れ
る
に
は
そ
の
正
当
性
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
不

作
為
に
と
ど
ま
る
者
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
は
そ
の
正
当
性
を
証

明
す
る
必
要
は
な
い
。
例
え
ば
、
人
工
呼
吸
器
が
一
台
し
か
な
い
病
院
に
、
重
態
患
者
が
搬
送
さ
れ
て
き
た
と
き
、
担
当
医
師
が
、
既
に

別
の
重
態
患
者
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
人
工
呼
吸
器
を
取
り
外
し
、
急
患
に
取
り
付
け
た
と
こ
ろ
、
当
初
の
患
者
は
間
も
無
く
死
亡
し
、

後
か
ら
入
院
し
た
患
者
は
数
週
間
後
に
無
事
退
院
で
き
た
と
い
う
場
合
、
当
初
の
患
者
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
（
禁

止
規
範
）
が
優
先
す
る
の
で
、
正
当
化
緊
急
避
難
は
成
立
し
な
い
。
生
命
対
生
命
と
い
う
同
価
値
の
法
益
が
対
立
し
て
い
る
状
況
に
お
い

て
、
急
患
を
救
命
す
る
た
め
に
既
に
治
療
の
開
始
さ
れ
て
い
る
患
者
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ

７
）

な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
犬
に
襲
わ
れ
て
い
る
自
分
の
子
を
守
る
た
め
に
や
む
を
得
ず
他
人
の
箒
を
用
い
て
そ
の
犬
を
撃
退
し
た
が
、
そ
の
箒

も
折
れ
た
と
い
う
場
合
、
こ
こ
で
は
子
の
生
命
・
健
康
対
物
と
い
う
位
階
の
異
な
る
法
益
が
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
子
を
守
る
と
い

う
作
為
義
務
は
他
人
の
物
を
損
壊
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
に
違
反
し
て
し
か
実
現
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、（
義
務
）緊
急

北研45(4・ )26 678

論 説



避
難
が
成
立

８
）

す
る
。

２

保
障
人
の
義
務
衝
突

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
特
別
の
正
当
化
事
由
は
い
わ
ゆ
る
保
障
人
の
義
務
衝
突
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
為
者
に
同
時
に
複
数（
二

個
又
は
そ
れ
以
上
）
の
、
法
的
に
重
要
な
作
為
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
具
体
的
状
況
か
ら
し
て
一
つ
の
義
務
し
か
果
た
し
え
な
い
場
合

で
あ
る
。
こ
れ
は
行
為
義
務
衝
突
と
呼
ば
れ
る
。

規
範
の
名
宛
人
が
義
務
衝
突
の
状
況
に
お
い
て
一
つ
の
義
務
し
か
履
行
し
得
な
い
と
き
、
果
た
せ
な
か
っ
た
義
務
に
関
し
て
、「
誰
も
不

可
能
な
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ
な
い
」
と
い
う
原
則
が
妥
当
す
る
。
規
範
名
宛
人
は
、
義
務
が
競
合
し
て
い
る
と
き
、
自
分
の
果
た
し
え

な
い
義
務
に
関
し
て
、
行
為
不
法
が
消
滅
し
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

規
範
名
宛
人
が
競
合
す
る
義
務
の
中
か
ら
い
か
な
る
義
務
を
履
行
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
義
務
の
重
さ
が
規
準
と
な
る
。

よ
り
価
値
の
高
い
義
務
と
よ
り
価
値
の
低
い
義
務
が
衝
突
す
る
と
き
、
よ
り
価
値
の
高
い
義
務
が
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例

え
ば
、
医
療
従
事
者
が
保
障
人
と
し
て
、
火
災
に
際
し
て
、
高
価
な
医
療
機
器
と
生
命
・
身
体
に
危
険
の
迫
っ
て
い
る
患
者
を
救
い
出
す

と
い
う
二
つ
の
義
務
を
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
医
療
機
器
を
犠
牲
に
し
て
、
患
者
を
救
出
す
る
と
き
、
二
つ
の
義
務
の
う
ち
一
つ
し
か
果

た
し
え
な
い
状
況
に
あ
る
な
ら
、
生
命
救
助
義
務
が
優
先
す
る
。
医
療
機
器
の
損
壊
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
不
作
為
は
正
当
化
さ
れ

る
。
同
様
に
、
船
客
と
小
荷
物
が
海
上
に
落
下
し
た
と
き
、
船
長
は
船
客
を
犠
牲
に
し
て
小
荷
物
を
回
収
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
の
場
合
、
保
障
人
に
は
、
犠
牲
に
な
っ
た
法
益
に
関
し
て
、
そ
れ
を
救
助
す
る
可
能
性
も
、
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
も
あ
っ

た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
該
当
性
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
の
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
。

同
価
値
の
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
と
き
は
、
法
は
ど
ち
ら
の
義
務
を
履
行
す
る
の
が「
正
し
く
」、
し
た
が
っ
て
、
ど
う
す
る
べ
き
か
の

判
断
基
準
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ど
の
義
務
を
履
行
す
る
か
は
規
範
の
名
宛
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
の
で

９
）

あ
る
。
炎
に
包
ま
れ
た

家
屋
の
中
で
、
父
親
が
そ
の
幼
児
二
人
の
う
ち
の
一
人
し
か
救
助
し
得
な
い
状
況
に
あ
る
と
か
、
搬
送
先
の
病
院
に
医
療
器
具
が
一
台
し

か
な
く
、
そ
こ
に
同
時
に
搬
送
さ
れ
た
二
人
の
重
態
患
者
の
一
方
に
し
か
接
続
で
き
な
い
と
い
っ
た
場
合
が
あ
る
。
履
行
さ
れ
な
か
っ
た

作
為
義
務
に
関
し
て
は
、
違
法
性
が
阻
却
さ

10
）

れ
る
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
義
務
付
け
規
範
が
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
法
的
に
は
、
行
為

者
に
二
人
を
救
助
す
る
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
一
人
を
救
助
す
る
義
務
し
か
課
せ
ら
れ
な
い
。
具
体
的
状
況
に
お
い
て
誰
に

も
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、行
為
者
に
対
し
て
は
二
人
と
も
救
助
す
る
よ
う
に
と
の
不
可
能
な
要
求
を
す
る
こ
と
は
到
底
で
き

11
）

な
い
。

そ
う
す
る
と
、
義
務
が
衝
突
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
利
益
が
衝
突
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
二
人
と
も
救
助
し

な
か
っ
た
場
合
、
二
個
の
（
故
意
又
は
過
失
の
）
殺
人
罪
で
は
な
く
、
一
個
の
（
故
意
又
は
過
失
の
）
殺
人
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に

12
）

な
る
。

違
法
性
阻
却
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
行
為
者
の
動
機
を
問
題
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
法
の
下
に
お
い
て
人
間
の
生
命
は
同
価
値
な
の
で

あ
る
か
ら
、
法
が
行
為
者
の
動
機
を
評
価
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
作
為
義
務
の
優
先
度
を
決
定
し
て
は
な
ら

13
）

な
い
。

競
合
す
る
義
務
の
衡
量
に
あ
た
っ
て
は
、
危
険
に
瀕
し
て
い
る
法
益
の
価
値
、
同
価
値
法
益
の
侵
害
の
重
さ
、
危
険
の
切
迫
性
の
程
度

（
救
助
の
緊
急
性
）
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
重
傷
者
の
治
療
は
軽
傷
者
の
治
療
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

緊
急
状
況
を
惹
起
し
た
者
の
違
法
性
も
考
慮
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
違
法
に
事
故
を
惹
き
起
こ
し
た
者
が
生
命
の
危
険
な
状
態
に
あ
り
、
他
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方
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
害
を
蒙
っ
た
被
害
者
は
軽
傷
に
と
ど
ま
る
と
き
、
前
者
が
優
先
的
に
治
療
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
に

同
程
度
の
怪
我
の
状
態
で
あ
れ
ば
、
被
害
者
の
治
療
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で

14
）

あ
る
。

３

被
害
者
の
承
諾

危
機
に
瀕
し
て
い
る
者
が
救
助
を
断
念
す
る
か
、
拒
否
す
る
と
き
、
承
諾
の
正
当
化
事
由
が
働
く
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
場
合
、
既

に
、
危
険
回
避
の
た
め
の
保
障
人
の
作
為
義
務
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
但
し
、
救
助
を
必
要
と
す
る
者
の
自
由
な
意
思
決
定
が
存

在
す
る
こ
と
、
自
分
の
行
動
の
射
程
距
離
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、
拒
否
す
る
こ
と
の
状
況
的
意
味
を
理
性
的
に
理
解
で
き
る
こ
と
が
そ
の

前
提
要
件
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
病
人
の
面
倒
を
見
る
た
め
の
救
助
処
置
に
も
い
え
る
。
い
か
な
る
救
助
も
拒
否
す
る
者
は
、
自
分
の

運
命
の
自
己
答
責
的
引
き
受
け
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
重
大
な
損
傷
が
迫
っ
て
い
る
と
か
、
処
分
の
で
き
な
い
法
益
が
問
題
と
な
っ
て

お
り
、
そ
れ
故
、
被
害
者
の
承
諾
と
い
う
正
当
化
事
由
が
働
か
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
そ
う
で

15
）

あ
る
。

４

正
当
防
衛

不
作
為
が
正
当
防
衛
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
事
態
と
い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
急
迫
不
正
の
侵
害
行
為
を
不
作
為
に

よ
っ
て
防
衛
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
想
定
で
き
な
い
か
ら
で

16
）

あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
定
の
状
況
の
下
で
は
、
不
作
為
は
正
当
防

衛
に
お
け
る
「
侵
害
」
と
見
ら
れ
う
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
が
許
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
犬
の
飼
い
主
が
、
そ
の
犬

が
通
行
人
を
襲
っ
て
い
る
の
を
見
な
が
ら
、
引
き
止
め
る
行
動
に
出
な
い
と
き
、
犬
の
飼
い
主
は
不
作
為
に
よ
る
「
侵
害
」
を
行
な
っ
て

い
る
。
犬
の
飼
い
主
は
、
危
険
源
責
任
者
と
し
て
の
保
障
人
の
地
位
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
不
作
為
に
よ
る
侵
害
に
対
し
て
は
、
危
険
源

自
体
（
犬
）
に
対
し
て
も
、
不
作
為
者
自
身
に
対
し
て
も
防
衛
行
為
は
可
能
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
正
当
防
衛
者
は
侵
害
者
に
対
し
て
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そ
の
犬
を
呼
び
戻
す
よ
う
に
強
い
る
こ
と
が
で

17
）

き
る
。

母
親
が
そ
の
幼
子
に
食
事
を
与
え
ず
餓
死
寸
前
の
状
態
に
あ
る
と
き
、
母
親
の
不
作
為
に
よ
る
「
侵
害
」
が
あ
り
、
第
三
者
は
そ
の
子

の
母
親
に
食
事
を
与
え
る
よ
う
に
強
い
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
母
親
の
住
居
に
入
り
自
ら
幼
子
に
食
事
を
与
え
る
こ
と

が
で

18
）

き
る
。
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参
照
、
團
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
（
第
三
版
）』（
一
九
九
〇
年
）
一
四
七
頁
。
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）

参
照
、
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
一
九
八
六
年
）
六
三
八
頁
、
六
四
二
頁
。U

.
K
in
d
h
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ser

,
S
tra
frech

t A
T
,
3.
A
u
fl.,

2008,
18 R
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2.

作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
が
競
合
し
て
い
る
場
合
と
し
て
論
理
的
義
務
衝
突
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
刑
法
第
一
三
四
条
で
は
薬
剤
師
に
秘

密
保
持
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
刑
訴
法
第
一
四
九
条
で
は
薬
剤
師
に
証
言
拒
絶
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
薬
剤
師
が
法
廷
で
刑
訴
法
第
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一
六
一
条
に
よ
る
証
言
を
求
め
ら
れ
た
場
合
、
刑
法
上
の
業
務
上
の
秘
密
保
持
義
務
（
不
作
為
義
務
）
と
刑
訴
法
上
の
証
言
義
務
（
作
為
義
務
）
が
衝
突
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
法
規
相
互
間
の
論
理
的
関
係
を
矛
盾
な
く
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
が
図
ら
れ
る
。
刑
訴
法
第
一
六
一
条
に
よ
っ
て
刑
法

第
一
三
四
条
の
適
用
が
制
限
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
場
合
表
見
的
義
務
衝
突
と
も
呼
ば
れ
る
。
内
藤

注
８
）六
三
九
頁
、
六
四
二
頁
。

ち
な
み
に
、
不
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
の
衝
突
と
い
う
の
は
存
在
し
な
い
。
殺
す
な
、
盗
む
な
、
騙
し
取
る
な
と
い
っ
た
禁
止
規
範
は
不
作
為
義
務
を

基
礎
付
け
る
が
、
こ
れ
ら
の
不
作
為
義
務
は
同
時
に
並
存
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
不
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
の
衝
突
の
例
と
し
て
、
高
速
道

路
を
運
転
中
、
誤
っ
て
反
対
車
線
に
は
み
出
た
が
、
停
車
す
る
こ
と
も
、
後
ろ
向
き
に
走
る
こ
と
も
、
方
向
転
換
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
進
退
窮
ま
る
と

い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
義
務
の
意
味
か
ら
す
る
と
、
こ
こ
に
は
実
際
に
は
不
作
為
義
務
と
不
作
為
義
務
の
衝
突
は
見
ら
れ
な
い
。
高

速
道
路
に
お
い
て
は
、
安
全
な
自
動
車
交
通
と
い
っ
た
観
点
か
ら
、
道
路
交
通
上
の
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
当
然
な
が
ら
、
自
動
車
運
転
者
は
高
速
道

路
で
十
分
な
理
由
も
な
く
停
車
し
た
り
、
逆
走
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
反
対
車
線
に
は
み
出
た
者
の
事
例
で
、
そ
の
ま
ま
反
対
車
線
を
走
行

し
続
け
る
と
、
停
車
す
る
と
き
よ
り
も
に
い
っ
そ
う
危
険
で
あ
る
と
い
え
る
と
き
、
こ
の
具
体
的
状
況
下
で
、
こ
の
運
転
者
に
「
停
車
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
の
不
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
十
全
な
注
意
を
払
っ
て
停
車
す
る
運
転
者
に
不
作
為
義
務
違
反
を
問
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
様
に
、
既
に

反
対
車
線
に
は
み
出
た
運
転
者
が
、
交
通
状
況
か
ら
す
る
と
、
安
全
な
道
路
交
通
の
た
め
に
は
、
正
し
い
方
向
へ
転
換
し
た
ほ
う
が
よ
い
場
合
も
あ
り
う
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
こ
の
運
転
者
に
「
方
向
転
換
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
不
作
為
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
方
向
転
換
が
危
険
に
す

ぎ
る
状
況
の
下
で
は
、
自
動
車
を
道
路
わ
き
に
停
車
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。G

ropp
,
(F
n
.
7),

6.B
.
R
n 165 -168.

９
）

W
.
K
u
per

,
G
ru
n
d
sa
tzfra

g
en d

er
” D
ifferen

zieru
n
g
“
zw
isch

en R
ech

tfertig
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g u
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n
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u
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n
g
,
Ju
S 1987,

81 ff.,
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R
oxin
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n
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16 R
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参
照
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
二
版
）』（
二
〇
〇
八
年
）
五
四
四
頁
。
森
下
忠
「
義
務
衝
突
の
法
的
構
造
」
岡
山
大
学
法
経
学

会
雑
誌
三
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
一
頁
以
下
、
四
一
頁
以
下
。
大
嶋
一
泰
「
刑
法
に
お
け
る
義
務
の
衝
突
」
福
岡
大
学
三
五
周
年
記
念
論
文
集
法
学
編
（
一

九
六
五
年
）
二
七
六
頁
以
下
。
同
「
刑
法
に
お
け
る
義
務
衝
突
と
緊
急
避
難
」
福
岡
法
学
第
二
一
巻
第
三＝

四
号
（
一
九
七
七
年
）
二
七
五
頁
以
下
。
内
藤

注
８
）六
四
六
頁
。

10
）

同
価
値
の
義
務
衝
突
に
関
し
て
、
こ
れ
を
構
成
要
件
不
該
当
事
由
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。
自
分
の
二
人
の
子
の
う
ち
一
人
し
か
救
助
し
得
な
い
緊
急
状

態
の
下
に
あ
る
父
親
に
は
、
初
め
か
ら
一
つ
の
、
し
か
も
代
替
的
な
生
命
救
助
義
務
し
か
課
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
父
親
は
ど
ち
ら
か
の
子
を
救
助
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
二
人
と
も
救
助
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
殺
害
禁
止
を
犯
し
て
い
る
が
、
一
個
の
既
遂
殺
人
罪
し
か
犯
し
て
い
な
い
と
。

G
.
F
reu

n
d
,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl,
2009,

6 R
n 96a

.

し
か
し
、
こ
の
見
解
は
適
切
で
な
い
。
規
範
名
宛
人
は
ど
ち
ら
か
の
義
務
は
履
行
で
き
る

の
で
あ
る
が
、
た
だ
同
時
に
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
構
成
要
件
に
該
当
す
る
不
作
為
が
、
衝
突
す
る
義
務
の
履
行
の
た
め
に
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例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。K

in
d
h
au
ser

,
(F
n
.
8),

18 R
n 3.

山
中

注
９
）五
四
三
頁
。

他
方
、
同
価
値
の
義
務
衝
突
を
責
任
阻
却
事
由
と
捉
え
る
見
解
も
あ
る
。
行
為
者
は
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
法
秩
序
の
要
求
す
る
義
務
の
一
つ

を
実
際
に
は
履
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
不
作
為
は
違
法
で
あ
る
。
人
間
の
生
命
を
質
的
、
量
的
に
差
異
化
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
法
秩
序
は
、
正
当
化
事
由
と
し
て
の
義
務
衝
突
と
は
異
な
り
、
解
消
不
可
能
な
義
務
衝
突
の
只
中
に
い
る
行
為
者
の
精
神
的
決
断
を
非
難
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
。H

.-H
.
Jesch

eck,
T
h
.
W
eigen

d
,
L
eh
rb
u
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es S
tra
frech
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T
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H
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A
u
fl.,

2007,
Z 30 R

n 28.

阿
部
純
二
「
義
務
の
衝
突
」（
福
田
平
、
大
塚
仁
編
『
演
習
・
刑
法
総
論
』
所
収
（
一
九
七
一
年
）
一
二

三
頁
以
下
、
一
二
八
頁
）。
し
か
し
、
こ
の
説
に
よ
る
と
、
勇
気
を
奮
っ
て
や
っ
と
一
人
を
救
助
し
た
者
も
、
ど
の
道
二
人
を
救
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
か

ら
と
考
え
ま
っ
た
く
救
助
行
為
に
出
な
か
っ
た
者
も
等
し
く
違
法
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で
は
、
一
人
で
も
救
助
す
る
よ
う
に
と
人
々
を
動
機

付
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
ろ
う
。W

.
K
u
per

,
G
ru
n
d
-
u
n
d G

ren
zfra

g
en d

er rech
tfertig

rn
d
en P

flich
ten

k
o
llisio

n im
 
S
tra
frech

t,
1979,

24.;

R
oxin

,
(F
n
.
7),

16 R
n 120.

な
お
、
同
価
値
の
義
務
の
競
合
の
場
合
に
、「
法
的
に
自
由
な
領
域
」
論
か
ら
違
法
性
阻
却
事
由
と
同
一
の
結
論
を
導
出
す
る
見
解
も
あ
る
。T

.
D
in
gel-

d
ey
,
P
flich

ten
k
o
llisio

n u
n
d rech

tsfreier R
a
u
m
,
Ju
ra 1979,

478 ff.

近
時
の
ド
イ
ツ
刑
法
学
説
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
勝
亦
藤
彦
「
義
務
の
『
衝

突
』
に
関
す
る
一
考
察
」（
大
谷
實
他
編
『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
（
第
二
巻
）』（
二
〇
〇
〇
年
）
所
収
）
二
九
五
頁
以
下
。

11
）

森
下

注
９
）四
二
頁「
義
務
衝
突
に
あ
っ
て
は
、
一
方
の
義
務
履
行
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
の
も
、
他
方
の
義
務
違
反
に
よ
っ
て
不
利
益
を
蒙
る
の
も
、

と
も
に
同
一
の
法
秩
序
で
あ
る
。
こ
の
法
秩
序
単
一
性
の
思
想
を
肯
定
す
る
か
ぎ
り
、
小
損
害
選
択
の
原
理
を
義
務
衝
突
解
決
の
規
準
原
理
と
し
て
採
用
す

る
こ
と
は
是
認
さ
れ
る
。
法
秩
序
に
と
っ
て
は
、
同
価
値
の
義
務
間
の
衝
突
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
の
義
務
が
履
行
さ
れ
る
か
は
問
題
で
な
く
、
ど
ち
ら
の
義

務
も
履
行
さ
れ
な
い
こ
と
こ
そ
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
一
方
の
義
務
が
適
法
と
さ
れ
る
根
拠
が
存
在
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
行
為
の
適
法
性
と

合
義
務
性
と
は
表
裏
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
」。

12
）

H
.
S
ch
leh
ofer,

Jeecks
/
M
iebach

,
M
u
n
ch
n
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
B
d
.
1,
2003,

V
o
r

32 ff.
R
n 164 u

.
173.;

K
u
h
l,(F

n
.

1),
18 R

n 137.

13
）

K
u
per

,
(F
n
.
10),

24.;
R
oxin

,
(F
n
.
7),

16 R
n 121.

14
）

R
oxin

,
(F
n
.
7),

16 R
n 123.;

S
ch
leh
ofer

,
(F
n
.
11),

V
o
r

32 ff.
R
n 174.

こ
れ
に
対
し
て
、
事
故
を
惹
起
し
た
者
の
違
法
性
は
作
為
義
務
の

優
先
度
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
す
る
説
も
あ
る
。T

h
.
L
en
ckn

er,
S
ch
on
ke
/S
ch
rod

er
,
S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,27.A

u
fl.,2006,V

o
rb
em

32 ff R
n 74.
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15
）

S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 126.;

M
.
H
ilf
,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2005,
2 R

n 146.
16
）

R
oxin

,
(F
n
.
5),

31 R
n 203.;

H
ilf
,
(F
n
.
15),

2 R
n 145.

17
）

P
.
L
ew
isch

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2003,
3 R

n 16.;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 126.

18
）

R
oxin

,
(F
n
.
7),

15 R
n 11.

し
か
し
、
レ
ー
ヴ
ィ
シ
ュ

注
17
）は
、「
侵
害
」
が
可
能
な
の
は
、
危
険
源
（
支
配
）
管
轄
の
あ
る
保
障
人
だ
け
に
限
定

し
て
、
犬
に
襲
わ
れ
た
子
を
見
た
そ
の
親
が
救
助
行
為
に
出
な
い
と
き
、
犬
の
襲
撃
を
阻
止
し
な
い
こ
と
が
親
の
不
作
為
に
よ
る
「
侵
害
」
と
は
い
え
な
い

と
論
ず
る
。

参
照
、
最
決
昭
和
五
七
・
五
・
二
六
刑
集
三
六
巻
五
号
六
〇
九
頁
〔
日
放
労
長
崎
分
会
会
長
で
あ
っ
た
被
告
人
は
、
配
転
命
令
撤
回
、
懲
戒
処
分
理
由
の

明
示
を
求
め
、
長
崎
放
送
局
長
に
団
体
交
渉
の
申
し
入
れ
を
し
た
が
、
こ
れ
を
拒
否
さ
れ
た
の
で
、
他
の
組
合
員
二
〇
数
名
と
と
も
に
放
送
局
の
会
議
室
の

仕
切
り
ガ
ラ
ス
を
叩
き
割
り
、
長
机
、
ド
ア
を
壊
し
、
会
議
室
に
侵
入
し
た
と
い
う
事
案
。〕「
本
件
の
よ
う
に
、
使
用
者
側
が
団
体
交
渉
の
申
入
れ
に
応
じ

な
い
と
い
う
単
な
る
不
作
為
が
存
す
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
、
い
ま
だ
刑
法
第
三
六
条
一
項
に
い
う
『
急
迫
不
正
の
侵
害
』
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
」。

第
四
章

責
任

不
作
為
犯
の
責
任
非
難
は
、
行
為
者
が
、
危
機
に
瀕
し
て
い
る
法
益
を
保
護
す
る
べ
く
積
極
的
に
出
来
事
に
介
入
す
る
の
に
足
り
る
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
使
わ
な
か
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
消
極
性
に
お
い
て
、
一
般
的
に
、
価
値
を
積
極
的
に
侵
害
す
る
場
合
よ
り
も

犯
罪
的
心
情
が
少
な
い
と
い
え
る
。
不
真
正
不
作
為
犯
の
不
法
に
お
い
て
は
、
等
価
値
性
の
認
定
が
要
求
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
不
作
為
犯

の
不
法
の
程
度
が
作
為
犯
の
そ
れ
よ
り
も
一
般
的
に
低
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
不
作
為
犯
の
責
任
も
作
為
犯
の
責
任
よ
り
も

一
般
的
に
低
い
と
い

１
）

え
る
。

㈦
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責
任
に
関
し
て
も
、
基
本
的
に
は
、
作
為
犯
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
要
件
、
す
な
わ
ち
、
責
任
能
力
、
不
法
の
意
識（
の
可
能
性
）、
期

待
可
能
性
及
び
免
責
事
由
の
不
存
在
が
妥
当
す
る
。

作
為
犯
に
お
い
て
、
実
行
行
為
時
点
に
責
任
無
能
力
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
の
法
理
の
働
く
余
地
が
あ
る

が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
行
為
者
が
自
ら
責
任
無
能
力
を
招
来
し
、
こ
の
時
点
で
現
実
化
し
て
い
る
作
為

義
務
を
果
た
せ
な
い
と
き
、
原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
（o

m
issio lib

era in ca
u
sa

）
の
法
理
が
働
く
。
例
え
ば
、
踏
み
切
り
番

が
、
飲
酒
の
た
め
、
遮
断
機
を
下
ろ
せ
な
く
な
る
と
き
、
そ
の
不
作
為
の
故
に
処
罰
可
能
で

２
）

あ
る
。

構
成
要
件
的
錯
誤
と
命
令
の
錯
誤
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
が
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
事
情
に
関
し
て
誤
っ

た
認
識
を
有
し
て
い
る
と
か
、
保
障
人
の
地
位
を
基
礎
付
け
る
事
情
の
社
会
的
意
味
を
正
し
く
認
識
し
て
い
な
い
と
き
は
、
構
成
要
件
的

錯
誤
が
存
在
す
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、
行
為
者
が
こ
の
両
方
を
認
識
し
て
い
る
が
、
法
的
結
果
回
避
義
務
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
こ
の

錯
誤
は
保
障
人
の
地
位
自
体
に
関
す
る
も
の
で
は
な
く
、
保
障
人
の
地
位
か
ら
生
ず
る
法
的
義
務
の
存
在
な
い
し
限
界
に
関
す
る
錯
誤
で

あ
る
。
こ
れ
は
命
令
の
錯
誤
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
禁
止
の
錯
誤
と
同
様
に
扱
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
命
令
の
錯
誤
が
回
避
で
き
な
い
と

き
、
責
任
が
阻
却
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
夫
が
川
で
お
ぼ
れ
て
い
る
女
性
が
自
分
の
妻
だ
と
は
気
づ
か
な
か
っ
た
と
き
、
保
障
人
の
地
位
に

関
す
る
錯
誤
が
あ
る
が
、
妻
だ
と
気
づ
き
な
が
ら
、
離
婚
間
じ
か
だ
か
ら
法
的
救
助
義
務
は
な
い
と
考
え
る
と
き
、
命
令
の
錯
誤
が

３
）

あ
る
。

命
令
の
錯
誤
を
回
避
で
き
な
い
場
合
と
い
う
の
は
、
作
為
犯
の
禁
止
の
錯
誤
を
回
避
で
き
な
い
場
合
よ
り
も
多
い
と
い
え
よ
う
。
危
険
に

瀕
し
て
い
る
法
益
を
積
極
的
介
入
に
よ
っ
て
保
護
す
る
義
務
は
、
容
易
に
認
識
で
き
な
い
場
合
が
多
い
ば
か
り
か
、
保
障
人
の
地
位
と
そ

の
射
程
距
離
に
関
し
て
未
解
明
の
部
分
が
多
く
あ
り
、
判
例
・
学
説
の
今
後
の
展
開
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
か
ら
で

４
）

あ
る
。
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現
実
の
作
為
可
能
性
か
ら
区
別
さ
れ
る
べ
き
、
命
令
さ
れ
た
作
為
（
適
法
行
為
）
の
期
待
可
能
性
は
不
作
為
犯
の
独
立
し
た
責
任
要
素

で

５
）

あ
る
。
不
作
為
者
の
身
体
的
及
び
精
神
的
属
性
を
も
っ
て
い
て
、
し
か
も
法
的
に
保
護
さ
れ
る
価
値
を
尊
重
す
る
人
で
あ
っ
て
も
、
具

体
的
状
況
に
お
い
て
、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
こ
と
が
「
現
実
に
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
」
場
合
、
保
障
人
の
地
位
に
あ
る
者
を
非
難

す
る
こ
と
は
で
き

６
）

な
い
。
ま
た
、
保
障
人
の
地
位
に
あ
る
者
に
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
、
葛

藤
状
況
か
ら
異
常
な
動
機
形
成
が
生
じ
、
そ
の
た
め
、
法
に
よ
る
作
為
の
命
令
に
従
う
こ
と
が
あ
ま
り
に
も
高
す
ぎ
る
要
求
の
場
合
も
、

期
待
可
能
性
は
否
定
さ

７
）

れ
る
。
例
え
ば
、
父
親
が
、
火
災
で
不
安
の
あ
ま
り
父
親
に
し
が
み
つ
く
一
歳
の
子
を
、
地
上
で
待
ち
受
け
て
い

る
救
助
隊
員
の
腕
め
が
け
て
、
そ
の
燃
焼
中
の
三
階
の
部
屋
か
ら
投
げ
込
む
気
に
は
到
底
な
れ
な
い
場
合
、
期
待
可
能
性
は

８
）

な
い
。
故
意

の
作
為
犯
と
は
異
な
り
、
し
か
し
、
過
失
犯
と
同
様
に
、
不
真
正
不
作
為
犯
で
は
、
期
待
可
能
性
の
積
極
的
認
定
が
必
要
で

９
）

あ
る
。

注１
）

R
.
M
oos

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2002,
75 R

n 25.;
M
.
H
ilf
,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetz-

b
u
ch
,
2.
A
u
fl,
2005,

2 R
n 148.

２
）

K
.
K
u
h
l,
S
tra
frech

t A
T
,
6.
A
u
fl.,

2008,
18 R

n 12,
22,

32 u
.
138.

３
）

D
.
K
ien
apfel,

F
.
H
opfel,

S
tra
frech

t A
T
,
12.

A
u
fl.,

2007,
Z 30 R

n 28.

参
照
、
福
田
平
「
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
保
証
者
的
義
務
の
錯
誤
」

（『
團
藤
博
士
古
希
記
念
論
文
集
第
一
巻
』（
一
九
八
三
年
）
所
収
）
一
四
五
頁
以
下
。

４
）

H
ilf
,
(F
n
.
1),

2 R
n 151.

５
）

K
ien
apfel /H

opfel,
Z
 
29 R

n 9.

こ
れ
に
対
し
て
、
シ
ュ
ト
レ
ー
は
、
具
体
的
状
況
か
ら
行
為
の
期
待
が
で
き
な
い
と
き
、
作
為
の
事
実
的
可
能
性
が

な
い
場
合
と
同
様
に
、
結
果
発
生
の
阻
止
義
務
は
生
じ
な
い
と
し
て
、期
待
可
能
性
を
構
成
要
件
の
問
題
と
捉
え
て
い
る
。W

.
S
tree,

S
ch
on
ke
/S
ch
rod

er
,

S
tra
fg
esetzb

u
ch K

o
m
m
en
ta
r,
27.

A
u
fl.,

2006,
V
o
rb
em

13 ff R
n 155.

６
）

M
.
B
u
rgstaller

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2001,
6 R

n 100 u
.
101.

北研 45(4・ )35 687

不作為犯の体系と構造 ㈦



７
）

R
.
M
oos

,
S
a
lzb
u
rg
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2004,

4 R
n 125.;

M
.
B
u
rgstaller

,
(F
n
.
6),

6 R
n 101.

８
）

K
ien
apfel /H

opfel,
(F
n
.
3),

Z 29 R
n 9.

９
）

H
.
F
u
ch
s
,
Ö
strerreich

sch
es S

tra
frech

t A
T
,
7.
A
u
fl.,

2008,
37.

K
a
p R

n 81.

第
五
章

未
遂

⑴

障
害
未
遂

不
真
正
不
作
為
に
お
い
て
も
未
遂
は
可
能
で
あ
る
。
保
障
人
の
不
作
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
三
者
の
介
入
が
あ
っ
た
と
か
偶
然
に
よ

り
、
結
果
が
発
生
せ
ず
、
被
害
者
が
救
わ
れ
た
と
か
、
あ
る
い
は
、
結
果
は
発
生
し
て
い
る
が
、
仮
定
的
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
と

か
、
客
観
的
帰
属
が
で
き
な
い
場
合
に
、
未
遂
が
成
立

１
）

す
る
。

未
遂
の
段
階
は
、
構
成
要
件
該
当
状
況
の
存
在
、
す
な
わ
ち
、
結
果
発
生
を
回
避
す
る
作
為
可
能
性
と
と
も
に
発
生
す
る
行
為
義
務
の

懈
怠
か
ら
始

２
）

ま
る
。
命
令
さ
れ
た
行
為
は
一
般
に
直
ち
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
の
場
合
で
も
、
短
い
認
知
・
熟
慮
時

間
は
認
め
ら
れ
る
（
第
二
章
Ｂ
参
照
）。
こ
れ
を
超
え
る
と
、
未
遂
が
成
立
す
る
。
こ
の
認
知
・
熟
慮
時
間
が
経
過
す
る
前
に
は
、
故
意
が

ま
だ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
構
成
要
件
該
当
状
況
の
発
生
と
故
意
の
生
ず
る
時
点
が
異
な
り
う
る
の
で

３
）

あ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
保
障
人
が
結
果
回
避
措
置
の
採
れ
る
最
初
の
可
能
性
を
利
用
し
な
か
っ
た
と
き
に
す
で
に
、
行
為
義
務
の
故
意
の

懈
怠
、
つ
ま
り
、
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
の
か（
最
初
介
入
可
能
時

４
）

点
説
）、
命
令
さ
れ
た
作
為
を
す
る
た
め
の
最
後
の
可
能
性
を
利
用
し
な
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か
っ
た
と
き
に
初
め
て
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
（
最
終
介
入
可
能
時

５
）

点
説
）
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

最
初
介
入
可
能
時
点
説
は
支
持
し
が
た
い
。
な
る
ほ
ど
、
最
初
の
機
会
が
あ
れ
ば
、
も
う
そ
れ
を
保
障
人
が
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
が

危
殆
化
さ
れ
た
法
益
の
保
護
に
繫
が
る
。
と
り
わ
け
、
保
障
人
も
、
以
後
も
救
助
の
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
知
り

え
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
そ
う
い
え

６
）

よ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
未
遂
成
立
時
点
が
早
く
な
り
す
ぎ
、
こ
れ
は
悪

し
き
心
情
だ
け
で
処
罰
す
る
こ
と
に
繫
が
る
。
行
為
者
は
、
後
の
時
点
で
も
損
害
を
見
る
こ
と
な
く
な
お
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、

現
時
点
に
お
い
て
し
て
い
な
い
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
行
為
者
は
、
法
益
に
危
険
が
生
じ
て
い
な
い
と
考
え
る
か
、
危
殆
化
さ
れ
た

保
護
法
益
を
も
っ
と
後
の
時
点
で
も
救
助
し
う
る
と
考
え
、
実
際
、
そ
の
間
に
、
当
該
法
益
に
危
険
が
増
加
し
た
と
は
云
え
な
い
場
合
も

あ
り
う
る
。
例
え
ば
、
自
分
の
幼
児
を
餓
死
さ
せ
よ
う
と
す
る
母
親
が
、
殺
意
を
抱
い
た
後
の
最
初
の
食
事
を
与
え
な
い
と
か
、
看
護
師

が
患
者
に
殺
意
を
抱
い
て
先
ず
は
延
命
に
必
要
な
注
射
を
し
な
い
が
、
看
護
師
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
患
者
の
生
命
に
ま
だ
危
険
が
生

じ
て
い
な
い
場
合
で

７
）

あ
る
。
本
説
に
よ
れ
ば
、
間
接
正
犯
の
場
合
も
未
遂
時
期
が
早
く
な
り
す
ぎ
る
。
例
え
ば
、
医
師
が
、
看
護
師
に
対

し
、
回
復
不
可
能
で
、
応
答
不
可
能
で
は
あ
る
が
ま
だ
臨
死
の
状
況
に
は
な
い
患
者
に
栄
養
補
給
を
し
な
い
よ
う
に
指
示
す
る
場
合
に
も
、

指
示
し
た
時
点
に
お
い
て
殺
人
未
遂
が
成
立
す
る
。
し
か
し
、
患
者
の
生
命
に
危
険
は
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
し
、
医
師
も
ま
だ
い
つ
で
も

救
命
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
未
遂
を
認
め
る
に
は
早
す

８
）

ぎ
る
。

行
為
者
の
主
観
か
ら
、
結
果
発
生
を
阻
止
す
る
た
め
の
最
終
的
に
可
能
な
時
点
を
徒
過
し
た
と
き
を
も
っ
て
未
遂
犯
の
成
立
を
肯
定
す

る
最
終
介
入
可
能
時

９
）

点
説
も
支
持
し
が
た
い
。
本
説
に
よ
る
と
、
中
止
未
遂
の
成
立
す
る
余
地
が
無
く
な
る
か
ら
で

10
）

あ
る
。
さ
ら
に
、
最

初
介
入
可
能
時
点
説
と
は
逆
に
、
未
遂
犯
の
成
立
時
期
が
遅
す
ぎ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
。
な
る
ほ
ど
、
行
為
者
は
、
最
終
可
能
時
点
で
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結
果
の
発
生
を
ま
だ
阻
止
で
き
る
と
考
え
て
い
る
が
、行
為
者
が
そ
れ
ま
で
の
い
く
つ
か
の
結
果
回
避
可
能
性
を
無
為
に
放
置
す
る
と
き
、

被
害
者
に
は
危
険
が
著
し
く
増
加
す
る
の
で
あ
る
。
保
障
人
義
務
は
、
最
終
段
階
の
結
果
回
避
ば
か
り
で
な
く
、
既
に
結
果
発
生
に
間
じ

か
な
危
険
を
回
避
す
る
こ
と
も
要
求
す
る
の
で

11
）

あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
作
為
義
務
の
懈
怠
を
も
っ
て
未
遂
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
作
為
の
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
作

為
が
必
要
と
な
る
時
点
、
す
な
わ
ち
、
行
為
者
の
主
観
か
ら
、
構
成
要
件
該
当
状
況
が
存
在
し
、
保
護
法
益
に
対
す
る
危
険
が
生
じ
て
お

り
、
そ
れ
以
上
待
て
ば
、
行
為
義
務
者
の
結
果
回
避
行
為
が
難
し
く

12
）

な
る
、
つ
ま
り
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
、
保
障
人
に
よ
る
回
避
可

能
性
が
不
確
か
に
な
る
と
き
に
初
め
て
、
し
か
し
、
そ
の
と
き
既
に
作
為
義
務
の
発
生
が
現
実
的
に
な
る
と
解
す
る
べ
き
で

13
）

あ
る
。
例
え

ば
、
上
記
の
母
親
の
例
で
は
、
幼
児
に
食
事
を
与
え
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
生
命
に
危
険
が
発
生
す
る
と
き
に
初
め
て
未
遂
が
認
め
ら

れ

14
）

る
し
、
看
護
師
の
例
に
お
い
て
は
、
患
者
の
体
力
が
無
く
な
る
と
き
で
は
な
く
、
患
者
に
死
の
危
険
が
迫
っ
た
と
き
に
初
め
て
未
遂
が

認
め
ら

15
）

れ
る
。

結
果
発
生
の
直
接
的
危
険
が
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
障
人
が
結
果
の
発
生
を
阻
止
す
る
た
め
の
介
入
を
成
り
行
き

に
任
せ
、
出
来
事
の
推
移
を
自
分
の
支
配
領
域
か
ら
手
放
し
た
と
き
は
、
そ
の
時
点
で
未
遂
犯
が
成
立
す
る
。
例
え
ば
、
鉄
道
線
路
巡
回

員
が
、
列
車
が
間
も
無
く
通
過
す
る
時
点
で
線
路
上
に
倒
れ
て
い
る
人
を
見
つ
け
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
場
合
、
そ
の
時
点
で
未

遂
犯
が
成
立
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
い
つ
列
車
が
通
過
す
る
か
と
は
関
係
な
く
、
戻
っ
て
く
る
つ
も
り
も
な
く
、
人
が
倒
れ
て
い
る

線
路
か
ら
離
れ
、
成
り
行
き
に
任
せ
た
場
合
に
も
、
そ
の
時
点
で
未
遂
犯
が
成
立
す
る
。
後
者
の
事
例
で
は
、
被
害
者
の
救
助
は
第
三
者

に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
と
い
う
幸
運
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
が
立
ち
去
っ
た
時
に
未
遂
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
べ
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き
で

16
）

あ
る
。

浦
和
地
判
昭
和
四
五
・
一
〇
・
二
二
（
刑
月
二
巻
一
〇
号
一
一
〇
七
頁
。
控
訴
審
の
東
京
高
判
昭
和
四
六
三
・
四
高
刑
集
二
四
巻
一
号

一
六
八
頁
は
原
判
決
を
維
持
し
た
。）
も
、
自
動
車
の
衝
突
事
故
で
被
害
者
に
重
傷
（
左
大
腿
骨
複
雑
骨
折
、
頭
部
外
傷
、
右
下
腿
打
撲
傷

で
約
六
ヶ
月
の
入
院
治
療
を
要
し
た
）を
負
わ
せ
た
後
、
自
分
の
運
転
す
る
軽
乗
用
車
に
乗
せ
て
病
院
の
方
向
に
走
行
中
、
処
罰
も
重
く
、

多
額
な
補
償
金
も
要
求
さ
れ
る
と
思
い
、
途
中
で
人
通
り
の
な
い
場
所
へ
運
ん
で
置
き
去
り
に
し
衝
突
事
故
の
発
覚
を
免
れ
よ
う
と
決
意

し
、
病
院
の
所
在
す
る
方
向
と
は
異
な
る
方
向
に
車
を
走
ら
せ
、
午
後
一
一
時
三
〇
分
頃
、
事
故
現
場
か
ら
約
二
、九
〇
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ

た
所
に
至
り
、
未
必
の
故
意
を
も
っ
て
、
陸
田
窪
み
に
被
害
者
を
助
手
席
か
ら
引
き
摺
り
下
ろ
し
て
放
置
し
て
、
同
所
か
ら
逃
走
し
た
が
、

翌
日
午
前
一
時
五
五
分
頃
、
被
害
者
を
捜
し
て
い
た
者
ら
に
よ
っ
て
救
助
さ
れ
た
の
で
、
被
害
者
は
死
亡
す
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
事
案

に
つ
い
て
、「
不
真
正
不
作
為
犯
と
は
不
作
為
に
よ
る
作
為
犯
で
、
不
作
為
と
は
期
待
さ
れ
た
行
為
を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
着

手
の
時
期
は
客
観
的
に
み
て
こ
と
さ
ら
に
そ
の
義
務
を
放
棄
し
た
と
認
め
ら
れ
る
時
点
」
で
あ
る
と
解
し
、
具
体
的
に
は
、
未
必
の
殺
意

を
も
っ
て
被
害
者
を
車
外
に
引
き
摺
り
下
ろ
し
た
時
点
に
「
着
手
の
開
始
」
を
認
め
、
被
害
者
を
放
置
し
て
逃
走
し
た
時
点
を
「
実
行
の

終
了
」
と
解
し
て
い
る
。
前
橋
地
高
崎
支
判
昭
和
四
六
・
九
・
一
七
（
判
時
六
四
六
号
一
〇
五
頁
）
は
、
被
告
人
甲
が
、
小
児
麻
痺
の
た

め
歩
行
困
難
な
被
害
者
丙
（
六
九
歳
）
を
だ
ま
し
て
所
持
金
を
奪
お
う
と
企
て
、
情
を
知
ら
な
い
乙
に
自
動
車
を
運
転
さ
せ
、
被
害
者
を

厳
寒
期
に
深
夜
人
気
の
な
い
山
中
に
連
行
し
、
停
車
後
、
乙
に
情
を
打
ち
明
け
て
い
や
が
る
乙
に
強
く
協
力
を
迫
り
こ
れ
を
承
諾
さ
せ
、

偶
々
排
尿
の
た
め
車
外
に
出
た
丙
か
ら
現
金
を
引
っ
た
く
り
、
そ
の
ま
ま
置
き
去
り
に
し
乙
の
運
転
で
同
所
を
立
ち
去
っ
た
が
、
丙
は
一

晩
中
付
近
を
這
い
ず
り
回
り
、
同
所
か
ら
一
四
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
山
子
屋
に
辿
り
着
き
救
護
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、「
自
ら
が
生

命
に
切
迫
し
た
危
険
の
あ
る
場
所
ま
で
連
行
し
た
被
害
者
を
そ
の
場
所
に
放
置
す
る
と
い
う
不
作
為
の
行
為
は
、
そ
の
場
所
の
放
置
し
な
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い
こ
と
（
作
為
義
務
を
果
た
す
こ
と
）
が
可
能
で
あ
っ
た
以
上
は
、
作
為
に
よ
っ
て
人
を
殺
す
（
又
は
そ
の
未
遂
）
行
為
と
構
成
要
件
的

に
同
価
値
と
評
価
し
得
る
か
ら
、
同
被
告
人
の
不
作
為
は
、
殺
人
（
未
遂
）
の
実
行
行
為
と
し
て
の
定
型
性
を
具
備
し
て
い
る
と
認
定
す

べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
甲
に
不
作
為
に
よ
る
殺
人
未
遂
罪
の
成
立
を
肯
定
し
た
。

原
因
に
お
い
て
自
由
な
不
作
為
の
場
合
も
、
自
分
の
支
配
領
域
に
あ
る
限
り
、
法
益
へ
の
直
接
的
危
険
が
生
じ
た
時
点
で
未
遂
が
成
立

す
る
。
酩
酊
し
て
眠
り
込
み
遮
断
機
を
下
ろ
せ
な
く
な
っ
た
踏
み
切
り
番
の
例
に
お
い
て
、
行
為
者
が
酩
酊
し
た
又
は
制
御
能
力
を
失
っ

た
時
点
で
は
な
く
、
列
車
が
接
近
し
た
と
き
に
未
遂
が
認
め
ら

17
）

れ
る
。

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
実
行
行
為
に
接
着
し
た
行
為
と
い
う
概
念
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
保
障
人
は
行
為
義
務
の
発
生
前
に
は

可
罰
的
足
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
義
務
が
一
旦
発
生
す
る
と
、
不
作
為
は
既
に
所
為
の
実
行
を
意
味
す
る
か
ら
で

18
）

あ
る
。

⑵

中
止
未
遂

作
為
犯
に
お
い
て
は
、
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
は
作
為
を
任
意
に
最
終
的
放
棄
を
す
る
こ
と
で
足
り
、
終
了
未
遂
に
お
い
て
の
み
積
極

的
行
為
を
要
す
る
が
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
あ
っ
て
は
、
未
遂
犯
は
常
に
積
極
的
行
為
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で

為
さ
れ
な
か
っ
た
結
果
回
避
行
為
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
、
不
作
為
未
遂
は
結
果
の
回
避
行
為
を
前
提
と
す
る
か
ら
、
不

真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
区
別
は
不
要
で
あ
り
、
終
了
未
遂
あ
る
い
は
未
終
了
未
遂
と
見
る
べ
き
だ
と
の

見
解
も
打
ち
出
さ
れ
る
（
単

19
）

一
説
）。
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し
か
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
未
終
了
未
遂
と
終
了
未
遂
の
区
別
は
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
、
中
止
犯
の
成

立
要
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
終
了
未
遂
は
、
行
為
者
の
主
観
か
ら
す
る
と
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
当
初
命
令
さ

れ
て
い
た
作
為
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
で
も
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
回
避
で
き
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
殺
意
を
抱
い
て
そ
の
幼
児

を
餓
死
さ
せ
よ
う
と
す
る
母
親
が
、
普
段
与
え
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
食
事
を
再
び
与
え
れ
ば
ま
だ
救
命
で
き
る
と
考
え
、
そ
う
す
る

と
き
と
か
、
水
泳
場
の
監
視
人
が
、
水
泳
客
が
溺
れ
て
い
る
の
を
無
視
し
て
い
た
が
、
間
も
無
く
飛
び
込
ん
で
そ
の
水
泳
客
を
引
き
上
げ

て
救
助
し
た
と
い
う
場
合
、
救
助
不
作
為
の
未
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が
成
立
す
る
。

終
了
未
遂
は
、
行
為
者
の
主
観
か
ら
す
る
と
、
構
成
要
件
的
結
果
の
発
生
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
当
初
命
令
さ
れ
て
い
た
作
為
を
行

う
だ
け
で
は
足
り
ず
、
他
の
特
別
の
措
置
を
採
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
上
記
の
例
で
、
母
親
が
衰
弱
し

た
幼
児
を
救
命
す
る
た
め
に
は
、
当
初
命
令
さ
れ
て
い
た
普
通
の
食
事
を
再
び
与
え
る
こ
と
で
は
足
り
ず
、
病
院
で
の
人
工
栄
養
補
給
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
、
そ
う
す
る
と
き
と
か
、
溺
れ
た
水
泳
客
に
人
工
呼
吸
を
施
す
と
い
っ
た
場
合
、
不
作
為
の
終
了
未
遂
の
中
止
犯
が

成
立

20
）

す
る
。

不
作
為
犯
の
終
了
未
遂
に
あ
っ
て
は
、
作
為
犯
の
終
了
未
遂
と
同
じ
く
、
作
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
発
生
し
た
結
果
は
行
為
者
に
負
責
さ

れ
る
。
し
か
し
、
不
作
為
犯
の
終
了
未
遂
の
場
合
、
例
え
ば
、
結
果
発
生
の
危
険
の
程
度
を
誤
認
し
て
未
終
了
段
階
に
あ
る
と
考
え
た
行

為
者
が
そ
れ
に
相
応
す
る
作
為
を
し
た
が
、
結
果
が
発
生
し
た
と
い
う
場
合
の
よ
う
に
、
中
止
行
為
に
も
か
か
わ
ら
ず
結
果
が
発
生
す
る

と
い
う
危
険
を
行
為
者
に
負
責
さ
せ
る
べ
き
で
な
い
。
こ
の
場
合
、
過
失
犯
が
成
立

21
）

す
る
。
行
為
者
が
中
止
行
為
に
出
て
い
る
限
り
、
結

果
の
発
生
が
第
三
者
の
関
与
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
場
合
で
も
、
中
止
犯
が
成
立

22
）

す
る
。
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⑶

不
能
未
遂

不
真
正
不
作
為
犯
に
お
い
て
も
不
能
未
遂
は
可
罰
的
で
あ
る
。
学
説
に
は
、
不
能
未
遂
と
さ
れ
る
事
例
に
お
い
て
は
、
回
避
さ
れ
る
べ

き
結
果
と
い
う
も
の
が
差
し
迫
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
者
は
、
不
作
為
の
決
意
の
み
を
理
由
と
し
て
、
つ
ま
り
、
法
秩
序
に

対
す
る
単
な
る
反
抗
的
意
思
を
理
由
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
、
単
な
る
心
情
無
価
値
を
処
罰
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

と
し
て
、
可
罰
性
を
否
定
す
る
見
解
も

23
）

あ
る
。
し
か
し
、
作
為
犯
に
お
い
て
も
、
事
後
的
判
断
か
ら
す
る
と
、
行
為
の
態
様
や
客
体
の
性

質
に
鑑
み
当
初
か
ら
結
果
発
生
の
危
険
性
が
な
い
（
不
能
未
遂
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
に
代
わ
る
分
別
の
あ
る
第
三
者
が
行
為
者

の
計
画
及
び
行
為
の
事
情
を
考
慮
し
た
事
前
の
判
断
か
ら
す
る
と
結
果
の
発
生
が
可
能
と
考
え
た
場
合
、そ
の
可
罰
性
は
認
め
ら
れ
る（
相

対
的
不
能
。
印
象
説
）。
そ
う
す
る
と
、
不
真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
不
能
未
遂
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
理
由
は

24
）

な
い
。
例
え
ば
、
自
分
の

子
が
川
の
中
で
溺
れ
た
振
り
を
し
な
が
ら
遊
ん
で
い
る
の
を
見
た
父
親
が
、
実
際
に
溺
れ
て
い
る
と
誤
信
し
な
が
ら
、
そ
の
子
を
救
助
し

な
い
と
か
、
救
助
行
為
を
す
れ
ば
結
果
の
回
避
が
可
能
で
あ
る
と
誤
信
し
な
が
ら
、
夫
が
そ
の
川
で
溺
れ
て
い
る
妻
を
救
助
し
な
い
と
き

は
不
能
未
遂
と
し
て
可
罰
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
事
実
の
認
識
に
お
い
て
錯
誤
は
見
ら
れ
な
い
が
、
刑
罰
規
範
に
関
し
て
錯
誤
が

見
ら
れ
る
と
き
、
幻
覚
犯
と
し
て
不
処
罰
で
あ
る
。
例
え
ば
、
川
で
溺
れ
て
い
る
妻
を
助
け
る
客
観
的
可
能
性
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

自
分
の
命
を
賭
し
て
ま
で
救
助
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
法
的
命
令
が
あ
る
と
考
え
る
夫

25
）

と
か
、
川
で
溺
れ
て
い
る
子
が
隣
人
の
子
で
あ

る
と
認
識
し
な
が
ら
、
救
助
義
務
が
あ
る
と
考
え
る
者
と
か
、
正
当
防
衛
行
為
と
し
て
打
ち
の
め
し
た
不
正
攻
撃
者
を
救
助
す
る
法
的
義

務
が
あ
る
と
考
え
る
正
当
防
衛
者
は
幻
覚
犯
で

26
）

あ
る
。

不
作
為
者
が
不
能
を
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
、
不
能
未
遂
の
中
止
犯
も
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
夫
が
、
窓
か
ら
転
落
し
た
妻
に

気
づ
き
な
が
ら
救
助
し
な
か
っ
た
が
、
妻
は
そ
の
時
点
で
既
に
致
命
傷
を
負
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
と
は
知
ら
ず
、
夫
が
し
ば
ら
く
し
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て
悔
悟
し
て
救
急
車
を
呼
ん
だ
と
き
、
こ
の
よ
う
な
客
体
の
不
能
を
認
識
し
て
い
な
い
と
き
、
行
為
者
が
任
意
且
つ
真
摯
に「
結
果
回
避
」

行
為
を
す
る
と
き
、
中
止
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
行
為
者
の
視
点
か
ら
す
る
と
、
結
果
が
発
生
し
な
い
が
故
に
「
既
遂
」
と

な
ら
な
か
っ
た
の
か
、結
果
が
行
為
者
に
は
帰
属
で
き
な
い
よ
う
な
態
様
で
発
生
し
た
の
か
で
違
い
が
生
ず
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で

27
）

あ
る
。
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野
村
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『
未
遂
犯
の
研
究
』（
一
九
八
四
年
）
一
〇
五
頁
以
下
、
三
一
〇
頁
以
下
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「
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の
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四
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〔
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部
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第
一
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事
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き
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遂
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春
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〔
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潜
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・
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）

K
u
h
l,
(F
n
.
7),

18 R
n 146.

９
）

中
山
研
一
『
刑
法
総
論
』（
一
九
八
二
年
）
四
一
五
頁
注
四
「
着
手
時
期
は
、
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
の
側
か
ら
論
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
救
助
の

可
能
性
が
現
実
に
の
こ
っ
て
い
る
間
は
着
手
に
は
い
た
ら
な
い
と
い
う
主
張
も
十
分
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」。
宗
岡
四
朗
「
可
罰
未
遂
の
限
界
」

九
大
法
学
三
九
号
（
一
九
八
〇
年
）
一
四
三
頁
以
下
、
一
七
二
頁
以
下
〔
実
行
の
着
手
は
、
作
為
義
務
を
放
棄
し
た
時
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
法
益
へ
の
具
体

的
危
険
が
切
迫
し
た
と
き
に
認
め
ら
れ
る
〕。
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す
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作
為
の
継
続
に
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っ
て
保
護
法
益
客
体
へ
の
危
険
が
著
し
く
増
加
し
た
と
き
、
つ
ま
り
、

命
令
を
履
行
す
る
最
後
の
機
会
で
は
な
く
、
そ
の
前
段
階
を
も
っ
て
未
遂
と
す
る
べ
き
で
あ
る
と
論
ず
る
。J.
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四
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頁
は
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未
遂
犯
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処
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拠
で
あ
る
既
遂
結
果
発
生
の
具
体
的
危

険
を
「
結
果
と
し
て
の
危
険
」
と
理
解
し
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
実
行
の
着
手
を
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
の
側
か
ら
論
定
す
る
べ
き
と
し
て
、
本
設
例
の

場
合
に
は
、「
幼
児
が
餓
死
寸
前
に
い
た
ら
な
く
て
も
、
著
し
く
苦
し
み
だ
し
た
と
き
（
健
康
が
害
さ
れ
て
死
の
具
体
的
危
険
が
生
じ
た
と
き
）
は
、
最
後
の

救
助
の
可
能
性
が
残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
結
果
発
生
の
具
体
的
危
険
の
側
か
ら
み
て
、
不
作
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に
よ
る
殺
人
の
未
遂
を
認
め
う
る
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と
論
ず
る
。
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井
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刑
法
総
論
の
理
論
構
造
』（
二
〇
〇
五
年
）
四
三

五
頁
「
未
遂
不
法
は
、
結
果
発
生
の
切
迫
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
行
為
者
が
結
果
発
生
・
不
発
生
に
関
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
放
棄
し
て
（
事

態
を
手
放
し
て
）
成
り
行
き
に
ま
か
せ
、
大
き
な
障
害
な
し
に
結
果
に
至
り
得
る
状
況
を
設
定
し
た
場
合
（
結
果
発
生
の
自
動
性
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
）
に

も
認
め
ら
れ
得
る
」。
野
村
稔

注
３
）三
一
三
頁
。
加
藤
敏
幸
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
未
遂
に
つ
い
て
」
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大
法
学
第
三
二
巻
第
一
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（
一
九
八
二
年
）
一
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〇
頁
以
下
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
内
藤

注
14
）一
二
四
七
頁
は
、
食
物
を
与
え
な
い
親
が
幼
児
を
人
里
離
れ
た
山
小
屋
に
置
き
去
り
に
し
た
場
合
、
そ
の
幼
児
に
死
の
具

体
的
危
険
が
発
生
し
な
い
段
階
で
救
助
さ
れ
た
と
き
は
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
は
成
立
す
る
が
、
不
作
為
に
よ
る
殺
人
未
遂
は
成
立
し
な
い
と
論
ず
る
。

フ
ォ
ー
グ
ラ
ー
（T

h
.
V
ogler

,
(F
n
.
7),

22 R
n 121

）
も
、
親
が
そ
の
森
の
中
で
生
ま
れ
た
嬰
児
を
殺
害
の
意
図
で
そ
の
ま
ま
放
置
し
、
家
に
戻
る
場

合
、
そ
の
時
点
で
は
ま
だ
未
遂
と
は
い
え
ず
、
後
の
時
点
、
つ
ま
り
、
そ
の
嬰
児
の
生
命
へ
の
危
機
的
状
況
を
徒
過
し
た
と
き
に
未
遂
犯
の
成
立
を
認
め
、

そ
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
時
点
で
犯
罪
が
既
遂
に
至
る
の
「
犯
罪
意
思
」
が
明
確
に
な
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
し
か
し
、
具
体
的
危
険
の
発
生
の
み
を
未
遂
時

期
の
規
準
に
す
る
こ
と
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
暗
殺
者
が
航
空
機
の
中
に
密
か
に
爆
弾
を
仕
掛
け
立
ち
去
っ
た
場
合
、
こ
の
作
為
犯
人
に
は
そ
の

時
点
で
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
す
る
し
、
そ
の
後
、
警
備
員
が
そ
の
爆
弾
を
発
見
し
た
が
殺
害
の
意
図
で
そ
の
ま
ま
放
置
し
た
場
合
、
当
該
航
空
機
の
離
陸
後

に
爆
発
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
場
合
で
も
、
警
備
員
に
は
立
ち
去
っ
た
時
点
で
殺
人
未
遂
罪
が
成
立
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。R

oxin
,
(F
n
.

10),
29 R

n 287.

17
）

K
u
h
l,
(F
n
.
7),

18 R
n 150a

.

18
）

T
riffterer

,
(F
n
.
1),

15.
K
a
p R

n 86.;
S
tein

in
ger

,
(F
n
.
1),

2 R
n 131.

エ
ー
ザ
ー
に
よ
れ
ば
、
保
護
法
益
が
不
作
為
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
て
い

る
か
、
既
に
存
在
す
る
危
険
が
増
加
す
る
と
き
、
未
遂
が
認
め
ら
れ
る
。E

ser,
(F
n
.
14),

22 R
n 50.

19
）

終
了
未
遂
説
に
、R

oxin
,
(F
n
.
10),

29 R
n 269.

未
終
了
未
遂
説
に
、G

.
H
ager,

W
.
M
assau

er
,W

ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch

 
2.
A
u
fl.,

1999,
15,

16 R
n
 
16

〔
不
真
正
不
作
為
犯
で
は
未
終
了
未
遂
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
中
止
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
反
対
行
為
が
必
要
で
あ

る
〕。V

g
l.
W
.
K
u
per

,
D
er R

u
ck
tritt v

o
m
 
V
ersu

ch d
es u

n
ech

ten U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

te,
Z
S
tW
 
112

(2000),
1 ff.;

H
.-J.

R
u
d
olph

i,

R
u
d
olph

i /S
am
son

/H
orn

/G
u
n
th
er
,
S
y
stem

a
tisch

er
 
K
o
m
m
en
ta
r
 
zu
m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
1992,

V
o
r

13
 
R
n
 
56.;

G
.
F
reu

n
d
,

S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,

2009,
8 R

n 67.;
B
G
H
,
N
S
tZ 1997,

485.

20
）

J.
W
essels,

W
.
B
eu
lke
,
(F
n
.
16),

16 V
 
2 R

n 743,
744.;

K
u
h
l,
(F
n
.
7),

18 R
n 154.;

B
.
T
ag
,
D
ollin

g
/D
u
ttge

/R
ossn

er
,
2008,

G
esa

m
tes S

tra
frech

t
13 R

n 32.;
W
.
G
ropp

,
S
tra
frech

t A
T
.,
3.
A
u
fl.,

2005,
9 R

n 72.

参
照
、
斉
藤
誠
「
不
真
正
不
作
為
犯
の
未
遂
」（『
成

蹊
大
学
政
治
経
済
論
叢
終
刊
記
念
論
文
集
上
巻
』（
一
九
六
八
年
）
所
収
）
二
六
二
頁
以
下
、
二
二
九
九
頁
以
下
。

21
）

V
ogler

,
(F
n
.
7),

24 R
n 142.;

E
ser,

(F
n
.
14),

24 R
n 30.;

H
.-H

.
Jesch

eck,
T
h
.
W
eigen

d
,
L
eh
rb
u
ch d

es S
tra
frech

ts A
T
,
5.
A
u
fl.,

1996,
60 II 3

〔
行
為
者
が
、
当
初
命
令
さ
れ
て
い
た
作
為
を
行
な
わ
ず
、
後
に
特
別
の
作
為
を
要
す
る
段
階
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
こ
れ
を
行
な
う
と

い
う
場
合
に
の
み
、
結
果
発
生
を
行
為
者
に
負
責
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
〕。
反
対
、K

u
h
l,
(F
n
.
7),

18 R
n 153

〔
作
為
犯
に
お
い
て
、
結
果
の
発
生
が

あ
れ
ば
中
止
未
遂
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
リ
、
こ
の
こ
と
は
不
真
正
不
作
為
犯
に
も
妥
当
す
る
〕。B

G
H
 
N
JW
 
2000,

1730,
1732.
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22
）

V
ogler

,
(F
n
.
7),

24 R
n 142.;

E
ser

,
(F
n
.
14),

24 R
n 30.

23
）

E
.
S
ch
m
id
th
au
ser

,
S
tra
frech

t A
T
.
L
eh
rb
u
ch
,
2.
A
u
fl.,

1975,
17 R

n 27;
d
ers
.,
S
tra
frech

t A
T
,
2.
A
u
fl.,

1984,
13.

A
b
sch

n
.
R
n 27 /

28
「
危
険
の
な
い
（
不
能
）
未
遂
と
い
う
の
は
不
作
為
犯
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
。
こ
の
こ
と
は
義
務
根
拠
付
け
の
特
別
の
構
造
か
ら
判
明
す

る
。
行
為
を
し
な
い
こ
と
で
侵
害
さ
れ
る
具
体
的
行
為
義
務
が
存
在
す
る
の
は
、
現
実
に
危
険
が
客
体
に
迫
っ
て
い
て
、
潜
在
的
行
為
者
が
具
体
的
状
況
に

お
い
て
、
結
果
回
避
の
客
観
的
見
込
み
の
あ
る
行
為
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
当
事
者
が
危
険
状
況
を
表
象
し
た
と
か
、
救
助
の
可
能
性

が
あ
る
と
考
え
た
と
か
と
い
う
理
由
だ
け
で
、
人
の
行
動
を
命
令
さ
れ
た
行
為
の
不
作
為
と
性
格
づ
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
実
際
に
は
、
け
し
か
ら
ぬ
考
え

（G
ed
a
n
k
en
su
n
d
e

）
を
国
の
刑
罰
に
利
用
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
不
法
を
伴
わ
な
い
不
法
の
心
情
を
犯
罪
だ
と
宣
告
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
」。
例
え
ば
、
岸

辺
で
横
に
な
っ
て
い
る
者
が
子
供
た
ち
の
甲
高
い
秋
叫
び
声
を
聞
い
た
が
、
自
分
の
子
が
溺
れ
死
ぬ
危
険
が
あ
り
、
助
け
を
求
め
て
い
る
と
誤
信
し
な
が
ら
、

何
も
し
な
い
と
き
、
殺
人
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
又
、
母
親
が
毒
蛇
に
か
ま
れ
た
自
分
の
子
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
薬
品
を
持
っ
て
い
る
と
誤
信
し
な
が
ら
、

そ
の
不
適
当
な
薬
品
を
投
与
し
な
い
と
き
も
、
殺
人
未
遂
は
成
立
し
な
い
。
西
田
典
之
（『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
六
年
）
一
一
〇
頁
）
も
、「
客
観
的
に
結
果

回
避
可
能
性
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
不
作
為
す
な
わ
ち
期
待
さ
る
べ
き
作
為
と
言
う
も
の
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
こ
で
は
不
作
為

犯
の
実
行
行
為
が
欠
如
し
、
未
遂
犯
も
成
立
し
な
い
」
と
論
ず
る
。

R
u
d
olph

i,
(F
n
.
19),

V
o
r

13 R
n 55.;

d
ers.,

D
ie S

tra
fb
a
rk
eit d

es v
ersu

ch
ten u

n
ech

ten U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

tes,
M
D
R
 
1967,

1 ff.

ル
ー
ド
ル
フ
イ
ー
は
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
未
遂
を
五
分
類
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
不
可
罰
と
さ
れ
る
場
合
と
し
て
、
先
ず
、
保
障
人
に
よ
り
保
護
さ
れ

る
べ
き
法
益
に
は
客
観
的
に
は
何
等
危
険
は
存
し
な
い
が
、
保
障
人
が
誤
っ
て
自
己
に
よ
り
関
渉
せ
ら
れ
る
べ
き
危
険
状
態
が
存
す
る
と
思
っ
た
場
合
が
挙

げ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
①
甲
が
、
あ
る
標
的
を
射
る
目
的
で
、
銃
を
構
え
て
い
る
の
を
、
母
親
乙
が
、
標
的
の
傍
ら
に
立
っ
て
い
る
自
分
の
子
を
殺
そ
う
と

し
て
い
る
の
だ
と
誤
信
し
た
が
、
乙
は
、
自
分
の
子
が
殺
さ
れ
る
の
を
欲
し
た
の
で
、
甲
の
射
撃
を
阻
止
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
う
し
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
②
飲
食
店
主
は
、
正
気
を
失
う
ほ
ど
に
酩
酊
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
客
が
乗
用
車
を
運
転
し
て
い
く
の
を
敢
え
て
引
き
と

め
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
実
際
は
、
そ
の
客
は
ほ
ろ
酔
い
す
ら
し
て
お
ら
ず
、
た
だ
、
そ
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、

③
一
二
歳
の
子
供
が
密
か
に
水
泳
を
練
習
し
て
い
た
が
、
そ
の
父
親
を
驚
か
せ
る
目
的
で
、
第
三
者
に
水
中
に
突
き
落
と
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
子

は
な
お
泳
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
父
親
が
、
そ
の
子
の
溺
死
を
欲
し
て
、
第
三
者
の
行
為
を
も
阻
止
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
子
を
救
助

す
る
た
め
の
措
置
も
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
④
農
夫
が
あ
る
夜
そ
の
納
屋
に
光
輝
を
発
見
し
、
大
火
災
の
始
ま
り
だ
と
思
っ
た
が
、
十
分
に
保
険
金

を
つ
け
て
あ
る
そ
の
納
屋
が
燃
え
落
ち
て
も
か
ま
わ
な
い
と
思
い
、
そ
の
火
と
見
違
え
た
も
の
を
消
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
場
合
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
は
不
能

未
遂
の
場
合
で
あ
っ
て
、「
保
障
人
に
よ
り
保
護
せ
ら
れ
る
べ
き
法
益
は
客
観
的
に
は
何
等
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
な
い
。
保
障
人
の
不
活
動
の
結
果
と
し
て
、
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外
界
に
は
ま
っ
た
く
法
益
侵
害
結
果
が
生
じ
て
い
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
保
障
人
の
当
罰
性
を
否
定
す
る
。

次
に
、
現
実
に
は
客
観
的
法
益
の
危
殆
化
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
法
益
侵
害
に
進
展
す
る
の
だ
が
、
こ
の
危
殆
化
が
保
障
人
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
べ
き
法
益
と
は
か
か
わ
り
が
な
い
と
か
、
保
障
人
が
監
視
す
る
べ
き
危
険
源
に
由
来
す
る
も
の
で
な
い
場
合
、
例
え
ば
、
①
激
流
に
溺
れ
て
い
る
子
を
認

め
、
そ
れ
が
自
分
の
子
で
あ
る
と
誤
信
し
た
者
が
、
そ
の
死
を
免
れ
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
場
合
、
②
あ
る
男
が
少
女
を
強
姦
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
を
見
た
看
護
師
が
、
そ
の
男
は
自
分
の
監
督
下
に
あ
る
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
誤
信
し
た
が
、
そ
の
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
場

合
、
③
他
人
が
高
価
な
絵
画
を
焼
却
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
気
づ
い
た
者
が
、
そ
の
絵
画
は
自
分
の
妻
の
所
有
物
で
あ
る
と
誤
信
し
た
が
、
そ
の
焼
却
を
阻

止
し
な
か
っ
た
場
合
も
不
可
罰
で
あ
る
。

続
い
て
、
保
障
人
が
、
自
分
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら
れ
る
べ
き
法
益
に
向
け
ら
れ
た
第
三
者
か
ら
の
作
為
未
遂
を
阻
止
し
な
か
っ
た
場
合
で
あ
る
が
、
例
え

ば
、
父
親
が
、
殺
害
の
意
図
で
子
を
狙
っ
て
い
る
第
三
者
の
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
と
き
、
第
三
者
の
行
為
が
的
を
外
れ
て
死
の
結
果
が
発
生
し
な
く
と

も（
欠
効
未
遂
）、
父
親
は
可
罰
的
で
あ
る
が
、
保
障
人
が
阻
止
し
な
か
っ
た
作
為
の
未
遂
が
不
能
、
つ
ま
り
、
絶
対
に
危
険
で
な
い
未
遂
の
場
合
は
、
父
親

は
不
可
罰
で
あ
る
。
後
者
の
場
合
、
保
障
に
よ
っ
て
保
護
せ
ら
れ
る
べ
き
法
益
に
危
殆
化
が
客
観
的
に
は
お
よ
そ
欠
如
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
、
僅
少
の

結
果
無
価
値
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
保
障
人
が
、
自
分
に
よ
り
回
避
せ
ら
れ
る
べ
き
法
益
危
殆
化
を
な
お
阻
止
可
能
と
誤
信
し
な
が
ら
、
救
助
行
為
に
出
な
い
場
合
が
不
可
罰
と
さ

れ
る
。
例
え
ば
、
保
障
人
が
、
ま
だ
救
助
の
機
会
が
あ
る
と
誤
信
し
な
が
ら
、
既
に
死
亡
し
て
い
る
者
や
、
も
は
や
救
助
し
得
な
い
事
故
負
傷
者
を
病
院
に

搬
送
し
な
い
場
合
、
不
可
罰
に
と
ど
ま
る
。
こ
う
い
っ
た
不
能
の
不
作
為
未
遂
の
場
合
、
不
活
動
か
ら
生
ず
る
結
果
無
価
値
と
い
う
も
の
が
欠
如
し
、
こ
う

い
っ
た
未
遂
の
不
法
は
心
情
無
価
値
の
と
こ
ろ
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

ニ
ー
ポ
ー
ト
（B

.
F
.
N
iepoth

,
D
er u

n
ta
u
g
lich

e V
ersu

ch b
eim

 
u
n
ech

ten U
n
terla

ssu
n
g
sd
elik

t,
JA
 
1994,

337 ff.

）
は
、
不
真
正
不
作
為

犯
の
不
能
未
遂
に
つ
い
て
、
そ
の
当
罰
性
は
肯
定
す
る
が
、
要
罰
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
、
そ
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
。
参
照
、
塩
見
淳
「
不

作
為
犯
の
不
能
未
遂
」
法
学
論
叢
第
一
四
八
巻
三＝

四
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
七
七
頁
以
下
。

斉
藤

注
20
）三
二
七
頁
も
、
ル
ー
ド
ル
フ
イ
ー
が
不
能
未
遂
と
し
て
い
る
も
の
を
除
外
し
て
、
不
真
正
不
作
為
犯
の
未
遂
を
認
め
る
。
塩
見
淳

注
23
）二

七
七
頁
以
下
は
、
法
益
客
体
に
対
す
る
客
観
的
な
危
険
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
は
未
遂
犯
の
成
立
を
否
定
す
る
が
、
侵
害
結
果
が
回
避
不
能
の
場
合
は
未
遂

犯
の
成
立
を
肯
定
す
る
。

24
）

K
u
h
l,
(F
n
.
7),

15 R
n 151.;

R
oxin

,
(F
n
.
10),

29 R
n 377.;

R
.
M
oos

,
W
ien
er K

o
m
m
en
ta
r zu

m
 
S
tra
fg
esetzb

u
ch
,
2.
A
u
fl.,

2002,

75 R
n 26.
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25
）

B
G
H
 
N
JW
 
1994,

1357.
26
）

K
u
h
l,
(F
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こ
れ
に
対
し
て
、B
G
H
 
S
tV
 
1998,

369

〔
酩
酊
状
態
に
あ
る
被
告
人
が
、
夕
方
、
被
害
者
を

放
熱
器
の
後
ろ
に
あ
る
ニ
ッ
チ
に
挟
み
込
み
、
そ
こ
か
ら
自
力
で
は
抜
け
出
る
こ
と
が
で
き
な
く
し
た
と
こ
ろ
、
翌
朝
、
被
害
者
は
ま
だ
生
き
て
い
た
が
、

熱
効
果
で
致
命
傷
を
負
っ
て
い
た
。
被
告
人
は
当
初
は
被
害
者
の
面
倒
を
見
な
か
っ
た
が
、
被
害
者
の
泣
き
声
を
聞
い
て
い
た
隣
人
の
き
つ
い
要
請
で
こ
の

隣
人
を
家
に
入
れ
た
。
そ
の
後
、
被
害
者
は
挟
み
込
ま
れ
た
場
所
か
ら
解
放
さ
れ
た
。
被
害
者
は
翌
々
日
死
亡
し
た
と
い
う
事
案
。
ド
イ
ツ
連
邦
裁
判
所
は
、

不
作
為
に
よ
る
殺
人
未
遂
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
被
告
人
は
、
朝
七
時
に
被
害
者
が
自
分
の
行
為
の
せ
い
で
死
ぬ
で
あ
ろ
う
事
を
認
識
し
た
と
き
、
そ
の
死

の
結
果
を
阻
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
不
作
為
の
仮
定
的
因
果
関
係
が
欠
け
、
被
告
人
に
殺
人
既
遂
を
問
擬
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
不

作
為
犯
の
未
遂
は
常
に
作
為
犯
の
終
了
未
遂
に
等
し
く
、
結
果
の
発
生
を
阻
止
し
な
い
か
ぎ
り
中
止
未
遂
は
成
立
し
な
い
と
し
た
〕。
本
判
例
は
中
止
犯
の
成

立
を
否
定
し
た
の
は
結
論
的
に
は
妥
当
と
い
え
よ
う
。
被
告
人
の
自
発
性
と
真
摯
性
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
つ
づ
く
）
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