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一
　
本
稿
の
課
題

㈠

　本
稿
の
ね
ら
い

本
稿
の
ね
ら
い
は
、
あ
ず
み
の
里
事
件
と
呼
ば
れ
る
特
養
に
お
け
る
介
護
者
の
業
務
上
過
失
致
死
事
件
の
解
明
を
通
し
て
、
組
織
内
で

の
個
人
の
過
失
犯
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
理
論
的
問
題
に
取
り
組
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
も
、
犯
罪
の
成
立
要
件
を
全
体
的
に
捉
え

る
視
座
が
不
可
欠
な
課
題
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
介
護
施
設
に
お
け
る
事
故
死
は
一
年
間
で
一
五
〇
〇
件
を
超
え
て
お
り
（
１
）

、
高
齢
社
会
を

迎
え
た
わ
が
国
に
お
い
て
、「
介
護
と
刑
事
責
任
」
は
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

㈡

　あ
ず
み
の
里
事
件
の
経
緯

あ
ず
み
の
里
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
２
）

。
Ａ
子
（
被
告
人
）
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
あ
ず
み
の
里
に
准
看
護
師
と
し
て

勤
務
し
、
利
用
者
に
対
す
る
看
護
お
よ
び
介
護
業
務
に
従
事
し
て
い
た
。
平
成
二
五
年
一
二
月
一
二
日
、
一
階
食
堂
に
お
い
て
間
食
を
提

供
す
る
際
、
Ａ
子
は
、
各
利
用
者
に
提
供
す
べ
き
間
食
の
形
態
を
確
認
し
て
提
供
す
べ
き
な
の
に
、
Ｂ
子
（
八
五
歳
）
に
対
す
る
形
態

（
ゼ
リ
ー
）
を
確
認
し
な
い
ま
ま
、
ド
ー
ナ
ツ
を
配
膳
す
る
と
い
う
過
ち
を
お
か
し
た
。
Ｂ
子
は
ド
ー
ナ
ツ
を
摂
取
し
、
喉
頭
な
い
し
気
管

内
異
物
に
よ
る
窒
息
に
起
因
す
る
心
肺
停
止
状
態
に
陥
り
、
平
成
二
六
年
一
月
一
六
日
、
低
酸
素
脳
症
に
よ
り
死
亡
し
た
。
な
お
、
間
食

の
配
膳
業
務
は
主
と
し
て
介
護
士
Ｃ
子
が
担
当
し
て
お
り
、
Ａ
子
は
そ
の
手
伝
い
に
入
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
子
に
対
し
て
配
膳

を
す
る
際
に
、
Ａ
子
は
Ｃ
子
か
ら
何
ら
の
注
意
も
受
け
て
い
な
か
っ
た
。

Ａ
子
の
み
が
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
（
刑
二
一
一
条
）
で
起
訴
さ
れ
た
。

公
判
の
経
過
に
つ
い
て
触
れ
る
と
、
本
公
判
で
は
、
二
度
の
訴
因
変
更
が
な
さ
れ
て
い
る
（
３
）

。
も
と
も
と
の
平
成
二
七
年
四
月
二
七
日
の

（
四
二
六
）



組
織
内
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待
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能
性
（
船
山
）

二
九
一

起
訴
状
朗
読
に
お
い
て
は
、
Ａ
子
に
は
、
Ｂ
子
の
食
事
中
の
動
静
を
注
視
し
て
、
食
物
誤
嚥
に
よ
る
窒
息
等
の
事
故
を
未
然
に
防
止
す
る

業
務
上
の
注
意
義
務
が
あ
る
の
に
こ
れ
を
怠
り
、
他
の
利
用
者
へ
の
食
事
介
助
に
気
を
取
ら
れ
、
Ｂ
子
の
食
事
中
の
動
静
を
注
視
し
な
い

ま
ま
Ｂ
子
を
放
置
し
た
過
失
が
あ
っ
た
と
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
八
年
九
月
一
六
日
、
検
察
官
は
、
Ａ
子
に
は
間
食
の
形
態
確
認

義
務
が
あ
り
、
漫
然
と
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供
し
た
過
失
が
あ
る
と
い
う
予
備
的
訴
因
の
追
加
請
求
を
し
、
そ
れ
が
、
平
成
二
九
年
一
月
一
九

日
、
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
平
成
三
〇
年
七
月
三
〇
日
、
検
察
官
は
、
Ａ
子
の
注
視
義
務
の
開
始

時
期
を
、
こ
れ
ま
で
Ａ
子
が
テ
ー
ブ
ル
に
着
席
し
た
時
か
ら
と
し
て
い
た
の
を
、
Ａ
子
が
Ｂ
子
に
ド
ー
ナ
ツ
を
配
っ
た
時
か
ら
と
、
前
倒

し
す
る
訴
因
変
更
を
請
求
し
、
九
月
一
四
日
、
裁
判
所
に
よ
り
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

本
件
の
争
点
は
、
以
下
の
二
つ
で
あ
る
。
①
被
害
者
が
心
肺
停
止
状
態
に
な
っ
た
原
因
は
、
ド
ー
ナ
ツ
を
摂
取
し
て
窒
息
状
態
に
陥
っ

た
こ
と
に
よ
る
も
の
か
、
と
い
う
因
果
関
係
。
②
被
告
人
は
、
ど
の
点
に
つ
い
て
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
。

平
成
三
一
年
三
月
二
五
日
、
長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部
は
、
①
の
因
果
関
係
を
認
め
た
上
で
、
②
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
ド
ー
ナ

ツ
を
摂
取
す
る
際
に
被
告
人
が
こ
れ
を
注
視
し
て
窒
息
を
防
止
す
べ
き
義
務
違
反
と
い
う
主
位
的
訴
因
の
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
間

食
を
配
膳
す
る
際
に
利
用
者
に
提
供
す
る
間
食
の
形
態
を
確
認
し
て
窒
息
事
故
等
を
防
止
す
べ
き
義
務
違
反
と
い
う
予
備
的
訴
因
の
過
失

は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
、
有
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。
刑
罰
は
罰
金
二
〇
万
円
で
あ
っ
た
（
４
）

。

被
告
人
側
が
控
訴
を
申
し
立
て
て
い
る
。

（
四
二
七
）
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二
　
訴
因
変
更
問
題
の
前
提

㈠

　因
果
関
係
の
問
題

あ
ず
み
の
里
事
件
に
つ
い
て
は
、
ド
ー
ナ
ツ
を
摂
取
し
て
窒
息
状
態
に
な
っ
た
こ
と
が
被
害
者
の
心
肺
停
止
状
態
の
原
因
と
い
え
る
か
、

疑
問
が
残
る
。
ド
ー
ナ
ツ
に
よ
る
窒
息
と
い
う
構
図
は
、
も
と
も
と
Ａ
子
自
身
や
ま
わ
り
の
人
達
に
も
思
い
込
み
と
し
て
あ
り
、
弁
護
側

が
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
情
報
が
拡
散
し
た
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
第
一
一
回
の
公
判
（
平
成
二
九
年
一
〇
月
二
三
日
）
で

は
、
救
急
搬
送
先
の
病
院
で
死
亡
診
断
書
を
書
い
た
医
師
は
、
直
接
の
死
因
は
、
脳
に
一
定
時
間
酸
素
が
い
か
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
低

酸
素
脳
症
で
あ
る
が
、
心
肺
停
止
状
態
の
原
因
は
、
窒
息
以
外
に
も
脳
梗
塞
か
心
室
細
動
が
考
え
得
る
、
と
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
５
）

。

私
が
入
手
し
て
い
る
「
報
道
用
判
決
要
旨
」
で
は
、
因
果
関
係
の
事
実
認
定
は
簡
略
に
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
論

評
は
、
今
の
と
こ
ろ
差
し
控
え
る
。
た
だ
し
、
こ
の
因
果
関
係
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
仮
に
被
告
人
に
な
ん
ら
か
の
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
の
過
失
行
為
と
被
害
者
死
亡
と
の
間
に
因
果
関
係
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
点
の
解
明
が
不
十
分
で
あ
る
と
指
摘
し
て
お
こ
う
。

㈡

　訴
因
変
更
問
題
の
基
は
事
実
認
定
に
あ
る

１
　
訴
因
変
更
は
、
被
告
人
を
不
安
定
な
立
場
に
追
い
込
ま
な
い
範
囲
で
、
検
察
官
に
審
理
の
途
中
で
訴
追
内
容
の
変
更
を
認
め
る
制

度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
、
変
更
を
許
さ
な
い
と
、
検
察
官
は
真
実
の
発
見
の
た
め
に
別
訴
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
、

被
告
人
の
防
御
は
脅
か
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
法
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
限
度
と
し
て
、
訴
因
の
追
加
・
撤
回
・
変
更
を
許
す
こ
と
に

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、「
真
実
の
発
見
と
手
続
的
保
障
の
ほ
ど
よ
い
調
和
（
６
）

」
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
る
と
、
本
件
で

（
四
二
八
）
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は
、
事
件
発
生
か
ら
一
審
判
決
言
渡
し
ま
で
五
年
余
を
要
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
長
期
化
の
要
因
と
し
て
二
度
の
訴
因
変
更
を
め
ぐ
る
弁

護
側
・
検
察
側
の
攻
防
が
あ
っ
た
こ
と
を
勘
案
す
る
と
き
、
被
告
人
の
心
的
動
揺
は
決
し
て
少
な
く
な
く
、
防
御
上
大
き
な
負
担
を
負
わ

せ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
（
７
）

。

と
こ
ろ
で
、
本
件
に
お
け
る
訴
因
変
更
問
題
の
基
は
ど
こ
に
あ
る
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
言
わ
ず
も
が
な
、
本
件
に

お
い
て
過
失
犯
の
成
立
を
、
ど
こ
に
、
い
か
よ
う
に
認
め
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
論
点
は
、
時
間
に
関
わ
る
捉
え
方
と
、
過
失

犯
の
主
体
を
ど
う
捉
え
る
か
（
誰
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
か
）
の
二
つ
で
あ
る
。
順
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

２
　
本
判
決
が
過
失
と
し
て
認
定
し
た
事
実
は
、
利
用
者
に
提
供
す
る
間
食
の
形
態
を
確
認
せ
ず
に
提
供
し
た
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
。

主
位
的
訴
因
で
あ
る
注
視
義
務
を
否
定
し
て
、
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供
し
た
時
点
で
の
こ
と
に
も
っ
て
い
っ
た
の
は
、
間
食
を
利
用
者
に
提
供

す
れ
ば
、
利
用
者
は
何
時
食
べ
は
じ
め
る
か
わ
か
ら
な
い
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
七
人
が
全
員
食
べ
は
じ
め
た
ら
、
注
視
す
る
こ
と

が
大
変
に
な
る
、
と
い
う
点
を
考
慮
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
誤
っ
た
間
食
を
提
供
し
た
時
点
で
過
失
を
認
め
る
の
は
、
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
事
実

認
定
を
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
後
で
、
誤
り
に
気
づ
い
て
間
食
を
取
り
替
え
た
り
、
利
用
者
が
ド
ー
ナ
ツ
を
頬
張
ろ
う
と
し
て
い
る
の
に

気
づ
い
て
止
め
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
過
失
犯
は
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
事
実
認
定
の
方
法
は
、
過
失
犯
と
故
意
犯
の
犯
罪
惹
起
態
様
の
違
い
に
目
を
瞑
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
故
意

犯
に
お
い
て
故
意
行
為
が
認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
特
別
な
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
法
益
侵
害
結
果
の
発
生
に
向
け
た
事
実
が
進
行
す
る
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
前
に
座
っ
て
い
る
人
の
殺
害
を
意
図
し
て
、
そ
の
人
が
ト
イ
レ
に
行
っ
て
い
る
隙
に
紅
茶
に
青
酸
カ
リ
を
入
れ
た
と

す
れ
ば
、
相
手
は
戻
っ
て
き
て
紅
茶
を
飲
む
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
か
ら
、
青
酸
カ
リ
を
入
れ
た
時
点
で
殺
人
罪
の
実
行
の
着
手
あ
り
と

（
四
二
九
）
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し
て
、
そ
の
段
階
で
殺
人
の
未
遂
を
認
め
て
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
過
失
犯
の
場
合
、
い
く
つ
か
の
注
意
義
務
違
反
が
重
な
っ

て
結
果
発
生
に
至
る
こ
と
が
あ
り
、
一
点
の
注
意
義
務
の
み
で
過
失
犯
の
成
立
を
捉
え
る
の
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。「
過
失
犯
は
未
完
結

の
構
成
要
件
（
８
）

」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
故
意
犯
と
過
失
犯
の
差
異
に
着
目
し
た
表
現
と
思
わ
れ
る
。

右
の
点
を
、
過
失
犯
に
お
け
る
予
見
可
能
性
と
結
果
回
避
措
置
の
関
係
を
考
え
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
森
永
ド
ラ
イ
ミ
ル

ク
事
件
に
関
し
て
、
差
戻
後
第
一
審
判
決
（
徳
島
地
判
昭
四
八
・
一
一
・
二
八
判
時
七
二
一
・
七
）
を
も
と
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

森
永
乳
業
徳
島
工
場
の
製
造
課
長
と
し
て
は
、
ド
ラ
イ
ミ
ル
ク
の
飲
用
者
が
乳
児
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
万
が
一
に
も
ド
ラ
イ
ミ

ル
ク
に
有
毒
物
が
混
入
し
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
。
第

一
に
、
有
毒
物
混
入
を
避
け
る
た
め
に
は
、
規
格
品
を
発
注
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
清
罐
剤
な
ど
に
使
用
さ
れ
る
工
業
用
第
二
燐
酸

ソ
ー
ダ
を
発
注
し
た
と
こ
ろ
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
（
９
）

。
そ
し
て
、
第
二
に
、
工
業
用
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
原
料
牛
乳
に
安
定
剤
と
し
て

添
加
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
使
用
前
に
容
器
ご
と
に
そ
れ
が
間
違
い
な
く
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
適
切
な

化
学
的
検
査
を
実
施
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
使
用
さ
れ
た
の
は
、
松
野
製
剤
と
い
わ
れ
る
日

本
軽
金
属
清
水
工
場
の
産
業
廃
棄
物
に
由
来
す
る
も
の
で
、
砒
素
が
多
量
に
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
こ
れ
は
判
例
の
指
摘

し
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
製
造
過
程
で
異
物
・
毒
物
が
混
入
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
か
ら
、
工
場
か
ら
の
出
荷
前
に
視
認
や

化
学
的
検
査
も
な
さ
れ
て
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
以
上
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
の
注
意
義
務
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

第
二
・
第
三
の
注
意
義
務
を
尽
く
せ
ば
結
果
発
生
は
回
避
で
き
た
の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
の
注
意
義
務
違
反
だ
け
で
結
論
を
出
し
て
し
ま

う
の
で
は
な
く
、
一
定
の
時
間
帯
（
製
造
か
ら
出
荷
ま
で
の
間
）
の
中
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
過
失
犯
は
、
故
意
犯
と
異
な
り
、
一
定
の
時
間
帯
の
中
で
捉
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
被
告
人
に
つ
い
て
も
、

（
四
三
〇
）
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間
食
の
形
態
を
確
認
せ
ず
、
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供
し
た
ら
そ
れ
で
過
失
犯
成
立
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
短
兵
急
な
判
断
方
法
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
。
判
例
の
趣
旨
に
従
っ
て
、
ド
ー
ナ
ツ
が
窒
息
の
原
因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
何
時
窒
息
し
た
か
定
か
で
な
い
が
、
介
助
者
は

そ
の
時
点
ま
で
注
視
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
誤
っ
た
間
食
の
提
供
を
し
た
ら
、
そ
の
時
点
で
過
失
犯
が
成
立
し
て

し
ま
い
、
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
私
た
ち
は
多
く
の
利
用
者
さ
ん
た
ち
を
同
時
に
見
守
る
に
は
五
感
を
す
べ
て

使
っ
て
い
る
ん
で
す
（
10
）

。」
と
い
う
介
護
現
場
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
を
無
視
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判
決
が
、
過
失
犯

の
成
立
時
期
を
間
食
提
供
の
時
点
に
し
て
い
る
理
由
と
し
て
は
、「
被
害
者
は
、
被
告
人
ら
が
気
付
か
ぬ
う
ち
に
窒
息
し
て
い
た
」
と
い

う
事
情
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
注
視
義
務
が
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
判
決
が
、
主
位
的
訴
因
の
判
断
に
あ

た
っ
て
、
当
時
被
告
人
が
食
事
全
介
助
の
必
要
な
利
用
者
の
食
事
介
助
中
で
あ
る
こ
と
や
、
被
害
者
が
周
囲
の
者
が
窒
息
に
気
付
き
得
る

言
動
を
取
っ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
主
位
的
訴
因
の
過
失
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
論
理
矛
盾
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

被
告
人
の
注
視
に
現
実
的
な
限
界
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
の
問
題
で
は
な
く
、
期
待
可
能
性
と
し
て
有

責
性
レ
ベ
ル
で
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
節
を
換
え
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
判
明
し
た
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。
検
察
官
が
約
三
年
半
の
間
に
訴
因
変
更
を
二
度
も
し
て
被
告
人
を
苦
し
め
た
元

凶
は
、
捜
査
の
当
初
か
ら
公
訴
判
断
の
段
階
に
お
い
て
、
事
件
の
全
貌
を
見
渡
し
、
い
っ
た
い
ど
こ
に
過
失
責
任
が
あ
る
の
か
と
い
う
、

実
体
法
上
の
判
断
に
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
、
捜
査
当
局
に
あ
っ
た
か
ら
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
実
体
法
上
の
問
題
と
し
て
は
、
も
う
一
つ
、
過
失
責
任
を
負
わ
す
の
は
被
告
人
だ
け
な
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
判

決
も
、
量
刑
の
部
分
で
、「
本
件
の
責
任
が
全
て
被
告
人
に
あ
る
と
は
言
い
難
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
は
量
刑
に
と
ど
ま
る

こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
犯
罪
主
体
は
誰
か
と
い
う
基
本
問
題
に
つ
い
て
、
第
一
審
の
段
階
で
議
論
さ
れ
て
い
な
い
の
は
残
念
と
い
う

（
四
三
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

二
九
六

ほ
か
な
い
。
弁
護
人
は
被
告
人
の
防
御
に
専
念
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
被
告
人
を
支
援
す
る
大
き
な
活
動
が
展
開
さ
れ
な
が
ら
、
こ
の
よ
う

な
視
点
が
表
に
出
て
こ
な
い
の
は
奈
辺
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

㈢

　過
失
の
共
同
正
犯

本
件
公
訴
か
ら
離
れ
て
、
犯
罪
主
体
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

第
一
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
犯
罪
主
体
と
し
て
は
、
Ａ
子
ば
か
り
で
な
く
、
Ｃ
子
も
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
件
が
発
生
し

た
食
堂
で
は
、
利
用
者
一
七
名
が
九
つ
の
テ
ー
ブ
ル
に
別
れ
て
座
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
介
助
職
員
と
し
て
は
、
Ｃ
子
（
介
護
士
）
と
、

そ
の
と
き
た
ま
た
ま
手
が
空
い
て
い
て
自
分
か
ら
手
伝
い
に
入
っ
た
Ａ
子
（
准
看
護
師
）
が
い
た
の
で
あ
る
。
Ａ
子
は
、
食
事
全
介
助
の

Ｄ
に
ス
プ
ー
ン
で
一
口
ず
つ
ゼ
リ
ー
を
食
べ
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
の
間
、
Ｂ
子
に
は
背
を
向
け
る
格
好
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
Ｂ
子
は
、

Ａ
子
ら
が
気
付
か
な
い
う
ち
に
窒
息
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
Ｂ
子
が
ぐ
っ
た
り
し
て
意
識
を
失
っ
て
い
た
の
を
、
排
せ
つ
介
助
を

終
え
て
入
っ
て
き
た
介
護
職
員
が
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

Ｃ
子
に
よ
れ
ば
、
Ｃ
子
と
Ａ
子
は
、
連
係
プ
レ
ー
で
一
七
名
の
利
用
者
の
全
体
に
気
を
配
り
つ
つ
、
個
別
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
人
に
は
、
そ
の
内
容
や
程
度
に
応
じ
て
目
配
り
を
し
て
い
た
（
11
）

と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
実
関
係
か
ら
み
る
と
、
Ａ
子
と
Ｃ
子
は
、
事
故
防
止
の
た
め
に
相
互
利
用
・
補
充
関
係
に
あ
る
行
為
者
の
間
柄
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
者
の
間
で
は
、
共
同
し
て
結
果
を
回
避
す
る
よ
う
な
注
意
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
相
互
に
連
絡

し
あ
っ
て
、
全
体
と
し
て
結
果
回
避
を
す
る
よ
う
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
は
、
も
は
や
個
々
の
独
立
の

注
意
義
務
で
は
な
く
、
共
同
正
犯
の
要
件
で
あ
る
①
共
同
実
行
の
意
思
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
の
よ
う
な
注
意
義
務
を
尽

く
さ
ず
、
共
同
作
業
上
、
落
ち
度
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
②
共
同
実
行
の
事
実
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合

（
四
三
二
）
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に
、
①
と
②
の
二
つ
の
要
件
が
充
た
さ
れ
れ
ば
、
過
失
の
共
同
正
犯
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

本
件
に
お
い
て
、
Ａ
子
と
Ｃ
子
に
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
共
同
正
犯
に
問
う
の
が
実
態
に
合
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
問
題
に
つ
い
て
当
事
者
の
考
え
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
は
な
い
が
、
Ｃ
子
自
身
が
、
Ａ
子
一
人
が
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
理
屈
に

合
わ
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
12
）

し
、
形
態
確
認
義
務
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
ら
、
む
し
ろ
そ
の
責
任
は
自
分
の
方
に
あ
る
筈
だ
と
述
べ
て
い
る

点
か
ら
、
無
理
な
こ
と
で
は
な
い
。

過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
そ
れ
を
是
認
し
て
い
る
（
京
都
地
判
昭
四
〇
・
五
・
一
〇
下
刑
集
七
・
五
・
八
五
五
、
東
京
地
判

平
四
・
一
・
二
三
判
時
一
四
一
九
・
一
三
三
）。

㈣

　管
理
過
失

本
件
の
犯
罪
主
体
と
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
管
理
過
失
が
問
わ
れ
る
施
設
管
理
者
で
あ
る
。
間
食
の
提
供
の
し
か
た
に
つ
い
て
、

あ
る
特
養
で
は
、
利
用
者
の
安
全
を
考
え
て
、
間
食
を
全
員
に
い
っ
ぺ
ん
に
提
供
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
一
人
の
介
助
者
の
前
に
二

人
の
利
用
者
を
座
ら
せ
て
食
事
を
見
守
り
、
終
っ
た
ら
次
の
二
人
と
い
う
方
式
を
採
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
一
七
人
全
員
に
提
供

し
て
二
人
で
ど
う
や
っ
て
見
守
る
か
と
い
う
問
題
設
定
に
こ
だ
わ
る
硬
直
し
た
考
え
方
を
変
え
て
い
く
必
要
の
あ
る
こ
と
が
、
こ
こ
に
示

さ
れ
て
い
る
。
特
養
な
ど
の
介
護
施
設
で
は
、
限
ら
れ
た
人
数
で
利
用
者
に
対
処
し
て
い
る
が
、
個
々
の
職
員
の
工
夫
も
さ
る
こ
と
な
が

ら
、
施
設
管
理
者
が
事
故
防
止
に
向
け
た
人
的
・
物
的
な
配
慮
を
す
べ
き
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
本
判
決
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
配
膳

す
べ
き
間
食
の
形
態
を
容
易
に
確
認
で
き
る
職
場
の
体
制
」
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
回
避
措
置
は
管
理
者
が
配
慮
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
本
件
で
は
、
組
織
体
の
中
で
一
番
弱
い
立
場
の
准
看
護
師
で
あ
る
Ａ
子
が
起
訴
さ
れ
、
特
養
あ
ず
み
の
里
の
管
理
者
の

（
四
三
三
）
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管
理
体
制
の
不
備
が
問
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
権
力
的
立
場
の
者
が
起
訴
さ
れ
に
く
い
わ
が
国
の
「
検
察
司
法
」
の
弊
害
の
一
端
が
見
え

る
と
い
え
る
（
13
）

。

現
場
の
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
る
一
方
、
そ
れ
を
管
理
し
監
督
す
る
立
場
の
者
が
罪
を
免
れ
る
の
は
、
わ
が
国
で
は
割
合
と
多
い
。
明
石

花
火
大
会
の
歩
道
橋
事
故
に
お
け
る
刑
事
司
法
上
の
処
理
に
も
そ
れ
が
見
え
る
。
こ
の
事
故
は
、
平
成
一
三
年
（
二
〇
〇
一
）
七
月
二
六

日
、
兵
庫
県
明
石
市
の
朝
霧
歩
道
橋
で
花
火
大
会
の
参
加
者
が
雑
踏
の
中
で
転
倒
す
る
な
ど
し
て
、
一
一
人
が
死
亡
し
、
一
八
三
人
が
傷

害
を
負
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
神
戸
地
検
は
、
警
察
署
の
現
地
指
揮
官
と
開
催
し
た
市
の
幹
部
を
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起
訴
し

な
が
ら
、
所
轄
警
察
本
部
で
指
揮
・
監
督
す
る
立
場
に
あ
っ
た
所
轄
警
察
署
の
署
長
・
副
署
長
に
つ
い
て
は
不
起
訴
と
し
て
い
る
（
14
）

。

ち
な
み
に
、
管
理
過
失
は
個
人
責
任
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
組
織
体
あ
る
い
は
法
人
の
責
任
を
問
う
も
の
で
は
な
い
（
15
）

。
し
た
が
っ
て
、

現
在
の
法
制
度
の
下
で
、
十
分
対
応
で
き
る
問
題
で
あ
る
。

判
例
で
は
、
ホ
テ
ル
の
最
高
権
限
者
と
し
て
防
火
防
災
の
管
理
業
務
を
遂
行
す
べ
き
立
場
に
あ
る
者
に
つ
い
て
、
不
特
定
多
数
の
人
が

宿
泊
等
す
る
ホ
テ
ル
は
火
災
発
生
の
危
険
を
常
に
は
ら
ん
で
い
て
、
か
つ
同
ホ
テ
ル
の
防
火
防
災
対
策
が
人
的
・
物
的
に
不
備
で
あ
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
以
上
、
一
旦
火
災
が
起
こ
れ
ば
、
本
格
的
な
火
災
に
発
展
し
て
建
物
に
不
案
内
な
宿
泊
客
等
に
死
傷
の
危
険
の
及
ぶ

お
そ
れ
の
あ
る
こ
と
を
予
見
し
得
た
は
ず
で
あ
る
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
成
立
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
（
16
）（

最
決
平

二
・
一
一
・
六
刑
集
四
四
・
八
・
七
四
四
、
川
治
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
火
災
事
件
）。
こ
れ
は
、
管
理
過
失
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。 （

四
三
四
）
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三
　
過
失
犯
に
お
け
る
期
待
可
能
性

㈠

　学
説
は
検
察
官
に
対
抗
す
る
法
理

前
節
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
は
、
被
告
人
の
救
済
と
い
う
点
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
し
て
い
た
か
。
二
の
㈡
な
い
し
㈢
で
議
論
し

て
き
た
こ
と
は
、
畢
竟
す
る
に
、
Ａ
子
に
つ
い
て
過
失
犯
の
構
成
要
件
該
当
性
を
認
め
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
被
告
人
救
済
に
役
立
つ

も
の
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
し
、
二
の
㈢
は
、
事
件
の
実
態
に
即
し
て
み
た
と
き
、
Ａ
子
だ
け
が
過
失
責
任
を
問
わ
れ
る
の
は
妥
当
で
な

く
、
Ｃ
子
も
共
同
正
犯
と
な
る
べ
き
も
の
と
の
論
説
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
と
、
二
の
㈣
は
、
介
護
活
動
が
組
織
体
と
し
て
な
さ
れ

る
場
合
、
現
場
の
行
為
者
で
は
な
く
、
施
設
管
理
者
こ
そ
事
故
が
起
き
な
い
よ
う
に
注
意
義
務
を
尽
く
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
被

告
人
救
済
の
一
つ
の
法
理
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
節
の
主
眼
は
、
私
な
り
の
見
地
か
ら
被
告
人
救
済
の
法
理
構
築
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
体
的
検
討
に
先

立
っ
て
、
学
説
の
相
当
数
が
、
不
当
な
検
察
官
の
起
訴
に
対
す
る
対
抗
理
論
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
一
瞥
し
て
お
こ
う
。

一
例
と
し
て
、
可
罰
的
違
法
性
理
論
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
理
論
は
、
あ
る
行
為
が
一
見
す
る
と
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
よ
う
に
み

え
る
が
、
実
質
的
に
は
構
成
要
件
が
予
定
す
る
よ
う
な
違
法
性
を
有
せ
ず
、
刑
罰
を
も
っ
て
対
処
す
る
べ
き
で
な
い
と
思
わ
れ
る
場
合
、

そ
も
そ
も
構
成
要
件
に
当
た
ら
な
い
と
し
て
無
罪
と
す
る
考
え
方
（
17
）

で
あ
る
。
こ
の
理
論
が
主
張
さ
れ
た
時
代
背
景
と
し
て
は
、
昭
和
二
〇

年
代
か
ら
四
〇
年
代
に
か
け
て
、
労
働
争
議
や
公
害
反
対
運
動
に
伴
っ
て
人
々
の
衝
突
が
あ
っ
た
と
き
、
検
察
官
が
と
か
く
労
働
者
・
住

民
側
を
起
訴
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
友
炭
鉱
事
件
は
、
炭
鉱
の
婦
人
部
長
が
、
労
働
争
議
に
お
い
て
、
闘

争
か
ら
離
脱
し
、
経
営
者
側
に
つ
い
て
操
業
を
開
始
し
た
一
部
組
合
員
の
行
動
に
憤
慨
し
、
す
で
に
組
合
員
に
よ
っ
て
線
路
上
の
す
わ
り

（
四
三
五
）
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〇

込
み
に
よ
る
炭
車
阻
止
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
参
加
し
て
、
他
の
組
合
員
と
と
も
に
、「
こ
こ
を
通
る
な
ら
自
分
達
を
轢
き
殺
し

て
通
れ
」
と
怒
号
し
て
、
炭
車
の
運
転
士
ら
を
し
て
運
転
を
断
念
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
婦
人
部
長
は
、
威
力
業
務
妨
害
罪

（
二
三
四
条
）
で
起
訴
さ
れ
た
。
最
高
裁
は
、
組
合
の
事
実
上
の
分
裂
と
い
う
特
異
な
事
態
の
も
と
に
お
い
て
な
さ
れ
、
か
つ
、
行
為
が
被

告
人
に
よ
り
計
画
的
に
遂
行
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
、「
被
告
人
の
判
示
行
為
は
、
い
ま
だ
違
法
に
刑
法

二
三
四
条
に
い
う
威
力
を
用
い
て
人
の
業
務
を
妨
害
し
た
も
の
と
い
う
に
足
り
ず
」
と
し
て
、
威
力
業
務
妨
害
罪
に
当
た
ら
な
い
と
し
た

の
で
あ
る
（
最
判
昭
三
一
・
一
二
・
一
一
刑
集
一
〇
・
一
二
・
一
六
〇
五
）。
そ
の
ほ
か
、
法
益
侵
害
が
軽
微
な
場
合
に
も
、
こ
の
法
理
は
用
い

ら
れ
る
（
18
）

。

こ
の
よ
う
に
可
罰
的
違
法
性
論
は
、
犯
罪
成
立
要
件
の
最
初
に
あ
る
構
成
要
件
に
、
不
処
罰
の
方
向
で
一
定
の
実
質
性
を
与
え
て
処
罰

範
囲
を
抑
制
す
る
機
能
を
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
（
19
）

。
学
説
上
は
議
論
が
あ
っ
た
が
、
今
日
こ
の
言
葉
が
表
立
っ
て
使
わ
れ
な
い
の
は
、

む
し
ろ
刑
事
司
法
の
実
務
に
浸
透
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
当
初
は
、
検
察
官
の
公
訴
を
批
判
す
る
趣
旨
を
含
ん
で

い
た
が
、
他
方
、
検
察
官
の
起
訴
猶
予
や
警
察
に
お
け
る
微
罪
処
分
（
刑
訴
二
四
六
条
）
に
理
論
的
根
拠
を
提
供
す
る
役
割
も
あ
っ
た
と

い
え
る
。

学
説
が
検
察
官
に
対
抗
す
る
と
い
う
の
は
、
公
訴
が
も
っ
ぱ
ら
検
察
官
の
み
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
起
訴
独
占
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
よ
る
（
刑
訴
二
四
七
条
）。
検
察
官
は
、
検
察
官
同
一
体
の
原
則
に
の
っ
と
り
中
央
集
権
的
な
組
織
体
と
し
て
活
動
す
る
た
め
、
官

僚
主
義
的
な
独
善
に
陥
る
危
険
も
存
在
す
る
（
20
）

の
で
あ
る
。
あ
る
元
検
察
官
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
組
織
と
し
て
活
動
す
る
か
ら
」
と
い
う
言

葉
を
よ
く
口
に
し
て
い
た
が
、
そ
こ
に
、
事
の
よ
し
あ
し
と
い
う
規
範
を
押
し
つ
ぶ
す
力
の
論
理
の
働
く
可
能
性
を
否
定
し
き
れ
な
い
、

と
思
う
の
で
あ
る
。

（
四
三
六
）



組
織
内
の
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過
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に
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（
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三
〇
一

㈡

　期
待
可
能
性
論
の
適
用

１
　
本
件
に
関
し
て
は
、
前
述
（
二
の
㈣
）
の
よ
う
な
管
理
過
失
の
法
理
に
よ
ら
な
い
か
ぎ
り
、
被
告
人
Ａ
子
に
は
業
務
上
過
失
致
死

罪
の
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
犯
罪
が
成
立
・
・

す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
さ
ら
に
違
法
性
や
有
責
性
の

検
討
が
待
っ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

私
は
、
Ａ
子
に
は
、
有
責
性
の
段
階
で
、
期
待
可
能
性
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
む
ろ
ん
、
第
一
審
段

階
に
お
い
て
、
弁
護
側
か
ら
こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
た
様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
論
点
を
考
察
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、

本
件
の
現
場
に
お
い
て
Ａ
子
と
と
も
に
介
助
に
関
わ
っ
て
い
た
Ｃ
子
が
、
座
談
会
の
中
で
、「
最
善
を
尽
く
し
て
も
防
ぎ
よ
う
の
な
い
事

態
と
い
う
も
の
が
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
点
（
21
）

で
あ
る
。
以
下
、
検
討
し
て
み
よ
う
。

２
　
期
待
可
能
性
論
は
、
今
日
、
刑
法
理
論
と
し
て
誰
も
が
支
持
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
有
責
性
の
段
階
に
お
い
て
、
超
法
規
的
な

阻
却
事
由
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
（
22
）

。

期
待
可
能
性
と
は
、
何
ら
か
の
事
情
に
よ
っ
て
、
行
為
者
が
実
際
に
行
な
っ
た
行
為
以
外
の
他
の
適
法
な
行
為
を
行
為
者
に
期
待
で
き

な
い
よ
う
な
場
合
、
行
為
者
へ
の
非
難
を
控
え
よ
う
と
す
る
理
論
で
あ
る
。
行
為
者
が
置
か
れ
た
状
況
を
勘
案
し
な
が
ら
、
行
為
者
個
人

を
責
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
か
ら
、
有
責
性
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
。

期
待
可
能
性
が
発
見
さ
れ
る
前
は
、
有
責
性
の
要
素
は
、
責
任
能
力
と
故
意
・
過
失
の
み
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
要
素
が
含
ま
れ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
責
性
は
、
規
範
的
観
点
か
ら
そ
の
人
を
責
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

こ
と
が
明
確
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
23
）

。

期
待
可
能
性
が
裁
判
に
お
い
て
最
初
に
主
張
さ
れ
た
事
案
は
、
一
九
世
紀
末
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
過
失
犯
が
問
わ
れ
た
暴
れ
馬
事
件

（
四
三
七
）
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三
〇
二

で
あ
っ
た
（
24
）

。
事
件
に
お
け
る
現
場
の
御
者
は
、
し
っ
ぽ
の
癖
の
悪
い
馬
を
替
え
て
ほ
し
い
と
雇
主
に
訴
え
て
い
た
が
、
雇
主
は
一
向
に
耳

を
貸
さ
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
御
者
が
勝
手
に
馬
を
替
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
致
し
方
な
く
業
務
に
従
事
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
案
の
定
、

馬
が
御
者
の
手
綱
に
し
っ
ぽ
を
巻
き
つ
け
た
た
め
、
御
者
は
制
御
が
で
き
な
く
な
り
、
馬
車
が
暴
走
し
て
通
行
人
に
大
け
が
を
負
わ
せ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
例
で
は
、
御
者
が
雇
主
に
事
故
が
心
配
さ
れ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
た
の
に
、
雇
主
は
そ
の
忠
告
を
聴
か
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
御

者
が
そ
の
店
を
辞
め
れ
ば
家
族
を
路
頭
に
迷
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
し
ぶ
し
ぶ
仕
事
に
従
事
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
こ

の
よ
う
な
立
場
の
御
者
を
被
告
人
と
す
る
こ
と
自
体
、
検
察
官
の
不
見
識
を
示
す
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
起
訴
そ
の
も
の
を
裁
判
官

が
無
効
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
、
裁
判
官
は
弁
護
人
の
見
解
を
受
け
容
れ
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
法
理
は
、

御
者
に
は
、
実
際
に
惹
き
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
行
為
以
外
の
適
法
な
行
為
を
期
待
で
き
な
か
っ
た
以
上
、
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
を
控
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

暴
れ
馬
事
件
の
判
決
で
は
御
者
を
無
罪
と
す
る
こ
と
で
終
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
で
は
、
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
者
は
い
な
か
っ

た
の
か
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
雇
主
は
、
自
分
の
店
の
業
務
に
関
し
て
、
事
故
が
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
予
見
し
な
が
ら
、

雇
主
と
し
て
の
適
切
な
配
慮
を
せ
ず
に
放
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
管
理
義
務
を
怠
っ
た
も
の
と
し
て
、
管
理
過
失
に
問
わ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

３
　
こ
こ
で
、
期
待
可
能
性
論
の
機
能
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
期
待
可
能
性
論
は
、
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
の
責
任
の
有
無
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
本
来
誰
が
責
任
を
問
わ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
と
い
う
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
に

着
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
四
三
八
）



組
織
内
の
個
人
過
失
に
お
け
る
期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
〇
三

わ
が
国
の
事
例
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
戦
前
の
事
例
で
あ
る
が
、
第
五
柏
島
丸
事
件
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
瀬
戸
内
海
で
、
職
場
に
向
か

う
乗
客
を
多
数
乗
せ
た
船
が
沈
没
し
た
事
例
で
あ
る
。
船
長
は
、
か
ね
が
ね
船
主
に
対
し
、
定
員
超
過
の
運
行
を
避
け
た
い
と
述
べ
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
船
主
は
儲
け
の
み
を
考
え
て
一
向
に
聴
い
て
く
れ
な
か
っ
た
。
実
際
の
運
行
に
お
い
て
、
取
締
の
警
官
は
出
航
時
刻
の

励
行
の
み
に
専
念
し
て
定
員
に
つ
い
て
は
寛
大
で
あ
っ
た
た
め
、
定
員
の
五
倍
余
の
人
を
満
載
し
て
出
航
し
、
途
中
、
後
方
か
ら
航
行
し

て
き
た
発
動
機
船
の
波
し
ぶ
き
を
避
け
よ
う
と
乗
客
が
片
側
に
殺
到
し
た
こ
と
か
ら
、
海
水
が
浸
入
し
て
船
は
沈
没
し
、
二
八
名
が
溺
死

し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
、
船
長
の
み
が
業
務
上
過
失
往
来
危
険
罪
（
一
二
九
条
二
項
）
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
起

訴
さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、「
被
告
の
み
の
責
任
な
り
と
し
て
、
こ
れ
に
厳
罰
を
加
ふ
る
に
つ
い
て
は
大
い
に
考
慮
の
余
地
あ
り
」
と
し
て
、

罰
金
三
〇
〇
円
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
（
大
判
昭
八
・
一
一
・
二
一
刑
集
一
二
・
二
〇
七
二
）。
こ
の
判
例
は
、
船
長
の
行
為
に
つ
い
て
、

期
待
可
能
性
が
な
い
と
ま
で
は
認
め
て
い
な
い
が
、
そ
の
考
え
方
を
十
分
に
踏
ま
え
た
も
の
と
評
価
さ
れ
る
（
25
）

。
そ
し
て
、
判
決
が
、
被
告

の
み
の
責
任
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
る
の
は
、
言
外
に
、
船
の
運
行
の
相
当
な
危
険
性
を
察
知
し
な
が
ら
、
金
儲
け
の
た
め
に
事
故
回

避
の
た
め
の
方
策
を
採
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
船
主
に
こ
そ
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
、
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

４
　
Ａ
子
に
つ
い
て
、
犯
罪
成
立
要
件
全
体
の
観
点
か
ら
捉
え
直
し
て
み
よ
う
。

Ａ
子
は
、
第
一
に
、
Ｂ
子
に
対
す
る
間
食
の
形
態
を
確
認
す
る
注
意
を
怠
り
、
ゼ
リ
ー
で
は
な
く
誤
っ
て
ド
ー
ナ
ツ
を
提
供
し
た
と
い

う
間
食
形
態
確
認
義
務
違
反
と
い
う
過
失
が
あ
る
。
第
二
に
、
ド
ー
ナ
ツ
摂
取
の
際
の
注
視
義
務
を
怠
る
と
い
う
過
失
が
あ
る
。
Ａ
子
は
、

こ
れ
ら
の
一
連
の
過
失
行
為
に
よ
っ
て
、
Ｂ
子
に
窒
息
を
生
じ
さ
せ
、
結
果
と
し
て
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
構
成
要

件
該
当
性
が
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
Ａ
子
は
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
過
失
行
為
を
犯
す
以
外
の
他
の
適
法
な
行
為
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な

（
四
三
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇
四

か
っ
た
か
ら
、
期
待
可
能
性
な
し
と
し
て
、
有
責
性
が
阻
却
さ
れ
、
犯
罪
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

①
　
本
件
施
設
に
お
け
る
間
食
の
配
膳
業
務
は
、
主
と
し
て
介
護
士
の
Ｃ
子
が
担
当
し
て
お
り
、
准
看
護
師
Ａ
子
は
そ
の
手
伝
い
に

入
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
Ｂ
子
に
配
膳
す
る
際
に
も
、
Ａ
子
は
Ｃ
子
か
ら
何
ら
の
注
意
も
受
け
て
い
な
い
。

②
　
本
件
施
設
で
は
、
配
膳
す
べ
き
間
食
の
形
態
を
容
易
に
確
認
で
き
る
職
場
の
体
制
と
な
っ
て
い
な
い
。

③
　
当
時
、
Ａ
子
は
、
食
事
全
介
助
の
必
要
な
利
用
者
の
食
事
介
助
中
で
あ
っ
た
。

④
　
食
堂
内
に
は
、
Ｂ
子
の
他
に
、
食
事
介
助
や
動
向
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
者
も
多
く
居
た
。

⑤
　
も
し
も
Ｂ
子
が
窒
息
で
あ
っ
た
ら
、
む
せ
た
り
、
咳
き
込
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
、
窒
息
を
生
じ
た
こ
と
を
他
人
に
知
ら
せ
る
た
め

の
、
い
わ
ゆ
る
窒
息
サ
イ
ン
（
26
）

な
ど
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
Ａ
子
と
し
て
は
や
る
べ
き
こ
と
は
や
っ
て
い
た
け
れ
ど
も
結
果
が
発
生
し
た
点
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
か
。
そ
れ
は
、
第

一
に
は
、
本
件
は
、
二
の
㈢
で
触
れ
た
よ
う
に
、
Ａ
子
だ
け
で
な
く
Ｃ
子
の
行
為
も
含
め
て
捉
え
る
べ
き
過
失
の
共
同
正
犯
の
問
題
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
右
の
①
〜
⑤
は
、
Ａ
子
を
と
り
ま
い
て
い
た
周
囲
の
諸
事
情
に
照
し
た
と
き
、
Ａ
子
に
は
い
か

ん
と
も
し
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
行
為
者
を
と
り
ま
い
て
い
た
周
囲
の
諸
事
情
（
27
）

」
は
、
構
成
要
件
該
当
性
の
要

素
で
は
な
く
、
行
為
者
の
有
責
性
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
子
と
し
て
は
や
る
べ
き
こ
と
を
や
っ
て
お
り
、
他
の
適
法
行
為

を
期
待
す
る
こ
と
は
困
難
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
期
待
可
能
性
な
し
と
し
て
無
罪
で
あ
る
。

結
局
、
Ａ
子
に
つ
い
て
は
、
仮
に
構
成
要
件
上
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
有
責
性
段
階
の
判
断
に
お
い
て
、
期

待
可
能
性
が
な
い
た
め
に
、
有
責
性
が
阻
却
さ
れ
、
犯
罪
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
本
件
に
お
け
る
第
一
審
公
判
で
は
、
こ
の
よ
う
な
犯

罪
成
立
要
件
全
体
を
見
据
え
た
検
討
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

（
四
四
〇
）



組
織
内
の
個
人
過
失
に
お
け
る
期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
〇
五

な
お
、
右
の
よ
う
な
私
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
構
成
要
件
的
過
失
で
議
論
す
れ
ば
済
む
こ
と
で
は
な
い
か
と
の
見
解
も
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
注
意
義
務
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
か
と
い
う
問
題
と
、
行
為
者
個
人
が
注
意
義
務
を
尽
く
し
え
な
い
状
況
に
置

か
れ
て
い
た
か
は
、
別
に
議
論
す
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
と
、
私
は
思
う
の
で
あ
る
。

四
　
期
待
可
能
性
論
の
機
能

㈠

　裁
判
実
務
に
お
け
る
学
説
不
足

あ
ず
み
の
里
事
件
に
関
し
て
は
、
な
ぜ
、
過
失
犯
に
関
し
て
期
待
可
能
性
の
法
理
に
よ
り
無
罪
、
と
い
う
筋
立
て
が
な
さ
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
答
え
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
弁
護
人
が
公
判
に
お
い
て
、
こ
の
法
理
の
主
張
を
し
な
か
っ
た
た
め
と

推
測
さ
れ
る
。
私
は
、
本
件
の
公
判
を
傍
聴
し
て
お
ら
ず
、
最
終
弁
論
も
見
て
い
な
い
か
ら
、
臆
測
を
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
仮

に
そ
の
よ
う
な
主
張
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
判
決
が
触
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
判
決
要
旨
に
は
そ
の
よ
う
な
痕
跡
が
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
、
他
の
事
例
を
参
酌
し
て
み
る
と
、
弁
護
・
検
察
の
両
当
事
者
に
お
い
て
、
主
張
す
べ
き
議
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
い

わ
ば
裁
判
実
務
に
お
け
る
学
説
不
足
は
、
け
し
て
稀
な
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
オ
ウ
ム
真
理
教
友
達
殺
人
事
件
に
お
い
て
は
、
弁
護
人
は
、
被
告
人
の
た
め
に
、
緊
急
避
難
と
期
待
可
能
性
を
論
点
と
し

て
、
無
罪
主
張
を
し
て
い
る
。
裁
判
結
果
と
し
て
は
、
緊
急
避
難
も
期
待
可
能
性
も
認
め
ら
れ
ず
、
過
剰
避
難
と
し
て
刑
が
減
軽
さ
れ
、

（
四
四
一
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇
六

執
行
猶
予
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
（
東
京
地
判
平
八
・
六
・
二
六
判
時
一
五
七
八
・
三
九
）。
た
だ
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
事
件
は
、

絶
対
的
強
制
下
の
行
動
と
し
て
、
そ
も
そ
も
行
為
と
い
え
な
い
た
め
犯
罪
に
当
た
ら
な
い
（
28
）

、
と
し
て
処
理
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
人
の
生
命
と
い
う
法
益
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
に
、
加
害
者
の
行
為
と
は
い
え
な
い
と
す
る
主
張
は
し
に
く
い
に
違
い
な
い
。
し
か

し
、
刑
法
は
、
行
為
選
択
の
自
由
が
あ
っ
て
こ
そ
、
規
範
的
観
点
か
ら
許
さ
れ
な
い
と
い
う
評
価
を
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
絶
対
的
強
制

下
の
行
動
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
教
団
の
絶
対
的
存
在
で
あ
る
教
祖
と
そ
の
幹
部
に
監
禁
さ
れ
、

教
祖
か
ら
友
達
を
殺
害
し
な
け
れ
ば
お
ま
え
も
殺
す
と
脅
さ
れ
た
本
事
例
こ
そ
、
そ
の
適
例
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
判
決
の
中
に
は
学
説
の
誤
用
と
称
す
べ
き
も
の
も
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
を
言
い
出
す
と
、
あ
ら
探
し
み
た
い
に
な
っ
て
気
持

が
悪
い
が
、
一
例
を
示
し
て
お
こ
う
。
自
救
行
為
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
か
で
あ
る
が
、
最
高
裁
判
決
の
中
に
、
傍

論
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
窃
盗
の
被
害
者
が
窃
盗
犯
人
か
ら
現
場
で
贓
物
を
取
り
戻
す
行
為
に
つ
い
て
自
救
行
為
と
し
て
許
さ
れ
る
旨
の

記
述
が
あ
る
（
最
大
判
昭
二
四
・
五
・
一
八
判
例
体
系
三
〇
・
七
九
九
）。
し
か
し
、
こ
の
事
例
を
自
救
行
為
と
す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
財
物
を
奪
わ
れ
て
も
（
そ
の
意
味
で
、
既
遂
に
は
な
っ
て
い
る
）、
被
害
者
が
犯
行
現
場
か
ら
追
い
か
け
た
り
、
被
害
者
の
要
請
に

応
じ
て
警
察
官
や
私
人
が
追
い
か
け
て
い
る
限
り
、
財
物
が
奪
取
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
法
益
に
対
す
る
侵
害
の
急
迫
性
は
い

ぜ
ん
と
継
続
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
窃
盗
犯
人
が
、
財
物
を
得
て
こ
れ
を
取
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
犯
人
が
暴
行
・
脅
迫
を
す
る
場
合
に
、
そ
れ
が
事
後
強
盗
罪
（
二
三
八
条
）
を
構
成
す
る
と
い
う
立
法
の
趣
旨
は
、
被
害
者
が
取
り

返
そ
う
と
す
る
行
為
自
体
を
正
当
な
も
の
と
し
て
（
違
法
で
な
い
と
し
て
）、
評
価
す
る
か
ら
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
高

裁
の
示
し
た
例
は
、
自
救
行
為
で
は
な
く
、
正
当
防
衛
の
一
例
な
の
で
あ
る
。
自
救
行
為
の
典
型
例
は
、
被
害
者
が
、
盗
ま
れ
た
自
転
車

に
乗
っ
て
い
る
加
害
者
を
一
週
間
後
に
見
つ
け
て
、
暴
力
を
用
い
て
取
り
返
す
よ
う
な
行
為
で
あ
る
。

（
四
四
二
）



組
織
内
の
個
人
過
失
に
お
け
る
期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
〇
七

さ
て
、
本
題
に
戻
っ
て
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
学
説
が
必
要
に
応
じ
て
主
張
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

㈡

　期
待
可
能
性
論
が
主
張
さ
れ
な
い
わ
け

本
公
判
に
お
い
て
、
弁
護
人
が
期
待
可
能
性
論
を
利
用
し
て
被
告
人
を
無
罪
に
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

一
つ
考
え
ら
れ
る
の
は
、
最
高
裁
判
所
が
こ
の
法
理
を
認
め
て
い
な
い
の
で
、
主
張
を
し
て
も
勝
目
は
な
い
と
思
っ
た
の
か
。
た
し
か

に
、
最
高
裁
に
お
い
て
、
こ
の
理
論
に
よ
っ
て
無
罪
と
し
た
例
は
な
い
。
い
く
つ
か
の
判
例
を
検
証
し
て
み
よ
う
。

〔
ア
〕　
失
業
保
険
料
不
納
付
事
件
（
東
芝
川
岸
工
場
事
件
）
で
は
、
控
訴
審
に
お
い
て
、
期
待
可
能
性
論
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
た
（
東

京
高
判
昭
二
八
・
一
〇
・
二
九
高
刑
集
六
・
一
一
・
一
五
三
六
）。
と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
は
、
従
来
の
大
審
院
・
最
高
裁
判
所
・
高
等
裁
判
所
の

諸
判
例
は
、「
い
ま
だ
期
待
可
能
性
の
理
論
を
肯
定
又
は
否
定
す
る
判
断
を
示
し
た
も
の
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。」
と
し
て
、
こ
の
理
論
の

適
用
を
拒
絶
し
た
の
で
あ
る
（
最
判
昭
三
三
・
七
・
一
〇
刑
集
一
二
・
一
一
・
二
四
七
一
）。
そ
の
上
で
、
最
高
裁
は
、
会
社
の
工
場
長
が
、
会

社
の
代
理
人
と
し
て
保
険
料
を
納
付
し
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
、「
納
付
し
な
か
っ
た
場
合
」
と
い
う
の
は
、「
事
業
主
に
お
い
て
、
右
代

理
人
等
が
納
付
期
日
に
保
険
料
を
現
実
に
納
付
し
う
る
状
態
に
置
い
た
に
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
そ
の
納
付
期
日
に
納
付
し
な
か
っ
た
場
合

を
い
う
も
の
と
解
す
る
」
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
、
そ
の
よ
う
な
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。

犯
罪
の
成
立
要
件
と
し
て
は
、
有
責
性
よ
り
前
に
遡
っ
て
構
成
要
件
該
当
性
の
レ
ベ
ル
で
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

〔
イ
〕　
三
菱
新
入
礦
業
所
事
件
は
、
労
働
争
議
に
際
し
、
労
働
組
合
の
組
合
長
ら
が
、
会
社
側
幹
部
に
暴
行
・
脅
迫
・
不
法
監
禁
を
し

た
と
し
て
、
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
に
問
わ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
控
訴
審
で
は
、
前
半
の
暴
行
・
脅
迫
の
み
を
切
り
離
し

て
、
こ
れ
を
期
待
可
能
性
が
な
い
も
の
と
し
て
無
罪
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
は
、
こ
の
法
理
の
適
用
を
拒
否
し
た
の
で
あ

る
（
最
判
昭
三
三
・
一
一
・
四
刑
集
一
二
・
一
五
・
三
四
三
九
）。

（
四
四
三
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
〇
八

た
だ
し
、
こ
の
判
決
に
は
垂
水
克
己
裁
判
官
の
少
数
意
見
が
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
見
て
お
こ
う
。

垂
水
意
見
で
は
、
本
人
が
義
務
履
行
不
可
能
な
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
と
き
は
、
犯
罪
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
い
る
が
、
本
件
に
お

い
て
は
、
約
束
を
守
ら
な
い
会
社
幹
部
を
詰
問
・
非
難
・
激
怒
す
る
こ
と
は
「
自
由
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に
対
し
暴
行
、
脅
迫
を
加
え
る

こ
と
は
法
の
厳
然
と
し
て
禁
止
す
る
と
こ
ろ
で
あ
」
る
と
す
る
。
組
合
長
ら
は
、「
当
時
、
か
よ
う
な
行
動
に
出
で
な
い
自
由
を
持
ち
そ

れ
が
可
能
な
状
態
に
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、
期
待
可
能
性
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
後
が
興
味
深
い
。
そ
れ
は
、「
も
し
、
或
る
下
級
裁
判
所
の
判
決
や
上
告
趣
旨
で
示
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
一
学
者

の
示
し
た
期
待
可
能
性
論
が
最
高
裁
判
所
の
心
（
リ
ー
ガ
ル
・
マ
イ
ン
ド
）
を
捉
え
る
な
ら
こ
れ
は
受
け
い
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
推
測
す

る
。」
と
締
め
括
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
、
私
は
、
積
極
的
に
捉
え
よ
う
と
思
う
。
最
高
裁
が
蹴
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
に
へ
こ
た
れ
ず
、
き
ち
ん
と
理
論
の
意
義
、

理
論
構
成
、
適
用
限
界
を
示
し
て
挑
戦
し
て
み
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
よ
う
に
。

〔
ウ
〕　
か
つ
て
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
、
窃
盗
事
件
に
関
し
て
、
貧
困
で
や
む
な
く
窃
盗
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
期
待
可
能
性
な

し
と
の
主
張
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
前
述
の
失
業
保
険
料
不
納
付
事
件
に
お
い
て
、
検
事
の
上
告
趣
旨
中
に
含
ま
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
理
由
で
斥
け
て
い
る
（
最
判
昭
二
六
・
一
一
・
二
九
判
例
要
旨
集
五
・
一
二
）。
第
一
は
、

そ
も
そ
も
原
審
に
お
い
て
被
告
人
側
は
期
待
可
能
性
の
主
張
を
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
原
判
決
も
そ
の
点
に
つ
い
て
な
ん
ら
判
断
を
与

え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
今
さ
ら
主
張
し
て
も
だ
め
だ
と
す
る
。
第
二
は
、「
貧
困
」
と
い
う
状
態
は
、
犯
罪
原
因
上
の
情
状

に
す
ぎ
な
く
、
犯
罪
の
主
観
的
責
任
に
関
係
が
な
い
か
ら
、
責
任
（
有
責
性
）
を
阻
却
し
な
い
と
す
る
。

こ
の
第
二
点
の
論
理
に
は
反
論
す
る
。
人
間
が
生
き
て
い
く
た
め
に
他
人
の
物
を
盗
ま
ね
ば
生
き
て
い
け
な
い
状
況
に
お
ち
い
っ
た
と

（
四
四
四
）



組
織
内
の
個
人
過
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待
可
能
性
（
船
山
）

三
〇
九

き
、
や
む
を
得
ず
盗
み
を
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
許
す
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
お
ち
い
っ
た
と
き
、
人
は
い
け

な
い
と
わ
か
っ
て
い
て
、
心
の
中
で
ず
い
ぶ
ん
と
苦
し
ん
だ
上
で
人
の
物
に
手
を
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
人
は
規
範
面
で
闘
い
、
主

観
面
で
究
極
の
選
択
を
し
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ン
・
ヴ
ァ
ル
ジ
ャ
ン
が
姉
と
子
の
た
め
に
パ
ン
を
盗
む
よ
う
な
事
情
（
29
）

は
ど
こ

に
も
、
い
つ
の
時
代
に
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。

柏
木
千
秋
先
生
は
、
国
が
刑
罰
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
貧
困
の
ゆ
え
に
罪
を
犯
さ
ね
ば
な
ら
な
い
人
が
い
な
い
よ
う
な
状
況
を

つ
く
っ
て
か
ら
だ
と
い
う
趣
旨
を
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
30
）

。
つ
き
つ
め
て
考
え
て
い
け
ば
、
も
っ
と
も
な
見
解
だ
と
思
う
。

㈢

　期
待
可
能
性
論
を
機
能
的
に
考
え
て
み
る

１
　
期
待
可
能
性
論
が
法
律
上
の
論
理
で
あ
り
、
か
つ
、
超
法
規
的
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
裁
判
所
を
納
得
さ
せ
る
だ
け
の
備
え
を
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
刑
法
理
論
に
お
い
て
、
超
法
規
的
阻
却
事
由
を
認
め
る
の
は
、
犯
罪
成
立
要
件
の
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
抵
抗
が
強
い
。

た
と
え
ば
、
安
楽
死
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
認
め
る
べ
き
と
し
た
二
つ
の
判
例
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
名
古
屋
高
判
昭
三
七
・
一
二
・
二

高
刑
集
一
五
・
九
・
六
七
四
と
横
浜
地
判
平
七
・
三
・
二
八
判
時
一
五
三
〇
・
二
八
で
あ
る
。
前
者
は
息
子
が
父
親
に
対
し
行
な
っ
た
も

の
（
31
）

、
後
者
は
医
師
が
患
者
に
対
し
行
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
要
件
は
異
な
る
が
、
い
ず
れ
も
そ
の
要
件
を
充
た
せ
ば
違

法
性
が
阻
却
さ
れ
、
無
罪
と
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
事
例
と
も
、
具
体
的
事
件
の
解
決
と
し
て
は
、
要
件
を
欠
く
と
し

て
有
罪
と
し
て
い
る
。

２
　
被
告
人
に
有
利
に
働
く
可
能
性
が
あ
る
理
論
は
、
訴
訟
法
の
分
野
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
公
訴
権
濫
用
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

検
察
官
の
訴
追
裁
量
権
の
逸
脱
に
関
し
て
、
公
訴
の
提
起
自
体
を
無
効
な
ら
し
め
る
場
合
が
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
判
例
は
長
ら

（
四
四
五
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
一
〇

く
そ
の
採
用
を
拒
否
し
て
き
た
が
、
チ
ッ
ソ
補
償
交
渉
事
件
に
関
し
て
、
そ
の
理
論
的
可
能
性
を
よ
う
や
く
承
認
し
た
の
で
あ
っ
た
（
最

決
昭
五
五
・
一
二
・
一
七
刑
集
三
四
・
七
・
六
七
二
）。
た
だ
し
、
具
体
例
へ
の
あ
て
は
め
は
認
め
ず
、
か
え
っ
て
、「
た
と
え
ば
公
訴
の
提
起

自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
例
示
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
、
実
務
に
お
い
て
、
公
訴
権
濫

用
論
の
主
張
は
ほ
と
ん
ど
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
効
果
と
し
て
は
被
告
人
に
有
利
に
働
く
が
、
理
論
上
は
「
令
状
主
義
の
精
神
」
を
活
か
す
方
向
で
、
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
法

則
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
事
例
は
、
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
た
当
日
の
午
後
七
時
に
警
察
署
で
任
意
に
採
取
さ
れ
た
尿
の
鑑
定
書
の
証
拠

能
力
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
、
被
疑
者
が
午
前
中
か
ら
ど
の
よ
う
な
捜
査
上
の
扱
い
を
受
け
て
き
た
か
と
い
う
点
と
、
捜

査
官
の
行
な
っ
た
こ
と
の
両
者
を
踏
ま
え
た
検
討
を
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
疑
者
の
逮
捕
時
に
逮
捕
状
の
呈
示
が
な
く
、
逮
捕
状
の

緊
急
執
行
も
な
さ
れ
て
い
な
い
違
法
が
あ
る
の
に
加
え
、
警
察
官
が
そ
れ
を
糊
塗
す
る
た
め
に
、
逮
捕
状
に
虚
偽
内
容
を
記
し
た
上
、
内

容
虚
偽
の
捜
査
報
告
書
を
作
成
し
、
さ
ら
に
公
判
廷
に
お
い
て
警
察
官
が
事
実
と
反
す
る
証
言
を
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
警
察
官

の
態
度
を
総
合
的
に
考
慮
す
れ
ば
、
①
逮
捕
手
続
の
違
法
の
程
度
は
、
令
状
主
義
の
精
神
を
潜
脱
し
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
も
の
で
あ

り
、
②
こ
の
よ
う
な
違
法
な
逮
捕
に
密
接
に
関
連
す
る
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
は
、
将
来
に
お
け
る
違
法
捜
査
抑
制
の
見
地
か
ら
相
当
で

な
い
と
し
て
、
証
拠
能
力
を
否
定
し
、
無
罪
と
し
た
の
で
あ
る
（
最
判
平
一
五
・
二
・
一
四
刑
集
五
七
・
二
・
一
二
一
）。

３
　
裁
判
所
は
、
超
法
規
的
な
理
論
に
対
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
か
に
着
目
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ

の
点
で
は
、
期
待
可
能
性
論
に
は
、
次
の
よ
う
な
重
要
な
機
能
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、
起
訴
さ
れ
た
行
為
者
の
罪
責
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
行
為
者
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
た
め
に
適
法

行
為
が
期
待
で
き
な
か
っ
た
か
を
吟
味
す
る
こ
と
は
、
そ
の
行
為
状
況
を
も
た
ら
す
に
至
っ
た
関
係
者
が
ど
の
よ
う
な
態
度
を
採
っ
た
か

（
四
四
六
）



組
織
内
の
個
人
過
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期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
一
一

を
要
素
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
暴
れ
馬
事
件
で
は
、
御
者
の
雇
主
の
態
度
に
問
題
の
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
し
、
失

業
保
険
料
不
納
付
事
件
で
は
、
代
理
人
で
あ
る
工
場
長
に
き
ち
ん
と
保
険
料
分
を
渡
し
て
い
な
い
東
京
の
本
社
の
経
理
担
当
こ
そ
責
め
を

負
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
期
待
可
能
性
が
問
題
と
な
る
事
例
に
お
い
て
は
、
そ
の
組
織
体
や
業
界
の
構
造
そ
の
も
の
に
解
決
す
べ
き
課
題
が
含
ま
れ
て

い
る
場
合
が
あ
る
。
本
件
の
あ
ず
み
の
里
事
件
に
関
し
て
い
え
ば
、
特
養
に
お
け
る
人
員
不
足
、
そ
の
前
提
の
一
つ
と
な
る
働
く
者
の
給

与
の
低
さ
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
遡
っ
て
そ
の
要
因
を
辿
れ
ば
、
福
祉
行
政
の
貧
困
と
い
う
政
治
上
の
課
題
に
行
き
着
く
。
た
だ
し
、

個
人
責
任
の
視
点
で
行
き
着
く
の
は
、
特
養
の
施
設
長
あ
る
い
は
特
養
を
経
営
す
る
会
社
の
責
任
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

第
三
に
、
裁
判
所
は
、
起
訴
さ
れ
た
訴
因
に
対
し
て
の
み
、
有
罪
・
無
罪
の
判
断
を
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
量
刑
の
段
階
に
な
る
と
、

発
生
し
た
法
益
侵
害
に
つ
い
て
被
告
人
個
人
が
ど
れ
ほ
ど
寄
与
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
他
者
の
関
与
の
度
合
を
調
べ
る
必

要
が
で
て
く
る
。
そ
の
過
程
で
、
事
件
の
構
造
が
明
ら
か
に
な
る
場
合
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

五
　
結
び
に
か
え
て

介
護
事
件
で
起
訴
さ
れ
た
個
人
の
刑
事
責
任
を
検
討
す
る
過
程
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
問
題
の
根
底
に
、
介
護
に
関
わ
る
組
織

体
に
構
造
的
課
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
に
用
い
た
道
具
は
、
個
人
の
有
責
性
を
明
ら
か
に
す
る
法
理
で
あ
る

期
待
可
能
性
理
論
で
あ
っ
た
。
個
別
の
事
例
に
対
す
る
評
釈
を
通
し
て
学
説
が
実
務
に
影
響
を
与
え
る
手
法
も
、
一
定
の
役
割
を
有
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
（
32
）

。

（
四
四
七
）
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三
一
二

刑
事
裁
判
で
は
、
検
察
・
弁
護
の
双
方
が
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
に
関
し
て
攻
防
を
闘
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
の
み
に
囚
わ
れ

て
い
る
と
、
事
件
の
全
体
構
造
あ
る
い
は
本
体
を
見
逃
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、
コ
ス
ト
コ
事
件
の
検
証
を
し
た
際
に

も
気
づ
か
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
（
33
）

。

こ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
構
造
的
な
過
失
に
関
わ
る
基
本
問
題
に
つ
な
が
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
、
こ
の
点
に
心
を
留
め
、
擱
筆

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
1
）	

厚
生
労
働
省
の
実
態
調
査
に
よ
る
と
、
二
〇
一
七
年
度
の
一
年
間
に
、
転
倒
な
ど
の
事
故
で
死
亡
し
た
入
所
者
が
、
特
養
（
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
）
で
は
七
二
二
施
設
で
一
一
一
七
人
、
老
健
（
介
護
老
人
保
健
施
設
）
で
は
二
七
五
施
設
で
四
三
〇
人
、
計
一
五
四
七
人
で
あ
っ
た
（
読
売

新
聞
平
成
三
一
年
三
月
一
五
日
朝
刊
）。

（
2
）	

長
野
地
方
裁
判
所
松
本
支
部
平
成
三
一
年
三
月
二
五
日
判
決
の
報
道
用
判
決
要
旨
に
よ
る
。

（
3
）	

特
養
あ
ず
み
の
里
業
務
上
過
失
致
死
事
件
裁
判
で
無
罪
を
勝
ち
取
る
会
『
い
ま
、
介
護
の
未
来
の
た
め
に
。』（
平
成
三
〇
年
）。
以
下
、
勝
ち

取
る
会
・
前
掲
注（
３
）と
し
て
引
用
す
る
。

（
4
）	

前
掲
注（
２
）。

（
5
）	

今
井
恭
平
「
問
わ
れ
る
の
は
、
福
祉
か
？
刑
事
責
任
か
？
」
勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）一
七
頁
。

（
6
）	

田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕』（
平
成
四
年
・
有
斐
閣
）
七
頁
。

（
7
）	

被
告
人
の
防
御
に
実
質
的
な
不
利
益
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
著
し
く
、
裁
判
の
公
平
を
損
な
う
お
そ
れ
が
顕
著
な
場
合
に
は
、
公
判
の
結
審
直
前

に
な
さ
れ
た
訴
因
変
更
の
請
求
を
、
裁
判
所
は
許
可
し
な
い
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
福
岡
高
那
覇
支
判
昭
五
一
・
四
・
五
判
タ

三
四
五
・
三
二
一
）。

（
8
）	

田
宮
・
前
掲
注（
６
）一
九
七
頁
。

（
9
）	

製
造
課
長
は
、
第
二
燐
酸
ソ
ー
ダ
を
粉
乳
の
品
質
向
上
の
た
め
に
安
定
剤
と
し
て
添
加
使
用
す
る
こ
と
を
開
発
し
た
責
任
者
で
あ
っ
た
（
徳
島

（
四
四
八
）



組
織
内
の
個
人
過
失
に
お
け
る
期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
一
三

地
判
昭
四
八
・
一
一
・
二
八
判
時
七
二
一
・
一
四
）。

（
10
）	

勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
11
）	
勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
12
）	
勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
13
）	

日
本
の
検
察
官
は
、「
上
向
き
の
訴
追
は
弱
」
く
、
下
向
き
に
は
強
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
指
摘
と
し
て
、
デ
ィ
ヴ
ィ
ッ

ド
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
著
、
平
山
真
理
子
訳
「
日
本
の
『
蜘
蛛
の
巣
』
司
法
と
検
察
の
活
動
」
後
藤
昭
責
任
編
集
『
刑
事
司
法
を
担
う
人
々
』（
平
成

二
九
年
・
岩
波
書
店
）
二
九
頁
。

（
14
）	

そ
の
後
、
副
署
長
（
署
長
は
す
で
に
死
亡
）
は
、
神
戸
検
察
審
査
会
に
よ
る
二
度
の
起
訴
相
当
議
決
（
検
審
四
一
条
の
六
第
一
項
に
よ
り
、
二

度
目
は
起
訴
議
決
と
い
わ
れ
る
）
を
受
け
て
、
指
定
弁
護
士
に
よ
っ
て
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
で
強
制
起
訴
さ
れ
た
。
第
一
審
で
は
過
失
は
認
め
ら

れ
ず
、
時
効
に
よ
り
免
訴
と
さ
れ
た
（
神
戸
地
判
平
二
五
・
二
・
二
〇
判
例
集
未
登
載
）。
最
高
裁
で
上
告
棄
却
と
さ
れ
、
免
訴
が
確
定
し
た
（
最

決
平
二
八
・
七
・
一
二
刑
集
七
〇
・
六
・
四
一
一
）。

（
15
）	

立
法
論
と
し
て
、
企
業
犯
罪
に
対
し
法
人
処
罰
あ
る
い
は
組
織
体
処
罰
と
い
う
議
論
が
あ
る
が
、
問
題
は
、
規
範
的
感
銘
力
を
与
え
る
こ
と
が

で
き
る
か
で
あ
る
。

（
16
）	

評
釈
と
し
て
、
船
山
泰
範
『
刑
法
の
役
割
と
過
失
犯
論
』（
平
成
一
九
年
・
北
樹
出
版
）
二
一
九
頁
以
下
。

（
17
）	

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
昭
和
五
〇
年
・
弘
文
堂
）
一
一
七
頁
。

（
18
）	

一
厘
事
件
に
関
し
て
、
判
例
は
、「
零
細
な
る
反
法
行
為
は
、
犯
人
に
危
険
性
あ
り
と
認
む
べ
き
特
殊
の
情
況
」
が
な
い
限
り
犯
罪
に
な
ら
な

い
と
し
た
（
大
判
明
四
三
・
一
〇
・
一
一
刑
録
一
六
・
一
六
二
〇
）。

（
19
）	

藤
木
・
前
掲
注（
17
）一
一
九
頁
は
、「
実
質
的
に
は
、
構
成
要
件
概
念
の
縮
小
解
釈
を
行
な
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
。

（
20
）	

田
宮
・
前
掲
注（
６
）一
六
七
頁
。

（
21
）	

勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）二
八
頁
。

（
22
）	

佐
伯
千
仭
『
刑
法
に
於
け
る
期
待
可
能
性
の
思
想
』（
昭
和
二
二
年
・
有
斐
閣
）
二
頁
。

（
四
四
九
）



日
本
法
学

　第
八
十
五
巻
第
二
号
（
二
〇
一
九
年
九
月
）

三
一
四

（
23
）	

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
・
第
三
版
』（
平
成
二
年
・
創
文
社
）
二
六
四
頁
。

（
24
）	R

G
S
t.	30,	25

（
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
判
例
集
三
〇
巻
二
五
頁
）

（
25
）	
団
藤
・
前
掲
注（
23
）三
二
四
頁
。

（
26
）	
窒
息
サ
イ
ン
と
は
、「
自
分
の
喉
を
親
指
と
人
指
し
指
で
つ
か
む
」
な
ど
の
行
動
を
い
う
（
勝
ち
取
る
会
・
前
掲
注（
３
）二
五
頁
）。

（
27
）　
佐
伯
・
前
掲
注（
22
）は
し
が
き
一
頁
は
、
期
待
可
能
性
の
思
想
を
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。「
従
来
の
刑
法
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
ど

う
し
て
も
、
刑
事
責
任
が
あ
り
刑
罰
を
免
れ
得
な
い
と
言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
場
合
の
中
に
も
、
そ
の
際
の
行
為
者
を
と
り
ま
い
て
ゐ
た
周
囲
の

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

諸
事
情

・
・
・

に
照
せ
ば
、
そ
の
行
為
よ
り
他
の
行
為
を
期
待
す
る
こ
と
は
と
う
て
い
不
可
能
な
や
う
な
場
合
が
あ
り
得
る
こ
と
を
認
め
、
且
こ
の
や
う
な

行
為
者
に
つ
い
て
は
も
は
や
刑
事
責
任
を
認
む
べ
き
で
な
い
と
主
張
す
る
」（
傍
点
は
筆
者
）。

（
28
）	

私
の
犯
罪
論
で
は
、
構
成
要
件
該
当
性
と
い
う
評
価
の
前
に
、
評
価
を
す
る
べ
き
対
象
と
し
て
「
行
為
」
を
選
び
出
す
立
場
を
と
っ
て
い
る

（
船
山
泰
範
『
刑
法
の
礎
・
総
論
』
平
成
二
六
年
・
法
律
文
化
社
、
四
頁
）。

（
29
）	

ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ユ
ー
ゴ
ー
著
、
豊
島
与
志
雄
訳
（
昭
和
六
二
年
・
岩
波
文
庫
）。

（
30
）	

柏
木
千
秋
『
刑
法
総
論
』（
昭
和
五
七
年
・
有
斐
閣
）
一
九
八
頁
。
念
の
た
め
に
本
文
を
引
用
し
て
お
く
。
貧
困
を
原
因
と
す
る
犯
罪
「
に
対

す
る
責
任
非
難
は
、
…
…
長
期
的
視
野
に
立
て
ば
や
は
り
不
合
理
な
も
の
と
な
る
。」。

（
31
）	

構
成
要
件
と
し
て
は
、
い
ま
だ
尊
属
殺
人
罪
（
二
〇
〇
条
）
が
存
在
し
た
時
代
に
、
嘱
託
殺
人
罪
（
二
〇
二
条
）
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。

（
32
）	

緑
大
輔
「
刑
事
訴
訟
法
学
と
実
務
─
刑
事
訴
訟
法
学
の
『
守
備
範
囲
』
を
め
ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
九
一
巻
九
号
五
一
頁
。

（
33
）	

船
山
泰
範
「
建
築
設
計
・
施
行
に
お
け
る
刑
事
責
任
─
コ
ス
ト
コ
事
件
を
手
が
か
り
に
─
」
法
学
紀
要
（
平
成
三
〇
年
）
五
五
頁
。

〔
追
記
〕
脱
稿
後
、
民
事
事
件
で
あ
る
が
、
過
失
を
、
①
ど
の
時
点
で
、
②
何
に
つ
い
て
認
め
る
か
（
二
の
㈡
）
に
つ
い
て
、
参
考
と
な

る
判
例
が
見
い
出
さ
れ
た
の
で
、
追
記
す
る
。

事
案
は
、
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
津
波
で
、
石
巻
市
立
大
川
小
学
校
の
児
童
七
四
人
、
教
職
員
一
〇
人
が
死
亡
し
た
大
川
小

（
四
五
〇
）



組
織
内
の
個
人
過
失
に
お
け
る
期
待
可
能
性
（
船
山
）

三
一
五

学
校
事
件
で
あ
る
（
河
北
新
報
報
道
部
『
止
ま
っ
た
刻と
き

　
検
証
・
大
川
小
事
故
』
令
和
元
年
七
月
、
岩
波
書
店
）。
第
一
審
の
仙
台
地
裁
は
、
現
場

の
教
職
員
は
、
平
成
二
三
年
三
月
一
一
日
午
後
三
時
三
〇
分
頃
（
七
分
前
）、
津
波
襲
来
を
予
見
で
き
た
と
し
て
、
児
童
の
避
難
誘
導
に
過

失
が
あ
っ
た
と
し
た
（
平
成
二
八
年
十
〇
月
二
六
日
）。
こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
の
仙
台
高
裁
は
、
注
意
義
務
に
つ
い
て
、
市
教
委
や
校
長

ら
は
地
域
住
民
が
有
し
て
い
た
平
均
的
な
知
識
お
よ
び
経
験
よ
り
は
る
か
に
高
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
事
前
に

避
難
経
路
や
方
法
を
定
め
て
い
れ
ば
、
津
波
を
回
避
で
き
た
は
ず
だ
と
し
て
、
過
失
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
平
成
三
〇
年
四
月
二
六
日
判
時

二
三
八
七
・
三
一
）。

（
四
五
一
）




