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傳
論　

説
僂

詐
欺
罪
に
お
け
る
故
意
の
規
範
化
・
客
観
化
に
つ
い
て

は
じ
め
に

　

近
年
、
特
殊
詐
欺
に
関
す
る
重
要
な
最
高
裁
判
例
が
相
次
い
で
出
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
判
例
も
、
新
た
な
犯
罪
現
象
へ
の
対

応
を
迫
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
故
意
論
、
共
犯
論
、
未
遂
論
に
つ
い
て
議
論
を
喚
起
し
、
そ
の
伝
統
的
な
理
解

や
議
論
の
立
て
方
に
つ
い
て
、
反
省
を
迫
る
も
の
で
も
あ
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
故
意
論
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
、
故

意
の
本
質
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

特
殊
詐
欺
に
お
い
て
は
、
受
け
子
の
よ
う
な
末
端
の
犯
人
だ
け
が
逮
捕
さ
れ
、
起
訴
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
彼

ら
は
連
絡
役
の
指
示
通
り
に
動
い
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
犯
罪
の
全
貌
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
知
ら
な
い
こ
と
も
多
い
。
さ

ら
に
、
手
口
が
次
々
と
変
化
す
る
中
で
、
受
け
取
っ
た
封
筒
や
荷
物
の
中
身
が
詐
欺
の
被
害
品
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
主

張
す
る
こ
と
も
多
く
、
詐
欺
罪
の
故
意
の
有
無
が
争
点
と
な
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
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近
時
、
現
金
送
付
型
の
特
殊
詐
欺
に
関
す
る
最
判
平
成　

年　

月　

日
刑
集　

巻
６
号　

頁
、
最
判
平
成　

年　

月　

日
刑
集　

３０

１２

１１

７２

６７２

３０

１２

１４

７２

巻
６
号　

頁
、
最
判
令
和
元
年
９
月　

日
刑
集　

巻
４
号　

頁
に
お
い
て
は
、
ま
さ
に
受
け
子
の
故
意
の
有
無
が
争
点
と
な
っ
た
。

７３７

２７

７３

４７

こ
れ
ら
一
連
の
最
高
裁
判
例
に
お
け
る
故
意
の
認
定
手
法
を
考
察
し
、
判
例
が
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
故
意
概
念
を
取
っ
て
い
る
の

か
分
析
し
た
上
で
、
こ
れ
に
対
す
る
私
見
と
今
後
の
議
論
の
方
向
性
に
つ
い
て
示
す
こ
と
と
し
た
い
。
本
稿
で
は
、
上
記
三
件
の
判

例
の
う
ち
、
前
掲
最
判
平
成　

年　

月　

日
に
焦
点
を
当
て
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た 
い 
。
（
１
）

３０

１２

１１

　

こ
の
事
案
は
、
い
わ
ゆ
る
空
室
利
用
送
付
型
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
二
件
の
詐
欺
罪
、
一
件
の
詐
欺
未
遂
罪
が

問
題
と
な
っ
た
。
被
害
者
は
当
時　

歳
、　

歳
、　

歳
と
、
い
ず
れ
も
高
齢
者
で
あ
る
。
老
人
ホ
ー
ム
の
入
居
契
約
や
権
利
譲
渡
を

８３

８０

８７

め
ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
解
決
の
た
め
の
立
替
金
が
必
要
で
あ
る
と
欺
き
、
東
京
、
埼
玉
、
神
奈
川
の
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
あ
て
に
現
金
入

り
の
荷
物
を
送
ら
せ
、
受
取
役
が
荷
受
人
に
な
り
す
ま
し
て
配
達
業
者
か
ら
荷
物
を
受
け
取
る
と
い
う
手
口
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、

受
取
役
で
あ
っ
た
が
、
上
記
の
う
ち
二
件
に
つ
い
て
は
、
荷
受
人
に
な
り
す
ま
し
て
荷
物
を
受
け
取
っ
た
が
、
一
件
に
つ
い
て
は
配

達
業
者
従
業
員
が
な
り
す
ま
し
を
見
破
っ
た
た
め
、
目
的
を
遂
げ
な
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
実
に
つ
き
、
第
１

審
（
鹿
児
島
地
判
平
成　

年
７
月　

日
刑
集　

巻
６
号　

頁
）
は
、
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
が
、
控
訴
審
（
福
岡
高
判
平
成　

年

２８

２０

７２

７１１

２８

　

月　

日
刑
集　

巻
６
号　

頁
）
は
、
詐
欺
の
故
意
が
認
定
で
き
な
い
と
し
て
、
無
罪
を
言
い
渡
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
検

１１

１０

７２

７１１

察
官
の
上
告
に
対
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し 
た 
。
（
２
）

　

「
被
告
人
は
、
Ｇ
の
指
示
を
受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴
き
、
そ
こ
に
配
達
さ
れ
る
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け

取
り
、
回
収
役
に
渡
す
な
ど
し
て
い
る
。
加
え
て
、
被
告
人
は
、
異
な
る
場
所
で
異
な
る
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
同
様
の
受
領
行

為
を
多
数
回
繰
り
返
し
、
１
回
に
つ
き
約
１
万
円
の
報
酬
等
を
受
け
取
っ
て
お
り
、
被
告
人
自
身
、
犯
罪
行
為
に
加
担
し
て
い
る
と

認
識
し
て
い
た
こ
と
を
自
認
し
て
い
る
。
以
上
の
事
実
は
、
荷
物
が
詐
欺
を
含
む
犯
罪
に
基
づ
き
送
付
さ
れ
た
こ
と
を
十
分
に
想
起
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さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
の
手
口
が
報
道
等
に
よ
り
広
く
社
会
に
周
知
さ
れ
て
い
る
状
況
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
か

ら
、
被
告
人
は
自
己
の
行
為
が
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
推
認
さ
せ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
点
に
関
し
、
原
判
決
は
、
上
記
と
同
様
の
形
態
の
受
領
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
た
だ
け
で
は
、
受
け
取
っ
た
荷
物
の
中
身
が
詐
取

金
で
あ
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
と
推
認
す
る
根
拠
に
は
な
ら
ず
、
こ
の
推
認
を
成
り
立
た
せ
る
前
提
と
し
て
、
空
室
利
用
送
付

型
詐
欺
の
横
行
が
広
く
周
知
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
な
ど
と
い
う
が
、
そ
の
指
摘
が
当
を
得
な
い
こ
と
は
上
記
の
と
お
り

で
あ
る
。
ま
た
、
原
判
決
は
、
従
来
型
の
詐
欺
の
手
口
を
知
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
新
し
い
詐
欺
の
手
口
に
気
付
け
た
は
ず
と

は
い
え
な
い
と
し
た
上
、
本
件
の
よ
う
に
宅
配
便
を
利
用
し
て
空
室
に
送
付
さ
せ
る
詐
欺
の
手
口
と
、
被
告
人
が
認
識
し
て
い
た
直

接
財
物
を
受
け
取
る
な
ど
の
手
口
は
異
質
で
あ
り
、
被
告
人
に
と
っ
て
、
相
当
高
度
な
抽
象
能
力
と
連
想
能
力
が
な
い
と
自
己
の
行

為
が
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
想
起
で
き
な
い
と
す
る
が
、
上
記
両
手
口
は
、
多
数
の
者
が
役
割
分
担
す
る
中
で
、
他
人
に
な
り
す

ま
し
て
財
物
を
受
け
取
る
と
い
う
行
為
を
担
当
す
る
点
で
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
原
判
決
の
い
う
よ
う
な
能
力
が
な
け
れ
ば
詐

欺
の
可
能
性
を
想
起
で
き
な
い
と
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
っ
て
是
認
で
き
な
い
。
原
判
決
が
第
１
審
判
決
を
不
当
と
す
る
理
由
と
し

て
指
摘
す
る
論
理
則
、
経
験
則
等
は
、
い
ず
れ
も
本
件
詐
欺
の
故
意
を
推
認
す
る
に
つ
い
て
必
要
な
も
の
と
は
い
え
ず
、
ま
た
、
適

切
な
も
の
と
も
い
い
難
い
。」

　

「
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
荷
物
の
中
身
が
拳
銃
や
薬
物
だ
と
思
っ
て
い
た
旨
供
述
す
る
が
、
荷
物
の
中
身
が
拳
銃
や
薬
物
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
詐
欺
の
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
は
見
当
た
ら
な

い
。」

　

「
こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
の
下
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
、
自
己
の
行
為
が
詐
欺
に
当
た
る
か
も
し
れ
な
い
と
認
識
し
な
が
ら
荷

物
を
受
領
し
た
と
認
め
ら
れ
、
詐
欺
の
故
意
に
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
共
犯
者
ら
と
の
共
謀
も
認
め
ら
れ
る
。
原
判
決
が
第
１
審
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判
決
の
故
意
の
推
認
過
程
に
飛
躍
が
あ
り
、
被
告
人
の
詐
欺
の
故
意
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
点
に
は
、
第
１
審
判
決

が
摘
示
し
た
間
接
事
実
相
互
の
関
係
や
故
意
の
推
認
過
程
に
関
す
る
判
断
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
る
事
実
誤
認
が
あ
り
、
こ
れ
が
判
決

に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。」

一　

実
体
法
的
観
点
か
ら
見
た
判
断
枠
組
み

　

最
高
裁
は
、
四
つ
の
事
実
を
挙
げ
た
上
で
「
荷
物
が
詐
欺
を
含
む
犯
罪
に
基
づ
き
送
付
さ
れ
た
こ
と
を
十
分
に
想
起
さ
せ
る
も
の
」

と
し
つ
つ
、「
詐
欺
の
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
が
排
除
さ
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
し
た
点
か
ら
、

薬
物
事
犯
に
関
す
る
最
決
平
成
２
年
２
月
９
日
判
時
１
３
４
１
号　

頁
と
同
様
の
論
理
構
成
を
と
っ
た
も
の
と
も
い
わ
れ
る
。
た
し

１５７

か
に
、
複
数
の
犯
罪
に
ま
た
が
る
概
括
的
な
認
識
を
認
め
つ
つ
、
特
定
の
犯
罪
を
除
外
す
る
特
別
の
事
情
が
な
い
か
を
問
題
と
す
る

と
い
う
構
造
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
、
前
掲
最
決
２
年
２
月
９
日
の
事
案
は
、「
身
体
に
有
害
で
違
法
な
薬
物
類
」
と

い
う
類
の
同
一
性
の
中
で
の
種
の
特
定
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
本
件
で
は
、
そ
う
し
た
類
の
同
一
性
を
超
え
た
、
い

わ
ば
手
口
の
同
一
性
の
範
囲
内
で
の
概
括
的
な
認
識
が
問
題
と
な
っ
た
点
が
異
な
る
。
最
高
裁
は
、「
詐
欺
を
含
む
犯
罪
」
と
い
う
概

括
的
な
言
い
回
し
を
し
つ
つ
も
、
少
な
く
と
も
表
現
の
上
で
は
、
財
産
犯
と
か
領
得
罪
と
か
交
付
罪
と
い
っ
た
一
般
的
・
類
的
な
認

識
を
認
定
し
て
、
そ
れ
に
詐
欺
も
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
あ
く
ま
で
も
詐
欺
罪
と
い
う
特
定
の
構
成
要
件
の
認
識

が
あ
っ
た
こ
と
を
個
別
的
に
認
定
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

第
１
審
判
決
で
は
、「
詐
欺
罪
に
つ
い
て
の
未
必
的
故
意
を
有
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
明
言
さ
れ
た
の
に
対
し
、
最
高

裁
は
「
未
必
的
故
意
」
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
が
、
結
局
に
お
い
て
は
、
詐
欺
罪
の
未
必
の
故
意
の
成
立
を
認
定
し
た
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ 
う 
。
さ
て
、
未
必
の
故
意
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
上
激
し
い
対
立
が
見
ら
れ
、
判
例
の
見
解
も
一
義
的
で
は
な 
い 
。

（
３
） 

（
４
）
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こ
の
点
、
本
判
決
で
は
、「
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
認
識
」、「
詐
欺
に
当
た
る
か
も
し
れ
な
い
と
認
識
し
な
が
ら
」
と
い
っ
た
表
現

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
可
能
性
」
が
ど
の
程
度
の
も
の
な
の
か
、
ま
た
、「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
推
測
が
ど
の
程
度

の
具
体
性
を
持
つ
も
の
な
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
わ
ず
か
な
可
能
性
や
具
体
性
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
構

成
要
件
実
現
の
蓋
然
性
の
認
識
を
要
求
す
る
蓋
然
性
説
（
認
識
説
）、
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
見
解
を
ベ
ー
ス
と
し
た
動
機
説
に
親
和

的
な
立
場
で
あ
る
と
理
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ 
う 
。
こ
れ
に
対
し
、
認
容
と
い
っ
た
情
緒
的
要
素
に
つ
い
て
は
明
確
に
は
言
及
さ

（
５
）

れ
て
い
な
い
。

　

で
は
、「
荷
物
の
中
身
が
拳
銃
や
薬
物
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
詐
欺
の
可
能
性
が
あ
る
と
の
認
識
が
排
除
さ
れ

た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
事
情
は
見
当
た
ら
な
い
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
、

こ
の
く
だ
り
は
、
被
告
人
が
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
と
の
強
い
推
認
を
覆
す
よ
う
な
事
実
は
存
在
し
な
い
こ
と
を

述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
と
読
む
の
が
素
直
で
あ 
る 
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
推
認
過
程
が
正
当
化
さ
れ
る
根
拠
は
明
ら
か
で
な
く
、
む
し

（
６
）

ろ
実
体
法
的
な
実
質
的
意
味
を
見
い
出
す
こ
と
で
、
理
論
的
に
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

例
え
ば
、
詐
欺
に
あ
た
る
可
能
性
を
認
識
し
な
が
ら
、
よ
く
確
認
せ
ず
に
行
為
に
及
ん
だ
こ
と
を
と
ら
え
て
、
認
容
説
の
立
場
か

ら
結
果
発
生
の
認
容
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
結
果
発
生
の
蓋
然
性
の
認
識
に
つ
い
て
補
強
す
る
意
味
を
見
い
だ

す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
は
、
荷
物
の
中
身
の
確
認
と
い
う
具
体
的
な
結
果
発
生
回
避
措
置
に
あ
え
て
言
及
し
て
い
る
点
に
着

目
し
て
、
実
現
意
思
説
の
構
成
に
親
和
的
で
あ
る
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。

　

実
現
意
思
説
と
は
、
故
意
を
構
成
要
件
要
素
と
と
ら
え
、
故
意
概
念
か
ら
情
緒
的
要
素
を
排
除
し
た
上
で
、
構
成
要
件
結
果
の
実

現
意
思
と
回
避
意
思
と
を
対
比
し
、
実
現
意
思
が
発
現
し
た
と
い
え
る
場
合
に
、
未
必
の
故
意
を
認
め
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
説
に

は
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
、
何
を
持
っ
て
回
避
意
思
の
発
現
と
み
る
か
に
つ
き
違
い
が
見
ら
れ
、
と
り
わ
け
結
果
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発
生
を
蓋
然
的
で
あ
る
と
行
為
者
が
認
識
し
て
い
る
場
合
、
単
に
結
果
の
不
発
生
を
期
待
し
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、
何
ら
か
の
具
体

的
な
結
果
回
避
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
は
じ
め
て
回
避
意
思
が
発
現
し
た
と
み
る
見
解
が
有
力
に
唱
え
ら
れ
て
い 
る 
。

（
７
）

こ
の
実
現
意
思
説
を
あ
て
は
め
る
と
、
本
判
決
は
、
被
告
人
が
詐
欺
罪
の
構
成
要
件
実
現
の
蓋
然
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
実
現

意
思
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
一
方
、
こ
れ
を
拳
銃
や
薬
物
で
あ
る
と
思
っ
て
お
り
詐
欺
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
回
避
意
思

（
そ
も
そ
も
犯
罪
で
あ
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
の
で
「
回
避
意
思
」
と
い
う
の
は
奇
妙
で
は
あ
る
が
）
と
対
比
し
た
場
合
、
実
現

意
思
が
上
回
り
、
こ
れ
が
発
現
し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
詐
欺
罪
の
未
必
的
故
意
が
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
こ
の
事
案
で
回
避
意
思
が
上
回
る
た
め
に
は
、
荷
物
の
確
認
と
い
っ
た
具
体
的
な
回
避
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
を
指
摘
し
た
、
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
特
に
実
現
意
思
説
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
主
観
的
要
件
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
基
礎
づ
け
る

要
素
と
、
そ
れ
を
弱
め
る
消
極
的
な
要
素
を
整
理
し
、
並
べ
比
較
し
た
上
で
、
行
為
者
の
意
思
内
容
を
確
定
す
る
と
い
う
の
は
、
実

体
法
上
の
故
意
論
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
に
限
ら
ず
、
特
殊
詐
欺
の
裁
判
例
で
広
く
見
ら
れ
る
モ
デ
ル
が
こ
の
よ
う

な
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
ま
で
主
張
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
実
質
的
に
は
、
そ
う
な
っ
て
い
る
と
も
見
う
る
こ
と
は
指
摘
し
て

お
き
た
い
。

二　

心
理
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

さ
て
、
上
記
の
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
詐
欺
罪
の
故
意
の
基
礎
づ
け
は
、
調
査
官
解
説
で
も
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
四
つ
の
事

実
を
挙
げ
た
上
で
「
そ
れ
自
体
か
ら
、
被
告
人
は
自
己
の
行
為
が
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
推
認
さ
せ

る
」
と
い
う
部
分
だ
け
で
、
す
で
に
な
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
。
た
だ
、
最
高
裁
が
「
強
く
推
認
さ
せ
る
」
と
す
る
「
認
識
」
は
、
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圧
倒
的
な
通
説
と
同
様
、
被
告
人
の
心
理
的
事
実
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
推
認
し
て

よ
い
か
、
疑
問
も
生
じ
う
る
。

　

こ
の
点
、
控
訴
審
が
、「
社
会
的
に
本
件
の
よ
う
に
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
を
利
用
し
て
詐
取
金
を
宅
配
便
で
送
ら
せ
て
受
け
取
る
形

態
の
特
殊
詐
欺
事
犯
…
…
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
広
く
周
知
さ
れ
、
市
民
的
な
常
識
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
か
、
意

図
し
な
く
て
も
接
す
る
程
に
空
室
利
用
送
付
型
詐
欺
に
関
す
る
情
報
が
社
会
的
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
、
知
ら
な
い
方
が
お
か

し
い
と
い
う
よ
う
な
社
会
情
勢
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
述
べ
た
点
に
は
、
十
分
な
理
由
が
あ
る
。
当
該
の
被
告
人
の
心

理
的
事
実
を
真
面
目
に
証
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
被
告
人
本
人
の
知
識
、
慎
重
さ
、
連
想
力
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
突

き
詰
め
て
い
え
ば
、
被
告
人
本
人
の
す
べ
て
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能

で
あ
り
、
結
局
は
、
一
般
人
を
基
準
に
外
部
的
状
況
か
ら
故
意
を
推
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
一
般
人
と
い
っ
て
も
幅
は
広

く
、
し
か
も
単
純
な
知
識
だ
け
で
な
く
連
想
力
が
試
さ
れ
る
事
案
で
も
あ
る
の
で
、
あ
る
程
度
の
バ
ッ
フ
ァ
を
設
け
た
上
で
、
本
件

の
被
告
人
が
、
一
般
人
の
中
で
知
識
、
慎
重
さ
、
連
想
力
な
ど
が
貧
弱
な
ゾ
ー
ン
に
属
し
て
い
た
と
と
し
て
も
、
詐
欺
に
当
た
る
可

能
性
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な 
い 
。
（
８
）

　

ま
た
、
控
訴
審
が
「
被
告
人
が
認
識
し
て
い
た
複
数
の
方
法
と
い
う
の
が
、
直
接
現
金
を
受
け
取
り
に
行
く
と
い
う
行
為
な
の
で

あ
り
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
で
宅
配
便
の
箱
を
受
け
取
る
と
い
う
行
為
と
比
較
す
る
と
相
当
に
異
質
で
あ
り
、
両
者
を
結
び
つ
け
る

に
は
相
当
高
度
の
抽
象
能
力
と
連
想
能
力
が
必
要
」
と
述
べ
た
点
に
つ
い
て
は
、「
相
当
高
度
の
抽
象
能
力
と
連
想
能
力
」
が
ど
の
程

度
の
も
の
を
指
す
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
般
人
な
ら
結
び
つ
け
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と

は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
空
室
送
付
利
用
型
の
特
殊
詐
欺
が
広
く
功
を
奏
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
火
を
み
る
よ
り
明
ら
か

で
あ
る
。
本
件
の
被
害
者
も
、　

万
円
〜　

万
円
も
の
高
額
な
現
金
を
宅
急
便
と
い
う
極
め
て
不
自
然
な
方
法
で
送
付
し
て
お
り
、

１００

１５０
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ふ
つ
う
に
考
え
れ
ば
詐
欺
の
可
能
性
を
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
が
、
高
齢
も
あ
い
ま
っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
に
気
づ
い
て
い

な
い
の
で
あ
る
。
被
害
者
と
被
告
人
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
大
き
く
異
な
る
と
は
い
え
、
た
か
だ
か
１
回
１
万
円
程
度
の
報
酬
を

受
け
取
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
被
告
人
に
だ
け
、
詐
欺
の
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
だ
と
い
う
の
は
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
ろ

う
。

　

被
告
人
の
心
理
的
事
実
に
で
き
る
限
り
正
確
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
控
訴
審
の
姿
勢
は
、「
被
告
人
は
、
自
分
が
何
を
受
け
取
っ
て

い
る
の
か
疑
問
を
抱
く
は
ず
で
あ
り
、
疑
問
を
抱
け
ば
調
べ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
…
…
経
験
則
は
、
行
為
者
が
…
…
健
全
な
感
覚

を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
自
ら
の
行
為
が
犯
罪
に
関
わ
る
こ

と
を
認
識
し
な
が
ら
…
…
し
か
も
、
…
…
想
定
し
て
い
た
の
は
覚
せ
い
剤
等
の
違
法
薬
物
か
け
ん
銃
の
受
取
り
と
い
う
重
大
犯
罪
な

の
で
あ
る
か
ら
、
具
体
的
な
こ
と
は
あ
え
て
知
ら
ず
に
い
た
方
が
身
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
考
慮
が
働
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は

な
い
。」
と
い
う
部
分
に
も
現
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
覚
醒
剤
や
拳
銃
の
受
取
を
想
定
し
て
い
た
者
な
ら
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
を

考
察
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
や
利
害
関
係
を
吟
味
し
た
上
で
、
被
告
人
に
か
な
り
寄
り
添
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
被

告
人
の
心
理
的
事
実
を
解
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
ず
と
こ
う
し
た
判
断
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

三　

客
観
的
・
規
範
的
ア
プ
ロ
ー
チ

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
控
訴
審
判
決
は
、
伝
統
的
な
故
意
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
の
心
理
的
事
実
を
真
面
目
に
証
明
し
よ
う

と
し
た
こ
と
の
帰
結
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
伝
統
的
な
心
理
主
義
に
依
拠
す
る
限
り
、
第
１
審
や
最
高
裁
の
ほ
う
に
無
理
が
あ
る
。

そ
れ
で
も
故
意
の
成
立
を
認
め
た
の
は
、
本
音
と
し
て
は
、
特
殊
詐
欺
の
克
服
と
い
う
刑
事
政
策
的
な
考
慮
が
働
い
た
の
で
あ
ろ 
う 
。

（
９
）

も
っ
と
も
、
故
意
概
念
と
い
う
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
つ
い
て
、
こ
う
し
た
政
策
的
配
慮
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
伝
統
的
な
心
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理
主
義
的
故
意
概
念
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
と
も
い
い
う
る
。

　

故
意
概
念
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
本
件
に
つ
い
て
、
行
為
者
の
立
場
に
置
か
れ
た
一
般
人
な
ら
ど
の
よ
う
な
認
識
を

持
ち
う
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
点
、
被
告
人
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
犯
罪
行
為
に
加
担
し
て
い
る
こ
と
は
誰
で
も

容
易
に
察
し
が
つ
く
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
自
分
以
外
の
複
数
人
が
関
与
し
て
お
り
、
自
分
は
受
取

役
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
程
度
の
認
識
は
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
軽
微
な
も
の
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
刑
法　

条
に
い

１０３

う
「
罰
金
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
」、
あ
る
い
は
「
刑
務
所
に
行
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
ら
考
え
る
よ
う
な
犯
罪
に
加

わ
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
は
持
ち
う
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

で
は
、
そ
こ
か
ら
先
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
つ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
各
行
為
者
の
知
識
、
慎
重
さ
、
連
想
力
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
く
、
ま
た
、
連
想
力
等
を
ど
の
程
度
働
か
せ
る
か
に
つ
き
、
同
一
人
で
も
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
異
な
る
と
し
か
い
え
な
い
。

誰
も
が
い
つ
で
も
自
己
の
行
為
の
意
味
を
深
く
考
え
る
わ
け
で
は
な
く
、
よ
く
考
え
な
い
、
無
関
心
で
あ
る
者
も
い
れ
ば
、
ふ
だ
ん

は
そ
う
で
な
い
者
で
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
熟
慮
せ
ず
、
無
関
心
に
ふ
る
ま
う
場
合
も
あ
ろ 

　

そ
れ
で
は
、
仮
に
一
般
人
が
自
己
の
行
為
の
意
味
を
あ
る
程
度
考
え
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
想
定
す
る
だ
ろ

う
か
。
禁
制
品
、
盗
品
な
ど
は
比
較
的
容
易
に
思
い
つ
く
か
も
し
れ
な
い
。
盗
品
に
限
ら
ず
、
財
産
犯
一
般
を
想
定
す
る
者
も
い
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
か
な
る
財
産
犯
か
を
深
く
考
え
て
み
て
も
、
窃
盗
、
強
盗
そ
れ
自
体
へ
の
関
与
は
イ
メ
ー
ジ
で
き
な

い
し
、
横
領
や
背
任
も
無
理
が
あ
ろ
う
。
で
は
詐
欺
罪
は
ど
う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
た
詐
欺
の
被

害
品
で
は
な
い
か
と
い
う
想
定
は
、
比
較
的
し
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
犯
行
当
時
に
お
い
て
、
本
件
の
よ
う
な
手

口
の
詐
欺
の
可
能
性
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
控
訴
審
が
い
う
よ
う
に
、
か
な
り
高
度
の
連
想
力
を
有
す
る
か
、
ふ
だ
ん
か
ら
報
道

番
組
や
新
聞
に
接
す
る
な
ど
し
て
、
本
件
の
手
口
に
関
す
る
知
識
を
有
し
て
い
な
い
限
り
、
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（　

）
１０う
。
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そ
も
そ
も
、
最
高
裁
が
「
そ
れ
自
体
か
ら
、
被
告
人
は
自
己
の
行
為
が
詐
欺
に
当
た
る
可
能
性
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
強
く
推

認
さ
せ
る
」
と
し
た
、
こ
の
「
詐
欺
」
の
形
態
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
比
較
的
思
い
つ
き
や
す
い
詐
欺

の
形
態
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
よ
り
具
体
的
に
、
老
人
な
ど
を
騙
し
て
金
銭
を
送
付
さ
せ
る
形
態
の
こ
と
を
さ

し
て
い
る
の
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
に
続
く
控
訴
審
判
決
へ
の
言
及
を
合
わ
せ
読
め
ば
、
後
者
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
も
読

め
る
。
し
か
し
、
被
告
人
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
利
用
な
ど
別
の
具
体
的
事
実
を
想
定
し
て
い
た
と
し
て
も
、
自
分

以
外
の
複
数
人
が
関
与
す
る
詐
欺
罪
に
関
与
し
、
財
物
の
受
取
役
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
詐
欺
罪
の
承
継
的
共
同
正
犯
の
重
要
部
分

に
つ
い
て
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
く
、
そ
う
し
た
認
識
は
、
四
つ
の
事
実
か
ら
推
認
で
き
る
と
し
た
と
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
る
。
判
決
文
の
「
本
件
の
手
口
が
報
道
等
に
よ
り
広
く
社
会
に
周
知
さ
れ
て
い
る
状
況
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
」
と
い
う

部
分
に
つ
い
て
、
調
査
官
解
説
で
は
、「
当
該
手
口
に
つ
い
て
報
道
が
さ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
を
被
告
人
が
認
識
し
た
こ

と
を
意
味
し
な
い
上
、
本
件
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
し
な
く
て
も
故
意
が
推
認
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
本
件
の
具
体
的
な
手
口
に
つ
い
て
被
告
人
が
認
識
し
て
い
な
く
と
も
、
詐
欺
罪
の
故
意
の
成
立
は
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
本
件
の
手
口
の
社
会
的
周
知
性
は
決
定
的
な
要
素
で
は
な
い
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

た
だ
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
被
告
人
の
立
場
に
置
か
れ
た
者
な
ら
誰
で
も
こ
れ
ら
の
認
識
に
至
る
わ
け
で
も
な
く
、
そ
も
そ

も
、
そ
こ
ま
で
高
額
と
も
い
え
な
い
日
銭
を
も
ら
う
こ
と
に
し
か
興
味
が
無
く
、
荷
物
の
中
身
に
つ
い
て
は
無
関
心
で
あ
る
と
い
う

こ
と
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
被
告
人
が
心
理
的
に
上
記
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
た
の
だ
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
現
実
に
は
、
い
わ
ば
健
全
な
遵
法
精
神
を
有
す
る
者
が
注
意
深
く
考
察
し
た
な
ら

ど
の
よ
う
な
認
識
に
至
り
う
る
か
を
想
定
し
、
そ
れ
を
被
告
人
が
認
識
し
て
い
た
こ
と
に
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
控

訴
審
が
第
１
審
判
決
に
つ
い
て
、「
被
告
人
は
、
自
分
が
何
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
か
疑
問
を
抱
く
は
ず
で
あ
り
、
疑
問
を
抱
け
ば
調
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べ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
…
…
経
験
則
は
、
行
為
者
が
…
…
健
全
な
感
覚
を
有
し
て
い
る
場
合
に
は
当
て
は
ま
る
」
と
述
べ
た
点
は
、

ま
さ
に
当
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
第
１
審
、
さ
ら
に
は
最
高
裁
の
い
う
被
告
人
の
認
識
は
、
一
定
の
模
範
的
な
人
間
像
を
モ
デ
ル
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
導
き
出
し
得
る
も
の
な
の
で
あ 

　

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
故
意
を
客
観
化
す
る
見
解
は
、
日
本
の
刑
法
学
に
お
い
て
も
、
以
前
よ
り
有
力
な
刑
法
学
者
に
よ
っ
て
唱

え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
藤
木
英
雄
で
あ
る
。
藤
木
は
、
認
容
説
に
つ
い
て
「
思
慮
深
い
者
が
重
い
責
任
を
負
わ
さ
れ
、
無
思
慮
な

者
ほ
ど
責
任
を
免
れ
る
不
都
合
が
あ
る
」
と 

蓋
然
性
説
に
つ
い
て
も
「
蓋
然
的
か
否
か
の
判
断
を
行
為
者
の
主
観
を
基
準
と
す

る
点
で
、
認
容
説
と
同
じ
く
、
無
思
慮
な
も
の
が
か
え
っ
て
罪
責
を
軽
減
さ
れ
る
欠
陥
を
免
れ
な 

と
指
摘
し
、
こ
れ
ら
の
有
力

説
が
行
為
者
の
心
理
的
事
実
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
異
を
唱
え
て
い
た
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
か
ら
、
藤
木
は
、「
行
為
者
が
認
識
し

た
結
果
発
生
の
可
能
性
が
、
行
為
を
や
め
る
べ
き
だ
と
す
る
程
度
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
用
心
す
れ
ば
そ
の
行
為
を
や
め
な
く
て
も

よ
い
程
度
の
も
の
か
を
客
観
的
に
判
断
す
べ 

「
行
為
者
が
表
象
し
た
結
果
発
生
の
可
能
性
が
ど
の
程
度
の
強
度
の
も
の
で
あ
る

か
は
、
行
為
者
自
ら
の
判
断
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
行
為
者
が
表
象
し
た
事
実
関
係
を
基
礎
と
し
て
、
通
常
の
思
慮
分
別
を
そ
な
え

た
人
な
ら
ば
当
該
危
険
性
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な 

と
説
い
て
い
た
の
で
あ
っ 

　

た
し
か
に
、
藤
木
が
想
定
し
て
い
る
の
は
、
自
動
車
の
運
転
の
よ
う
な
、
行
為
者
が
自
ら
危
険
を
創
出
・
制
御
し
、
眼
前
で
危
険

な
状
況
が
進
展
し
て
い
る
典
型
的
な
講
壇
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
殊
詐
欺
の
受
け
子
の
故
意
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
事

例
で
は
、
状
況
は
そ
れ
ほ
ど
一
義
的
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
事
例
に
お
い
て
も
、「
通
常
の
思
慮
分
別
を
そ
な
え
た
人
」
な

ら
ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
想
定
し
、
結
果
発
生
の
危
険
を
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
か
を
吟
味
す
る
こ
と
き
可
能
で
あ
ろ
う
。

　

と
り
わ
け
本
件
は
、
荷
物
が
軽
微
で
な
い
犯
罪
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
容
易
に
わ
か
る
よ
う
な
状
況
で
あ
り
、
す

で
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
荷
物
の
受
け
取
り
を
拒
否
す
べ
き
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
知
ら
な
い
う
ち

（　

）
１１る
。

（　

）
１２し
、

（　

）
１３い
」

（　

）
１４き
」、

（　

）
１５い
」

（　

）
１６た
。
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に
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
た
と
い
う
事
案
で
は
な 

こ
う
し
た
状
況
で
、
い
か
な
る
犯
罪
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
深
く
考
え
た
者

が
処
罰
さ
れ
、
何
の
犯
罪
に
関
わ
っ
て
い
る
か
無
関
心
な
者
を
不
処
罰
と
す
る
こ
と
が
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
妥
当
な
結
論
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
の
者
も
与
え
ら
れ
た
状
況
は
同
じ
で
、
同
じ
事
実
に
対
し
て
い
か
な
る
犯
罪
的
意
味
を
見
い
だ
す
か
の

違
い
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
事
実
の
不
認
識
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
実
は
事
実
に
対
す
る
評
価
の
誤
り
・
怠
慢
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
違
法
性
の
不
認
識
の
場
合
と
問
題
性
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
も
多
い
。
こ
の
点
、
違
法
性

の
不
認
識
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
、
理
論
構
成
に
つ
い
て
は
争
い
は
あ
る
も
の
の
、
無
思
慮
な
者
を
有
利
に
扱
う
と
い
う
結
論

を
回
避
す
る
こ
と
に
つ
き
、
お
お
む
ね
見
解
の
一
致
は
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
事
実
の
不
認
識
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
通
説
は

F
eu
erb
ach

 
  
   
   

以
来
の
伝
統
に
し
た
が
っ
て
心
理
主
義
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
ド
イ
ツ
で
も
、
事
実
に
対
す
る

無
関
心
を
有
利
に
扱
う
こ
と
に
つ
い
て
問
題
視
す
る
見
解
が
有
力
化
し
て
お
り
、
心
理
主
義
的
な
故
意
概
念
か
ら
離
れ
て
、
事
実
の

認
識
の
問
題
に
つ
い
て
も
規
範
的
・
評
価
的
観
点
を
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ 

　

も
っ
と
も
、「
通
常
の
思
慮
分
別
を
そ
な
え
た
人
」
で
あ
っ
て
も
、
本
件
当
時
、
荷
物
の
中
身
が
詐
取
金
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に

認
識
す
る
こ
と
ま
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
者
が
、
洞
察
力
を
存
分
に
発
揮
す
れ
ば
認
識
で
き
た
で
あ
ろ
う
に
す
ぎ
な
い
。

そ
う
し
た
認
識
を
も
っ
て
、
行
為
者
に
故
意
が
あ
っ
た
と
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、「
通
常
の
思
慮
分
別
を
そ
な
え
た
人
」
な
ら

ば
容
易
に
認
識
で
き
た
こ
と
に
と
ど
め
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
本
件
当
時
、
現
金
送
付
型
の
詐
欺

で
あ
る
と
い
う
具
体
的
な
認
識
ま
で
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
せ
い
ぜ
い
、「
何
ら
か
の
財
産
犯
」
の
認
識
、（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の

不
正
利
用
な
ど
）「
複
数
人
が
関
与
す
る
詐
欺
に
加
担
し
て
い
る
可
能
性
」
の
認
識
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
、
と
い
う
程
度
ま
で
し
か

認
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
控
訴
審
判
決
に
関
す
る
言
及
の
中
で
、
最
高
裁
が
手
口
の
共
通
性
な
ど
を
理
由

に
、
荷
物
の
中
身
が
詐
取
金
で
あ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
と
推
認
し
て
い
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
、
上
記
の
限

（　

）
１７い
。

（　

）
１８る
。
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度
で
、
最
高
裁
の
結
論
は
維
持
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
取
り
扱
っ
た
前
掲
最
判
平
成　

年　

月　

日
は
、
形
式
的

３０

１２

１１

に
は
、
当
該
の
被
告
人
の
心
理
的
事
実
を
推
認
し
て
、
故
意
を
認
定
し
た
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
そ
の
実
質
は
、
藤
木
英
雄
の
言
葉

を
借
り
れ
ば
、「
通
常
の
思
慮
分
別
を
そ
な
え
た
人
」
が
洞
察
力
を
存
分
に
発
揮
す
れ
ば
認
識
で
き
る
で
あ
ろ
う
事
実
を
推
認
し
、
被

告
人
が
そ
う
し
た
事
実
を
認
識
し
て
い
た
と
し
て
、
故
意
の
成
立
を
肯
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、「
通
常
の
思
慮
分
別
を

そ
な
え
た
人
」
が
容
易
に
認
識
可
能
な
も
の
に
限
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
何
ら
か
の
財
産
犯
」
の
認
識
、（
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
通
販
の
不
正
利
用
な
ど
）「
複
数
人
が
関
与
す
る
詐
欺
に
加
担
し
て
い
る
可
能
性
」
の
認
識
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
い

う
程
度
の
認
定
を
す
る
こ
と
で
、
最
高
裁
の
結
論
は
維
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

ま
た
、
詐
欺
の
可
能
性
を
排
除
す
る
事
情
を
例
外
的
に
考
慮
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
未
必
の
故
意
に
関
す
る
実
体
法
上
の
観

点
か
ら
も
説
明
が
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば
、
実
現
意
思
説
に
お
け
る
具
体
的
な
回
避
措
置
の
有
無
を
考
慮
し
た
と
い
う
見
方
も
可
能

で
あ 

判
例
の
と
る
故
意
の
認
定
の
手
法
は
、
実
体
法
の
観
点
か
ら
正
当
化
の
可
能
性
を
模
索
す
る
必
要
も
あ
る
。

　

判
例
が
示
し
て
い
る
故
意
の
客
観
化
傾
向
に
つ
い
て 

無
思
慮
な
者
ほ
ど
有
利
に
扱
う
の
は
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
で
あ
り
不
当
で
あ

る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
正
し
い
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
限
界
事
例
を
通
じ
て
、
伝
統
的
な

心
理
主
義
的
故
意
概
念
の
問
題
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
と
す
ら
い
え
る
。

　

以
上
、
不
十
分
な
考
察
で
あ
り
、
判
例
・
文
献
に
つ
い
て
誤
解
や
曲
解
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
小
稿
が
、
今
後
の
議
論

に
少
し
で
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（　

）
１９る
。

（　

）
２０は
、
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（
１
）　

本
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
大
塚
雄
毅
「
い
わ
ゆ
る
特
殊
詐
欺
の
事
案
に
お
い
て
、
被
害
者
を
し
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に

送
付
さ
せ
た
現
金
在
中
の
荷
物
を
同
室
の
住
人
で
あ
る
よ
う
に
装
っ
て
受
領
し
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
原
審
が
否
定
し
た
詐
欺
の
故
意
及
び
共
謀

の
成
立
を
認
め
、
事
実
誤
認
を
理
由
に
原
判
決
を
破
棄
し
た
事
例
」
警
察
学
論
集　

巻
２
号　

頁
、
高
倉
新
喜
「
状
況
証
拠
に
よ
る
詐
欺
の
故
意

７２

１５４

お
よ
び
共
謀
の
推
認
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー　

号　

頁
、
丹
崎
弘
「
現
金
送
付
型
の
特
殊
詐
欺
の
事
案
に
お
い
て
、
受
け
子
の
故
意
・
共
謀
を
否
定
し

７７２

１２２

た
原
審
を
事
実
誤
認
で
あ
る
と
し
て
破
棄
自
判
し
た
２
件
の
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
」
研
修　

号　

頁
、
角
田
正
紀
「
現
金
送
付
型
の
特
殊
詐
欺

８５１

３３

事
案
に
お
い
て
、
指
示
を
受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴
き
詐
欺
の
被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し

た
者
に
詐
欺
罪
の
故
意
及
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル　

号　

頁
、
前
田
雅
英
「
詐
欺
罪
の
故
意
の
認
定
」
捜
査
研
究

６０

１６０

　

巻
７
号　

頁
、
中
谷
仁
亮
「
詐
欺
罪
に
お
け
る
故
意
の
認
定
：
特
殊
詐
欺
事
件
に
関
す
る
最
近
の
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
」
上
智
法
学
論
集

６８

１４

　

巻
３
号　

頁
（
同
種
の
裁
判
例
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
大
変
参
考
に
な
る
）、
菅
沼
真
也
子
「
指
示
を
受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴

６３

１０９

き
、
詐
欺
の
被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し
た
者
に
詐
欺
の
故
意
お
よ
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」

法
学
新
報　

巻
９
＝　

号　

頁
、
亀
井
源
太
郎
「
詐
欺
の
被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し
た
こ
と
と
詐

１２６

１０

１６７

欺
罪
の
故
意
お
よ
び
共
謀
」
臨
増
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
５
４
４
号　

頁
、
江
見
健
一
「
特
殊
詐
欺
の
送
付
型
事
案
に
お
け
る
受
け
子
に
つ
い
て
、
詐
欺

１４２

罪
の
故
意
及
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト　

号　

頁
、
蛭
田
円
香
「
指
示
を
受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴
き
詐
欺
の

３３

１７０

被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し
た
者
に
詐
欺
罪
の
故
意
及
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
最
高
裁
判

所
判
例
解
説
刑
事
篇
平
成　

年
度　

頁
、
同
「
指
示
を
受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴
き
詐
欺
の
被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り

３０

２１３

す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し
た
者
に
詐
欺
罪
の
故
意
及
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
１
５
６
０
号　

頁
、
河
津
博
史
「
指
示
を

９３

受
け
て
マ
ン
シ
ョ
ン
の
空
室
に
赴
き
詐
欺
の
被
害
者
が
送
付
し
た
荷
物
を
名
宛
人
に
な
り
す
ま
し
て
受
け
取
る
な
ど
し
た
者
に
詐
欺
罪
の
故
意
お

よ
び
共
謀
が
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
」
銀
行
法
務　
　

号　

頁
。

２１
８５４

１１７

（
２
）　

事
案
の
さ
ら
な
る
詳
細
、
第
１
審
、
控
訴
審
の
判
決
文
に
つ
い
て
は
、
判
例
集
等
参
照
。

（
３
）　

本
判
決
が
未
必
の
故
意
を
認
定
し
た
と
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
丹
崎
・
研
修　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）。

８５１

４０

（
４
）　

未
必
の
故
意
に
関
す
る
近
時
の
本
格
的
な
研
究
書
と
し
て
、
玄
守
道
『
刑
法
に
お
け
る
未
必
の
故
意
』（
２
０
２
１
年
）
が
あ
る
。

（
５
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
丹
崎
・
研
修　

号　

頁
以
下
（
前
掲
注
１
）
に
よ
れ
ば
、
詐
欺
の
可
能
性
が
高
い
こ
と
ま
で
認
識
し
て
い
な
く
と
も
、
詐
欺
の

８５１

４０

可
能
性
の
認
識
が
あ
れ
ば
故
意
を
認
め
る
こ
と
を
最
高
裁
が
明
ら
か
に
し
た
と
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
い
う
「
可
能
性
」
は
、
一
定
の
実
質
を
伴
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っ
た
可
能
性
の
こ
と
を
意
味
し
、
一
定
程
度
の
蓋
然
性
に
近
い
か
、
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

（
６
）　

こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
大
塚
・
警
論　

巻
２
号　

頁
以
下
（
前
掲
注
１
）、
丹
崎
・
研
修　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）。

７２

１６６

８５１

４２

（
７
）　

実
現
意
思
説
を
と
る
論
者
の
う
ち
、
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
総
論
（
第
２
版
）』　

頁
以
下
、
山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
（
第
３
版
）』　

頁
以
下
は
、

１７８

３３２

行
為
者
が
結
果
発
生
の
蓋
然
性
を
認
識
し
て
い
る
場
合
に
は
、
結
果
回
避
措
置
を
と
ら
な
い
限
り
、
回
避
意
思
の
発
現
の
優
位
性
を
否
定
す
る

（
橋
本
正
博
『
刑
法
総
論
』　

頁
注　

は
実
現
意
思
説
を
と
る
が
、
回
避
措
置
を
故
意
そ
の
も
の
の
要
件
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
す
る
）。

９５

７８

（
８
）　

丹
崎
・
研
修　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、「
受
け
子
に
よ
る
一
連
の
行
為
の
不
自
然
さ
が
、
正
当
な
社
会
経
済
活
動
と
し
て
は
合
理
的
に
説
明
し

８５１

４３

難
い
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
実
行
す
る
こ
と
で
多
額
の
報
酬
を
得
て
い
れ
ば
詐
欺
を
含
む
何
ら
か
の
犯
罪
行
為
に
当
た
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
の
が
通
常
で
あ
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
、
単
純
か
つ
素
朴
な
経
験
則
を
適
用
し
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
妥
当
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
経
験
則
は
、
一
定
以
上
の
思
慮
分
別
を
持
っ
た
者
な
ら
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
者
も

含
め
て
広
く
妥
当
さ
せ
る
こ
と
は
疑
問
で
あ
る
。

（
９
）　

前
田
・
捜
研　

巻
７
号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、「
最
高
裁
が
主
張
す
る
、
空
室
に
送
付
さ
せ
る
詐
欺
の
手
口
と
、
直
接
財
物
を
受
け
取
る
手
口
は
、

６８

２３

『
多
数
の
者
が
役
割
分
担
す
る
中
で
、
他
人
に
な
り
す
ま
し
て
財
物
を
受
け
取
る
と
い
う
行
為
を
担
当
す
る
点
で
共
通
し
、
詐
欺
の
可
能
性
を
想

起
で
き
る
』
と
の
結
論
が
、『
論
理
的
・
絶
対
的
に
正
し
い
』
と
ま
で
は
言
い
切
れ
な
い
。
刑
罰
謙
抑
主
義
の
立
場
か
ら
は
、「
別
個
」
の
手
口
な

の
で
詐
欺
の
故
意
は
な
い
と
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
」
と
し
、
控
訴
審
判
決
の
よ
う
な
結
論
も
あ
り
う
る
と
評
価
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
結
論
の
正
当
化
に
つ
い
て
、「
少
な
く
と
も
詐
欺
罪
に
限
っ
て
み
れ
ば
、
国
民
の
規
範
意
識
に
は
、
処
罰
拡
大
の
力
が
働
い
て
い
る
の
で

あ
り
、
最
高
裁
も
そ
れ
に
矛
盾
し
な
い
判
断
を
示
し
た
と
い
え
よ
う
。
や
は
り
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
特
殊
詐
欺
の
惨
状
を
認
識
し

う
る
国
民
の
大
多
数
は
『
詐
欺
の
故
意
は
あ
る
』
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
社
会
の
『
大
状
況
』
も
国
民
の
規
範
意
識
を
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
、
最
終
的
に
は
、
刑
法
解
釈
に
は
投
影
し
得
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
国
民
の
規
範
意
識
に
沿
っ
た
刑
法
解
釈
論
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、

刑
事
政
策
的
考
慮
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
認
め
て
い
る
。

（　

）　

角
田
・
刑
ジ
ャ　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、「
本
件
の
よ
う
な
正
当
な
取
引
行
為
で
は
な
く
、
他
人
に
な
り
す
ま
し
て
荷
物
の
受
取
り
だ
け
に
関

１０

６０

１６４

与
し
、
高
額
の
報
酬
を
得
る
よ
う
な
場
面
に
直
面
し
た
行
為
者
と
し
て
は
、
違
法
行
為
（
し
か
も
重
大
な
も
の
）
に
加
担
す
る
以
上
、
そ
れ
が
ど

の
よ
う
な
責
任
を
問
わ
れ
る
事
柄
な
の
か
に
つ
き
、
途
中
で
、
全
く
思
考
を
ス
ト
ッ
プ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
通
常
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
例
外
は
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
原
則
的
に
は
、
自
己
が
関
与
す
る
犯
罪
に
つ
き
複
数
の
可
能
性
を
あ
れ
こ
れ
思
い
浮
か
べ
て
、
関
与
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す
る
か
否
か
を
決
断
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
慎
重
に
物
事
を
考
え
る
人
間
だ
け
で
な
く
、
世
の
中
に
は
実
に
さ
ま
ざ
ま

な
人
が
い
る
こ
と
に
照
ら
す
と
、
本
文
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
一
般
人
な
ら
誰
で
も
そ
の
よ
う
な
思
考
を
め
ぐ
ら
せ
る
と
想
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
大
庭
沙
織
「
振
り
込
め
詐
欺
に
お
け
る
受
け
子
の
故
意
の
認
定
」
本
誌　

号　

頁
以
下
は
、
正
当
に
も
、

５３

２０

こ
の
種
の
事
案
に
お
け
る
受
け
子
が
思
考
停
止
に
陥
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（　

）　

角
田
・
刑
ジ
ャ　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、「
振
込
め
詐
欺
に
始
ま
る
特
殊
詐
欺
が
長
期
間
に
わ
た
り
社
会
に
蔓
延
し
、
そ
の
犯
行
は
手
口
を
巧

１１

６０

１６３

妙
化
さ
せ
な
が
ら
多
様
な
手
口
の
犯
行
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
公
知
の
事
実
と
い
え
る
。
そ
う
す
る
と
、『
仕
事
』
を
引
き
受
け
た
被
告
人

の
立
場
に
立
っ
て
考
え
て
み
た
場
合
、
自
分
が
荷
物
を
受
け
取
る
と
い
う
態
様
で
関
与
し
よ
う
と
し
て
い
る
犯
罪
行
為
に
つ
き
、
い
ろ
い
ろ
な
可

能
性
を
頭
の
中
で
巡
ら
す
中
に
詐
欺
の
可
能
性
が
浮
か
ぶ
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
浮
か
ば
な
い
は
ず
が

な
い
と
思
わ
れ
、
こ
れ
が
一
般
の
常
識
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
が
、
ま
さ
に
角
田
が
こ
こ
で
想
定
し
て
い
る
「
一
般
人
」
と
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、

一
定
の
模
範
的
な
人
間
像
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
質
的
に
は
、
す
ぐ
後
に
紹
介
す
る
藤
木
説
に
近
い
が
、
藤
木
説
に
お
け

る
「
通
常
の
思
慮
分
別
を
備
え
た
人
」
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
本
件
当
時
、
現
金
送
付
型
の
詐
欺
罪
の
可
能
性
が
あ
る
と
ま
で
認
識
す
る
か

は
、
や
や
疑
問
で
は
あ
る
。
さ
ら
に
、
江
見
・
論
究
ジ
ュ
リ　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、
本
件
で
取
ら
れ
た
よ
う
な
方
法
は
「
規
制
薬
物
や
わ

３３

１７３

い
せ
つ
物
そ
の
他
の
法
禁
物
の
授
受
の
た
め
の
も
の
と
も
考
え
得
る
と
こ
ろ
、
そ
の
費
用
及
び
労
力
の
大
き
さ
に
照
ら
し
て
、
末
端
の
小
売
の
規

模
、
量
の
取
引
に
係
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
末
端
取
引
に
と
ど
ま
ら
な
い
量
の
法
禁
物
の
授
受
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
最
終
受

領
者
が
そ
れ
へ
の
関
与
を
秘
匿
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
受
領
場
所
を
確
保
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
人
的
関
係
の
乏
し
い
者
を
受
領
者
と
し
て
関
与

さ
せ
る
こ
と
は
、
必
要
な
い
ば
か
り
か
、
秘
密
の
漏
洩
や
持
ち
逃
げ
等
の
危
険
が
増
す
こ
と
と
な
る
」、「
指
示
役
側
の
者
が
そ
の
場
所
で
受
領
し

て
も
、
交
付
者
に
対
す
る
受
領
者
側
の
情
報
の
秘
匿
が
十
分
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
把
握
可
能
で
あ
り
、
被
告
人
の
よ
う
な
部
外
者
を
関
与
さ
せ

る
必
要
性
の
乏
し
さ
は
認
識
可
能
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
を
関
与
さ
せ
る
こ
と
は
、
そ
の
受
領
場
所
と
最
終
受
領
者
の
関
係
を
秘
匿
す
る
意
図
が

あ
る
こ
と
…
…
も
認
識
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
被
告
人
は
、
犯
罪
関
連
性
の
認
識
を
抱
く
だ
け
で
な
く
、
そ
の
犯
罪
に
詐
欺
が
含
ま
れ
得

る
（
少
な
く
と
も
、
詐
欺
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
）
こ
と
も
想
起
可
能
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
う
し
た
推
論
は
、

論
理
的
に
は
誤
っ
て
お
ら
ず
、
実
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
か
よ
う
に
状
況
の
合
理
的
解
釈
や
複
雑
な
思
考
を
通
じ
て
詐
欺
罪
の

可
能
性
の
認
識
に
至
る
こ
と
は
、
犯
罪
に
長
け
た
者
か
頭
脳
明
晰
な
者
な
ら
と
も
か
く
、
藤
木
説
に
お
け
る
「
通
常
の
思
慮
分
別
を
備
え
た
人
」

に
と
っ
て
で
す
ら
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
最
高
裁
も
、
被
告
人
が
こ
う
し
た
思
考
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
は
な
い
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と
思
わ
れ
る
。

（　

）　

藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』（
１
９
７
５
年
）　

頁
。

１２

１４２

（　

）　

藤
木
英
雄
・
総
論　

頁
（
前
掲
注　

）。

１３

１４３

１４

（　

）　

藤
木
英
雄
・
総
論　

頁
（
前
掲
注　

）。

１４

１４３

１４

（　

）　

藤
木
英
雄
『
過
失
犯
の
理
論
』（
１
９
６
９
年
）　

頁
以
下
。

１５

１０８

（　

）　

な
お
、
藤
木
は
「『
許
さ
れ
た
危
険
』
の
法
理
が
未
必
の
故
意
の
限
界
を
画
す
る
機
能
を
持
つ
」
と
し
て
お
り
、
単
な
る
一
般
人
の
感
覚
を
基
準
と

１６

し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
規
範
的
な
客
観
的
判
断
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
た
（
藤
木
・
総
論　

頁
）。
近
年
、
同
様
の
見
解
を
唱
え
る
も

１４３

の
と
し
て
、
松
宮
孝
明
『
刑
法
総
論
（
第
５
版
）』　

頁
が
あ
る
。「
行
為
者
が
結
果
発
生
の
可
能
性
を
ど
の
程
度
と
考
え
て
い
た
か
が
重
要
で
あ

１８２

る
。
そ
れ
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
法
が
期
待
す
る
よ
う
な
規
範
心
理
を
行
為
者
が
備
え
て
い
た
と
仮
定
し
た
な
ら
…
…
、
そ
の
よ
う
な
結
果
発
生

の
可
能
性
の
認
識
が
、
行
為
を
思
い
と
ど
ま
る
動
機
と
な
っ
た
か
否
か
で
決
ま
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、
玄
・
未
必
の
故
意
（
前
掲
注
４
）　

頁
２３７

以
下
は
、
松
宮
説
に
判
断
要
素
を
加
味
し
て
、
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
の
は
「
行
為
者
が
、
法
の
期
待
す
る
自
律
的
・
理
性
的
な
者
で
あ
れ

ば
当
該
行
為
は
や
め
る
と
さ
れ
る
程
度
の
特
定
の
犯
罪
事
実
を
意
識
し
、
か
つ
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
行
為
者
は
犯
罪
結
果
の
発
生
が
非
蓋
然
的
で

な
い
と
判
断
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
為
を
や
め
な
か
っ
た
場
合
」
で
あ
る
と
す
る
。

（　

）　

河
村
・
銀
行　

号　

頁
（
前
掲
注
１
）
は
、「
限
ら
れ
た
事
情
か
ら
、
自
己
の
行
為
が
特
定
の
犯
罪
に
当
た
る
『
可
能
性
』
を
認
識
で
き
た
は
ず
で

１７

８５４

１１７

あ
る
と
容
易
に
推
認
し
、
そ
れ
だ
け
で
当
該
犯
罪
の
故
意
を
認
定
す
る
手
法
は
、
こ
れ
が
一
般
化
さ
れ
る
と
、
第
三
者
の
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
、

知
ら
な
い
う
ち
に
利
用
さ
れ
た
人
を
処
罰
す
る
危
険
が
あ
る
。
処
罰
を
要
す
る
行
為
は
立
法
で
明
確
に
定
め
る
べ
き
で
あ
り
、
刑
罰
法
規
の
解
釈

や
犯
罪
事
実
の
認
定
は
緩
や
か
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
す
る
。

（　

）　

い
わ
ゆ
る
間
接
故
意
論
を
現
代
的
に
展
開
し
た
も
の
と
し
て
、Jak

o
b
s,
G
leich

g
ü
ltig
k
eit
als
d
o
lu
s
i
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(2002),
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１８

584.

    　

間
接
故
意
論
を
日
本
の
判
例
を
素
材
に
展
開
し
た
論
文
と
し
て
、K

aw
ag
u
ch
i,
D
o
lu
s
in
d
irectu

s
im
S
p
ieg
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が
あ
る
。
さ
ら
に
、P

aw
lik
,
D
as
U
n
rech
t
d
es
B
ü
rg
ers,

201

 
  
   
   
    
 
  
  
   
    
 
  
        2,

S
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389
ff

    
        .  

（　

）　

判
例
が
間
接
故
意
論
に
傾
斜
し
て
い
る
と
み
う
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

１９
（　

）　

故
意
の
客
観
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
大
庭
沙
織
「
認
識
面
に
お
け
る
故
意
の
規
範
化
」
早
稲
田
大
学
大
学
院
法
研
論
集　

号
１
頁
、
高
橋
則
夫

２０

１４１



論　　　説

（ ）１８（甲南法学’ ２２）６２─１・２・３・４─１８

ほ
か
『
理
論
刑
法
学
入
門
』　

頁
以
下
（
２
０
１
４
年
）〔
杉
本
一
敏
〕
も
参
照
。

１６１
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