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じ
め
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身
分
犯
に
お
け
る
身
分
者
の
行
為
に
非
身
分
者
が
加
功
し
た
場
合
は
、
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
か
。
こ
の
「
共
犯
と
身
分
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
刑
法
六
五
条
は
、
一
項
で
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い

者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
」
と
し
、
二
項
に
お
い
て
「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
に
は
通
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説訟面田

常
の
刑
を
科
す
る
」
と
規
定
し
て
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
て
い
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
争
い
が
多
い
が
、
と
り
わ
け
一
項
と
二
項
の
関
係
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
に
つ

い
て
学
説
は
鋭
く
対
立
し
て
い
る
。
法
文
に
よ
る
と
、
同
じ
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
一
項
の
身
分
は
非
身
分
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
し
、

逆
に
二
項
目
身
分
は
非
身
分
者
に
及
ば
ず
個
別
的
に
作
用
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
一
項
と
二
項
と
の
間
に
矛
盾
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
が
問
わ
れ
、
刑
法
六
五
条
を
統
】
的
に
解
釈
し
よ
う
と
、
こ
れ
ま
で
様
々
な
学
説
が
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点

に
つ
き
通
説
及
び
判
例
は
、
法
の
文
言
を
素
直
に
解
し
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
不
真
正
身

分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
個
別
的
作
用
を
定
め
た
規
定
で
あ
る
と
す
る
。
し
か
し
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と
い
う
形
式
的
な
区
別

に
よ
っ
て
取
扱
い
を
異
に
す
る
理
論
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
な
ど
、
通
説
・
判
例
は
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
反
対
説

と
し
て
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
身
分
犯
の
成
立
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
特
に
不
真
正
身
分
犯
に
つ

い
て
科
刑
の
個
別
的
作
用
を
規
定
し
た
も
の
と
す
る
説
や
、
一
項
は
違
法
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
責
任
身
分
の
個
別
的
作
用

を
定
め
た
規
定
と
す
る
説
な
ど
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
も
そ
れ
ぞ
れ
問
題
点
を
抱
え
て
お
り
、

多
数
の
支
持
を
得
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
従
来
の
学
説
は
い
ず
れ
も
十
分
に
は
成
功
し
て
い
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
は
、
従
来
の
諸
説
の
ど
こ
に
問
題
点
が
あ
る
の
か
、
そ
し
て
、
そ
の
問
題
点
を
い
か
に
し
て
克
服
す
べ
き
か
を
明
ら

か
に
し
つ
つ
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
に
つ
い
て
妥
当
な
解
釈
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
前
稿
に
お
い
て

筆
者
は
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
予
備
的
作
業
と
し
て
、
一
般
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属

性
の
原
則
が
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
身
分
犯
の
共
犯
の
場
合
に
は
何
ら
か
の
例
外
的
な
取
扱
い
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
、
身
分
は
行
為
や
結
果
と
並
ぶ
構
成
要
件
要
素
の
一
つ
に
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す
ぎ
ず
、
何
ら
特
殊
な
要
素
で
は
な
い
か
ら
、
一
般
の
犯
罪
の
場
合
に
お
け
る
共
犯
従
属
性
の
原
則
は
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

妥
当
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
考
察
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
検
討
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）
　
拙
稿
「
身
分
犯
と
共
犯
従
属
性
（
一
）
」
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
五
巻
一
号
（
平
成
一
〇
年
）
一
一
七
頁
以
下
、
「
身
分
犯
と
共
犯
従
属
性
（
二
・
完
）
」

　
愛
媛
法
学
会
雑
誌
二
五
巻
二
号
（
平
成
一
〇
年
）
五
三
頁
以
下
。

（
2
）
　
本
稿
の
概
要
は
、
拙
稿
「
共
犯
と
身
分
に
関
す
る
一
考
察
」
刑
法
雑
誌
三
八
巻
二
号
（
平
成
＝
年
）
三
一
頁
以
下
に
示
さ
れ
て
い
る
。

二
　
わ
が
国
の
議
論
状
況

共犯と身分の一考察（一）

　
最
初
に
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
議
論
の
状
況
を
概
観
し
、
従
来
の
主
な
学
説
の
内
容
と
問
題
点

を
整
理
し
て
お
く
。

　
ω
　
第
一
説
は
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
身
分
の
個
別
的
作
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
（
2
）

を
規
定
し
た
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
通
説
及
び
判
例
の
支
持
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　
第
一
は
、
そ
の
理
論
的
根
拠
が
明
確
で
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
説
は
、
一
項
の
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪

行
為
」
を
真
正
身
分
犯
、
二
項
の
「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
」
を
不
真
正
身
分
犯
と
解
す
る
も
の
で
あ
り
、
刑
法
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説論

六
五
条
の
文
言
に
忠
実
な
解
釈
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
一
項
と
二
項
の
間
で
取
扱
い
が
異
な
る
理
由
を
問
わ
れ
て
、
六
五
条
が

そ
う
規
定
し
て
い
る
か
ら
と
答
え
る
だ
け
で
は
問
題
の
解
決
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
項
と
二
項
の
問
に
矛
盾
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
以
上
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
原
理
に
基
づ
く
の
か
を
理
論
的
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
真

正
身
分
犯
と
不
真
正
身
分
犯
と
い
う
形
式
的
な
違
い
に
よ
り
な
ぜ
取
扱
い
が
異
な
る
の
か
に
関
し
、
第
一
説
は
実
質
的
な
根
拠
を
ほ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ん
ど
示
し
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
す
る
理
論
的
な
基
礎
づ
け
が
、
第
一
説
に
お
い
て
全
く
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
植
田
重
正
博
士
は
、
「
い
わ
ゆ
る
構
成
的
身
分
者
と
非
身
分
者
と
の
関
係
（
六
五
条
一
項
）
は
、
犯
罪
の
内
と
外
と
の
関
係

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
種
の
身
分
は
、
刑
法
上
の
禁
止
の
内
容
を
主
体
的
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
そ
の
受
命
者
を
限

定
す
る
も
の
で
な
い
か
ら
、
当
然
非
身
分
者
に
対
し
連
帯
的
に
は
た
ら
く
が
、
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
加
減
的
身
分
者
と
非
身
分
者
と
の

関
係
（
六
五
条
二
項
）
は
、
右
の
よ
う
な
犯
罪
の
内
と
外
と
の
関
係
で
な
く
、
犯
罪
内
部
で
の
特
殊
と
「
般
と
の
関
係
で
あ
る
か
ら
、

相
互
に
排
他
的
・
閉
鎖
的
関
係
に
立
ち
、
し
た
が
っ
て
ま
た
当
然
相
互
に
一
身
的
・
個
別
的
に
は
た
ら
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

し
て
ま
た
そ
の
点
で
、
こ
の
後
者
の
身
分
は
、
前
者
の
身
分
と
異
な
っ
て
、
そ
の
受
命
者
自
体
を
限
定
す
る
」
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、

た
と
え
ば
収
賄
罪
で
は
、
職
務
に
関
連
し
て
金
品
を
受
領
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
規
範
は
公
務
員
の
み
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

る
か
ら
、
不
真
正
身
分
犯
ば
か
り
で
な
く
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
も
受
命
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
植

田
博
士
は
、
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
は
身
分
が
あ
っ
て
初
め
て
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
理
由
に
、
構
成
的
身
分
は
刑
法
上
の
禁
止
の

内
容
を
主
体
的
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
不
真
正
身
分
犯
も
、
身
分
が
な
け
れ
ば
当
該
身
分
犯
の
構
成
要
件

該
当
性
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
真
正
身
分
犯
と
同
じ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
植
田
博
士
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
加
減
的
身
分
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

構
成
的
身
分
と
同
じ
く
刑
法
上
の
禁
止
の
内
容
を
主
体
的
に
限
定
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
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共犯と身分の一考察（一）

　
一
方
、
第
一
説
に
立
た
れ
る
曽
根
威
彦
教
授
は
、
構
成
的
身
分
は
違
法
身
分
で
あ
る
か
ら
連
帯
的
に
作
用
し
、
加
減
的
身
分
は
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

身
分
で
あ
る
た
め
に
個
別
的
に
作
用
す
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
構
成
的
身
分
が
す
べ
て
違
法
身
分
で
あ
り
、
加
減
的
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

が
す
べ
て
責
任
身
分
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
に
お
け
る
特
別
公
務
員
の
よ
う
に
、
加
減
的
身

分
の
中
に
も
違
法
身
分
は
存
在
す
る
し
、
逆
に
、
暴
力
行
為
等
処
罰
法
二
条
二
項
の
常
習
的
面
会
強
請
罪
に
お
け
る
常
習
者
の
よ
う
に
、

構
成
的
身
分
で
あ
り
な
が
ら
責
任
身
分
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
曽
根
教
授
は
、
構
成
的
身
分
で
あ
る
収
賄

罪
の
「
公
務
員
」
は
、
公
務
員
と
い
う
身
分
が
あ
っ
て
初
め
て
公
務
の
公
正
と
い
う
法
益
が
侵
害
さ
れ
て
違
法
に
な
る
か
ら
違
法
身
分

と
い
え
る
の
に
対
し
、
加
減
的
身
分
で
あ
る
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
の
「
特
別
公
務
員
」
に
お
い
て
は
、
主
体
が
公
務
員
で
あ
ろ
う

と
非
公
務
員
で
あ
ろ
う
と
被
害
者
の
身
体
活
動
の
自
由
と
い
う
法
益
を
侵
害
す
る
点
で
は
何
ら
違
い
が
な
く
、
特
別
公
務
員
が
そ
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

う
な
行
為
を
行
っ
た
場
合
に
非
公
務
員
の
場
合
よ
り
責
任
非
難
が
強
ま
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
責
任
身
分
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
は
、
身
体
活
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
だ
け
で
な
く
、
主
体
が
特
別
公
務
員
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
の
作

用
と
い
う
法
益
を
も
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
に
お
け
る
「
特
別
公
務
員
」
は
違
法
身
分
で
あ
る
と
い

　
　
　
　
　
（
－
o
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
曽
根
教
授
自
身
、
特
別
公
務
員
職
権
濫
用
罪
を
国
家
法
益
に
対
す
る
罪
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
前
田
雅
英
教
授
は
、
第
一
説
を
支
持
さ
れ
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と
の
取
扱
い
の
違
い
を
次
の
よ
う
に
正
当
化
さ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
不
真
正
身
分
犯
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
身
分
犯
は
非
身
分
者
の
関
与
に
よ
っ
て
実
現
し
う
る

か
ら
、
六
五
条
は
、
非
身
分
者
が
身
分
者
に
加
功
し
て
犯
罪
を
実
現
し
た
以
上
は
身
分
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

規
定
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
一
項
は
、
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
そ
の
こ
と
を
規
定
し
た
。
そ
し
て
二
項
も
、
こ
の
原
則
を
当
然
の
前
提

と
は
し
て
い
る
が
、
た
だ
、
不
真
正
身
分
犯
は
身
分
の
有
無
に
応
じ
て
刑
を
変
更
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
犯
罪
類
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

二
項
は
、
そ
の
趣
旨
を
構
成
要
件
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
犯
罪
の
成
立
の
個
別
化
を
規
定
し
た
の
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説論

　
（
1
2
）

で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
の
い
う
よ
う
に
、
「
非
身
分
者
も
身
分
者
を
通
じ
て
犯
罪
を
実
現
し
た
以
上
は
身
分
犯
が
成
立
す
る
」

と
い
う
原
則
が
不
真
正
身
分
犯
の
場
合
に
も
当
然
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
加
減
的
身
分
も
非
身
分
者
に
連
帯
す
る
は
ず

で
あ
り
、
な
ぜ
そ
う
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
前
田
教
授
は
、
不
真
正
身
分
犯
は
身
分
に
応
じ
て
刑

の
変
更
を
明
示
す
る
犯
罪
類
型
で
あ
る
か
ら
加
減
的
身
分
は
個
別
的
に
作
用
す
る
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ

ば
、
真
正
身
分
犯
は
身
分
の
な
い
者
に
は
刑
を
科
さ
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
犯
罪
類
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
の
見
解
を
徹
底

す
る
と
、
構
成
的
身
分
も
他
人
に
は
連
帯
せ
ず
、
構
成
的
身
分
を
欠
く
関
与
者
は
不
可
罰
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
項
と
二
項
の
取
扱
い
の
違
い
を
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と
い
う
区
別
に
よ
り
正
当
化
し
よ
う
と
い
う
理
論
的

な
試
み
は
、
い
ず
れ
も
十
分
差
も
の
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
理
論
上
の
欠
陥
は
、
実
際
上
も
不
当
な
結
論
と
な
っ
て

現
れ
る
。
こ
れ
が
、
第
「
説
の
二
つ
め
の
問
題
点
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
生
ず
る
の
は
、
た
と
え
ば
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
と
単
純
遺
棄

　
　
　
　
　
（
1
3
）

罪
の
場
合
で
あ
る
。
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
実
行
行
為
は
遺
棄
と
不
保
護
の
両
者
が
含
ま
れ
る
の
に
対
し
、
単
純
遺
棄
罪
の
実
行
行
為

は
遺
棄
の
み
で
あ
る
か
ら
、
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
に
お
け
る
保
護
責
任
者
と
い
う
身
分
は
、
遺
棄
に
つ
い
て
は
単
純
遺
棄
罪
と
の
関
係

に
お
い
て
加
重
的
身
分
と
な
る
が
、
不
保
護
に
つ
い
て
見
る
と
、
構
成
的
身
分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
保
護
責
任
者
で

な
い
者
が
保
護
責
任
者
に
遺
棄
を
す
る
よ
う
教
唆
し
た
場
合
は
、
六
五
条
二
項
に
よ
っ
て
単
純
遺
棄
罪
の
教
唆
に
な
る
が
、
こ
れ
に
対

し
、
保
護
責
任
者
で
な
い
者
が
保
護
責
任
者
の
不
保
護
を
教
唆
し
た
場
合
に
は
、
六
五
条
一
項
に
よ
っ
て
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
の
教
唆

が
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
く
保
護
責
任
者
で
な
い
者
が
保
護
責
任
者
遺
棄
罪
を
教
唆
し
て
も
、
教
唆
し
た
の
が
不
保
護
か
遺
棄
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
4
）

に
よ
っ
て
結
論
が
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
不
均
衡
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
業
務
者
で
な
い
単
な
る
占
有
者
が
占
有
者
に
対
し
単
純
横
領
を
教
唆
し
た
場
合
に
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
単
純
横
領
罪
の
教
唆
に
な
る
が
、
他
方
、
業
務
者
で
な
い
占
有
者
が
業
務
上
の
占
有
者
に
対
し
業
務
上
横
領
を
教
唆
し
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共犯と身分の一考察（一）

た
場
合
に
は
、
第
一
説
に
よ
る
と
、
六
五
条
二
項
が
適
用
さ
れ
、
単
純
横
領
罪
で
処
罰
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
占
有
者
が
単
純
横
領

を
教
唆
し
た
場
合
と
、
よ
り
重
い
業
務
上
横
領
を
教
唆
し
た
場
合
と
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
法
定
刑
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
者
の
場
合
の
方
が
前
者
の
場
合
よ
り
重
い
結
果
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
に
両
者
が
同
じ
法
定
刑
で
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
の

は
、
実
際
上
の
帰
結
と
し
て
妥
当
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
②
　
第
二
説
は
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
を
通
じ
て
共
犯
の
成
立
を
、
二
項
は
特
に
不
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
科

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

刑
の
方
法
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
見
解
の
主
唱
者
は
、
団
藤
重
光
博
士
で
あ
る
。
団
藤
博
士
の
見
解
の
出
発
点
は
、

「
共
犯
従
属
性
説
に
立
つ
以
上
、
共
犯
の
罪
名
は
常
に
正
犯
の
そ
れ
に
従
属
す
べ
き
だ
」
と
い
う
厳
格
な
罪
名
従
属
性
の
考
え
方
に

　
（
1
6
）

あ
る
。
団
藤
博
士
は
、
こ
の
考
え
方
を
身
分
犯
全
体
に
徹
底
さ
れ
、
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正
身
分
犯
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
非
身
分

射
た
る
共
犯
者
に
は
六
五
条
一
項
に
よ
り
正
犯
と
同
じ
身
分
犯
が
成
立
し
、
た
だ
不
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
は
同
条
二
項
に
よ
り
科
刑

が
個
別
化
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
の
文
理
上
の
根
拠
と
し
て
は
、
①
不
真
正
身
分
犯
も
犯
入
の
身

分
が
あ
っ
て
初
め
て
当
該
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な
い
か
ら
、
一
項
に
い
う
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪

行
為
」
に
は
真
正
身
分
犯
ば
か
り
で
な
く
不
真
正
身
分
犯
も
含
ま
れ
る
こ
と
、
②
↓
項
が
「
共
犯
と
す
る
」
と
述
べ
、
二
項
が
「
刑
を

科
す
る
」
と
し
て
い
る
の
は
、
前
者
が
共
犯
の
成
立
の
問
題
、
後
者
が
科
刑
の
問
題
を
定
め
た
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
、
が
挙
げ
ら
れ

　
（
1
7
）

て
い
る
。

　
こ
の
見
解
は
、
共
犯
の
成
立
の
点
で
真
正
身
分
犯
と
不
真
正
身
分
犯
の
取
扱
い
を
同
じ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
一
説
の
欠
点
を
克

服
す
る
と
同
時
に
、
一
項
は
共
犯
の
成
立
の
問
題
、
二
項
は
科
刑
の
問
題
と
い
う
よ
う
に
、
一
項
と
二
項
を
次
元
の
違
う
問
題
と
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
次
の
よ
う
な
批
判
を
免

れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

53　27巻2号



説払員田

　
第
｝
は
、
犯
罪
の
成
立
と
科
刑
が
分
離
す
る
と
い
う
周
知
の
批
判
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
業
務
者
で
な
い
占
有
者
が
業
務
者
に
横
領

を
教
唆
し
た
場
合
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
罪
名
と
し
て
は
一
項
に
よ
っ
て
業
務
上
横
領
罪
の
教
唆
が
成
立
す
る
が
、
科
刑
は
二
項
に

よ
っ
て
単
純
横
領
罪
の
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
罪
名
は
、
成
立
す
る
犯
罪
に
対
す
る
質
的
評
価
を
示
す
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V

る
か
ら
、
科
刑
は
、
成
立
す
る
犯
罪
の
法
定
刑
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
り
、
犯
罪
の
成
立
と
科
刑
が
分
離
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
。

罪
名
と
し
て
業
務
上
横
領
罪
の
教
唆
が
成
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
業
務
上
横
領
罪
の
法
定
刑
を
適
用
す
る
の
が
筋
で
あ
ろ
う
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
第
二
説
に
立
た
れ
る
大
塚
仁
博
士
か
ら
の
反
論
が
あ
る
。
刑
法
は
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
身

分
者
を
非
身
分
者
よ
り
重
く
処
罰
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
｝
項
で
共
犯
の
成
立
を
認
め
、
二
項
で
そ
の
共
犯
中
豊
関
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

者
の
身
分
に
適
し
た
科
刑
を
論
ず
る
こ
と
は
何
ら
不
当
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
第
二
の
疑
問
が

生
ず
る
。
そ
れ
は
、
不
真
正
身
分
犯
の
科
刑
の
み
が
個
別
化
す
る
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、

真
正
身
分
犯
に
お
い
て
非
身
分
者
は
身
分
者
と
同
じ
刑
で
処
罰
さ
れ
る
の
に
対
し
、
不
真
正
身
分
犯
の
非
身
分
者
は
六
五
条
二
項
に
よ

り
通
常
の
刑
を
科
せ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
真
正
身
分
犯
の
科
刑
は
連
帯
す
る
の
に
、
不
真
正
身
分
犯
の
そ
れ
は
個
別
化
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
が
、
第
二
説
の
論
者
は
、
そ
の
根
拠
を
全
く
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と

い
う
形
式
的
な
区
別
に
よ
っ
て
取
扱
い
が
違
う
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
未
解
決
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
第
三
に
、
具
体
的
帰
結
の
妥
当
性
と
い
う
点
に
関
し
て
も
疑
問
が
残
る
。
こ
の
見
解
は
、
真
正
身
分
犯
の
科
刑
は
連
帯
し
、
不
真
正

身
分
犯
の
科
刑
は
個
別
化
す
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
非
身
分
者
に
現
実
に
適
用
さ
れ
る
刑
と
い
う
点
か
ら
見
る
と
、
結
局
は
第
一

説
と
同
じ
結
論
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
に
第
一
説
に
つ
い
て
指
摘
し
た
聖
訓
体
的
帰
結
に
関
す
る
問
題
点
は
、
第
二
説
に
も
そ
の
ま

ま
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

27巻2号　54



共犯と身分の一考察（一）

　
㈹
　
第
三
説
は
、
共
犯
の
成
立
は
六
五
条
以
前
の
問
題
で
あ
り
、
同
条
一
項
及
び
二
項
は
と
も
に
共
犯
者
の
処
罰
を
規
定
し
た
も
の

で
あ
っ
て
、
一
項
は
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
処
罰
を
、
二
項
は
不
真
正
身
分
犯
の
共
犯
の
処
罰
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
。

こ
の
説
を
主
張
さ
れ
た
の
は
、
西
原
春
夫
教
授
で
あ
る
。
西
原
教
授
に
よ
る
と
、
共
犯
に
お
け
る
成
立
上
の
犯
罪
は
、
必
ず
し
も
罪
名

に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
た
犯
罪
と
い
う
よ
う
に
細
か
く
類
型
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
罪
質
を
同
じ
く
す
る
何
ら
か
の
違
法

行
為
と
い
う
の
で
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
甲
と
乙
が
共
同
し
て
甲
の
親
を
遺
棄
し
た
場
合
、
成
立
す
る
の
は
甲
の
親
の
遺
棄
と
い

う
違
法
行
為
で
あ
り
、
た
だ
甲
に
つ
い
て
は
そ
の
身
分
と
の
関
係
で
一
二
八
条
の
責
任
を
問
わ
れ
、
乙
に
つ
い
て
は
六
五
条
二
項
に
よ

り
一
二
七
条
の
責
任
の
み
を
問
わ
れ
る
。
ま
た
、
公
務
員
甲
が
そ
の
妻
乙
と
共
同
し
て
賄
賂
を
収
受
し
た
場
合
、
成
立
す
る
の
は
収
賄

と
い
う
違
法
行
為
で
あ
っ
て
、
公
務
員
に
つ
い
て
は
そ
の
身
分
と
の
関
係
で
一
九
七
条
の
責
任
が
た
だ
ち
に
生
じ
、
妻
乙
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

六
五
条
一
項
を
通
し
て
同
じ
く
一
九
七
条
の
責
任
が
生
ず
る
。

　
西
原
教
授
の
見
解
は
、
身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
の
成
立
を
六
五
条
の
規
定
と
は
無
関
係
の
問
題
と
解
し
、
真
正
身
分
犯
及
び
不
真
正

身
分
犯
を
通
じ
て
共
通
の
原
理
に
基
づ
き
共
犯
の
成
立
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
第
二
説
と
同
じ
欠
陥
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
犯
罪
の
成
立
と
科
刑
が
分
離
す
る
と
い
う
の
が
、
第
一
の
問
題
点
で
あ
る
。
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
科
刑
は
、
成
立
す
る
犯
罪

の
法
定
刑
を
基
本
と
す
べ
き
で
あ
り
、
犯
罪
の
成
立
と
科
刑
は
一
致
す
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
原
教
授
の
主
張
の
よ
う
に
、

犯
罪
の
成
立
の
判
断
に
お
い
て
は
具
体
的
な
罪
名
を
特
定
せ
ず
、
「
甲
の
親
の
遺
棄
」
と
か
「
収
賄
」
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
も
の
に
と

ど
め
な
が
ら
、
科
刑
の
段
階
に
お
い
て
一
定
の
犯
罪
類
型
の
法
定
刑
を
適
用
す
る
と
い
う
の
で
は
、
成
立
す
る
犯
罪
と
無
関
係
に
科
刑

が
決
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
も
そ
も
あ
る
行
為
を
処
罰
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
が
特
定
の
犯
罪
類
型
（
構
成
要
件
）
に
該

当
す
る
こ
と
を
確
定
し
、
そ
の
犯
罪
類
型
に
規
定
さ
れ
て
い
る
法
定
刑
を
も
と
に
科
刑
を
行
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
の
が
、
罪
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刑
法
定
主
義
の
原
則
で
あ
る
か
ら
、
行
為
に
成
立
す
る
犯
罪
の
罪
名
を
具
体
的
に
確
定
し
な
い
ま
ま
処
罰
の
方
法
を
決
定
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

西
原
教
授
の
見
解
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
点
で
疑
問
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
、
真
正
身
分
犯
と
不
真
正
身
分
犯
と
の
間
の
矛
盾
は
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
も
残
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
確
か
に
、
こ
の
見

解
は
、
共
犯
の
成
立
の
点
に
つ
い
て
は
真
正
身
分
犯
と
不
真
正
身
分
犯
と
を
統
一
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
真
正
身
分
犯
に

お
け
る
非
身
分
者
は
一
項
に
よ
り
身
分
者
と
同
じ
く
処
罰
さ
れ
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
共
犯
の
処
罰
は
二
項
に
よ
り
身
分
に
応
じ

て
個
別
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
見
解
も
、
共
犯
の
処
罰
の
点
に
関
し
て
は
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と
い
う
形
式
的

な
区
別
に
よ
り
異
な
る
取
扱
い
を
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
根
拠
は
全
く
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
は
、
そ
の
具
体
的
帰
結
の
妥
当
性
に
疑
問
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
、
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
非
身
分
者
は
身

分
者
と
同
じ
刑
に
よ
り
処
罰
さ
れ
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
非
身
分
者
に
は
通
常
の
刑
が
科
せ
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二

身
昔
者
に
対
す
る
処
罰
の
方
法
は
、
第
二
説
の
場
合
と
同
じ
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
説
及
び
第
二
説
に
つ
い
て
述
べ
た
具
体
的

帰
結
に
関
す
る
問
題
点
は
、
第
三
説
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
以
上
の
見
解
は
、
い
ず
れ
も
一
項
と
二
項
の
取
扱
い
を
真
正
身
分
犯
と
不
真
正
身
分
犯
の
違
い
に
基
づ
い
て
区
別
し
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
そ
う
し
た
見
解
に
は
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
構
成
的
身
分
か

加
減
的
身
分
か
と
い
う
形
式
的
な
区
別
に
代
え
て
、
違
法
身
分
か
責
任
身
分
か
と
い
う
実
質
的
な
区
別
を
前
提
に
六
五
条
の
意
義
を
解

明
し
よ
う
と
す
る
の
が
第
四
説
で
あ
る
。
一
項
は
違
法
身
分
の
連
帯
的
作
用
、
二
項
は
責
任
身
分
の
個
別
的
作
用
を
規
定
し
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
提
唱
さ
れ
た
西
田
典
之
教
授
に
よ
る
と
、
共
犯
行
為
の
違
法
性
（
法
益
侵
害
性
）
は
正
犯
行
為

の
違
法
性
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
か
ら
、
正
犯
行
為
の
違
法
性
に
関
す
る
す
べ
て
の
事
情
は
共
犯
者
に
も
及
ぶ
の
に
対
し
、
犯
罪
関
与
者
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共犯と身分の一考察（一）

の
責
任
（
法
的
非
難
可
能
性
）
は
相
互
に
独
立
に
個
別
的
に
判
断
さ
れ
る
か
ら
、
関
与
者
の
一
人
の
責
任
に
関
す
る
事
情
は
他
の
関
与

者
に
は
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
こ
の
違
法
の
連
帯
性
及
び
責
任
の
個
別
性
と
い
う
事
理
は
、
当
該
事
情
が
身
分
で
あ
っ
て
も
変
わ
り
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
正
犯
者
の
身
分
の
う
ち
違
法
身
分
は
六
五
条
一
項
に
よ
り
共
犯
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
責
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

身
分
は
二
項
に
よ
り
共
犯
者
に
及
ば
ず
個
別
的
に
作
用
す
る
。
こ
の
よ
う
に
第
三
説
は
、
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
と

い
う
制
限
従
属
性
説
の
命
題
を
身
分
犯
の
場
合
に
も
そ
の
ま
ま
適
用
し
た
も
の
で
あ
り
、
理
論
的
に
明
快
な
主
張
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
確
か
に
、
従
来
は
、
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
は
個
別
的
に
」
の
原
則
か
ら
、
違
法
性
の
判
断
は
共
犯
者
間
に
お
い
て
共
通
す
る
と

考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
最
近
で
は
、
違
法
要
素
の
中
に
も
他
人
に
連
帯
し
な
い
も
の
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
違
法

の
相
対
性
の
問
題
が
様
々
な
形
で
議
論
さ
れ
て
お
り
、
第
三
説
が
前
提
と
し
て
い
る
「
違
法
は
連
帯
的
に
」
の
原
則
自
体
、
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

自
明
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
た
だ
、
こ
の
点
は
違
法
性
の
本
質
あ
る
い
は
共
犯
の
処
罰
根
拠
に
か
か
わ
る
大
き
な
問
題
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
措
く
と
し
て
、
な
お
第
三
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。

　
第
一
は
、
実
際
上
、
違
法
身
分
と
責
任
身
分
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
業
務
者
と

い
う
身
分
の
よ
う
に
、
当
該
身
分
が
違
法
身
分
な
の
か
責
任
身
分
な
の
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
し
、
そ
も

そ
も
構
成
要
件
要
素
と
は
、
違
法
性
や
責
任
、
さ
ら
に
は
政
策
的
な
観
点
な
ど
、
様
々
な
考
慮
が
混
在
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る

身
分
が
違
法
性
だ
け
に
関
係
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
責
任
だ
け
に
関
係
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
身
分
を
違
法
身
分
と
責
任
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

分
に
完
全
に
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
第
二
の
問
題
点
と
し
て
、
こ
の
見
解
の
主
張
は
六
五
条
の
文
言
と
合
致
し
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
条
］
項

は
「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
」
と
規
定
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
違
法
身
分
に
関
す
る
規
定
と
す

る
の
は
、
そ
の
文
言
の
解
釈
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
。
ま
た
、
二
項
は
「
身
分
に
よ
っ
て
特
に
刑
の
軽
重
が
あ
る
と
き
」
と
し
て
お
り
、
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こ
れ
を
責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
と
読
む
の
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
法
文
を
前
提
と
す
る
限
り
、
六
五
条
が
一
項
と
二
項
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

取
扱
い
を
違
法
身
分
と
責
任
身
分
と
い
う
違
い
に
基
づ
い
て
区
別
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、
実
際
上
、
妥
当
で
な
い
結
論
に
至
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
見
解
を
徹
底
す
る
と
、
構
成
的
責
任
身

分
を
欠
く
共
犯
者
は
不
可
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
正
犯
に
よ
る
構
成
要
件
の
実
現
に
関
与
し
て
い
な
が
ら
全
く
処
罰
さ
れ

な
い
と
い
う
の
は
、
一
般
の
法
感
情
に
反
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
結
論
は
何
よ
り
も
、
六
五
条
一
項
が

「
犯
人
の
身
分
に
よ
っ
て
構
成
す
べ
き
犯
罪
行
為
に
加
功
し
た
と
き
は
、
身
分
の
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
共
犯
と
す
る
」
と
規
定
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

い
る
趣
旨
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
㈲
　
第
五
説
は
、
佐
伯
千
畑
博
士
の
見
解
で
あ
る
。
佐
伯
博
士
に
よ
る
と
、
責
任
の
個
別
性
の
原
則
に
よ
り
責
任
身
分
が
個
別
的
に

作
用
す
る
の
は
当
然
の
事
理
で
あ
り
、
刑
法
が
こ
の
よ
う
な
自
明
の
事
項
を
規
定
し
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
刑
法
六
五
条
は

責
任
身
分
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
身
分
が
行
為
の
違
法
性
を
左
右
す
る
場
合
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違

法
要
素
と
し
て
の
身
分
は
、
違
法
の
連
帯
性
の
原
則
か
ら
一
応
各
加
担
者
に
連
帯
的
に
作
用
す
る
が
、
厳
格
に
い
え
ば
身
分
本
来
の
性

質
と
し
て
、
身
分
者
と
非
身
分
者
に
対
す
る
法
的
評
価
は
お
の
ず
か
ら
軽
重
の
差
を
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
。
六
五
条
は
、
二
項
に
お
い

て
加
減
的
身
分
に
つ
い
て
の
み
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
］
項
は
、
構
成
的
身
分
に
関
し
一
律
連
帯
的
に
作
用
す
る
も
の
と
定
め

て
い
る
が
、
解
釈
上
は
、
一
項
の
構
成
的
身
分
に
つ
い
て
も
二
項
の
精
神
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
刑
法
六
六
条
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

情
状
酌
量
な
ど
に
よ
り
刑
の
減
軽
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
佐
伯
博
士
の
見
解
は
、
違
法
身
分
、
責
任
身
分
と
い
う
身
分
の
実
体

的
性
質
に
基
づ
い
て
六
五
条
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
た
点
で
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
点
で
疑
問
が
残

る
。　

第
一
に
、
違
法
身
分
の
連
帯
的
作
用
を
否
定
す
る
根
拠
が
明
確
で
な
い
。
佐
伯
博
士
が
前
提
と
さ
れ
る
「
違
法
は
連
帯
的
に
、
責
任
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共犯と身分の一考察（一）

は
個
別
的
に
」
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
違
法
身
分
は
非
身
分
者
に
も
連
帯
的
に
作
用
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
佐

伯
博
士
は
、
加
減
的
違
法
身
分
は
個
別
的
に
作
用
し
、
構
成
的
違
法
身
分
に
つ
い
て
も
非
身
分
者
の
刑
を
減
刑
す
べ
き
だ
と
主
張
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
身
分
犯
が
共
犯
従
属
性
の
一
般
原
則
の
例
外
と
し
て
扱
わ
れ
る
理
由
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ

き
佐
伯
博
士
は
、
「
身
分
本
来
の
性
質
と
し
て
、
身
分
者
と
非
身
分
者
に
対
す
る
法
的
評
価
は
お
の
ず
か
ら
軽
重
の
差
を
生
じ
ざ
る
を
え

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
「
身
分
本
来
の
性
質
」
と
は
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
答
え
は
見
当
た

　
　
　
　
　
（
2
9
）

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
の
取
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
佐
伯
博
士
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
加
減
的
違
法
身
分

は
六
五
条
二
項
に
よ
り
完
全
に
個
別
的
に
作
用
す
る
の
に
対
し
、
構
成
的
違
法
身
分
の
場
合
は
同
条
一
項
に
よ
り
一
応
連
帯
的
に
作
用

し
、
非
身
分
者
の
刑
が
減
軽
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
構
成
的
身
分
と
加
減
的
身
分
と
で
取
扱
い
が
異
な
る
理
由

は
、
や
は
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
「
身
分
本
来
の
性
質
と
し
て
」
身
分
は
他
人
に
連
帯
し
な
い
と
い
う
の
で
あ

れ
ば
、
構
成
的
身
分
に
つ
い
て
も
加
減
的
身
分
と
同
じ
く
個
別
的
作
用
を
認
め
、
構
成
的
身
分
を
欠
く
共
犯
者
を
不
可
罰
と
す
る
の
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

一
貫
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
㈲
　
以
上
、
刑
法
六
五
条
の
一
項
と
二
項
の
関
係
を
め
ぐ
る
学
説
の
状
況
を
概
観
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
主
張
さ
れ
て

き
た
諸
説
は
い
ず
れ
も
理
論
的
な
問
題
点
を
有
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
実
際
上
の
帰
結
と
い
う
点
に
お
い
て
も
妥
当
で
な
い
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

〔
注
〕

（
1
）

木
村
親
臨
〔
阿
部
純
二
増
補
〕
『
刑
法
総
論
〔
増
補
〕
』
（
昭
和
三
五
年
目
四
二
四
一
四
二
三
頁
、
中
義
勝
『
講
述
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
五
年
）
二
六
一
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頁
、
香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
第
三
版
』
（
平
成
七
年
）
四
〇
六
－
四
〇
七
頁
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
』
（
平
成
七
年
）
五
七
八
－
五
七
九
頁
、

　
　
曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
新
版
補
正
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
八
四
－
二
八
五
頁
、
前
田
雅
英
『
刑
法
総
論
講
義
［
第
3
版
ご
（
平
成
一
〇
年
）
四
四
四
頁
、

　
　
内
田
文
昭
『
改
訂
刑
法
1
（
総
論
）
〔
補
正
版
〕
』
（
平
成
九
年
）
三
一
九
頁
以
下
、
大
谷
實
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
』
（
平
成
一
二
年
）
四
八
○
頁
。

（
2
）
　
大
判
大
正
二
年
三
月
一
八
日
半
録
一
九
輯
三
五
三
頁
、
最
判
昭
和
二
五
年
九
月
一
九
日
三
豊
四
巻
九
号
一
六
六
四
頁
、
最
古
昭
和
三
一
年
五
月
二
四
日

　
　
刑
集
一
〇
二
五
号
七
三
四
頁
。
た
だ
し
、
後
述
の
第
二
説
に
立
つ
と
見
ら
れ
る
判
決
例
も
存
在
す
る
。
新
潟
地
判
昭
和
四
二
年
一
二
月
五
日
判
時
五
〇
九

　
　
号
七
七
頁
、
東
京
地
判
昭
和
六
〇
年
三
月
］
九
日
判
時
＝
七
二
号
一
五
五
頁
。

（
3
）
　
西
田
典
之
『
共
犯
と
身
分
』
（
昭
和
五
七
年
）
一
ニ
ー
一
三
頁
、
井
田
良
一
1
丸
山
雅
夫
『
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
刑
法
』
〔
井
田
〕
（
平
成
九
年
）
三
〇
〇
頁
。

（
4
）
　
植
田
重
正
「
『
共
犯
と
身
分
』
に
つ
い
て
」
同
『
共
犯
論
上
の
諸
問
題
』
（
昭
和
六
〇
年
）
〔
初
出
は
、
「
佐
伯
千
首
博
士
還
暦
祝
賀
　
犯
罪
と
刑
罰
㊨
』

　
　
（
昭
和
四
三
年
）
〕
二
四
二
頁
。

（
5
）
　
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）
〔
第
三
版
〕
』
（
平
成
九
年
〉
三
「
四
頁
。

（
6
）
　
山
中
敬
一
教
授
は
、
植
田
博
士
の
見
解
を
発
展
さ
せ
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
。
真
正
身
分
犯
は
、
各
燈
用
の
法
益
と
並
ん
で
、
そ
の
法
益
を
侵

　
　
害
し
な
い
と
い
う
「
信
頼
」
を
も
保
護
法
益
と
し
て
お
り
、
こ
の
「
信
頼
」
と
い
う
法
益
は
、
非
身
分
者
た
る
共
犯
者
も
正
犯
行
為
を
通
じ
て
因
果
的
に

　
　
侵
害
し
う
る
か
ら
、
真
正
身
分
犯
の
受
命
者
に
は
身
分
者
だ
け
で
な
く
非
身
分
者
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
不
真
正
身
分
犯
の
本
質
は
、
犯
罪
行
為

　
　
回
避
の
期
待
に
反
す
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
「
期
待
」
の
名
宛
人
は
身
分
者
に
限
ら
れ
、
身
分
者
の
み
が
そ
の
「
期
待
」
を
侵
害
し
う
る
。
山
中
敬
一
『
刑

　
　
法
総
論
H
』
（
平
成
一
一
年
）
八
七
〇
1
八
七
一
頁
。
し
か
し
、
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
「
信
頼
」
は
非
身
分
者
に
よ
っ
て
も
侵
害
可
能
で
あ
る
が
、
不

　
　
真
正
身
分
犯
に
お
け
る
「
期
待
」
は
非
身
分
者
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
え
な
い
と
す
る
根
拠
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
見
解
も
、
植
田
博
士
の
見

　
　
解
に
対
す
る
批
判
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
7
）
　
曽
根
・
前
掲
注
（
1
）
三
四
九
一
三
五
〇
頁
。
同
旨
、
長
島
敦
「
判
批
」
東
洋
法
学
二
六
巻
二
号
（
昭
和
五
八
年
）
九
九
頁
以
下
、
板
倉
宏
『
刑
法
総
論
』

　
　
（
平
成
六
年
）
三
二
八
頁
。

（
8
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
3
）
八
頁
、
前
田
雅
英
「
共
犯
と
身
分
」
芝
原
華
北
ほ
か
編
『
刑
法
理
論
の
現
代
的
展
開
　
総
論
1
1
』
（
平
成
二
年
）
〔
初
出
は
、
法
学
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セ
ミ
ナ
ー
四
一
六
号
（
平
成
元
年
）
〕
二
五
三
頁
。

（
9
）
　
曽
根
威
彦
『
刑
法
の
重
要
問
題
〔
総
論
〕
補
訂
版
』
（
平
成
八
年
目
三
四
九
－
三
五
〇
頁
。

（
1
0
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
3
）
一
七
二
頁
。

（
1
1
）
　
曽
根
威
彦
『
刑
法
各
論
［
新
版
］
』
（
平
成
七
年
）
二
九
八
－
二
九
九
頁
。

（
1
2
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
1
）
四
四
四
頁
。
同
旨
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
四
七
九
－
四
八
○
頁
。
こ
の
見
解
の
内
容
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
大
谷
實
一
前
田
雅

　
　
英
『
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
刑
法
総
論
』
（
平
成
一
一
年
）
三
〇
七
頁
以
下
参
照
。

（
1
3
）
　
西
田
典
之
「
共
犯
と
身
分
」
中
山
研
一
ほ
か
編
『
現
代
刑
法
講
座
第
三
巻
』
（
昭
和
五
四
年
）
二
六
七
頁
注
（
1
）
。

（
1
4
）
　
同
様
の
問
題
は
、
未
成
年
者
拐
取
罪
と
営
利
拐
取
罪
に
お
い
て
も
生
ず
る
。
西
田
・
前
掲
注
（
1
3
）
二
六
ニ
ー
二
六
三
頁
。

（
1
5
）
　
植
松
正
『
再
訂
刑
法
概
論
－
総
論
』
（
昭
和
四
九
年
）
三
八
五
頁
、
三
八
八
頁
、
藤
木
英
雄
『
刑
法
講
義
総
論
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
〇
三
頁
、
三
〇
五

　
　
頁
、
正
田
満
三
郎
「
刑
法
六
五
条
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」
大
東
法
学
七
号
（
昭
和
五
五
年
）
一
二
頁
以
下
、
日
高
義
博
『
刑
法
総
論
講
義
ノ
ー
ト
』
（
昭

　
　
和
六
三
年
）
一
＝
五
頁
、
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
第
三
版
』
（
平
成
三
年
）
四
一
八
頁
、
西
村
克
彦
『
共
犯
論
序
説
〔
増
補
〕
』
（
平
成
三
年
）
二
二

　
　
三
頁
以
下
、
福
田
平
『
全
盲
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕
』
（
平
成
八
年
）
二
八
三
頁
、
大
塚
・
前
掲
注
（
5
）
＝
＝
四
頁
、
佐
久
間
修
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
』

　
　
（
平
成
九
年
）
四
〇
三
－
四
〇
四
頁
。
井
田
・
前
掲
注
（
3
）
は
、
こ
の
見
解
が
解
釈
論
と
し
て
欠
点
の
最
も
少
な
い
学
説
で
あ
る
と
す
る
。

（
1
6
）
　
平
野
龍
】
『
刑
法
総
論
1
1
』
（
昭
和
五
〇
年
）
三
七
五
…
三
七
六
頁
、
中
山
研
】
『
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
七
年
）
四
八
六
頁
、
西
田
・
前
掲
注
（
3
）
五

　
　
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
1
）
二
八
五
頁
。
団
藤
博
士
の
厳
格
な
共
犯
従
属
性
の
考
え
方
は
、
団
藤
・
前
掲
注
（
1
5
）
四
一
九
－
四
二
〇
頁
、
四
二
三
頁
に
示
さ

　
　
れ
て
い
る
。

（
1
7
）
　
福
田
平
1
1
大
塚
仁
『
対
談
刑
法
総
論
下
』
（
昭
和
六
二
年
）
二
二
九
－
二
三
〇
頁
、
団
藤
・
前
掲
注
（
1
5
）
四
】
八
頁
、
佐
久
間
・
前
掲
注
（
1
5
）
四
〇
三

　
　
頁
。

（
1
8
）
　
植
田
・
前
掲
注
（
4
）
二
三
七
－
二
三
八
頁
、
曽
根
・
前
掲
注
（
9
）
三
五
〇
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
四
七
九
頁
。

（
1
9
）
　
大
塚
・
前
掲
注
（
5
）
＝
＝
四
－
三
】
五
頁
注
（
五
）
。
同
旨
、
福
田
・
前
掲
注
（
1
5
）
二
八
四
頁
注
（
三
）
、
佐
久
間
・
前
掲
注
（
1
5
）
四
〇
八
頁
注
（
6
）
。
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（
2
0
）
　
西
田
・
』
削
椙
四
注
（
3
）
五
－
六
頁
。

（
2
1
）
　
西
原
春
夫
『
刑
法
総
論
』
（
昭
和
五
二
年
間
三
五
九
頁
。
同
旨
、
高
橋
則
夫
「
共
犯
と
身
分
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
4
巻
　
未
遂
／

　
　
共
犯
／
罪
数
論
』
（
平
成
四
年
）
一
七
ニ
ー
一
七
三
頁
。

（
2
2
）
　
大
塚
・
前
掲
注
（
5
）
一
一
＝
五
頁
注
（
六
）
。

（
2
3
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
3
）
】
五
六
頁
、
同
「
『
共
犯
と
身
分
』
再
論
」
『
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
　
刑
事
法
学
の
現
代
的
状
況
』
（
平
成
六
年
目
一
八
六
一
一

　
　
八
七
頁
。
同
旨
、
平
野
・
前
掲
注
（
1
6
）
三
五
七
頁
、
三
六
六
頁
、
大
越
義
久
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
（
昭
和
五
六
年
）
二
六
一
頁
、
山
口
厚
「
共
犯
の
処

　
　
罰
根
拠
と
従
属
性
」
同
『
問
題
探
求
刑
法
総
論
』
（
平
成
一
〇
年
）
〔
初
出
は
、
法
学
教
室
一
九
五
号
（
平
成
八
年
）
〕
二
四
七
頁
。
た
だ
し
、
平
野
博
士

　
　
は
、
違
法
身
分
に
も
例
外
的
な
が
ら
一
身
的
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
身
分
に
よ
り
刑
の
軽
重
が
あ
る
場
合
は
刑
法
六
五
条
二
項
が
適
用
さ
れ
る
と

　
　
い
わ
れ
る
（
前
掲
書
三
六
六
頁
。
同
旨
、
大
越
・
前
掲
書
二
六
一
頁
）
。
ま
た
、
山
口
教
授
は
、
不
真
正
身
分
犯
に
お
い
て
非
身
分
者
の
行
為
に
身
分
者

　
　
が
加
功
し
た
場
合
に
、
身
分
者
に
つ
い
て
身
分
犯
の
共
犯
の
成
立
を
否
定
さ
れ
る
（
前
掲
書
二
四
八
一
二
四
九
頁
〉
。

（
2
4
）
　
違
法
の
連
帯
性
を
否
定
す
る
の
は
、
相
内
信
「
固
有
の
犯
罪
性
か
ら
み
た
共
犯
論
試
論
」
金
沢
大
学
法
文
学
部
論
集
法
学
篇
二
六
号
（
昭
和
五
三
年
）

　
　
一
九
頁
以
下
、
山
中
敬
一
「
『
共
犯
の
処
罰
根
拠
』
論
　
　
大
越
説
の
検
討
を
中
心
に
　
　
」
刑
法
雑
誌
二
七
巻
一
号
（
昭
和
六
一
年
）
＝
二
四
頁
以
下
、

　
　
中
義
勝
「
違
法
の
連
帯
性
と
要
素
従
属
性
」
同
『
刑
法
上
の
諸
問
題
』
（
平
成
三
年
）
〔
初
出
は
、
『
関
西
大
学
法
学
部
百
周
年
記
念
論
文
集
』
（
昭
和
六
一

　
　
年
）
〕
四
六
四
頁
、
四
七
四
頁
以
下
、
浅
田
和
茂
「
共
犯
論
覚
書
」
『
中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻
』
（
平
成
九
年
）
二
七
五
頁
、
中
山
研
一

　
　
「
共
犯
の
処
罰
根
拠
」
同
ほ
か
『
レ
ヴ
ィ
ジ
オ
ン
刑
法
1
共
犯
論
』
（
平
成
九
年
）
一
九
頁
以
下
な
ど
。

（
2
5
）
　
前
田
・
前
掲
注
（
1
）
四
四
六
頁
、
大
谷
・
前
掲
注
（
1
）
四
七
九
頁
。

（
2
6
）
　
山
中
・
前
掲
注
（
6
）
八
六
八
頁
。

（
2
7
）
前
田
・
前
掲
注
（
8
）
二
五
四
頁
。

（
2
8
）
　
佐
伯
千
偲
『
四
訂
刑
法
講
義
（
総
論
）
』
（
昭
和
五
六
年
）
三
六
五
頁
。

（
2
9
）
（
3
0
）
　
西
田
・
前
掲
注
（
3
）
七
頁
。
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