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精
神
的
圏
助
に
お
け
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
○

〓
第

二
早

第
二
章

第

二
即

第
二
節

第
三
節

第
四
節

第

一

次
問

題

の

所

在

我
が
国
の
判
例

･
学
説

判

例

抽

象

的

危

険

犯

説

正

犯

行

為

説

正

犯

結

果

説

款

正
犯
結
果
と
の
間
の
条
件
関
係
を
要
求
す
る
見
解

第
二
款

正
犯
結
果
の
促
進
で
足
-
る
と
す
る
見
解

第
三
款

精
神
的
尉
助
に
つ
き
固
有
の
因
果
関
係
を
構
築
す
る
見
解

第
五
節

小

括

(以
上
､

一
六

1
巻
四
号
)

第
三
章

ド
イ
ツ
の
判
例

･
学
説

第

二
即

判

例

第
二
節

精
神
的
酎
助
否
定
説

第
三
節

抽
象
的
危
険
犯
説

第
四
節

正

犯

行

為

説

第
五
節

正

犯

結

果

説

第
六
節

小

括

(以
上
､
本
号
)

第
四
章

心
理
的
因
果
関
係
の
検
討

第

二
即

人
間
の
意
思
に
関
す
る
決
定
論
か
ら
の
考
察

第
二
節

複
数
の
因
果
観
念
の
併
存
を
承
認
す
る
立
場

小

島

陽

介
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第
三
節

量
子
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
非
因
果
性
に
依
拠
す
る
主
張

第
四
節

意
思
決
完
過
程
の
分
析
に
基
づ
-
評
価

第
五
節

小

括

第
五
章

お

わ

り

に

第
三
章

ド
イ
ツ
の
判
例

｡
学
説

第

一
節

判

伊

i

ド
イ
ツ
の
判
例
は
､

(
77
)

暫
助
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
､
正
犯
行
為
と
の
間
で
こ
れ
を
要
求
す
る
正
犯
行
為
説
に
立
つ
と
見
ら
れ
て
い

る

｡

(
78
)

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の
指
導
的
判

例

は
､
堕
胎
を
決
意
し
た
A
に
対
し
て
堕
胎
の
道
具
を
提
供
し
た
が
､
A
は
そ
の
道
具
を
使
わ
ず
､
堕
胎
を
業

と
し
て
行
う
職
業
堕
胎
婦
に
依
頼
し
て
堕
胎
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
､
｢正
犯
行
為
の
結
果
が
従
犯
行
為
を
通
じ
て
因
果
的
に
共
同
惹

起
さ
れ
､
促
進
さ
れ
､
あ
る
い
は
容
易
に
さ
れ
る
こ
と
は
､
い
ず
れ
に
せ
よ
必
要
で
な
い
｣
と
し
て
正
犯
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
不
要

と
す
る

一
方
､
｢従
犯
の
援
助
提
供
に
よ
-
正
犯
行
為
を
支
援
し
､
促
進
す
る
と
い
う
従
犯
の
単
な
る
意
図
だ
け
で
は
､
刑
法

〔旧
〕
四
九

(
79)

条

に
よ
-
可
罰
的
な
酎
助
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
十
分
で
な
い
｡
犯
罪
構
成
要
件
を
現
実
化
す
る
行
為
が
､
-
-
従
犯
の
行
為
に
よ
-
実
際

に
促
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
判
示
し
て
､
正
犯
行
為
と
の
間
の
現
実
の
因
果
関
係
を
必
要
と
し
て
い

(
80)

ヽ
､

る

([

〕
内
は
引
用
者
挿
入
)｡
こ
の
立
場
は
､
基
本
的
に
連
邦
通
常
裁
判
所
に
引
き
継
が

れ

､

｢正
犯
に
与
え
ら
れ
た
支
援
は
､
結
果
に
と

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

っ
て
因
果
的
で
な
い
場
合
で
も
-
-
､
構
成
要
件
的
酎
助
で
あ
る
｡
従
犯
の
行
為
が
正
犯
者
の
行
為
を
促
進
し
､
あ
る
い
は
容
易
に
し
た
こ

(81
)

と
で
十
分
で
あ
る
｣
(強
調
原
文
)
と
判
示
さ
れ
て
い

る

｡

二

他
方
､
精
神
的
封
助
の
も
と
で
は
､
判
例
は
正
犯
行
為

へ
の
影
響
を
も

っ
て
足
-
る
､
具
体
的
に
は
､
｢行
為
決
意
の
強
化
｣
や
､

｢何
ら
か
の
形
で
支
援
に
至
る
こ
と
｣
の
み
で
十
分
だ
と
解
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
仲
間
が
強
盗
を
行
う
際
に
､
被
告
人
は
何
も
せ
ず
傍
で



61日
だ

号CU
巻-1J16

立

っ
て
い
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て
､
連
邦
裁
判
所
は
､
｢所
為
の
実
行
の
際
に
行
為
を
行
わ
ず
に
傍
に
立

つ
こ
と
も
､
そ
の
こ
と
が
正
犯

(
82)

に
高
め
ら
れ
た
安
全
感
を
与
え
､
そ
れ
に
よ
-
精
神
的
な
支
援
を
意
味
す
る
場
合
に
は
､
封
助
と
な
る
｣
と
判
示
す

る

｡

の
み
な
ら
ず
､
必

ず
し
も
現
実
の

｢決
意
強
化
｣
が
あ

っ
た
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
疑
問
の
残
る
事
案
で
暫
助
の
成
立
を
認
め
た
も
の
も
存
在
す
る
｡
事
案
は
､

新
人
弁
護
士
で
あ
る
被
告
人
が
､
事
務
所
の
先
輩
弁
護
士
二
人
と
依
頼
人
三
人
が
相
手
方
で
あ
る
レ
ス
-
ラ
ン
の
オ
ー
ナ
ー
を
恐
喝
す
る
際
､

事
務
所
の
新
人
と
し
て
経
験
あ
る
パ
ー
-
ナ
-
に
配
慮
を
す
べ
き
だ
と
考
え
､
横
で
黙

っ
て
見
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
連
邦
通
常
裁

判
所
は
､
新
人
弁
護
士
の
態
度
は
委
任
者
の
行
動
を
心
理
的
に
支
援
し
､
被
害
者
に
対
す
る
金
銭
的
要
求
の
更
な
る
圧
力
を
与
え
た
と
し
て

(
83)

恐
喝
封
助
の
成
立
を
肯
定
し
た
の
で
あ

る

｡

し
か
し
､
｢単
な
る
存
在
｣
に
よ
-
酎
助
が
成
立
し
か
ね
な
い
最
後
の
恐
喝
に
関
す
る
判
決
に
は
､
学
説
か
ら
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ

た
｡
カ
ラ
ラ
ン
バ
キ
ス
は
､
新
人
弁
護
士
は
横
で
黙

っ
て
見
て
い
た
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
処
罰
に
は
､
｢す
ぐ
に
立
ち
去
る
か
他

の
関
与
者
に
反
対
す
る
｣
と
い
う
作
為
義
務
を
負

っ
て
い
た
こ
と
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
｡
連
邦
通
常
裁
判
所
に
よ
る
と
､
こ
の
作
為
義
務

(
84
)

要
件
が
､
不
作
為
を

｢
『精
神
的
な
援
助
』
と
い
う
積
極
的
な
作
為
に
解
釈
変
更
す
る
こ
と
で
迂
回
さ
れ
｣
て
い
る
と
批
判
す

る

｡

ロ
ク
シ

ン
も
､
こ
の
判
決
の
論
理
に
従
え
ば
､
｢犯
罪
に
際
し
て
無
為
に
立

っ
て
い
る
だ
け
で
介
入
し
て
い
な
い
傍
観
者
も
､
そ
の
不
行
為
に
よ
-

(
85)

正
犯
の
行
為
を
強
化
し
た
か
ら
暫
助
に
よ
-
処
罰
さ
れ
る
と
い
う
維
持
で
き
な
い
帰
結
に
至
る
｣
と
し
て
拒
否
の
態
度
を
示
し
て
い

る

｡

三

も

っ
と
も
､
判
例
は
､
最
近
に
お
い
て
､
犯
行
現
場
で
の
存
在
を
も

っ
て
精
神
的
常
助
を
認
め
る
こ
と
に
修
正
を
図
る
動
き
も
示
し

て
い
る
｡
事
案
は
､
被
告
人

Ⅹ
お
よ
び
Y
､
Z
の
三
人
は
､
オ
ラ
ン
ダ
に
行
-
途
中
に
自
動
車
事
故
を
起
こ
し
た
が
､
通
-
か
か
っ
た
被
害

者

O
の
車
に
乗
せ
て
も
ら

っ
た
際
､
Y
は
オ
ラ
ン
ダ
に
行
-
た
め
に
0
の
車
を
奪
取
す
る
こ
と
を
決
意
し
､
気
分
が
悪
い
と
言

っ
て
車
を
停

め
さ
せ
､
O
が
車
を
降
-
た
と
き
に
､
Y
が
O
を
殴
打
し
､
さ
ら
に
ナ
イ
フ
を
突
き

つ
け
て
反
抗
を
抑
圧
し
､
0
の
車
を
強
取
し
た
｡
そ
の

際
Ⅹ
は
､
黙

っ
て
見
て
い
た
､
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
連
邦
通
常
裁
判
所
は
､
｢正
犯
行
為
の
現
場
に
居
る
こ
と
だ
け
で
も
､
そ
れ
に
よ
り

行
為
が
そ
の
具
体
的
な
形
態
に
お
い
て
促
進
さ
れ
､
あ
る
い
は
容
易
に
さ
れ
｣
る
場
合
に
は
暫
助
と
な
り
う
る
が
､
｢正
犯
行
為
の
場
所
に



117- 精神的暫助における因果関係について (コ

『居
る
』
だ
け
で
す
で
に
酎
助
に
な
り
う
る
と
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
､
刑
法
の
答
責
性
は
作
為
を
原
則
と
す
る
と
い
う
考
え

方
の
も
と
で
は
､
酎
助
は
す
べ
て
-
-

精
神
的
酎
助
も
-

作
為
に
よ
り
な
さ
れ
る
従
犯
の
寄
与
を
不
可
欠
の
要
件
と
す
る
｣
と
し
た
う
え

で
､
本
件
に
お
い
て
は
､
Ⅹ
に
は
何
ら
の
作
為
も
認
め
ら
れ
ず
､
ま
た

｢強
盗
行
為
を
阻
止
す
る
た
め
の
保
障
人
義
務
は
存
在
し
な
い
た
め
､

(86
)

〔不
作
為
に
よ
る
封
助
〕
も
問
題
に
な
ら
な
い
｣
(〔

〕
内
は
引
用
者
挿
入
)
と
判
示
し

た

｡

も

っ
と
も
､
こ
の
決
定
は

｢個
々
の
事
例
に
お
い

て
は
､
従
犯
が
-
-
正
犯
者
の
行
為
決
意
を
強
化
し
た
-
正
犯
者
に
高
度
の
安
心
感
を
与
え
る
た
め
に
､
自
己
の
存
在
を

『示
す
』
こ
と
だ

け
で
も

[行
為
寄
与
が
〕
認
め
ら
れ
う
る
｣
(〔

]
内
は
引
用
者
挿
入
)
と
も
判
示
し
て
お
-
､
｢作
為
｣
の
範
囲
を
か
な
-
広
-
と
っ
て
い
る

点
に
は
留
意
を
要
し
よ
う
｡

ま
た
､
次
の
連
邦
通
常
裁
判
所
決
定
の
事
案
も
精
神
的
封
助
の
成
立
範
囲
を
限
定
し
よ
う
と
の
方
向
を
有
す
る
も
の
と
評
価
で
き
る
｡
事

案
は
､
M
が
ド
イ
ツ
国
内
の
空
港
で
コ
カ
イ
ン
を
譲
渡
す
る
た
め
に
外
国
か
ら
車
を
運
転
し
て
き
た
際
､
N
は
､
M
が
コ
カ
イ
ン
を
所
持
し

て
お
-
､
他
人
に
売
-
渡
す
つ
も
-
で
あ
る
こ
と
を
知
-
な
が
ら
車
に
同
乗
し
､
空
港
内
の
レ
ス
ト
ラ
ン
ま
で
M
に
同
行
し
て
買
受
人
と
落

ち
合
い
､
そ
の
後

M
と
買
受
人
と
が
M
の
車
に
行

っ
て
コ
カ
イ
ン
の
取
引
を
行

っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
決
定
は
､
N
が

｢取
引
の
際
に

M
を
支
援
す
る
た
め
に
同
乗
し
｣
､
M
に

｢高
め
ら
れ
た
安
全
感
を
与
え
た
｣
と
し
て
､
薬
物
の
許
さ
れ
な
い
取
引
に
対
す
る
酎
助
を
肯
定

す
る

一
方
で
､
N

｢が
同
乗
す
る
こ
と
で
､
正
犯
に
よ
る
薬
物
の
輸
入
を
具
体
的
な
形
態
で
ど
の
よ
う
に
促
進
し
､
あ
る
い
は
容
易
に
し
た

か
が
証
明
さ
れ
て
い
な
い
｣
と
指
摘
し
､
｢輸
入
に
お
い
て
､
同
乗
に
よ
る

『単
な
る
存
在
』
は
可
罰
的
な
関
与
の
認
定
に
と

っ
て
十
分
で

(
87)

は
な
い
｣
と
判
示
し
て
､
薬
物
の
許
さ
れ
な
い
輸
入
の
罪
の
酎
助
は
否
定
し
た
の
で
あ

る

｡

加
え
て
､
犯
行
当
日
に
偶
然
知
り
合

っ
た
被
害

者
に
暴
行
を
加
え
て
現
金
等
を
奪
い
取
ろ
う
と
す
る
合
意
が
､
酎
助
犯
と
さ
れ
た
二
名
を
含
む
五
名
の
間
で
成
立
し
た
後
､
そ
の
う
ち
の

一

名
が
暴
行
を
加
え
て
被
害
者
の
反
抗
を
抑
圧
し
て
ボ
ケ
ッ
-
か
ら
財
布
を
奪
い
取
る
際
､
上
記
二
名
が
助
け
を
呼
ば
な
か
っ
た
事
案
に
つ
き
､

｢犯
罪
行
為
を
知

っ
た
う
え
で
正
犯
に
よ
る
犯
行
の
場
所
に
単
に
存
在
し
て
い
た
だ
け
で
は
'
犯
行
に
つ
い
て
の
同
意
が
あ

っ
た
と
し
て
も

(

88
)

積
極
的
作
為
の
意
味
に
お
け
る
酎
助
の
認
定
を
基
礎
づ
け
る
の
に
十
分
で
は
な
い
｣
と
し
た
判

決

も
こ
こ
に
挙
げ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
｡
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ド
イ
ツ
の
判
例
は
､
物
理
的
封
助
に
つ
き
正
犯
行
為
の
具
体
的
促
進
を
要
求
す
る

一
方
で
､
精
神
的
酎
助
に
つ
き

｢決
意

の
強
化
｣
で
十

分
と
す
る
｡
た
だ
し
､
｢単
な
る
存
在
｣
の
場
合
に
ど
の
範
囲
で
精
神
的
暫
助
を
認
め
る
か
を
巡

っ
て
は
微
妙
な
状
況
に
あ
る
｡
こ
の
よ
う

に
ま
と
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
｡

第
二
節

精
神
的
酎
助
否
定
説

(89
)

学
説
の
状
況
を
､
引
き
続
い

て
明
ら

か
に
し
て
い

き
た
い
｡

ド
イ
ツ
で
は
､
我
が
国
と
異
な
り
､
精
神
的
暫
助

の
可
罰
性
を
否
定

す
る
見

解
も
有
力
で
あ
る
の
で
､
そ
の
紹
介
か
ら
始
め
る
こ
と
に
す
る
｡

ザ
ム
ゾ
ン
は
､
人
の
内
心

の
領
域
に
お
け
る
因
果
関
係
は
､
十
分
な
確
実
性
を
も

っ
て
は
ほ
と
ん
ど
確
定
さ
れ
え
な

い
た
め
､
｢疑
わ
し

き
は
被
告
人
の
利
益
に
｣
の
原
則
か
ら
そ
の
立
証
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
し
て
､
精
神
的
酎
助
の
形
態
を
処
罰
す
べ
き
で
な
い
と
主
張

(
90
)

す

る

｡

シ
ユ
-
ラ
ー
テ
ン
ペ
ル
ー
も
､
同
様
に
､
証
明
の
困
難
性
を
強
調
し
､
現
実
的
な
危
険
増
加
の
要
件
が
潜
脱
さ
れ
､
嫌
疑
処
罰

へ
と

(
91
)

至
り
う
る
と
指
摘
し
て
､
行
為
決
意

の
強
化
に
よ
る
精
神
的
暫
助
を
認
め
る

一
般
的
理
解
に
反
対
し
て
い

る

｡

し
か
し
､
こ
れ
に
対
し
て
､

ル
ド
ル
フ
ィ
は
､
正
犯
に
付
加
的
な
動
機
を
提
供
し
て
行
為
決
意

の
基
礎
を
強
固
に
し
た
場
合
に
は
､
具
体
的
な
行
為
決
意
に
対
し
て
心
理

(
92
)

的
因
果
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い

か

､

ま
た
ロ
ク
シ
ン
は
､
行
為
決
意
を
安
定
さ
せ
る
影
響
の
有
無

｡
程
度
を
お
よ
そ
確
定
す
る
こ
と
は
で

(
9
3
)

き
な
い
と

い
う
の
は
独
断
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ

う

と
反
論
し
て
い
る
｡

ル
シ
ユ
カ
は
､
精
神
的
酎
助
と
い
う
､
正
犯
の
心
理
に
働
き
か
け
て
そ
の
犯
罪
実
現
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
形
態
は
､
実
定
法

の
予
定

す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
し
て
否
定
説
を
根
拠
付
け
て
い
る
｡
｢所
為

(T
at)｣
の
主
体
と
し
て
の

｢正
犯

(Tater)｣
に
向
け
ら
れ
た
影
響

は
､
教
唆
と
し
て
の
み
刑
罰

の
も
と
に
置
か
れ
て
お
-
､
封
助
を
定
め
る
ド
イ

ツ
刑
法
二
七
条
は
､
｢正
犯

(T
ater)｣
で
は
な
-
て

｢所

(94
)

為

(T
at)｣
に
向
け
ら
れ
た
影
響
付
与

の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
だ
と

い
う

の
で
あ

る

｡

し
か
し
､
こ
の
見
解
に
対
し
て

は
､
ロ
ク
シ
ン
が
次

の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
.
共
犯
は
通
例
､
正
犯

(T
ater)
を
通
じ
て
作
用
す
る
｡
行
為
決
意

の
強
化
も
行
為
者
を
通
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(95
)

じ
て
間
接
的
に
所
為

へ
の
影
響
を
持

つ
は
ず
で
あ
る
｡
行
為
者

へ
の
影
響
と
行
為

へ
の
影
響
の
厳
格
な
区
別
は
不
可
能
で
あ
る
､
と
｡
フ

レ

ブ
ス
は
､
ロ
ク
シ
ン
と
同
様
の
指
摘
を
行
う
と
と
も
に
､
ド
イ
ツ
刑
法
二
七
条
は
語
義
的
に
も
正
犯
の
心
理
に
対
す
る
影
響
付
与
と
い
う
方

法
で
所
為
を
間
接
的
に
促
進
す
る
形
態
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
-
､
精
神
的
尉
助
を
同
条
に
よ
-
捉
え
る
こ
と
は
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す

(

9

6)

る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
て

い

る

｡

第

三

節

抽
象
的
危
険
犯
説

酎
助
犯
を
抽
象
的
危
険
犯
と
解
し
､
正
犯
の
行
為
と
も
結
果
と
も
因
果
関
係
を
要
し
な
い
と
す
る
見
解
は
､
我
が
国
と
同
様
､
ド
イ
ツ
で

も
主
張
さ
れ
て
お
-
､
有
力
な
主
張
者
と
し
て
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
､
封
助
犯
は
結
果
犯
で
あ
-
､
結
果
に

対
し
て
因
果
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
､
そ
こ
で
の
結
果
と
は
ド
イ
ツ
刑
法

(旧
)
四
九
条

l
項
に
規
定
さ
れ
る

(
97)

｢援
助
｣
("H
ilfe")
と
し
て
い

る
｡

そ
の
う
え
で
､
｢関
与
者
の
行
為
が
正
犯
行
為
の
結
果
に
全
-
関
係
し
な
い
場
合
で
も
､
犯
罪
行
為
の

遂
行
に
対
し
て
援
助
が
な
さ
れ
た
と
言
え
る
か
｡
こ
の
問
い
に
対
し
て

一
般
的
に
否
と
答
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
｣
と

し
て
､
正
犯
結
果
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
場
合
に
も
酎
助
を
認
め
る
と
と
も
に
､
援
助
に
よ
-

｢通
例
､
脅
か
さ
れ
て
い
る
法
益
に

対
す
る
危
険
は
高
ま
-
､
そ
れ
に
よ
-
同
時
に
､
具
体
的
に
は
危
険
な
影
響
の
な
い
不
必
要
な
援
助
が
可
罰
的
に
な
-
う
る
｣
と
し
て
正
犯

(98
)

行
為
の
促
進
も
要
求
し
て
い
な
い
｡
従

っ
て
､
そ
の
主
張
は
酎
助
犯
に
つ
き
因
果
関
係
を
不
要
と
す
る
見
解
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡

ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
､
精
神
的
封
助
に
お
い
て
も
援
助

(H
itfe)
の
提
僕
の
み
で
十
分
で
あ

っ
て
､
｢決
意
の
強
化
｣
と
い
う
正
犯
側
の
事

(
99)

情
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
し
て
い

る

｡

精
神
的
封
助
に
つ
い
て
結
果
に
具
体
的
な
影
響
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
を
､

｢正
犯
の
罪
の
意
識
が
薄
れ
､
い
い
気
分
に
な

っ
た
か
ら
と
い
っ
て
結
果
を
共
同
惹
起
し
た
と
い
う
の
は
擬
制
で
あ
る
｣
と
論
難
す
る
｡
ヘ

ル
ツ
ベ
ル
ク
は
､
こ
の
よ
う
に
物
理
的
酎
助
と
精
神
的
酎
助
に
お
い
て
因
果
関
係
の
枠
組
み
に
変
更
を
加
え
て
い
な
い
｡
酎
助
犯
の
抽
象
的

危
険
犯
構
成
か
ら
は
､
両
者
で
判
断
構
造
を
変
え
る
必
要
が
な
い
と
い
.う
の
は
当
然
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
｡
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し
か
し
､
カ
ラ
ラ
ン
バ
キ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
､
ヘ
ル
ツ
ベ
ル
ク
は
何
を

｢援
助
｣
と
し
て
積
極
的
に
理
解
す
る
か
を
明
確
に
は
述
べ

(州
)

(1
)

て
お
ら
ず
､
ロ
ク
シ
ン
も
､
｢可
罰
性
の
限
界
が
は
っ
き
り
し
な
-
な
る
｣
と
批
判
を
加
え
て
い

る

｡

ま
た
､
イ

エ
シ
エ
ツ
ク
/
ヴ
ア
イ
ゲ

(椛
)

ン
ト
は
､
｢単
な
る
酎
助
の
未
遂
を
も
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
｣
と
し
て
､
同
説
を
批
判
し
て
い

る

｡

第
四
節

正

犯

行

為

説

一

正
犯
行
為
に
対
す
る
因
果
的
影
響
に
着
目
す
る
正
犯
行
為
説
は
､
外
延
部
分
に
不
分
明
な
と
こ
ろ
は
残
る
も
の
の
､
基
本
的
に
判
例

の
立
場
で
あ

っ
た
｡
学
説
に
お
い
て
は
､
イ
エ
シ
エ
ツ
ク
/
ヴ
ア
イ
ゲ
ン
-
な
ど
が
同
説
を
支
持
し
て
い
る
｡
イ
エ
シ
エ
ツ
ク
/
ヴ
ア
イ
ゲ

ン
ト
は
､
ド
イ
ツ
刑
法
二
七
条

一
項
が

｢援
助
を
行
う
｣
と
の
み
規
定
し
､
暫
助
の
手
段
を
限
定
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
､
｢他
者
の
故
意

行
為
を
故
意
に
促
進
す
る
こ
と
す
べ
て
が
酎
助
｣
に
当
た
る
と
し
た
う
え
で
､
｢促
進
｣
の
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
､
｢常
助
の
因
果
関
係

の
要
求
を
堅
持
｣
し
な
が
ら
も
､
｢封
助
が
正
犯
行
為
を
可
能
に
し
､
容
易
に
し
､
促
進
し
､
ま
た
は
強
め
た
こ
と
で
十
分
｣
で
あ
る
と
し

(
1-3)

て
い

る

｡

精
神
的
酎
助
に
つ
い
て
は
､
｢そ
れ
は
､
特
に
､
正
犯
者
の
行
為
意
思
の
強
化
に
よ
っ
て
行
わ
れ
う
る
｡
精
神
的
酎
助
は
､
正
犯

が
従
犯
に
よ
-
渡
さ
れ
た
道
具
を
利
用
し
な
か
っ
た
が
､
そ
の
影
響
に
よ
-
精
神
的
に
強
化
さ
れ
て
感
じ
た
場
合
に
考
慮
に
億
す
る
｣
と
述

＼州ゝ

べ
て
お
り
､
決
意
の
強
化
を
も

っ
て
因
果
関
係
を
認
め
る
判
例
に
も
見
ら
れ
た
枠
組
み
を
採

っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る

｡

例
え
ば
､
従
犯
が
正

犯
に
逃
走
車
を
用
意
し
た
が
､
所
為
の
際
に
正
犯
が
そ
れ
を
利
用
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
例
に
関
し
､
イ

エ
シ
エ
ツ
ク
/
ヴ
ア
イ
ゲ
ン
ト
は
､

[仙
u

場
合
に
よ
っ
て
､
精
神
的
酎
助
が
問
題
に
な
る
と
説
明
し
て
い

る

｡

ク
ラ
ー
マ
-
/
ハ
イ
ネ
は
､
不
作
為
犯
論
を
意
識
し
て
､
何
ら
か
の
積
極
的
な
作
為
の
な
い
単
な
る
同
意
で
は
酎
助
に
と

っ
て
十
分
で
な

い
と
す
る

l
方
で
､
精
神
的
暫
助
に
お
い
て
は
､
従
犯
が
彼
の
同
意
を
言
葉
で
表
現
し
､
正
犯
が

｢行
為
決
意
に
お
い
て
強
化
さ
れ
た
と
感

､州
､

じ
れ
ば
｣
十
分
で
あ
る
と
し
て
い

る

｡

も

っ
と
も
､
｢単
な
る
同
意
や
連
帯
の
表
現
は
､
行
為
決
意
が
十
分
に
強
化
さ
れ
な
い
の
で
､
十
分

で
な
い
｣
と
い
う
記
述
も
見
ら
れ
､
ま
た
､
固
-
決
意
し
て
い
る
正
犯
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
､
因
果
性
あ
る
い
は

｢法
的
に
重
要
な
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危
険
増
加
｣
が
な
い
の
で
封
助
が
成
立
し
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
｡
ど
の
よ
う
な
同
意
も
､
そ
れ
を
相
手
が
認
識
す
れ
ば
決
意
を
強
化
さ
れ

た
と
感
じ
う
る
こ
と
､
さ
ら
に
､
ど
の
部
分
か
ら
酎
助
の
余
地
が
な
い

｢固
い
決
意
｣
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
､
｢単
な

る
同
意
｣
と

｢酎
助
と
な
る
同
意
｣
と
の
限
界
に
つ
い
て
は
不
分
明
さ
が
残
る
と
い
え
よ
う
｡

二

封
助
の
因
果
関
係
の
内
容
と
し
て
､
正
犯
行
為
の
促
進
と
は
異
な
る
も
の
を
挙
げ
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
O
そ
の

一
つ
が
､
シ

ャ
ツ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
具
体
的
危
険
犯
説
で
あ
る
｡
同
説
は
､
可
罰
的
な
暫
助
は
正
犯
行
為
の
成
功
の
機
会
を
よ
-
高
め
た
場
合
に
存
在
す

る
､
そ
の
際
､
危
険
増
加
の
判
断
は
専
ら
事
前
的
に
行
う
､
す
な
わ
ち
､
｢行
為
の
時
点
に
お
い
て
｣
法
益
侵
害
の
危
険
が
増
加
し
て
い
れ

(
_-7)

ば
足
る
と
主
張
す

る

｡

正
犯
行
為
を
実
際
に
促
進
す
る
こ
と
は
要
せ
ず
､
促
進
す
る
可
能
性
が
事
前
に
存
在
す
れ
ば
十
分
と
す
る
点
に
特
色

･'州
,

が
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
､
ロ
ク
シ
ン
が
､
使
わ
れ
な
か
っ
た
合
鍵
の
交
付
と
い
っ
た
現
実
に
は
影
響
し
な
か
っ
た
寄

与
が
封
助
既
遂
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
反
面
､
行
為
場
所

へ
の
梯
子
の
運
搬
と
い
っ
た
現
実
に
行
為
を
促
進
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
他
の
代

(1-9
)

替
手
段
の
想
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
は
､
仮
定
的
因
果
関
係
の
考
慮
に
よ
-
不
可
罰
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
｡

シ
ャ
ッ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
､
精
神
的
酎
助
に
つ
い
て
､
｢結
果
と
の
関
係
を
必
要
と
す
る
ド
グ
マ
は
維
持
で
き
な
い
｣
と
主
張
し
て
い
る
｡

そ
の
理
由
と
し
て
､
す
で
に
犯
行
を
決
意
し
て
い
る
正
犯
が
､
封
助
行
為
に
よ
-

｢よ
-
安
心
し
て
｣
実
行
行
為
を
行

っ
た
と
い
う
状
況
が

あ

っ
て
も
､
そ
れ
は
条
件
関
係
の
意
味
に
お
い
て
結
果
に
対
す
る
原
因
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
の
う
え
で
彼
は
､

｢正
犯
が
､
従
犯
行
為
が
な
け
れ
ば
も
し
か
す
る
と
す
で
に
固
め
ら
れ
た
行
為
決
意
を
再
び
放
棄
す
る
か
も
し
れ
な
い
限
-
に
お
い
て
､
正

犯
意
思
の
因
果
的
な
強
化
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
『因
果
性
』
は
､
『強
化
的
な
』
酎
助
を
除
外
し
て
考
え
る
場
合
に
､
現
実
の
因
果
経
過

(
110)

と
仮
定
的
な
因
果
経
過
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
探
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
主
張
す

る

｡

続
い
て
､
具
体
的

･
抽
象
的
危
険
犯
説
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
同
説
は
フ
ォ
ー
ク
ラ
ー
が
主
張
す
る
も
の
で
あ
-
､
こ
の
見
解
に
よ
る
と
､
酎

(
111
)

助
行
為
は
正
犯
行
為
に
対
す
る
具
体
的
危
険
と
正
犯
結
果
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
の
両
方
を
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

る

｡

そ
の
理
由
は
､

以
下
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
｡
｢共
犯
者
は
法
益
を
侵
害
す
る
事
象
を
支
配
し
て
い
な
い
以
上
､
具
体
的
な
危
険
の
惹
起
を
基
準
に
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
｣
｡
正
犯
結
果
に
対
す
る
具
体
的
な
危
険
は
要
求
で
き
な
い
の
で
あ
-
､
｢せ
い
ぜ
い
正
犯
行
為
に
よ
る
法
益
侵
害
に
対
す
る

(112
)

共
同
影
響
の

一
般
的
な
適
性
を
基
準
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
と
ど
ま

る
｣

｡
他
方
､
｢従
犯
の
所
為
を
法
的
に
否
認
さ
れ
る
も
の
に
す
る
の

は

〔正
犯
と
の
〕
連
帯
で
あ
る
｣
が
､
そ
の

｢連
帯
は
､
従
犯
の
寄
与
と
正
犯
行
為
と
の
間
に
客
観
的
な
関
連
が
存
在
す
る
場
合
に
の
み
､

(113
)

暫
助
と
し
て
可
罰
的
に
な
る
｣
の
で
あ
り
､
正
犯
行
為
に
対
す
る
具
体
的
危
険
が
必
要
で
あ

る

､

と

(〔

〕
内
は
引
用
者
挿
入
)｡
こ
の
う
ち
､

正
犯
結
果
に
対
す
る
抽
象
的
危
険
と
は
､

一
般
的
に
見
て
結
果
の
共
同
惹
起
に
適
す
る
行
為
を
い
う
と
さ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
､
利
用
さ
れ

な
か
っ
た
援
助
行
為
で
あ

っ
て
も
､
正
犯
に
と

っ
て

一
般
的
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な
､
日
常
用
語
で
の
意
味
に
お
い
て

｢促
進
的
｣
と
い

(1-4
)

え
る
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
ば
十
分
と
な
る
｡
こ
の
部
分
は
､
具
体
的
危
険
犯
説
に
比
べ
て
可
罰
性
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な

い
｡

ま
た
､
正

犯
行
為
に
対
す
る
具
体
的
危
険
の
要
件
は
､
｢法
益
に
対
す
る
攻
撃
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
､
真
撃
に
期
待
さ
れ
う
る
見
込
み
｣
で
あ
る
と

(
115)

さ
れ
て
い

る

｡

精
神
的
暫
助
に
関
し
て
フ
ォ
ー
ク
ラ
ー
は
､
明
確
に
は
そ
の
要
件
を
述
べ
て
い
な
い
｡
た
だ
し
､
｢正
犯
が
提
供
さ
れ
た
援

助
を
拒
否
し
た
事
例
に
お
い
て
も
｣
､
｢計
画
さ
れ
た
封
助
は
犯
罪
構
成
要
件
を
惹
起
す
る
行
為
に
と

っ
て
､
危
険
創
出
の
意
味
に
お
い
て
仝

＼f･J

-
重
要
性
を
失
わ
な
い
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
､
決
意
の
強
化
は
要
求
さ
れ
ず
､
相
当
広
汎
に
精
神
的
酎
助
を
肯
定
す
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

三

ド
イ
ツ
に
お
け
る
正
犯
行
為
説
は
､
物
理
的
酎
助
に
お
い
て
は
正
犯
行
為
が
現
実
に
促
進
さ
れ
る
こ
と
､
あ
る
い
は
､
正
犯
行
為
の

危
険
を
事
前
的
に
増
加
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る

一
方
で
､
精
神
的
酎
助
に
お
い
て
は
p
決
意
の
強
化
を
も

っ
て

酎
助
を
認
め
る
な
ど
､
よ
-
緩
や
か
な
要
件
の
も
と
で
こ
れ
を
認
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
-

我
が
国
の
学
説
の
検
討
で
も
指

摘
し
た
よ
う
に
1

｢決
意
の
強
化
｣
を
も

っ
て
因
果
関
係
の
認
定
に
十
分
と
す
る
こ
と
は
､
精
神
的
封
助
の
成
立
範
閲
を
拡
大
さ
せ
､
物

理
的
常
助
が
成
立
し
な
い
場
合
の
受
け
皿
と
な
る
傾
向
が
濃
厚
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
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第
五
節

正

犯

結

果

説

i

正
犯
の
犯
行
か
ら
生
じ
る
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
を
要
求
す
る
正
犯
結
果
説
に
つ
い
て
､
各
見
解
が

｢結
果
｣
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
る
か
に
配
慮
し
な
が
ら
検
討
す
る
｡

因
果
関
係
レ
ベ
ル
で
は
結
果
を
具
体
化
し
て
考
察
す
る
ロ
ク
シ
ン
は
､
因
果
関
係
を
単
な
る
事
実
の
連
関
と
し
て
の
み
捉
え
､
酎
助
と
し

て
帰
寮
す
る
か
否
か
に
関
し
て
は
別
の
判
断
基
準
を
用
い
て
い
る
｡
具
体
化
さ
れ
た
結
果
に
対
す
る
促
進
的
関
係
､
す
な
わ
ち
危
険
増
加
の

有
無
が
そ
の
基
準
で
あ
る
と
す
る
｡
ロ
ク
シ
ン
は
､
物
理
的
暫
助
に
つ
い
て
､
酎
助
行
為
が
具
体
化
さ
れ
た
結
果
に
対
し
て
事
実
的
な
因
果

関
係
を
持

つ
こ
と
を
前
提
に
､
そ
の
行
為
が
結
果
､
す
な
わ
ち
法
益
侵
害
を
可
能
に
し
､
容
易
に
し
､
強
化
し
､
あ
る
い
は
成
功
を
保
障
し

(
117)

た
場
合
に
帰
責
さ
れ
る
と
す

る

｡

例
え
ば
､
正
犯
が
行
う
窃
盗
の
際
に
従
犯
が
見
蘇
-
を
行

っ
た
事
例
で
は
､
見
張
-
も
加
わ

っ
て
惹
起
さ

れ
た

｢
二
人
に
よ
る
窃
盗
｣
は
､
言
う
ま
で
も
な
-

二

人
に
よ
る
窃
盗
｣
よ
-
も
法
益
侵
害
の
発
生
の
危
険
を
高
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
､

(

3
)

見
張
り
は
酎
助
犯
に
当
た
る
と
い
う
の
で
あ

る

｡

正
犯
結
果
説
を
採
-
つ
つ
'
酎
助
犯
の
も
と
で
因
果
関
係
概
念
を
修
正
す
る
論
者
に
ク
ラ
ス
が
い
る
｡
ク
ラ
ス
は
､
こ
こ
で

｢流
入
あ
る

い
は
強
化
の
因
果
関
係
｣
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
｡
刑
法
上
の
負
貢
の
た
め
に
は
因
果
関
係
が
必
要
で
あ
-
､
酎
助
未
遂
と
暫
助
既
遂
の

･州
.=

区
別
も
､
正
犯
の
犯
行
に
よ
る
結
果
と
の
間
の
因
果
関
係
に
求
め
る
べ
き
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
､
教
唆
に
お
い
て
は
因
果
の
鎖
が
直
列
で
あ

る
た
め
条
件
関
係
が
問
題
な
-
肯
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
､
酎
助
に
お
い
て
は

｢正
犯
の
所
為
決
意
が
す
で
に
堅
い
た
め
､
暫
助
に
お
い
て

は
因
果
の
鎖
は
強
化
的
に
､
並
列
に
連
結
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
｣
か
ら
､
条
件
公
式
の
適
用
に
は
困
難
を
伴
う
｡
そ
の
例
と
し
て
ク
ラ
ス
は
､

四
本
の
ロ
ー
プ
で
岸
壁
に
係
留
さ
れ
て
い
る
船
か
ら

一
本
の
ロ
ー
プ
を
取
り
去
る
と
い
う
事
例
を
設
定
し
､
船
が
岸
壁
に
係
留
さ
れ
て
い
る

(
1-0)

と
い
う
事
実
は
四
本
の
ロ
ー
プ
に
よ
-
共
同
惹
起
さ
れ
て
い
る
が
､

l
本
を
取
-
去

っ
て
も
係
留
の
事
実
は
な
-
な
ら
な
い
と
説
明
す

る
｡

こ
の
よ
う
に
ク
ラ
ス
は
､
ロ
ク
シ
ン
の
よ
う
に
結
果
を
具
体
的
に
は
捉
え
ず
､
ま
た
､
代
替
原
因
を
考
慮
し
て
因
果
関
係
判
断
を
行
う
｡
そ
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の
う
え
で
､
物
理
的
酎
助
に
お
い
て
は
､
酎
助
行
為
に
よ
-
正
犯
に
よ
る
結
果
の
惹
起
が
加
速
さ
れ
､
構
成
要
件
現
実
化
の
確
実
性
が
高
め

(
1-1)

ら
れ
､
事
象
経
過
に
大
き
な
程
度
の
影
響
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
､
酎
助
の
既
遂
が
成
立
す

る

｡

こ
の
よ
う
に
因
果
概
念
を
再
構
成
す
る
こ

と
に
よ
-
､
判
例
の
促
進
公
式
を
実
質
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
､
と
ク
ラ
ス
は
主
張
す
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
ザ
ム
ゾ
ン
は
､
ク
ラ
ス
が
結

果
を
具
体
的
に
捉
え
て
い
な
い
点
､
代
替
原
因
を
考
慮
し
て
い
る
点
で
条
件
公
式
の
原
則
に
反
し
て
お
-
､
こ
の
原
則
に
従
う
限
-
､
因
果

(
1-2)

関
係
概
念
を
修
正
す
る
必
要
は
な
い
と
指
摘
す

る

｡

ま
た
大
越
教
授
も
､
｢流
入
あ
る
い
は
強
化
の
因
果
関
係
｣
と
い
う
概
念
の
内
容
を
仔

(i_?-!}

細
に
検
討
す
れ
ば
､
ド
イ
ツ
判
例
の
促
進
公
式
以
上
に
明
確
で
か
つ
実
質
的
な
基
準
を
提
供
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
と
批
判
し
て
い

る

｡

酎
助
の
因
果
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
-
､
ド
イ
ツ
刑
法
二
七
条
の

｢援
助

〔H
ilfe)｣
と
い
う
文
言
を
重
視
す
る
見
解
も
唱
え
ら
れ
て
い

る
｡
カ
ラ
ラ
ン
バ
キ
ス
は
､
因
果
関
係
の
問
題

一
般
に
対
す
る
基
本
姿
勢
と
し
て
､
結
果
を
法
的
に
重
要
な
も
の
と
観
念
し
､
そ
れ
に
対
す

る
条
件
公
式
に
基
づ
-
因
果
関
係
が
必
要
だ
と
す
る
｡
そ
の
う
え
で
､
暫
助
犯
に
お
い
て
は

｢具
体
的
な
最
終
結
果
の
因
果
的
な
共
同
惹

(1-4
)

起
｣
お
よ
び

｢援
助
｣
の
各
要
件
に
よ
-
､
帰
責
の
範
囲
を
限
定
す
る
と
主
張
す

る

｡

カ
ラ
ラ
ン
バ
キ
ス
に
よ
れ
ば
､
｢援
助
｣
は
､
行
為

の
可
能
化
､
容
易
化
､
強
化
､
保
障
と
い
う
基
準
に
従

っ
て
判
断
さ
れ
､
促
進
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
､
酎
助
の
構
成
要
件
該
当
性

({
･z)

が
否
定
さ
れ
る
と
す

る

｡

シ
ユ
ペ
ン
デ
ル
も
､
条
件
公
式
を
利
用
す
る
際
具
体
的
で
法
的
に
重
要
な
構
成
要
件
的
結
果
だ
け
を
考
え
､
代
替

原
因
を
付
け
加
え
な
い
と
し
た
う
え
で
､
(条
件
関
係
で
は
な
-
)
確
実
性
に
境
を
接
す
る
蓋
然
性
で
足
-
る
と
す
る
修
正
を
認
め
､
さ
ら
に

(
1-6
)

法
規
の
文
言
で
あ
る

｢援
助
｣
に
よ
る
限
定
を
試
み
て
い

る

｡

こ
れ
に
対
し
て
大
越
教
授
は
､
｢援
助
す
る
｣
に
当
た
る
か
否
か
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
と
し
て
因
果
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
因
果
関
係
を

｢援
助
｣
要
件
に
よ
-
限
定
す
る
の
は
論
理
が
逆
で
あ
る
､

(
1-7)

シ
ユ
ペ
ン
デ
ル
の
主
張
す
る
条
件
公
式
の
修
正
に
は
問
題
が
あ
る
､
な
ど
と
批
判
し
て
い

る

｡

〓

以
上
で
紹
介
し
た
見
解
は
精
神
的
封
助
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
物
理
的
暫
助
に
お
い
て
は
危
険
増
加
を
も

っ
て

､t:.])

因
果
関
係
の
認
定
に
必
要
か
つ
十
分
と
述
べ
て
い
た
ロ
ク
シ
ン
で
あ
る

が

､

精
神
的
暫
助
に
お
い
て
は
､
行
為
決
意
の
強
化
が

｢構
成
要
件

的
行
為
の
強
化
に
至
る
限
り
､
因
果
関
係
は
明
白
で
あ
る
｣
と
し
､
そ
の
例
と
し
て
､
｢傷
害
に
際
し
て
､
傍
の
人
間
が
た
き

つ
け
る
よ
う
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に
叫
ん
だ
こ
と
に
よ
-
､
正
犯
が
よ
り
激
し
-
､
長
-
被
害
者
を
殴

っ
た
場
合
､
〔外
的
な
行
為
の
姿
の
修
正
が
あ
る
た
め
､〕
可
罰
的
な
精
神

的
酎
助
が
成
立
す
る
｣
(〔

〕
内
は
引
用
者
挿
入
)
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
｡
し
か
も
､
｢外
的
な
行
為
の
姿
の
修
正
｣
が
な
い
場
合
で
も
､
｢精

神
的
な
影
響
が
証
明
可
能
な
形
で
行
為
決
意
を
安
定
さ
せ
る
場
合
､
例
え
ば
従
犯
が
正
犯
の
た
め
ら
い
を
取
-
除
き
､
あ
る
い
は
更
な
る
動

(
1-9)

機
の
提
供
に
よ
-
行
為
決
意
を
変
更
不
能
に
す
る
場
合
に
も
､
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
｣
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ

る

｡

な

ぜ
な
ら
､
｢構
成
要
件
的
行
為
の
強
化
｣
で
あ
れ
､
｢行
為
決
意
を
変
更
不
能
に
す
る
こ
と
｣
で
あ
れ
､
そ
こ
で
は
､
正
犯
に
よ
る
犯
罪
の
結

果
に
対
す
る
関
係
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ロ
ク
シ
ン
は
､
物
理
的
酎
助
と
精
神
的
暫
助
の
間
で
､
判
断
枠
組
み
を
大
き
く

変
え
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡

精
神
的
暫
助
に
お
け
る
判
断
枠
組
み
の
変
更
は
ク
ラ
ス
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
ク
ラ
ス
は
､
精
神
的
酎
助
の
要
件
と
し
て
､

(
1-0)

｢正
犯
の
決
意
を
固
め
､
強
化
し
､
〔犯
行
の
〕
中
止
を
防
ぐ
こ
と
｣
を
挙
げ
て
お

-

(〔

〕
内
は
引
用
者
挿
入
)､
そ
こ
で
は
､
物
理
的
酎
助

で
立
て
て
い
た

｢結
果
の
惹
起
の
加
速
｣
や

｢事
象
経
過

へ
の
大
き
な
程
度
の
影
響
付
与
｣
に
触
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
判
断
枠
組
み
の
変
更
に
つ
い
て
ロ
ク
シ
ン
は
､
精
神
的

｢常
助
は
､
所
為
を
条
件
づ
け
る
決
意
を

(共
同
で
)
惹
起
す
る
こ

(･3
]

と
に
よ
-
､
間
接
的
に
結
果
に
と
っ
て
因
果
的
で
あ
る
｣
と
い
う
理
由
を
挙
げ
て
､
正
当
化
を
試
み
て
い

る

｡

し
か
し
､
｢所
為
を
条
件
づ

け
る
決
意
を
惹
起
｣
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
は
酎
助
で
は
な
-
て
教
唆
で
は
な
い
か
と
の
疑
問
が
生
じ
よ
う
｡
ロ
ク
シ
ン
が
結
果
を
具
体

化
し
て
考
察
す
る
立
場
に
立
つ
こ
と
を
考
慮
し
て
､
仮
に
こ
の
表
現
が

｢正
犯
の
具
体
的
な
行
為
態
様
に
つ
き
､
そ
の
決
意
を
惹
起
す
る
｣

と
い
う
よ
う
に
解
釈
し
た
と
し
て
も
､
正
犯
の
行
為
態
様
に
対
す
る
決
意
の
惹
起
を
も

っ
て
法
益
侵
害
の
危
険
が
増
加
し
た
と
い
う
の
は
擬

制
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
精
神
的
常
助
を
巡
る
ロ
ク
シ
ン
や
ク
ラ
ス
の
見
解
は
､
正
犯
の
決
意
の
強
化
あ
る
い
は
安
定
化
を
も

っ
て
十
分
と

す
る
点
で
正
犯
行
為
説
に
接
近
し
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
精
神
的
酎
助
に
お
け
る
因
果
関
係
の
あ
り
方
と
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
は
､

先
に
正
犯
行
為
説
に
関
し
て
言
及
し
た
よ
う
に
､
疑
義
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡

ロ
ク
シ
ン
ら
と
は
異
な
-
､
カ
ラ
ラ
ン
バ
キ
ス
は
､
物
理
的
酎
助
と
精
神
的
封
助
で
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み
を
差
異
化
し
て
い
な
い
｡
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(
1-2
)

し
た
が

っ
て
､
精
神
的
暫
助
の
成
立
範
囲
は
著
し
-
狭
ま
る
こ
と
に
な

る

が
､
こ
れ
を
教
唆
犯
を
認
め
る
こ
と
で
カ
バ
ー
し
よ
う
と
し
た
点

に
彼
の
見
解
の
特
色
が
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
教
唆
に
つ
い
て
､
第
三
者
の
影
響
が
行
為
遂
行
の
た
め
の
唯

l
の
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
こ
と

ま
で
は
要
求
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
､
複
数
の

｢決
定
的
な
決
意
惹
起
｣
の
並
存
を
認
め
る
｡
そ
の
う
え
で
､
犯
罪
を
遂
行
す
る
意
思
に

(
1-3)

対
し
て
モ
メ
ン
-
を
提
供
し
た
場
合
が
教
唆
で
あ
る
と
し
て
い

る

｡

し
か
し
､
｢複
数
の
教
唆
｣
を
認
め
る
の
は
､
従
来
で
あ
れ
ば
暫
助
に

止
ま
る
事
例
を
教
唆
に
し
て
し
ま
う
点
で
妥
当
と
は
言
い
に
-
い
｡
今
後
の
検
討
を
要
す
る
も
の
の
､
従
来
の
枠
組
み
を
大
き
-
変
え
る
点

で
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

第

六

節

小

揺

I

本
章
で
は
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
状
況
を
概
観
し
た
｡
ド
イ
ツ
の
判
例
は
､
現
在
に
至
る
ま
で
酎
助
行
為
が
正
犯

の
惹
起
す
る
結
果
に
対
し
て
因
果
関
係
を
持

つ
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
､
正
犯
の
実
行
行
為
を
現
実
に
促
進
す
る
こ
と
で
十
分
と
す
る
正
犯
行

為
説
に
立

っ
て
き
た
｡
精
神
的
暫
助
に
お
い
て
､
そ
れ
は

｢行
為
決
意
の
強
化
｣
と
い
う
形
を
と
-
､
正
犯
に
高
め
ら
れ
た
安
全
感
を
与
え

れ
ば
精
神
的
封
助
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
の
た
め
､
正
犯
に
よ
る
犯
行
の
現
場
に
存
在
し
た
だ
け
で
鞘
助
犯
と
す
る
判
決
も
現
れ
た

が
､
近
時
､
消
極
的
な
裁
判
例
も
少
な
か
ら
ず
登
場
し
､
微
妙
な
状
況
に
あ
る
｡

学
説
に
お
い
て
は
､
人
の
内
心
に
お
け
る
因
果
関
係
を
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
､
あ
る
い
は
､
精
神
的
封
助
の
処
罰
は
ド
イ
ツ
刑
法
二

七
条
の
捉
え
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
な
ど
と
し
て
精
神
的
酎
助
の
可
罰
性
を
否
定
す
る
見
解
が
見
ら
れ
た
｡
こ
れ
に
対
し
て
は
､
付
加
的
な
動

機
を
提
供
し
た
場
合
な
ど
に
は
正
犯
の
決
意
に
対
す
る
因
果
関
係
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
､
刑
法
二
七
条
は
精
神
的
な
方
法
で
正
犯
の
所

為
を
間
接
的
に
促
進
す
る
場
合
も
含
ん
で
い
る
と
い
っ
た
反
論
が
提
起
さ
れ
て
い
た
｡

精
神
的
暫
助
の
因
果
関
係
に
関
し
て
は
､
我
が
国
と
同
様
､
抽
象
的
危
険
犯
説
､
正
犯
行
為
説
､
正
犯
結
果
説
が
対
立
し
て
い
た
｡
抽
象

的
危
険
犯
説
で
は
､
精
神
的
封
助
に
お
い
て
も
'
あ
-
ま
で

一
般
的
な
意
味
で
援
助

(H
itfe)
に
当
た
る
も
の
の
提
僕
が
あ
れ
ば
十
分
と
さ
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れ
た
の
で
あ
る
が
､
｢援
助
｣
の
中
身
が
明
ら
か
で
な
い
と
の
批
判
を
受
け
た
｡
正
犯
行
為
説
で
は
､
正
犯
行
為
の
現
実
の
促
進
を
要
求
す

る
説
や
危
険
犯
説
な
ど
様
々
な
見
解
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
､
精
神
的
酎
助
に
関
し
て
は
､
基
本
的
に

｢決
意
の
強
化
｣
が
あ
れ
ば
十
分
と

す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
｡
正
犯
結
果
説
も
多
様
に
唱
え
ら
れ
る
も
の
の
､
精
神
的
酎
助
に
お
い
て
は

｢決
意
の
強
化
｣
で
足
-
る
と
す
る
見

解
が
多
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
｡

二

正
犯
行
為
説
は
､
精
神
的
酎
助
に
お
け
る
因
果
関
係
を

｢決
意
の
強
化
｣
と
す
る
の
で
あ
る
が
､
そ
の
内
容
が
明
確
と
は
い
い
が
た

-
､
抽
象
的
危
険
犯
説
の
よ
う
に
広
-
精
神
的
酎
助
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
危
険
が
あ
る
こ
と
は
､
我
が
国
の
判
例

∴
字
説
の
検
討
で
指
摘

し
た

(第
二
章
第
五
節
)｡
判
例
の
中
に
は
､
さ
ら
に
犯
行
現
場
に
存
在
し
た
こ
と
を
も
っ
て
精
神
的
暫
助
を
認
め
た
も
の
も
存
在
す
る
が
､

そ
れ
は
不
作
為
犯
の
処
罰
に
お
け
る
作
為
義
務
の
要
求
を
潜
脱
し
て
処
罰
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
-
､
尉
助
の
成
立
範
囲
の
不
適
切

な
拡
大
の
危
険
を
い
わ
ば
例
証
す
る
も
の
だ
と
い
え
よ
う
｡

正
犯
結
果
説
は
､
物
理
的
酎
助
に
お
い
て
は
具
体
的
結
果
に
対
す
る

(事
後
的
)
危
険
増
加
を
要
求
し
た
-
､
因
果
関
係
概
念
を
修
正
し

た
り
し
て

｢結
果
｣
と
の
因
果
関
係
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
が
､
精
神
的
酎
助
に
お
い
て
は
そ
の
主
張
を

忘
貝
さ
せ
て
お
ら
ず
､
｢決
意
の

強
化
｣
で
十
分
で
あ
る
と
し
て
､
判
断
枠
組
み
を
大
き
-
変
更
さ
せ
て
い
る
｡
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
説
得
的
な
も
の
が
提
示
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
加
え
､
｢決
意
の
強
化
｣
と
い
う
判
断
枠
組
み
自
体
に
つ
い
て
も
､
正
犯
行
為
説
や
判
例
に
対
す
る
の
と
同
様
の
批
判
を

向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
｡

三

学
説
の
多
-
が
決
意
の
強
化
を
も

っ
て
精
神
的
酎
助
を
肯
定
す
る
理
由
と
し
て
､
や
は
-
法
則
性
の
不
知
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
し
か
し
､

我
が
国
の
判
例

･
学
説
の
検
討
で
も
指
摘
し
た
と
お
-

(第
二
章
第
五
節
)､
だ
か
ら
精
神
的
酎
助
に
お
け
る
因
果
関
係
の
内
容
が

｢決
意
の

強
化
｣
で
よ
い
と
す
る
の
は
論
理
の
飛
躍
で
あ
-
､
な
お
詰
め
る
べ
き
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
こ
の
点
を
精
密
に
論
じ
る
た
め
に
は
､
人

間
の
内
心
に
お
け
る

｢因
果
関
係
｣
､
す
な
わ
ち
心
理
的
因
果
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
こ
で
次

章
で
は
､
心
理
的
因
果
関
係
の
内
容

･
構
造
を
深
-
分
析
し
て
精
神
的
封
助
の
要
件
論
に
活
か
そ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
や
イ
ギ
リ
ス
の
議
論
を



821号6巻1
1

61

参
照
し
て
､
さ
ら
に
精
神
的
暫
助
の
考
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を
深
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こ
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と
思
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｡
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