
民
　
族
　
共
　
同
　
体
　
と
　
法
（
七
）

N
A
T
l
O
N
A
L
S
O
N
I
A
L
I
S
M
U
S
あ
る
い
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「
法
」
な
き
支
配
体
制

南

第
一
章
　
民
族
共
同
体
の
建
設
－
「
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
人
、
一
人
一
人
を
わ
れ
わ
れ
の
理
想
に
合
致
し
た
鋳
型
に
入
れ
て
鋳
直
す
」

一
戦
い
の
第
二
段
階

二
　
運
命
共
同
体
の
建
設
　
Ⅰ
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
七
巻
第
三
号
、
第
四
号
、
第
三
八
巻
第
一
・
二
号
、
第
三
九
巻
第
一
号
）

三
　
運
命
共
同
体
の
建
設
　
H

H
民
族
の
敵
に
対
す
る
対
内
戦
争

日
共
同
体
と
犯
罪
（
以
上
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
二
号
）

日
共
同
体
と
刑
罰
（
『
法
経
研
究
』
第
三
九
巻
第
三
号
）

佃
常
習
犯
罪
者
と
保
安
処
分
（
本
号
）

囲
　
常
習
犯
罪
者
と
保
安
処
分

「
共
同
体
秩
序
に
自
ら
を
接
合
さ
せ
る
意
思
、
あ
る
い
は
能
力
を
も
た
な
い
者
」
と
し
て
、
共
同
体
の
統
一
と
団
結
の
保
護
の
た
め
、

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

同
体
か
ら
「
排
除
」
さ
れ
、
「
淘
汰
」
さ
れ
る
べ
き
「
種
的
変
質
者
」
は
、
。
L
a
n
d
e
s
く
e
r
r
警
e
r
。
や
「
民
族
の
害
虫
」
に
代
表
さ
れ
る
、
「
裏

切
者
」
に
限
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
「
常
習
犯
罪
者
」
、
「
道
徳
犯
罪
者
」
、
「
少
年
犯
罪
者
」
等
、
共
同
体
の
敵
と
し
て
、
た
と
え
直
接
共
同
体

の
安
全
、
あ
る
い
は
民
族
の
精
神
的
世
界
観
的
な
統
一
と
団
結
の
破
壊
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
主
と
し
て
自
己
の
内
面
的

な
「
犯
罪
的
性
向
（
H
a
n
g
）
」
　
－
　
そ
れ
が
遺
伝
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
、
習
慣
等
後
天
的
な
原
因
に
よ
る
も
の
で
あ

れ
　
ー
　
に
も
と
づ
い
て
民
族
同
胞
に
危
害
を
加
え
、
多
く
の
場
合
、
刑
罰
が
効
果
を
も
た
ず
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
刑
罰
を
科
し
え
ず
、
そ

の
結
果
、
同
種
の
犯
罪
を
繰
り
返
し
、
共
同
体
の
厄
介
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
法
秩
序
お
よ
び
政
治
指
導
部
に
対
す
る
民
族
同
胞
の
信
頼
を

脅
か
し
、
ひ
い
て
は
結
果
と
し
て
共
同
体
の
統
一
と
団
結
を
破
壊
し
か
ね
な
い
彼
ら
も
ま
た
、
奉
仕
と
自
己
犠
牲
を
民
族
同
胞
の
「
血
」
に

根
ざ
し
た
ド
イ
ツ
人
と
し
て
の
本
性
的
義
務
で
あ
る
と
す
る
共
同
体
の
中
に
あ
っ
て
、
「
種
的
変
質
者
」
の
も
う
一
つ
の
、
お
そ
ら
く
は
量
的

に
は
よ
り
重
要
な
類
型
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
民
族
の
裏
切
者
に
劣
ら
ず
、
常
習
犯
罪
者
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ら
犯
罪
者
か

ら
共
同
体
を
い
か
に
効
果
的
に
保
護
す
る
か
が
、
新
た
な
立
法
者
に
と
っ
て
緊
急
に
解
決
を
要
す
る
も
う
一
つ
の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一
九
三
三
年
二
月
二
四
日
、
ラ
イ
ヒ
政
府
の
手
に
よ
り
制
定
さ
れ
、
翌
年
一
月
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
た
『
危
険
な
常
習
犯
罪
者
に
対
す

る
法
律
、
並
び
に
保
安
及
び
矯
正
処
分
に
関
す
る
法
律
』
は
、
そ
の
た
め
の
最
初
の
立
法
措
置
で
あ
っ
た
。
「
有
責
的
行
為
に
対
す
る
処
罰
の

中
に
、
将
来
の
刑
法
の
す
べ
て
の
課
題
を
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
え
な
い
こ
と
で
あ
る
」
、
こ
の
リ
ー
チ
ュ
の
言
葉
の
中
に
、
新
た
な
『
法
律
』

の
基
本
精
神
・
出
発
点
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
彼
は
続
け
て
い
う
、
「
行
為
者
が
自
己
の
不
法
を
購
罪
し
、
将

来
的
に
正
し
い
行
い
を
す
べ
く
導
か
れ
る
と
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
。
公
益
を
私
益
に
優
先
さ
せ
る
べ
き
法
秩
序
に
と
っ
て
、
侵
害

さ
れ
た
法
秩
序
の
再
建
、
行
為
者
の
善
導
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
こ
と
は
、
刑
法
に
と
っ
て
の
一
つ
の
新
た
な
課
題
、

即
ち
、
民
族
共
同
体
の
維
持
・
保
全
を
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
無
罪
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た
精
神
病
者
が
、
す
ぐ
さ
ま
釈
放
さ
れ
、
再
び



新
た
な
災
い
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
子
供
に
対
し
暴
行
を
加
え
る
と
い
っ
た
忌
ま
わ
し
い
性
癖
を
払
拭
し

き
れ
な
い
道
徳
犯
罪
者
が
、
刑
期
を
終
え
た
後
た
だ
ち
に
新
た
な
犠
牲
者
と
し
て
罪
も
な
い
子
供
を
物
色
し
ょ
う
と
し
た
り
、
押
し
込
み
強

盗
を
職
業
と
す
る
者
が
、
刑
務
所
を
出
た
後
、
有
能
な
警
察
官
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
る
ま
で
、
次
々
と
新
た
な
『
仕
事
』
を
行
っ
た
り
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
民
族
共
同
体
の
利
益
と
合
致
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
民
族
共
同
体
は
、
自
己
を
共
同
体
に
接

合
し
ょ
う
と
し
な
い
人
間
に
対
し
、
自
ら
の
権
利
を
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
警
察
が
彼
を
逮
捕
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
ま
で
、

自
己
の
犯
罪
的
性
向
の
ま
ま
に
生
き
、
全
体
を
犠
牲
に
す
る
権
利
は
誰
に
も
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
彼
ら
の
存
在
が
共
同
体

に
と
っ
て
危
険
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
彼
ら
が
悪
用
し
て
き
た
権
利
や
利
益
を
、
民
族
共
同
体
が
奪
い
と
っ
た
と
し
て
も
、
彼
ら

は
不
平
を
言
え
る
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
刑
法
典
は
、
そ
れ
故
、
〔
行
為
者
の
責
任
の
存
在
を
前
提
と
し
、
か
つ
当
該
行
為
に
対
す
る
応

報
と
し
て
の
〕
刑
罰
と
な
ら
ん
で
、
〔
将
来
の
犯
罪
行
為
を
予
防
す
る
た
め
、
行
為
者
の
も
つ
危
険
性
に
則
し
た
〕
保
安
お
よ
び
矯
正
の
処
分

を
予
め
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
刑
罰
一
元
主
義
」
の
立
場
か
ら
、
犯
罪
お
よ
び
犯
罪
者
に
対
す
る
闘
争
手
段
と
し
て
た
だ
「
刑
罰
」
し
か
知
ら
ず
、
そ
の
た
め
、
一
方

で
、
明
白
に
そ
の
こ
と
が
予
見
で
き
る
場
合
で
あ
れ
、
犯
罪
行
為
の
発
生
を
手
を
洪
い
て
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
で
、
刑
罰
が
効
果

を
発
揮
し
な
い
、
あ
る
い
は
刑
罰
を
科
し
え
な
い
犯
罪
分
肢
に
対
し
、
共
同
体
保
護
の
観
点
か
ら
、
何
ら
有
効
な
対
抗
策
を
と
り
え
な
か
っ

た
従
来
の
『
刑
法
典
』
の
も
つ
「
明
白
な
欠
鉄
を
補
充
」
し
、
か
つ
「
共
同
体
を
害
す
る
犯
罪
お
よ
び
犯
罪
者
に
対
す
る
有
効
な
闘
争
の
た

め
の
法
律
的
根
拠
の
設
置
を
求
め
る
緊
急
に
差
し
迫
っ
た
要
請
」
に
応
え
る
べ
く
、
新
た
に
「
二
元
主
義
」
の
原
則
を
は
じ
め
て
『
刑
法
典
』

に
導
入
し
た
『
法
律
』
は
、
ま
ず
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
に
対
す
る
闘
争
手
段
と
し
て
、
刑
事
司
法
に
対
し
、
二
つ
の
手
段
を
新
た
に
提

供
す
る
に
至
っ
た
。
即
ち
、
第
二
〇
条
a
に
お
け
る
「
刑
罰
の
加
重
」
と
、
第
四
二
条
巳
に
お
け
る
「
保
安
監
置
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
．

「
既
に
二
回
有
罪
の
確
定
判
決
を
受
け
た
者
が
、
新
た
な
故
意
行
為
に
よ
り
、
自
由
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
諸
行
為
の

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
二

全
体
的
評
価
の
結
果
、
危
険
な
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
新
た
な
行
為
に
対
し
、
よ
り
重
き
刑
罰
が
定
め
ら
れ

て
い
な
い
限
り
、
五
年
以
下
の
重
懲
役
を
科
し
、
ま
た
新
た
な
行
為
が
、
右
の
刑
罰
の
加
重
な
く
し
て
も
重
罪
で
あ
る
時
、
一
五
年
以
下
の

重
懲
役
を
科
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
の
加
重
は
、
過
去
の
二
回
の
有
罪
判
決
が
、
重
罪
ま
た
は
故
意
に
よ
る
軽
罪
を
理
由
と
し
て
宣

告
さ
れ
、
か
つ
い
ず
れ
の
有
罪
判
決
に
お
い
て
も
、
死
刑
、
重
懲
役
、
あ
る
い
は
六
カ
月
以
上
の
軽
懲
役
が
科
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
す
る
。
」
こ
れ
が
、
第
二
〇
条
a
第
一
項
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
一
項
が
、
「
二
回
の
有
罪
の
確
定
判
決
」
を
前
提
と
し
て
い
た
の
に

対
し
、
「
多
く
の
実
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
常
習
犯
罪
者
が
何
年
に
も
わ
た
っ
て
法
の
網
を
く
ぐ
り
抜
け
、
悪
行
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ

と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
前
に
有
罪
判
決
に
よ
り
警
告
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
で
、
か
か
る
犯
罪
者
に
対
す
る
無
害
化
の

手
段
を
差
し
控
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
安
全
と
合
致
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
の
観
点
か
ら
、
『
法
律
』
は
、
第
二

項
と
し
て
、
以
下
の
項
目
を
追
加
、
即
ち
、
「
少
く
と
も
三
回
の
故
意
行
為
を
行
い
、
か
つ
諸
行
為
の
全
体
的
評
価
の
結
果
、
行
為
者
が
危
険

な
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
裁
判
所
は
、
第
一
項
に
挙
げ
ら
れ
た
そ
の
他
の
前
提
が
充
足
さ
れ
な
く
と
も
、
個
々

の
行
為
に
対
し
同
様
に
刑
罰
を
加
重
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」

そ
れ
で
は
、
「
常
習
犯
罪
者
」
と
は
い
か
な
る
犯
罪
者
を
い
う
の
か
。
『
法
律
』
自
体
は
何
も
語
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
が
、

消
極
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
機
会
犯
罪
者
」
、
即
ち
、
「
そ
れ
ま
で
非
の
打
ち
ど
こ
ろ
の
な
い
生
活
を
送
り
な
が
ら
、
激
情
に
か
ら
れ
、
あ
る

い
は
万
や
む
を
え
な
い
状
況
の
た
め
、
自
己
の
本
来
の
性
質
と
は
無
縁
な
可
罰
的
行
為
を
犯
す
に
至
り
、
そ
れ
が
彼
の
人
生
の
悔
や
み
切
れ

な
い
一
挿
話
を
な
す
」
、
そ
う
し
た
犯
罪
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
フ
ォ

ン
・
リ
ス
ト
以
来
周
知
と
な
っ
た
、
か
か
る
区
別
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
、
常
習
犯
罪
者
を
積
極
的
に
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
、
「
性

格
的
な
素
質
に
も
と
づ
き
、
あ
る
い
は
習
慣
的
行
為
に
よ
り
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
内
面
的
性
向
に
も
と
づ
き
、
繰
り
返
し
犯
罪
を
行
い
、

か
つ
ま
た
繰
り
返
し
犯
罪
を
行
う
傾
向
を
も
つ
人
格
を
い
う
」
と
。



し
か
し
、
行
為
者
は
、
た
だ
単
に
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
「
危
険
」
な
常
習
犯
罪
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
の
点
に
関
し
、
客
観
的
立
場
か
ら
、
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
た
だ
ち
に
「
危
険
」
な
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

の
見
解
が
成
り
立
ち
え
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
「
再
犯
の
可
能
性
の
存
在
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
」
と
の
立
場

を
採
用
、
即
ち
、
「
こ
の
危
険
は
特
別
な
程
度
に
お
い
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
再
犯
の
危
険
性
が
と
り
わ
け
明
白
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
単
な
る
可
能
性
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
犯
罪
行
為
の
繰
り
返
し
、
な
ら
び
に
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
犯
罪
的
意
思
の
執
拗
さ
、

強
さ
に
鑑
み
、
彼
が
今
後
も
有
す
る
で
あ
ろ
う
犯
罪
的
性
向
に
よ
り
、
将
来
も
ま
た
犯
罪
を
繰
り
返
し
、
法
的
平
和
の
重
大
な
破
壊
を
も
た

ら
す
に
ち
が
い
な
い
と
の
一
定
の
蓋
然
性
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
彼
が
、
将
来
、
重
大
な
法
益
を
侵
害
し
、
あ
る

い
は
、
危
険
の
特
別
な
程
度
を
意
味
す
る
犯
罪
的
手
段
を
使
用
し
、
あ
る
い
は
、
同
様
の
犯
罪
的
力
を
発
揮
し
、
そ
の
結
果
、
法
的
平
和
に

と
っ
て
特
別
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
の
た
め
の
確
か
な
根
拠
が
必
要
と
な
る
。
」

こ
う
し
た
「
危
険
性
」
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
刑
罰
の
存
在
根
拠
、
あ
る
い
は
加
重
根
拠
と
し
て
、
「
常
習
性
」
の
概
念
を
、
従
来
の
『
刑

法
典
』
が
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
貨
幣
の
裁
断
、
磨
削
、
そ
の
他
の
方
法
に
お
い
て
価
値
を
減
じ
ら
れ
た
貨
幣
を
、

「
常
習
的
に
価
値
の
完
全
な
貨
幣
と
し
て
流
通
さ
せ
た
者
」
に
対
し
軽
懲
役
を
規
定
し
た
第
一
五
〇
条
、
あ
る
い
は
、
「
常
習
的
に
贈
物
故
買

を
行
っ
た
者
」
に
対
し
一
〇
年
以
下
の
重
懲
役
を
規
定
し
た
第
二
六
〇
条
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
両
者
の
相
異
は
誰
の
眼
に
も
明
白

で
あ
る
」
と
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
い
う
、
「
従
来
の
刑
法
に
お
い
て
は
、
常
習
性
は
、
犯
罪
行
為
の
実
行
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
対
し
、
常
習

犯
罪
者
の
場
合
、
行
為
者
の
人
格
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
故
、
従
来
の
刑
法
が
常
習
性
と
い
う
概
念
を
用
い
る
場
合
、
こ
の
メ
ル
ク
マ
ー

ル
は
、
も
っ
ぱ
ら
犯
罪
行
為
の
実
行
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
に
対
し
、
新
た
な
条
項
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
、
行
為
者
の
人
格
と
結
び
つ
い

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
常
習
性
の
原
因
は
、
犯
罪
行
為
の
実
行
の
中
に
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。
『
常
習
性
』
と
い
う
概
念
は
、
犯
罪
者
の

内
的
本
質
の
傾
向
、
一
つ
の
心
的
状
態
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
。
、
…
…
繰
り
返
し
へ
の
性
向
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
…
…
そ
れ
故
、
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常
習
犯
罪
者
は
人
格
で
あ
る
。
」
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
行
為
者
が
、
加
重
さ
れ
た
刑
罰
非
難
を
受
け
る
の
は
、
繰
り
返
し
犯
罪
を
行
っ

た
か
ら
で
は
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
彼
が
、
自
ら
の
人
格
的
本
性
に
て
ら
し
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
」
こ
と
を
明
ら
か
な
ら
し

め
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
「
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
、
行
為
で
は
な
く
、
行
為
者
で
あ
る
」
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
行
為
は
、
行
為
者
の
犯

罪
人
格
の
単
な
る
徴
表
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
同
じ
よ
う
に
「
行
為
者
人
格
」
が
刑
法
評
価
の
対
象
と
さ
れ
な
が
ら
、
危
険
な
常
習
犯
罪
者
が
、
前
々
節
で
紹
介
し
た
こ
L
a
n
．

d
e
S
責
r
誉
r
素
「
民
族
の
害
虫
」
等
と
は
異
な
る
行
為
者
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
メ
ツ
ガ
ー
や
ダ
ー
ム
が
指
摘
す
る
通
り

で
あ
っ
た
。
後
者
の
場
合
、
「
忠
誠
義
務
違
反
」
の
中
に
犯
罪
の
規
定
的
本
質
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
行
為
者
の
全
体
人
格
に
対
す
る
刑

法
的
評
価
が
不
可
欠
で
あ
る
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
行
為
者
類
型
の
想
定
は
、
民
族
共
同
体
の
存
在
、
お
よ
び
そ
こ
か

ら
生
ず
る
す
べ
て
の
民
族
同
胞
に
対
す
る
規
範
的
要
請
、
即
ち
、
「
共
同
体
へ
の
忠
誠
」
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
限
り
、
こ
れ
ら
の
類
型
が
、
「
規
範
的
行
為
者
類
型
」
、
「
社
会
的
行
為
者
類
型
」
、
あ
る
い
は
、
有
責
的
な
構
成
要
件
の
実
現
が
原
則
と

し
て
行
為
者
の
当
該
行
為
者
類
型
へ
の
該
当
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
「
構
成
要
件
的
行
為
者
類
型
」
の
名
で
呼
ば
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
は
、
刑
法
的
、
犯
罪
学
的
に
明
ら
か
に
こ
れ
ら
と
は
異
な
る
内
容
と
性
格
を
持
つ
類

型
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
の
刑
法
非
難
の
眼
目
は
、
共
同
体
に
対
す
る
忠
誠
義
務
違
反
に
あ
っ
た

ゎ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
む
し
ろ
、
一
九
世
紀
の
末
以
来
、
自
然
科
学
の
影
響
の
下
、
一
般
に
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
犯

罪
学
的
行
為
者
類
型
」
こ
そ
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。
行
為
者
は
、
忠
誠
義
務
違
反
の
故
に
で
は
な
く
、
「
犯
罪
学
的
」
な
こ
S
？
S
e
i
n
ミ
こ

の
場
合
は
、
「
犯
罪
へ
の
性
向
」
を
理
由
に
、
刑
罰
威
嚇
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、
単
な
る
構
成
要
件
の
充
足
だ

け
で
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
形
で
、
「
行
為
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
行
為
者
の
犯
罪
的
本
質
、
犯
罪
へ
の
性
向
、
つ
ま
り
は
、
た
え
ず
新
た
に
犯
罪

活
動
へ
の
興
味
を
生
じ
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
繰
り
返
し
犯
罪
を
行
わ
せ
し
め
る
、
そ
う
し
た
行
為
者
の
人
格
の
中
に
根
ざ
し
た
内
的
な
犯
罪



的
態
度
の
表
現
で
あ
り
、
結
果
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
、
単
に
『
法
律
』

が
「
諸
行
為
の
全
体
的
評
価
」
を
求
め
て
い
た
か
ら
だ
け
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
犯
罪
的
性
向
が
「
行
為
者
の
人
格
を
構
成
し
、

人
格
の
核
を
な
し
、
人
格
の
構
造
を
規
定
し
」
、
そ
の
結
果
、
繰
り
返
さ
れ
た
犯
罪
行
為
が
、
「
い
か
に
も
当
人
の
人
格
に
て
ら
し
、
彼
に
と
っ

て
ふ
さ
わ
し
い
、
ま
㌢
に
彼
な
ら
ば
」
と
い
え
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
問
題
の
中
心
が
、
行
為

者
の
「
犯
罪
学
的
な
人
格
的
本
性
の
あ
り
様
（
S
？
S
e
i
n
）
」
そ
れ
自
体
に
あ
り
、
か
つ
、
行
為
者
の
「
犯
罪
人
格
」
そ
れ
自
体
が
、
加
重
さ

れ
た
刑
罰
非
難
の
根
拠
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
疑
問
の
余
地
は
な
か
っ
た
。

共
同
体
保
護
の
観
点
か
ら
見
た
場
合
、
刑
罰
威
嚇
の
加
重
の
目
的
が
、
執
拗
な
再
犯
へ
の
傾
向
を
抑
圧
し
、
共
同
体
の
安
全
を
保
護
す
る

こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
な
い
に
せ
よ
、
か
か
る
加
重
さ
れ
た
刑
罰
に
よ
っ
て
も
、
常
習
犯
罪
者
の
も
つ
危
険
か
ら

共
同
体
を
完
全
に
保
護
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
多
く
の
場
合
自
己
の
内
面
的
性
向
に
も
と
づ
い
て
犯
罪
を
繰
り

返
す
と
さ
れ
る
彼
ら
に
あ
っ
て
、
刑
罰
威
嚇
が
有
効
な
働
き
を
す
る
こ
と
は
一
般
に
期
待
し
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加

重
さ
れ
た
刑
罰
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
時
間
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
共
同
体
に
と
っ
て
危
険
な
常
習
犯
罪

者
で
あ
れ
、
所
定
の
刑
期
を
終
了
し
さ
え
す
れ
ば
、
再
び
共
同
体
に
舞
い
戻
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
手
に
し
た
自
由
を
彼
ら
が
再

び
新
た
な
犯
罪
の
た
め
に
悪
用
し
な
い
と
い
う
保
障
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。
終
身
刑
、
あ
る
い
は
死
刑
の
宣
告
が
、
唯

一
有
効
な
対
抗
手
段
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
曲
が
り
な
り
に
も
、
一
切
の
刑
罰
は
犯
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
対
す
る

応
報
で
あ
。
購
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
原
則
を
あ
く
ま
で
維
持
し
ょ
う
と
す
る
限
り
、
両
者
の
間
に
均
衡
が
保
た
れ
る
わ
ず
か
な
場

合
を
除
き
、
一
般
的
に
は
そ
う
し
た
手
段
を
と
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
『
法
律
』
は
、
第
四
二
条

e
に
お
い
て
、
『
刑
法
典
』
の
中
に
初
め
て
「
保
安
処
分
」
の
措
置
を
導
入
、
即
ち
、
「
第
二
〇
条
a
に
よ
り
危
険
な
常
習
犯
罪
者
と
し
て
有

罪
宣
告
を
受
け
た
者
に
つ
き
、
公
の
安
全
が
そ
の
こ
と
を
必
要
と
す
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
刑
罰
と
あ
わ
せ
て
保
安
監
置
を
命
ず
る
。
」
保
安
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一
〇
六

監
置
の
根
拠
と
目
的
は
、
明
ら
か
に
刑
罰
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
過
去
の
有
責
的
行
為
に
対
す
る
購
罪
で
は
な
く
、

「
刑
罰
に
よ
っ
て
は
改
善
不
可
能
な
」
、
「
変
質
し
、
あ
る
い
は
堕
落
し
た
」
行
為
者
の
内
面
的
性
向
に
由
来
す
る
、
「
共
同
体
に
対
す
る
現
在

す
る
慢
性
的
危
険
」
か
ら
の
共
同
体
の
保
護
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
「
保
安
監
置
は
、
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
、
自
由
刑
の
執
行
に
よ
り

自
己
の
行
為
を
腰
罪
し
た
後
、
こ
れ
を
監
置
し
、
無
害
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
更
な
る
可
罰
的
行
為
か
ら
民
族
共
同
体
を
保
護
す
る
こ
と
を

目
的
と
㌶
も
の
で
あ
る
」
、
一
九
三
四
年
五
月
一
四
日
の
『
自
由
刑
の
執
行
、
並
び
に
自
由
剥
奪
を
伴
っ
た
保
安
及
び
矯
正
処
分
の
執
行
に

関
す
る
命
令
』
第
三
章
第
一
六
条
は
そ
の
よ
う
に
い
う
、
「
監
置
の
絶
対
的
に
確
実
で
あ
る
こ
と
と
逃
走
の
防
止
の
目
標
は
、
本
人
の
特
別
な

危
険
性
を
考
慮
し
、
容
赦
な
く
こ
れ
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
の
監
置
の
期
間
は
、
共
同
体
の
保
護
が
要
求
す
る
限
り
、
無
制
限

で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
四
二
条
！
は
規
定
す
る
、
「
収
容
は
そ
の
目
的
の
必
要
と
す
る
間
継
続
す
る
。
…
…
保
安
監
置
に
は
期
間
の
制
限
は
な

い
。
」
た
だ
し
、
同
時
に
、
収
容
の
継
続
に
関
し
以
下
の
制
限
が
設
け
ら
れ
て
い
る
、
「
右
の
処
分
に
あ
っ
て
は
、
裁
判
所
は
、
〓
疋
の
期
間

の
経
過
以
前
に
、
そ
の
都
度
、
収
容
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
た
か
否
か
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
こ
の
期
間
は
三
年
と
す
る
。

審
査
の
結
果
、
収
容
の
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
被
収
容
者
の
釈
放
を
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
し

か
し
、
第
四
二
条
h
の
規
定
に
よ
る
限
り
、
こ
の
釈
放
も
ま
た
、
「
収
容
の
条
件
付
停
止
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
「
被
釈
放
者
が
釈
放
後
の
自

ら
の
行
態
に
よ
り
、
処
分
の
目
的
上
、
新
た
な
収
容
の
必
要
性
を
明
ら
か
な
ら
し
め
、
か
つ
処
分
の
執
行
が
い
ま
だ
時
効
に
か
か
ら
な
い
場

合
、
裁
判
所
は
釈
放
を
取
り
消
す
。
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
「
公
益
は
私
益
に
優
先
す
る
」
と
の
ナ
チ
ズ
ム
の
根
本
思
想
の
具
体
化
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
既
に
自
己
の
犯
し
た

罪
の
償
い
を
終
え
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
た
、
い
ま
だ
具
体
的
な
犯
罪
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
だ
共
同
体
の

安
全
の
保
護
を
目
的
に
、
再
犯
の
「
蓋
然
性
」
さ
え
認
め
ら
れ
れ
ば
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
は
、
「
自
由
の
剥
奪
」
、
そ
れ
も
共
同
体
が
必

要
と
す
る
限
り
、
一
生
涯
そ
う
し
た
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
だ
か
ら
。
「
こ
う
し
た
処
分
が
、
刑
罰
と
な
ら
ん
で
、
あ
る
い
は
刑



罰
を
こ
え
て
、
行
為
者
に
加
え
ら
れ
る
一
つ
の
悪
で
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
承
知
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
い
う
、

「
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
か
か
る
処
分
を
実
行
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
国
家
が
、
真
面
目
な
、
そ
し
て
法
律
に
忠
実
な
民
族
同
胞
を
、
共

同
体
に
自
己
を
組
み
入
れ
よ
う
と
し
な
い
犯
罪
者
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
断
固
決
意
し
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
正
義
の
観
点
か
ら
し
て
、

共
同
体
の
た
め
に
犠
牲
に
捧
げ
ら
れ
る
べ
き
は
、
真
面
目
な
民
族
同
胞
で
は
な
く
、
共
同
体
に
と
っ
て
危
険
の
震
源
と
な
る
当
の
者
に
他
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」

「
危
険
な
覚
習
犯
罪
者
」
同
様
、
彼
自
身
の
有
す
る
犯
罪
的
人
格
の
故
に
、
そ
の
存
在
自
体
が
共
同
体
の
安
全
に
と
っ
て
大
き
な
脅
威
と

な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
罰
を
科
し
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
不
十
分
な
刑
罰
し
か
科
し
え
な
い
「
責
任
無
能
力
者
」
お
よ
び
「
限
定
責
任

能
力
者
」
に
対
し
、
『
法
律
』
は
、
第
四
二
条
b
に
お
い
て
、
新
た
に
保
安
処
分
の
一
つ
と
し
て
「
療
養
所
ま
た
は
看
護
所
へ
の
収
容
」
を
規

定
。
『
刑
法
典
』
が
、
従
来
、
責
任
主
義
の
立
場
か
ら
、
第
五
一
条
に
お
い
て
、
犯
行
当
時
、
行
為
者
が
、
「
意
識
喪
失
」
、
あ
る
い
は
「
精
神

作
用
の
病
的
障
害
」
に
よ
り
、
「
自
由
な
意
思
決
定
の
能
力
」
を
欠
い
て
い
た
場
合
、
「
可
罰
的
行
為
は
存
在
せ
ず
」
と
す
る
だ
け
で
、
放
免

後
た
だ
ち
に
新
た
な
犯
罪
行
為
を
行
う
お
そ
れ
の
あ
る
精
神
病
者
等
の
有
害
な
犯
罪
分
肢
か
ら
、
共
同
体
の
安
全
を
保
護
す
る
た
め
の
何
ら

の
措
置
の
可
能
性
も
裁
判
官
に
与
え
て
い
な
か
っ
た
の
に
対
し
、
『
法
律
』
は
、
ま
ず
第
五
一
条
に
大
幅
な
修
正
を
追
加
、
「
責
任
無
能
力
」

の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
従
来
明
文
の
規
定
が
存
在
し
な
か
っ
た
「
限
定
責
任
能
力
」
に
関
す
る
条
項
を
新
た
に
設
け
た
上
で
、
「
民

族
共
同
体
の
保
護
」
と
、
「
責
任
無
能
力
者
」
お
よ
び
「
限
定
責
任
能
力
者
」
に
対
す
る
「
治
療
」
な
ら
び
に
彼
ら
の
「
法
律
に
適
い
秩
序
あ

る
生
活
へ
の
矯
正
」
を
目
的
に
、
第
四
二
条
b
に
お
い
て
、
「
公
の
安
全
が
そ
の
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
」
、
「
行
為
者
の
全
体
人
格
の
評
価
」

に
も
と
づ
き
、
「
責
任
無
能
力
者
」
に
対
し
て
は
、
刑
罰
に
代
わ
っ
て
、
ま
た
、
「
限
定
責
任
能
力
者
」
に
対
し
て
は
、
刑
罰
と
あ
わ
せ
て
、

「
期
間
の
制
限
な
く
」
、
「
療
養
所
ま
た
は
看
護
所
へ
の
収
容
を
命
じ
る
」
こ
と
と
し
た
。

「
刑
事
統
計
の
示
す
通
り
、
一
般
に
可
罰
的
行
為
を
行
う
傾
向
を
有
し
、
そ
の
た
め
し
ば
し
ば
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
恒
常
的
な
危
険
の

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）
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一
〇
八

淵
源
を
な
す
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
「
責
任
無
能
力
」
、
あ
る
い
は
「
限
定
責
任
能
力
」
の
故
に
、
刑
罰
を
免
れ
、
あ
る
い
は
軽
減

さ
れ
て
き
た
「
ア
ル
コ
ー
ル
飲
用
者
」
お
よ
び
「
麻
酔
剤
飲
用
者
」
に
つ
き
、
『
法
律
』
は
、
裁
判
官
に
対
し
、
新
た
に
刑
罰
の
執
行
と
保
安

処
分
の
実
行
と
い
う
二
つ
の
闘
争
手
段
を
提
供
。
即
ち
、
「
故
意
ま
た
は
過
失
に
も
と
づ
き
、
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
ま
た
は
そ
の
他
の
麻
酔
剤
を

飲
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
責
任
能
力
（
第
五
一
条
第
一
項
）
を
阻
却
す
る
酷
酎
状
態
に
自
己
を
お
い
た
者
、
か
か
る
状
態
に
お
い
て
刑
罰
で

も
っ
て
威
嚇
さ
れ
た
行
為
を
行
っ
た
場
合
、
二
年
以
下
の
軽
懲
役
ま
た
は
罰
金
に
処
す
」
、
こ
れ
が
第
三
三
〇
条
a
の
規
定
で
あ
っ
た
。
さ
ら

に
、
第
四
二
条
C
は
、
「
完
全
酷
酎
」
の
故
に
第
三
三
〇
条
a
に
よ
り
有
罪
を
宣
告
さ
れ
た
者
を
含
め
、
そ
の
他
、
「
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
ま
た

は
そ
の
他
の
麻
酔
剤
を
常
習
的
に
過
度
に
摂
取
す
る
者
が
、
酷
酎
中
に
行
っ
た
重
罪
ま
た
は
軽
罪
、
あ
る
い
は
か
か
る
常
習
と
原
因
結
果
の

関
係
に
あ
る
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
故
に
有
罪
を
言
い
渡
さ
れ
た
」
場
合
、
「
当
人
を
し
て
、
法
律
に
適
い
秩
序
あ
る
生
活
に
習
熟
さ
せ
る
」
こ

と
を
目
的
に
、
「
裁
判
所
は
、
必
要
な
場
合
、
酒
癖
者
矯
正
所
ま
た
は
禁
断
療
法
所
へ
の
収
容
を
刑
罰
と
あ
わ
せ
て
命
ず
る
」
も
の
と
規
定
。

「
浮
浪
者
」
、
「
乞
食
」
、
「
常
習
営
利
淫
行
者
」
、
「
労
働
忌
避
者
」
等
、
一
般
に
「
消
極
的
受
動
的
な
内
面
的
性
向
」
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら

れ
、
生
活
へ
の
意
欲
を
欠
き
、
自
ら
の
パ
ン
を
名
誉
あ
る
労
働
に
よ
っ
て
得
よ
う
と
す
る
傾
向
に
き
わ
め
て
乏
し
く
、
そ
の
た
め
、
常
習
犯

罪
者
の
よ
う
に
と
り
わ
け
て
「
社
会
に
対
し
敵
対
的
な
人
物
（
A
n
－
i
s
O
N
i
a
－
2
）
」
で
は
な
い
に
せ
よ
、
し
か
し
、
「
共
同
体
に
と
っ
て
厄
介
で

負
担
と
な
る
存
在
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
反
社
会
的
人
物
（
A
s
O
～
i
a
－
2
）
」
に
対
し
て
は
、
『
刑
法
典
』
が
、
従
来
、
第
三
六

一
条
に
お
い
て
、
〓
疋
の
条
件
の
下
に
彼
ら
の
行
為
に
対
し
「
拘
留
」
を
規
定
す
る
と
と
も
に
、
第
三
六
二
条
に
お
い
て
、
裁
判
所
に
、
刑

罰
の
言
い
渡
し
と
同
時
に
、
刑
の
終
了
後
の
ラ
ン
ト
警
察
官
庁
へ
の
「
付
託
」
を
選
択
的
に
許
可
、
警
察
官
庁
は
、
「
二
年
以
下
の
期
間
労
働

留
置
所
へ
収
容
し
、
ま
た
は
公
益
的
労
働
に
使
用
す
る
権
限
を
有
す
る
」
と
し
て
き
た
が
、
こ
れ
に
対
し
、
『
法
律
』
は
、
第
四
二
条
d
に
お

い
て
、
「
労
働
を
強
制
し
、
か
つ
法
律
に
適
い
秩
序
あ
る
生
活
に
習
熟
せ
し
め
る
」
こ
と
を
目
的
に
、
裁
判
所
に
直
接
保
安
処
分
の
措
置
の
実

行
を
許
可
、
「
裁
判
所
は
、
必
要
な
場
合
、
刑
罰
と
あ
わ
せ
て
、
労
働
留
置
所
へ
の
収
容
を
命
ず
る
。
…
…
労
働
不
能
者
は
、
こ
れ
を
ア
ジ
ー



ル
へ
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
さ
ら
に
、
第
四
二
条
f
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
収
容
を
二
段
階
に
分
け
て
行
う
も
の
と
し
た
。
即
ち
、
主

と
し
て
「
矯
正
」
を
目
的
と
す
る
二
年
以
下
の
収
容
、
お
よ
び
こ
の
収
容
が
十
分
な
効
果
を
発
揮
し
な
か
っ
た
場
合
の
、
主
と
し
て
「
共
同

体
の
保
護
の
た
め
の
友
社
会
的
人
物
の
隔
離
」
を
目
的
と
す
る
、
場
合
に
よ
っ
て
は
生
涯
継
続
す
る
と
こ
ろ
の
収
容
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

「
病
的
、
ま
た
は
変
質
的
性
衝
動
」
に
よ
り
性
犯
罪
を
繰
り
返
し
、
あ
る
い
は
重
大
な
犯
罪
を
犯
す
「
危
険
な
道
徳
犯
罪
者
」
に
つ
き
、

彼
ら
の
も
つ
「
性
衝
動
」
を
無
害
化
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
者
の
更
な
る
道
徳
犯
罪
か
ら
共
同
体
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

『
法
律
』
は
、
第
四
二
条
k
に
お
い
て
、
以
下
の
三
つ
の
場
合
に
つ
き
、
「
裁
判
所
は
、
判
決
当
時
、
満
三
歳
以
上
に
達
し
た
男
性
に
対
し
、
・

刑
罰
と
あ
わ
せ
て
、
去
勢
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
も
の
と
規
定
。
即
ち
、
「
強
制
猥
喪
、
凌
辱
、
小
児
に
対
す
る
猥
喪
、
強
姦
（
第
一
七

六
条
な
い
し
第
一
七
八
条
）
、
あ
る
い
は
性
衝
動
の
刺
激
ま
た
は
満
足
の
た
め
に
行
わ
れ
た
公
然
の
猥
襲
行
為
ま
た
は
身
体
傷
害
に
関
す
る
軽

罪
ま
た
は
重
罪
（
第
一
八
三
条
、
第
二
二
三
条
な
い
し
第
二
二
六
条
）
の
故
に
、
六
カ
月
以
1
の
自
由
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
に
し
て
、

既
に
一
度
同
一
の
行
為
に
よ
り
自
由
刑
の
確
定
判
決
を
受
け
た
こ
と
が
あ
り
、
か
つ
、
行
為
の
全
体
的
評
価
の
結
果
、
危
険
な
道
徳
犯
罪
者

で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
な
っ
た
」
場
合
、
「
少
く
と
も
二
種
類
以
1
の
行
為
に
よ
り
、
一
年
以
上
の
自
由
刑
の
言
い
渡
し
を
受
け
、
た
と
え
同

様
の
行
為
に
よ
り
い
ま
だ
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
ざ
る
も
、
行
為
の
全
体
的
評
価
の
結
果
、
危
険
な
道
徳
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と

な
っ
た
」
場
合
、
「
性
衝
動
の
刺
激
ま
た
は
満
足
の
た
め
に
行
わ
れ
た
謀
殺
（
第
二
＝
条
な
い
し
第
三
五
条
）
の
故
に
、
有
罪
の
言
い
渡

し
を
受
け
た
」
場
合
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

「
保
安
監
置
」
か
ら
始
ま
り
、
「
去
勢
」
に
至
る
こ
れ
ら
一
連
の
保
安
処
分
の
目
的
が
、
「
行
為
者
の
犯
罪
人
格
」
に
定
位
し
、
行
為
者
の

危
険
性
の
態
様
に
応
じ
た
形
で
、
彼
ら
の
も
つ
将
来
的
な
危
険
を
「
無
害
化
」
な
ら
し
め
、
そ
れ
に
よ
り
、
「
民
族
共
同
体
の
安
全
を
保
護
す

る
」
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
司
法
当
局
に
宛
て
た
一
九
三
八
年
三
月
三
日
付
け
の
『
回
状
』
が
冒
頭
に
お
い
て
改
め

て
確
認
し
て
い
る
通
り
で
あ
っ
た
、
即
ち
、
「
法
律
の
目
的
は
、
時
宜
を
得
た
保
安
お
よ
び
矯
正
処
分
に
よ
り
、
行
為
者
の
人
格
に
て
ら
し
予

民
族
共
同
体
と
法
（
七
）
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二
〇

見
さ
れ
う
る
重
大
な
犯
罪
行
為
に
対
抗
し
、
真
面
目
な
民
族
同
胞
の
共
同
体
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
。
」
し
か
し
、
当
時
、
刑
法
学
、
犯
罪

学
、
あ
る
い
は
人
種
学
の
領
域
に
お
い
て
、
保
安
処
分
諸
象
と
な
る
犯
罪
分
肢
の
も
つ
こ
S
？
S
e
i
n
こ
の
原
因
を
、
一
般
に
彼
ら
の
「
遺
伝
的

変
質
」
の
中
に
求
め
よ
う
と
す
る
見
解
が
支
配
的
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
保
安
処
分
は
、
同
時
に
、
ま
っ
た
く
新
た
な
意
味
と
機
能
を

獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
先
の
『
回
状
』
は
、
危
険
な
常
習
犯
罪
者
に
対
す
る
保
安
監
置
の
処
分
に
つ
き
、

以
下
の
指
示
を
与
え
て
い
た
、
「
犯
罪
者
の
犯
行
が
、
改
善
不
可
能
な
遺
伝
的
性
格
特
性
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
た
場
合
、
そ
の
者
の
存
在
は
、

通
例
、
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
恒
常
的
な
危
険
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
あ
っ
て
は
、
保
安
監
置
は
原

則
と
し
て
終
身
の
も
の
と
す
る
。
」
む
ろ
ん
、
「
共
同
体
に
と
っ
て
恒
常
的
な
危
険
」
が
、
こ
こ
で
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
犯
罪
的
な
そ
れ
を

意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
『
理
由
書
』
が
、
「
保
安
処
分
の
適
用
を
受
け
る
べ
き
者
の
大
多
数
は
、
民

族
に
と
っ
て
負
担
と
な
る
劣
等
な
子
孫
を
残
す
こ
と
に
よ
っ
て
も
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
と
な
る
」
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
危
険
」
は
同
時
に
「
人
種
生
物
学
」
的
な
そ
れ
を
も
含
む
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
限
り
、
危

険
な
常
習
犯
罪
者
の
終
身
の
監
置
は
、
単
に
更
な
る
犯
罪
か
ら
の
共
同
体
の
保
護
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
同
時
に
、
「
追
放
」
、
つ
ま
り
、

。
L
a
n
d
e
S
責
r
誉
r
ぶ
「
民
族
の
害
虫
」
等
、
北
方
人
と
し
て
の
種
的
特
性
を
喪
失
し
た
「
裏
切
者
」
に
対
し
刑
罰
と
し
て
科
せ
ら
れ
た
あ

の
「
追
放
」
と
、
結
果
的
に
、
同
じ
意
味
と
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
共
同
体
の
中
で
の
生
殖
活
動
の

可
能
性
の
剥
奪
」
と
、
そ
れ
に
よ
る
変
質
し
た
遺
伝
的
素
質
の
「
淘
汰
」
、
お
よ
び
「
品
種
改
良
」
と
い
う
人
種
生
物
学
的
な
意
味
と
機
能
が

そ
れ
で
あ
っ
た
。
同
様
の
こ
と
は
、
そ
の
収
容
が
終
身
に
及
ぶ
可
能
性
を
も
つ
、
「
責
任
無
能
力
者
」
、
「
限
定
責
任
能
力
者
」
に
対
す
る
「
療

養
所
ま
た
は
看
護
所
へ
の
収
容
」
、
「
反
社
会
的
人
物
」
に
対
す
る
「
労
働
留
置
所
ま
た
は
ア
ジ
ー
ル
へ
の
収
容
」
、
さ
ら
に
は
よ
り
端
的
な
形

で
、
「
危
険
な
道
徳
犯
罪
者
」
に
対
す
る
「
去
勢
」
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。

も
っ
と
も
、
『
理
由
書
』
は
、
「
遺
伝
病
を
有
す
る
犯
罪
者
か
ら
生
ま
れ
る
劣
等
な
子
孫
か
ら
、
民
族
全
体
を
保
護
す
る
課
題
は
、
優
生
学



の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
あ
。
、
刑
法
の
そ
れ
で
は
な
い
」
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い
た
し
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
も
ま

た
、
保
安
処
分
を
人

（
3
5
）

種
衛
生
学
的
な
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
を
、
『
法
律
』
の
本
来
の
趣
旨
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
と
し
て
拒
否
し
て
い
た
。
し
か
し
、
た
と

え
そ
う
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ
は
、
保
安
処
分
の
主
た
る
目
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。
保
安
処
分
が
結
果
と
し
て
右

に
挙
げ
た
機
能
を
営
む
こ
と
は
、
こ
れ
ま
た
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
グ
ラ
イ
ス
バ
ッ
ハ
は
、
既
に
、
一
九
三
二
年
の

l
K
V
の
会
議
の
報
告
の
中
で
、
「
新
た
な
運
動
が
保
安
処
分
に
反
対
の
立
場
を
と
る
と
見
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
誤
っ
た
こ
と
で
あ
る
」
と
し

た
上
で
、
こ
の
処
分
導
入
の
根
拠
に
関
連
し
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
、
即
ち
、
「
有
害
者
を
民
族
共
同
体
か
ら
排
除
し
、

そ
の
他
、
生
殖
の
可
能
性
を
彼
ら
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
場
合
、
こ
れ
ら
の
手
段
を
と
る
こ
と
を
何
ら
躊
躇
す
る
も
の
で
は

な
い
。
」
あ
る
い
は
、
シ
エ
ー
フ
ァ
ー
等
に
よ
る
『
法
律
』
の
注
釈
は
、
「
望
ま
し
く
な
い
子
孫
の
誕
生
の
防
止
」
を
、
明
確
に
保
安
監
置
の

処
分
の
「
目
的
の
三
で
あ
る
」
と
位
置
づ
け
、
ま
た
去
勢
に
つ
い
て
も
、
「
な
る
ほ
ど
、
〔
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
い
う
よ
う
に
〕
人
種
生
物
学

的
目
的
は
去
勢
が
命
じ
ら
れ
る
た
め
の
独
立
の
根
拠
と
は
な
。
え
な
い
も
の
の
、
し
か
し
、
そ
れ
は
、
〔
『
遺
伝
病
的
子
孫
の
防
止
に
関
す
る

法
律
』
等
に
よ
。
今
日
実
施
さ
れ
て
い
る
〕
計
画
的
な
人
種
衛
生
学
的
措
置
を
望
ま
し
い
仕
方
で
補
完
す
る
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
る
」
こ

と
を
は
っ
き
。
と
確
認
し
て
い
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
保
安
処
分
が
、
「
改
善
不
可
能
な
変
質
・
堕
落
し
た
犯
罪
者
の
後
を
継
ぐ
べ
き
子
孫
の

膵
卵
所
を
干
上
が
ら
せ
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
も
、
犯
罪
に
対
す
る
闘
争
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
見
解
は
、
多
く
の
刑
法
学
者
、
人
種

衛
生
学
者
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
（
㌍
そ
の
後
の
事
態
の
展
開
、
た
と
え
ば
一
九
三
七
年
二
月
三
〇
日
の
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
『
回
状
』

が
、
「
囚
人
の
遺
伝
的
素
質
等
の
計
画
的
調
査
」
の
遂
行
と
、
「
そ
の
調
査
結
果
の
刑
事
司
法
へ
の
利
用
」
を
目
的
に
、
「
犯
罪
生
物
学
的
調
査

の
た
め
の
機
関
の
設
置
」
を
命
令
、
そ
の
調
査
対
象
と
し
て
、
少
年
犯
罪
者
等
と
な
ら
ん
で
、
「
保
安
お
よ
び
矯
正
、
あ
る
い
は
去
勢
の
処
分

を
言
い
渡
さ
れ
た
者
」
を
挙
げ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
一
九
三
九
年
五
月
二
四
日
の
ラ
イ
ヒ
内
務
大
臣
の
『
匙
』
が
、
一
九
三
九
年
七
月
一

日
に
ラ
イ
ヒ
刑
事
警
察
局
に
設
置
さ
れ
る
「
青
少
年
犯
罪
に
対
す
る
闘
争
の
た
め
の
ラ
イ
ヒ
中
央
機
関
」
の
任
務
と
し
て
、
「
犯
罪
へ
の
遺
伝

民
族
共
同
体
と
法
（
七
）
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二
二

的
素
因
を
有
す
る
小
児
及
び
青
少
年
に
対
す
る
刑
事
警
察
に
よ
る
監
視
」
を
挙
げ
、
「
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
先
ず
第
言
対
象
と
さ
れ
る
べ

き
は
職
業
犯
罪
者
お
よ
び
常
習
犯
罪
者
の
子
孫
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
事
等
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
『
法
律
』
の
中
に
、
「
犯
罪
、
お
よ

び
犯
罪
者
に
対
す
る
生
物
学
的
闘
争
の
開
始
」
を
兄
い
出
し
た
と
し
て
、
決
し
て
的
外
れ
で
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
現
に
シ
ュ
ヴ
ァ

ル
ツ
と
ノ
ア
ッ
ク
は
、
『
第
三
ラ
イ
ヒ
の
立
法
』
の
中
で
、
「
自
己
の
民
族
を
劣
等
な
諸
人
種
か
ら
隔
離
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
自
己
の

人
種
の
劣
等
な
要
素
、
堕
落
し
た
要
素
を
選
択
淘
汰
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
種
、
即
ち
、
血
の
共
同
体
を
可
能
な
限
り
、
改
善
し
、
か
つ
純

化
す
る
」
こ
と
が
、
新
た
な
政
治
指
導
部
の
課
題
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
「
望
ま
し
か
ら
ざ
る
分
肢
の
淘
汰
の
た
め
の
第
一
歩
が
以
下
の
法
律

に
よ
り
踏
み
出
さ
れ
た
」
と
し
て
、
『
帰
化
の
取
り
消
し
と
国
籍
剥
奪
に
関
す
る
法
律
』
、
『
遺
伝
病
的
子
孫
の
防
止
の
た
め
の
法
律
』
と
な
ら

ん
で
、
こ
の
『
常
習
犯
罪
者
法
』
を
挙
げ
て
い
た
。

完
三
三
年
＝
月
二
四
日
の
『
法
律
』
に
よ
り
口
火
を
切
ら
れ
た
犯
罪
学
的
こ
S
？
S
e
i
n
こ
に
対
す
る
「
人
種
生
物
学
的
闘
争
」
は
、
大
戦

中
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
時
刑
法
」
の
一
貫
と
し
て
制
定
さ
れ
た
一
連
の
法
律
・
命
令
の
中
で
決
定
的
な
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、

「
少
年
重
大
犯
罪
者
」
を
中
心
と
す
る
少
年
犯
罪
者
に
関
す
る
一
九
三
九
年
一
〇
月
四
日
、
一
九
四
一
年
九
月
一
〇
日
の
二
つ
の
『
命
令
』

と
一
九
四
三
年
＝
月
六
日
の
『
法
律
』
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
お
よ
び
「
道
徳
犯
罪
者
」
に
関
す
る
一
九
四
一
年
九
月
四
日
の
『
改
正

法
』
　
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。

一
九
三
九
竺
〇
月
四
日
の
『
重
大
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
保
護
の
命
令
』
は
、
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
「
犯
行
の
際
一
六
歳
以
上
の

少
年
」
に
対
し
、
検
察
官
は
、
「
成
人
に
対
す
る
公
判
及
び
決
定
に
つ
き
管
轄
権
を
有
す
る
裁
判
所
に
対
し
て
も
控
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
」
も
の
と
し
、
第
二
項
に
お
い
て
、
か
か
る
場
合
、
裁
判
所
は
、
「
行
為
者
が
、
当
人
の
精
神
的
道
徳
的
発
達
に
て
ら
し
、
一
八
歳
以
上

の
者
と
同
一
視
さ
れ
、
か
つ
犯
行
に
際
し
明
ら
か
に
さ
れ
た
特
別
に
非
難
す
べ
き
犯
罪
的
心
性
、
ま
た
は
民
族
の
保
護
が
そ
の
こ
と
を
要
求

す
る
場
合
、
成
人
に
対
し
定
め
ら
れ
た
刑
罰
、
な
ら
び
に
保
安
お
よ
び
矯
正
の
処
分
を
科
す
」
も
の
と
規
定
。
一
九
四
一
年
九
月
一
〇
日
の



『
少
年
に
対
す
る
不
定
期
刑
の
宣
告
に
関
す
る
命
令
』
は
、
第
一
条
第
一
項
に
お
い
て
、
少
年
の
犯
し
た
行
為
に
つ
き
、
「
九
カ
月
以
上
の
軽

懲
役
が
求
め
ら
れ
、
か
つ
、
刑
の
執
行
中
に
行
わ
れ
る
教
育
に
よ
っ
て
当
人
を
再
び
民
族
共
同
体
の
中
に
組
み
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る

た
め
に
必
要
な
刑
罰
期
間
が
、
行
為
の
中
に
現
れ
た
少
年
の
有
害
な
傾
向
の
故
に
、
予
め
決
定
し
え
な
い
場
合
、
裁
判
官
は
不
定
期
の
軽
懲

役
を
科
す
」
も
の
と
規
定
。
さ
ら
に
、
一
九
四
三
年
二
月
六
日
、
「
少
年
法
の
簡
素
化
と
統
一
化
」
を
目
的
に
、
「
フ
ユ
ー
ラ
ー
の
特
別
授

権
」
に
も
と
づ
き
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
は
『
少
年
刑
法
命
令
』
を
制
定
、
こ
れ
に
よ
り
一
九
二
三
年
の
『
ラ
イ
ヒ
少
年
裁
判
所
法
』
が
全
面

的
に
改
正
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
「
一
四
歳
以
上
一
八
歳
未
満
」
の
「
ド
イ
ツ
人
少
年
」
を
対
象
に
、
『
命
令
』
は
、
彼
ち
の
犯
行
に
対
し
、
「
刑

罰
（
少
年
軽
懲
役
）
」
と
「
懲
戒
手
段
（
少
年
拘
禁
）
」
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
上
で
、
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
、
刑
罰
を
科
し
う

る
場
合
と
し
て
以
下
の
場
合
を
挙
げ
た
、
「
裁
判
官
は
、
責
任
の
重
大
性
の
故
に
、
ま
た
は
行
為
の
中
に
現
れ
た
少
年
の
有
害
な
傾
向
の
故
に
、

民
族
共
同
体
の
保
護
の
必
要
性
な
ら
び
に
購
罪
の
要
求
が
、
刑
罰
を
求
め
る
場
合
、
少
年
軽
懲
役
を
科
す
。
」
「
少
年
重
大
犯
罪
者
」
に
関
し

て
は
、
第
二
〇
条
が
以
下
の
規
定
を
お
い
た
、
即
ち
、
「
少
年
が
、
行
為
の
当
時
、
道
徳
的
精
神
的
な
発
達
に
お
い
て
、
一
八
歳
以
上
の
行
為

者
と
同
一
視
せ
ら
れ
う
る
場
合
、
裁
判
官
は
、
健
全
な
民
族
感
情
が
行
為
者
の
特
別
に
非
難
す
べ
き
心
情
の
故
に
、
ま
た
行
為
の
重
大
性
の

故
に
、
そ
の
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
、
通
常
の
刑
法
を
適
用
す
る
」
、
こ
れ
が
第
一
項
の
場
合
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
第
二
項
は
い
う
、
「
少
年

が
、
行
為
の
当
時
、
当
人
の
道
徳
的
精
神
的
発
達
に
て
ら
し
、
い
ま
だ
成
人
と
同
一
視
せ
ら
れ
え
な
い
も
の
の
、
当
人
の
人
格
及
び
行
為
の

全
体
的
評
価
に
よ
っ
て
、
少
年
が
性
格
的
に
変
質
し
た
重
大
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
か
つ
民
族
の
保
護
が
そ
の
こ
と
を
要

求
す
る
場
合
、
ま
た
同
様
で
あ
る
。
」
こ
れ
に
よ
り
、
従
来
、
一
九
三
九
年
の
『
命
令
』
に
関
し
て
投
げ
か
け
ら
れ
た
疑
問
、
つ
ま
り
、
「
異

常
な
早
熟
の
故
に
成
人
と
同
一
視
さ
れ
う
る
少
年
を
対
象
と
す
る
」
結
果
、
「
一
八
歳
の
平
均
人
に
達
し
て
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、
当
人
の

人
格
発
達
か
ら
し
て
既
に
成
長
が
終
わ
り
、
今
後
一
般
成
人
の
精
神
的
道
徳
的
水
準
へ
の
到
達
を
期
待
し
え
な
い
」
、
お
そ
ら
く
は
共
同
体
に

と
っ
て
も
っ
と
も
危
険
な
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
適
用
が
不
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
行

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

為
者
が
一
四
歳
未
満
で
あ
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
第
二
項
が
こ
れ
を
規
定
、
原
則
と
し
て
「
刑
事
責
任
は
存
在
し
な
い
」

と
し
な
が
ら
も
、
行
為
者
が
行
為
の
当
時
二
一
歳
以
上
で
あ
り
、
か
つ
　
「
非
行
の
重
大
性
の
故
に
、
民
族
の
保
護
が
刑
法
上
の
処
罰
を
要
求

す
る
場
合
、
少
年
と
同
様
の
責
任
を
追
求
さ
れ
る
」
も
の
と
し
た
。

既
に
一
九
三
三
年
の
『
法
律
』
　
に
よ
り
、
刑
罰
が
加
重
さ
れ
、
あ
る
い
は
保
安
処
分
が
定
め
ら
れ
た
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
　
に
関
し
て

も
、
一
九
四
一
年
九
月
四
日
の
『
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
の
改
正
の
た
め
の
法
律
』
は
、
彼
ら
に
対
し
新
た
に
も
っ
と
も
厳
格
な
刑
罰
を
規
定
す
る

と
と
も
に
、
同
様
の
刑
罰
威
嚇
の
対
象
と
し
て
「
道
徳
犯
罪
者
」
と
い
う
新
た
な
行
為
者
類
型
を
導
入
、
即
ち
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
（
第

二
〇
条
a
）
　
お
よ
び
道
徳
犯
罪
者
（
第
一
七
六
条
な
い
し
第
一
七
八
条
）
　
は
、
民
族
共
同
体
の
保
護
ま
た
は
正
当
な
購
罪
の
要
求
が
そ
の
こ

と
を
必
要
と
す
る
場
合
、
死
刑
に
処
す
。
」

「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
お
よ
び
「
道
徳
犯
罪
者
」
　
に
対
す
る
こ
う
し
た
厳
し
い
刑
罰
威
嚇
が
、
少
年
犯
罪
者
、
と
り
わ
け
「
少
年
重
大

犯
罪
者
」
に
対
す
る
厳
格
な
措
置
を
含
め
、
一
九
三
九
年
九
月
一
日
の
全
体
戦
争
の
開
始
と
無
関
係
で
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

ヒ
ト
ラ
ー
は
い
う
、
「
わ
れ
わ
れ
の
民
族
の
最
善
の
同
胞
が
前
線
に
投
入
さ
れ
、
自
己
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
の
戦
時
に
あ
っ
て
、
犯
罪
者

が
共
同
体
の
中
で
存
在
を
許
さ
れ
る
場
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
…
…
と
り
わ
け
、
い
か
な
る
常
習
犯
罪
者
と
い
え
ど
も
、
新
た
な
犯
罪

を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
戦
争
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
っ
た
甘
い
考
え
を
も
つ
べ
き
で
は
な
い
。
前
線
で
真
面
目
な
民
族

同
胞
が
死
ぬ
こ
の
時
代
、
彼
ら
を
国
内
で
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
る
理
由
な
ど
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
」
か
か
る
「
民
族
の
害
虫
、
国
内
戦
線

の
第
一
級
の
怠
業
者
」
と
み
な
さ
れ
た
常
習
犯
罪
者
等
か
ら
共
同
体
を
保
護
す
る
た
め
の
も
っ
と
も
効
果
的
な
闘
争
武
器
と
し
て
裁
判
官
の

手
に
与
え
ら
れ
た
の
が
、
『
改
正
法
』
　
で
あ
り
、
『
少
年
刑
法
命
令
』
　
で
あ
っ
た
の
だ
。

む
ろ
ん
、
厳
格
な
刑
罰
威
嚇
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
・
命
令
の
中
に
容
易
に
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
り
重
要
な
特
徴

は
、
犯
罪
学
的
。
S
？
S
e
i
n
。
に
定
位
し
た
「
行
為
者
刑
法
」
　
の
よ
り
一
層
の
具
体
化
・
鮮
明
化
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
「
一
九
三
九
年
一



〇
月
四
日
の
『
命
令
』
の
根
本
思
想
は
、
従
来
の
『
少
年
裁
判
所
法
』
に
定
め
る
年
齢
制
限
の
一
般
的
な
引
き
上
げ
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
」

と
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
い
う
、
「
む
し
ろ
、
『
行
為
者
類
型
』
の
提
示
、
即
ち
、
特
別
に
非
難
す
べ
き
犯
罪
的
心
情
を
暴
露
し
、
『
そ
の
額
に
や
が

て
成
人
し
た
時
に
反
社
会
的
人
物
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
』
（
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
）
早
熟
の
少
年
犯
罪
者
と
い
う
類
型
の

提
示
が
問
題
で
あ
っ
た
の
だ
。
」
一
九
四
三
年
の
『
法
律
』
の
場
合
も
同
様
で
あ
っ
た
。
第
二
〇
条
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
少
年
は

彼
が
犯
し
た
あ
れ
こ
れ
の
「
行
為
」
の
故
に
で
は
な
く
、
「
早
熟
の
犯
罪
者
」
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
性
格
的
に
変
質
し
た
重
大
犯
罪
者
」

で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
重
大
少
年
犯
罪
者
」
と
し
て
一
般
刑
法
の
適
用
を
受
け
る
。
む
ろ
ん
第
一
項
が
一
八
歳
以
上
の
成
人
と
同
一
視
の

条
件
の
一
つ
と
し
て
、
明
確
に
、
「
行
為
者
の
特
別
に
非
難
す
べ
き
心
情
」
と
な
ら
ん
で
「
重
大
な
行
為
」
を
挙
げ
て
い
た
よ
う
に
、
行
為
が

意
味
を
も
た
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
付
随
的
な
条
件
で
し
か
な
か
っ
た
。
立
法
者
に
と
っ
て
「
『
行
為
者
』

の
犯
罪
人
格
が
決
定
的
で
あ
っ
た
」
こ
と
は
、
第
二
八
条
が
、
少
年
犯
罪
者
一
般
に
つ
き
、
「
彼
の
精
神
的
、
心
的
、
肉
体
的
特
徴
の
評
価
」

を
目
的
に
、
手
続
き
の
開
始
後
、
可
能
な
限
り
、
「
彼
の
生
活
状
況
、
家
族
状
況
、
生
活
史
、
民
族
共
同
体
お
よ
び
少
年
共
同
体
で
の
行
態
、

そ
の
他
一
切
の
事
情
」
の
調
査
を
求
め
、
「
と
り
わ
け
当
該
被
疑
者
が
重
大
少
年
犯
罪
者
で
あ
る
か
否
か
」
に
つ
き
、
「
犯
罪
生
物
学
の
知
識

を
も
っ
た
小
児
科
医
師
に
よ
る
調
査
が
、
ま
た
観
察
に
必
要
な
場
合
に
は
、
適
当
な
施
設
へ
の
収
容
が
行
わ
れ
う
る
」
と
し
て
い
た
と
こ
ろ

か
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
。

「
人
は
何
を
行
っ
た
か
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
人
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
」
、
一
九
四
一
年
九
月
四
日
の
『
改
正
法
』

も
ま
た
こ
う
し
た
思
想
の
一
つ
の
具
体
化
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、
先
の
『
少
年
法
』
以
上
に
、
こ
の
『
改
正
法
』
の

中
に
、
も
っ
と
も
典
型
的
な
形
で
右
の
思
想
を
兄
い
出
し
う
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
文
字
通
り
た
だ
特
定
の
行
為
者
類

型
－
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
、
「
道
徳
犯
罪
者
」
－
－
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。
「
行
為
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
少
く
と
も
法

文
上
か
ら
す
る
限
り
、
一
切
存
在
し
な
い
。
そ
れ
は
、
同
じ
よ
う
に
行
為
者
の
反
共
同
体
的
人
格
を
刑
罰
威
嚇
の
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
「
行

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
完
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

為
の
全
体
的
評
価
」
を
そ
の
出
発
点
に
お
い
た
一
九
三
三
年
の
『
常
習
犯
罪
者
法
』
と
も
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
テ
ィ
ー
マ
ン
が
い
う
よ

ぅ
に
、
「
今
や
た
だ
ま
っ
た
く
行
為
者
だ
け
が
問
題
で
あ
っ
た
」
の
だ
。
『
法
律
』
が
規
定
す
る
唯
一
の
刑
罰
と
し
て
の
「
死
刑
」
は
、
ま
さ

し
く
そ
の
こ
と
の
表
現
で
あ
り
結
果
に
他
な
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
処
罰
の
対
象
が
、
行
為
者
の
人
格
で
あ
り
、

個
々
の
行
為
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
た
だ
一
つ
の
刑
罰
の
み
が
宣
告
さ
れ
う
る
」
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

そ
れ
で
は
、
た
だ
一
つ
の
刑
罰
の
宣
告
の
対
象
と
し
て
、
行
為
者
の
「
何
」
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
か
。
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
の

言
葉
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
「
生
き
続
け
る
こ
と
が
共
同
体
に
と
っ
て
厄
介
と
な
り
負
担
と
な
る
行
為
者
の
犯
罪
人
格
」
が
そ
れ
で
あ
っ

そ
れ
も
、
後
継
子
孫
へ
の
影
響
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
内
面
的
性
向
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
『
ラ
イ
ヒ
少
年
裁
判

所
法
』
が
い
う
と
こ
ろ
の
二
性
格
的
に
変
質
し
た
重
大
犯
罪
者
」
に
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
当
該
行
為
者
の
犯
罪
人
格
を
構
成

し
、
堕
落
し
た
人
生
を
運
命
づ
け
る
、
遺
伝
的
に
制
約
さ
れ
た
「
劣
等
性
（
M
i
n
d
e
r
W
e
r
－
i
g
k
e
i
－
）
」
そ
の
も
の
が
よ
り
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
か
か
る
「
劣
等
性
」
は
単
な
る
「
種
」
の
内
部
で
の
逸
脱
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
メ
ツ
ガ
ー
は
い
う
、
む

し
ろ
、
そ
の
当
の
者
を
通
常
「
精
神
病
質
者
（
P
s
y
c
h
O
p
a
－
h
）
」
の
名
で
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
「
種
」
か
ら
の
逸
脱
、
即
ち
、
犯
罪
人
格
を
構
成
す

る
、
文
字
通
り
の
意
味
で
の
「
種
的
変
質
」
が
そ
の
本
質
を
規
定
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
「
劣
等
性
」
は
明
ら
か
に
「
危
険
性
（
G
e
f
賢
－
i
c
h
．

k
e
i
t
）
」
と
は
異
な
る
概
念
で
あ
っ
た
。
危
険
性
が
、
行
為
者
の
犯
罪
人
格
か
ら
生
ま
れ
る
共
同
体
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
で
あ
っ
た
と
す
る

な
ら
ば
、
劣
等
性
は
か
か
る
危
険
が
そ
こ
か
ら
生
ず
る
犯
罪
人
格
の
構
成
的
本
質
と
し
て
、
共
同
体
の
有
す
る
遺
伝
的
素
質
全
体
に
対
す
る
、

そ
れ
故
、
共
同
体
に
と
っ
て
よ
り
根
源
的
な
脅
威
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
最
近
の
犯
罪
学
の
研
究
の
功
績
は
か
か
る
種
的
変
質

と
重
大
犯
罪
者
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
わ
れ
わ
れ
に
教
え
た
点
に
あ
る
と
ダ
ー
ム
は
い
う
、
即
ち
、
「
家
族
お
よ
び

双
子
に
関
す
る
研
究
は
、
犯
罪
の
原
因
一
般
に
関
し
遺
伝
的
素
質
の
も
つ
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で
な
く
、
素
因
の
意
義
が
、
犯
罪

の
種
類
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
示
し
た
。
常
習
犯
罪
者
に
よ
る
犯
罪
と
精
神
病
質
と
の
関
連
性
は
、
機
会
犯
罪
者
の
場
合
の



そ
れ
よ
り
も
本
質
的
に
大
で
あ
り
、
ま
た
少
年
犯
罪
者
と
の
関
連
性
は
、
成
人
犯
罪
者
の
そ
れ
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
一
卵
生
双
生
児
の
場
合
、
二
卵
生
双
生
児
と
は
異
な
り
、
彼
ら
は
通
例
同
じ
よ
（
再
に
犯
罪
を
行
い
、
と
り
わ
け
、

双
子
の
一
方
が
年
少
で
犯
罪
を
行
い
か
つ
常
習
犯
罪
者
と
な
る
場
合
に
は
決
定
的
な
一
致
が
兄
い
出
さ
れ
る
。
」

犯
罪
人
格
の
構
成
的
本
質
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
ま
た
直
接
か
つ
究
極
の
犯
罪
原
因
で
も
あ
る
「
遺
伝
的
劣
等
性
」
が
刑
罰
威
嚇
の
中

心
に
据
え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
刑
罰
の
根
拠
と
性
格
も
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
大
き
く
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
ま

ず
、
刑
罰
は
、
過
去
の
有
責
的
行
為
を
理
由
に
、
犯
罪
者
に
対
し
て
加
え
ら
れ
る
道
徳
的
非
難
と
い
っ
た
意
味
で
の
「
購
罪
」
と
し
て
の
性

格
を
完
全
に
喪
失
す
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
「
重
大
少
年
犯
罪
者
」
で
あ
れ
、
本
人
自
身
の

責
任
で
は
な
い
遺
伝
的
素
質
に
よ
り
規
定
さ
れ
、
そ
れ
故
い
わ
ば
「
宿
命
的
な
必
然
性
に
よ
り
犯
罪
を
犯
す
」
犯
罪
者
に
対
し
、
「
『
汝
な
す

べ
き
が
故
に
、
汝
な
し
あ
た
う
』
と
い
う
道
徳
的
パ
ト
ス
を
求
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
意
味
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」
の
だ
か
ら
。
「
自
由
」

の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
メ
ツ
ガ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
生
活
遂
行
責
任
」
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
れ
、
行
為
者
の
責
任
を
問
題
と
す
る
余
地

は
な
か
っ
た
し
、
「
責
任
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
「
購
罪
」
と
し
て
の
刑
罰
の
成
り
立
つ
余
地
も
な
か
っ
た
。
本
来
責
任
非
難
を
行
う
こ
と
の

不
可
能
な
こ
の
種
の
人
間
に
対
し
、
保
安
処
分
で
は
な
く
、
な
お
、
刑
罰
そ
の
も
の
が
科
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
場
合
、
責
任

に
代
わ
る
根
拠
と
し
て
は
、
「
共
同
体
の
保
護
」
と
い
う
刑
法
の
目
的
以
外
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
現

に
『
改
正
法
』
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
法
律
・
命
令
の
中
に
、
「
合
目
的
性
の
観
点
の
優
位
と
正
義
（
『
正
当
な
購
罪
』
）
の
後
退
」
と
い
っ

た
現
象
を
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
兄
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
既
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
一
九
三
九
年
の
『
命
令
』
は
、
「
重
大
少
年
犯

罪
者
」
に
対
し
成
人
と
同
一
の
刑
罰
、
保
安
処
分
を
執
行
し
う
る
条
件
と
し
て
、
「
行
為
に
際
し
明
ら
か
に
さ
れ
た
特
別
に
非
難
す
べ
き
心
情
」

だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
「
民
族
の
保
護
が
要
求
す
る
」
場
合
を
挙
げ
て
い
た
。
あ
る
い
は
、
一
九
四
一
年
の
『
改
正
法
』
は
、

「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」
お
よ
び
「
道
徳
犯
罪
者
」
に
つ
き
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
、
即
ち
、
「
民
族
共
同
体
の
保
護
ま
た
は
正
当
な
墳
罪
の

民
族
共
同
体
と
法
　
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

要
求
が
そ
の
こ
と
を
必
要
と
す
る
場
合
死
刑
に
処
す
。
」
こ
こ
で
は
、
保
護
と
頗
罪
の
順
番
が
逆
転
す
る
。
こ
う
し
た
「
共
同
体
の
保
護
」
　
へ

の
言
及
は
一
九
四
三
年
の
『
命
令
』
の
中
に
も
同
様
に
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
第
四
条
第
二
項
に
よ
れ
ば
、
「
保
護
な
ら
び
に
購
罪
へ
の

民
族
共
同
体
の
要
求
」
が
、
少
年
へ
の
刑
罰
の
宣
告
の
条
件
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
も
保
護
の
優
位
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
条
第
二
項

に
お
い
て
、
二
一
歳
以
上
の
行
為
者
に
対
す
る
少
年
刑
法
の
適
用
の
条
件
と
し
て
、
ま
た
第
二
〇
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
性
格
的
変
質
」
を

内
容
と
す
る
「
重
大
少
年
犯
罪
者
」
に
対
す
る
一
般
刑
法
適
用
の
条
件
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
「
民
族
の
保
護
の
要
求
」
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
　
「
特
別
に
非
難
す
べ
き
心
情
」
　
も
、
あ
る
い
は
　
「
購
罪
の
要
求
」
　
も
見
あ
た
ら
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
右
に
挙
げ
た

す
べ
て
の
場
合
に
つ
き
、
「
応
報
」
　
の
見
地
か
ら
し
て
は
た
と
え
そ
の
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
え
な
い
場
合
で
あ
れ
、
「
共
同
体
の
保
護
」
が
要

求
し
必
要
と
す
る
限
り
、
死
刑
が
、
あ
る
い
は
一
般
刑
法
の
適
用
が
可
能
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
責
任
非
難
を
前
提
と
せ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
合

目
的
見
地
か
ら
の
み
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
は
、
も
は
や
本
来
の
意
味
で
の
刑
罰
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
は
、

刑
罰
は
、
「
保
護
・
目
的
刑
罰
」
　
と
し
て
、
い
わ
ば
一
種
の
　
「
保
安
処
分
」
　
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
に
至
っ
た
と
い
え
よ
う
。

も
は
や
、
疑
問
の
余
地
は
な
か
っ
た
。
『
改
正
法
』
　
を
は
じ
め
と
す
る
こ
れ
ら
一
連
の
法
律
・
命
令
は
、
単
に
従
来
の
　
『
刑
法
典
』
　
の
み
な

ら
ず
、
そ
の
二
元
主
義
の
採
用
が
明
確
に
頗
罪
思
想
へ
の
定
位
を
表
現
し
て
い
た
一
九
三
三
年
の
　
『
常
習
犯
罪
者
法
』
　
と
も
は
っ
き
り
と
異

な
る
刑
罰
思
想
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
も
っ
と
も
、
こ
の
当
時
、
依
然
と
し
て
立
法
者
が
、
一
般
的
に
、
刑
罰
の
本
質
と
根
拠

を
「
頗
罪
」
　
に
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
一
九
四
四
年
五
月
五
目
の
　
『
戦
時
特
別
刑
法
令
の
補
充
の
た
め
の
第
五
命
令
』
第
五
条
a
の
文
言
か

ら
し
て
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
法
律
・
命
令
に
限
っ
て
い
え
ば
、
か
つ
て
の
二
元

主
義
の
立
場
を
明
確
に
放
棄
し
た
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
ク
レ
ー
と
シ
ャ
フ
シ
ュ
タ
イ
ン
等
の
間
で
戦
わ
さ
れ
た
刑
罰
の
本
質
と
根
拠
を
め

ぐ
る
論
争
も
ま
た
、
新
た
な
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
既
に
。
L
a
n
d
e
s
く
e
r
r
警
e
r
。
等
「
民
族
の
裏
切

者
」
　
に
対
す
る
刑
罰
と
し
て
の
　
「
追
放
」
　
の
中
に
、
保
護
思
想
の
優
位
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
先
に
紹
介
し
た
通
り
で
あ
っ
た
が
、
今
や
、



そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
共
同
体
理
念
は
、
国
家
に
よ
る
処
罰
の
唯
一
の
尺
度
と
し
て
、
民
族
の
生
活
の
諸
条
件
の
保
護
の
必
要
性
を
そ
の
根
拠

と
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
意
思
自
由
に
根
ざ
し
た
道
徳
的
責
任
の
購
罪
と
い
っ
た
観
念
を
弄
ぶ
責
任
理
念
は
、
将
来
の
ナ
チ
ズ
ム
の
そ
れ

（
7
5
）

で
は
な
い
」
と
の
ク
レ
ー
の
主
張
が
、
部
分
的
で
は
あ
れ
明
確
な
形
で
も
っ
て
勝
利
を
収
め
た
と
い
え
る
の
だ
か
ら
。

購
罪
か
ら
共
同
体
の
保
護
へ
、
し
か
も
、
こ
の
変
化
の
中
に
あ
っ
て
、
共
同
体
が
、
そ
こ
か
ら
保
護
さ
れ
る
べ
き
当
の
も
の
が
、
単
に
重

大
犯
罪
者
の
も
つ
危
険
性
で
は
な
く
、
改
善
不
可
能
な
遺
伝
的
劣
等
性
そ
れ
自
体
に
他
な
ら
な
か
っ
た
と
み
な
さ
れ
う
る
限
り
、
刑
罰
、
と

り
わ
け
死
刑
が
、
共
同
体
の
法
的
安
全
の
保
護
に
留
ま
ら
ず
、
「
浄
化
、
あ
る
い
は
淘
汰
刑
罰
」
と
し
て
、
純
粋
に
人
種
生
物
学
的
な
意
味
と

機
能
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
共
同
体
の
裏
切
者
に
対
す
る
場
合
と
同
様
の
、

あ
る
い
は
よ
り
一
層
鮮
明
な
形
で
の
、
重
大
犯
罪
者
の
共
同
体
か
ら
の
「
排
除
」
、
「
抹
殺
」
に
よ
る
、
彼
ら
の
も
つ
劣
等
な
遺
伝
的
素
質
の

「
淘
汰
」
、
な
ら
び
に
ド
イ
ツ
民
族
体
の
生
物
学
的
な
「
浄
化
」
が
そ
れ
で
あ
っ
（
㌍
そ
れ
も
、
一
九
三
三
年
の
『
法
律
』
が
導
入
し
た
保
安

処
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
単
に
「
結
果
的
に
」
そ
う
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
直
裁
的
な
形
で
の
目
的
と
機
能
が

問
題
で
あ
っ
た
。
「
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
」
と
リ
ー
チ
ュ
は
書
い
て
い
る
、
「
『
改
正
法
』
の
中
に
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
刑
法
思
想
へ
の
回
帰
を

兄
い
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
死
刑
は
『
種
的
変
質
者
を
可
能
な
限
り
強
力
に
淘
汰
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

公
開
の
死
刑
は
人
種
の
純
粋
性
を
保
持
せ
ん
と
す
る
衝
動
に
由
来
す
る
も
の
』
で
あ
っ
た
の
だ
。
」

こ
れ
は
、
同
時
に
、
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
ギ
ュ
～
ト
ナ
ー
の
見
解
で
も
あ
っ
た
。
一
九
四
三
年
一
月
一
日
付
け
の
『
裁
判
官
へ
の
手
紙
』
は
、

『
改
正
法
』
に
代
表
さ
れ
る
刑
事
立
法
の
目
的
が
、
『
断
種
法
』
等
に
よ
晶
始
さ
れ
た
ド
イ
ツ
民
族
体
の
生
物
学
的
浄
化
の
補
完
と
、
よ
り

一
層
の
推
進
に
あ
る
こ
と
を
疑
問
の
余
地
な
く
明
ら
か
に
し
て
い
た
、
即
ち
、
「
今
日
、
わ
れ
わ
れ
の
刑
法
の
思
想
と
行
動
の
中
心
に
あ
る
の

は
、
民
族
共
同
体
の
保
護
で
あ
る
。
刑
罰
は
、
改
善
が
可
能
な
限
り
、
反
社
会
的
犯
罪
者
を
威
嚇
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
不
可
能
な

場
合
に
は
、
彼
ら
を
容
赦
な
く
死
刑
判
決
に
よ
り
共
同
体
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
。
刑
法
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
、
個
々
の
犯
罪
に
対

民
族
共
同
体
と
法
（
七
）



法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
〇

す
る
懲
罰
と
な
ら
ん
で
、
そ
の
大
部
分
が
反
社
会
的
、
病
的
あ
る
い
は
堕
落
し
た
家
族
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
、
そ
う
し
た
重
大
犯
罪
者

か
ら
民
族
体
を
浄
化
す
る
と
い
う
課
題
を
引
き
受
け
る
に
至
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
は
、
民
族
の
淘
汰
、
浄
化
、
健
全
化
を
目
的
と
す

る
ナ
チ
ス
国
家
の
基
本
的
な
諸
法
律
と
緊
密
な
有
機
的
連
関
の
う
ち
に
あ
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
、
共
同
体
に
と
っ

て
有
害
な
変
質
し
た
犯
罪
者
の
攻
撃
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
共
同
体
の
健
全
な
構
成
を
保
護
す
る
こ
と
に
努
力
を
傾
け
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
、
ド
イ
ツ
人
の
血
を
有
害
な
人
種
混
合
か
ら
守
っ
た
り
、
遺
伝
病
的
子
孫
の
誕
生
を
防
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
婚
姻
に
際
し
入

念
な
健
康
診
断
を
行
っ
た
り
す
る
こ
と
に
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
ろ
う
か
。
…
…
今
日
、
刑
法
は
、
民
族
衛
生
学
的
課
題
を
実

現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
改
善
不
可
能
な
反
社
会
的
犯
罪
者
を
継
続
的
組
織
的
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
り
民
族
共
同
体
を
保
護
す
る
こ
と

は
、
わ
が
民
族
の
自
己
保
存
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
正
義
の
命
令
で
あ
る
。
…
…
今
日
尺
度
は
厳
し
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

…
…
こ
の
戦
争
が
わ
れ
わ
れ
の
勝
利
で
も
っ
て
終
わ
っ
た
暁
、
反
社
会
的
犯
罪
者
に
よ
っ
て
害
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
ら
に
課
せ
ら
れ
た
歴

史
的
使
命
を
果
た
し
う
る
よ
う
な
、
健
全
で
強
力
な
指
導
的
民
族
で
あ
る
こ
と
が
、
わ
れ
わ
れ
の
希
望
で
あ
る
。
」
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腱

芯
e
離

宮

昧
舟
璧
n
瑠

ト
′
二
鳥
魯
将
「
蟹
莞

僅
租

吼
′

「
壁

定
性

怒
闇

十
品

相
打

但
盤

肘
匪

和
宮

昧
神

欄
→

卜
′

尉
師

底
黒

副
闘

硝
沌

詠
酎

吠
吟

中
州
ト
∂
Q
J
⊥

⊥
吏

0
（

U
r
t
．

v
o
m
3
．

7
．
1
9
3
6
．
，
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
o
c
h
e
n
s
c
h
r
i
f
t
・
1
9
3
6
・
S
・
2
8
0
5
・
；
U
r
t
・
V
O
m
1
8
・
4
・
1
9
3
9
・
，
D
e
u
t
s
c
h
e
J
u
s
t
i
z
・

1939．
S．

869．
）

（
G，

）
RG．

Urt．
vom19．

4．
1934．

，
JuristischeWochenschrift・

1934・
S・

1662・
；
Pfundner／

Neubert，
a・

a・
0・

，
S・

3（
neu）

f・
，
5（

neu）
・
；

Rietzsch，
a．

a．
0．

，
S．

181．

（
ヨ
）
G
．
D
a
h
m
，
Z
e
i
t
s
c
h
r
i
f
t
f
u
r
d
i
e
g
e
s
a
m
t
e
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
・
1
9
3
9
・
S
・
1
4
5
f
・
；
d
e
r
s
・
，
”
D
e
r
T
a
t
e
r
t
y
p
i
m
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
・
“

（
1940）

S．
4ff．

；
E．

Mezger，
ZeitschriftfurdiegesamteStrafrechtswissenschaft・

1940・
S・

354ff・
；
ders・

，
DeutschesStrafre－

cht．
1942．

S．
113ff．

；
K．

H．
Niise，

DeutscheJustiz・
1941・

S・
357ff・

凹
蛸

割
く

匡
せ

刃
想

（
平

）
11日
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三
二

（
1
1
）
R
G
・
U
r
－
・
く
○
ヨ
ー
≡
」
芸
・
L
u
r
i
s
－
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
S
C
h
l
i
f
＝
…
・
S
」
票
N
∴
R
G
・
U
r
t
●
く
O
m
≡
」
芸
．
∴
言
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
s
．

C
h
r
i
f
ニ
望
・
S
・
N
O
買
電
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
1
－
も
・
a
・
〇
・
示
－
N
（
n
e
u
）
∴
R
i
e
t
z
s
阜
a
．
a
．
〇
．
示
－
∞
心
．

繰
り
返
さ
れ
た
犯
罪
が
同
一
種
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
か
否
か
に
つ
き
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
否
定
、
た
だ
、
そ
の
場
合
に

は
、
行
為
者
が
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
か
否
か
に
つ
き
、
「
特
別
に
憤
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
」
と
す
る
。
（
U
r
t
．
く
○
ヨ
N
…
－
芸
．
L
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e

W
O
C
h
e
n
S
C
h
r
i
f
ニ
望
・
S
・
∽
…
∴
U
r
－
・
く
O
m
－
P
－
」
琵
・
」
弓
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
s
c
h
r
i
f
：
器
．
S
．
還
．
）

（
望
P
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
亡
b
e
r
t
｝
a
．
a
．
〇
．
読
．
ご
n
e
u
）
．

（
13
）
P
・
B
O
C
k
e
－
ヨ
a
n
n
恵
i
－
s
c
h
茎
d
e
r
A
k
a
d
e
m
i
2
－
号
D
e
u
－
s
c
h
e
S
R
e
C
h
＝
軍
S
・
芦
二
e
d
こ
・
N
a
g
－
e
r
㌦
R
e
i
c
h
s
・
S
t
r
a
f
g
e
s
e
t
N
b
亡
C
h
．

L
e
i
b
z
i
g
e
r
K
O
m
ヨ
e
n
t
a
「
．
L
i
e
f
e
m
g
1
．
。
P
A
u
f
ニ
ー
澄
e
S
．
－
芦

な
お
、
犯
罪
人
格
性
の
原
因
・
根
拠
に
つ
い
て
は
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
、
「
遺
伝
的
な
性
向
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
教

育
、
そ
の
他
の
仕
方
で
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
性
向
に
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
犯
罪
の
繰
り
返
し
の
結
果
も
た
ら
さ
れ
た
自
己
抑
止
力
の
後
退

に
あ
る
の
か
は
、
由
題
で
は
な
か
っ
た
。
」
（
U
r
－
・
く
O
m
－
…
」
…
・
L
u
r
i
s
－
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
S
C
h
r
i
f
：
望
．
S
．
－
票
N
∴
U
r
t
．
く
○
ヨ
〓
」
N
．

－
芸
・
∴
言
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
S
C
h
r
i
f
ニ
芸
・
S
」
≡
・
）
そ
の
他
、
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
p
－
u
n
d
n
e
1
＼
N
e
u
b
阜
a
・
a
・
〇
．
｝
S
．
三
コ
e
亡
）
∴

S
c
h
a
芽
e
u
t
－
e
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
s
c
h
r
i
f
t
」
諾
い
．
S
．
N
謡
い
．

（
望
危
険
な
常
習
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
罰
加
重
の
根
拠
が
当
人
の
「
犯
罪
人
格
」
に
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
何
故
そ
の
こ
と
を
理
由
に
刑
罰

加
重
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
ま
た
行
い
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
観
と
も
関
連
し
て
、
意
見
の
対
立
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ポ
ッ

ヶ
ル
マ
ン
が
、
あ
く
ま
で
購
罪
論
の
立
場
か
ら
、
「
生
得
的
素
質
を
克
服
し
え
な
か
っ
た
」
こ
と
の
責
任
に
そ
れ
を
求
め
よ
う
と
し
た
（
P
．
B
O
C
k
e
T

ヨ
a
n
n
㌦
S
t
u
d
i
e
n
Z
亡
ヨ
↓
芳
r
s
t
r
a
f
r
e
c
h
－
・
。
B
d
・
N
・
（
－
書
）
S
・
－
箪
）
の
に
対
し
、
メ
ツ
ガ
ー
は
、
端
的
に
、
特
別
予
防
の
観
占
㌫
ら
な
さ
れ

る
「
目
的
刑
」
と
し
て
こ
れ
を
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
（
E
・
M
e
～
g
e
1
㍍
e
i
－
s
c
h
r
i
f
t
f
箸
d
i
e
g
e
s
a
邑
e
S
t
邑
「
e
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
．

C
h
a
f
ニ
買
・
S
・
霊
等
；
e
r
S
・
㌫
e
i
－
s
c
h
r
i
f
－
d
e
r
A
k
a
d
e
m
i
e
f
箸
D
e
u
－
s
c
h
e
S
R
e
C
h
＝
書
●
S
．
竪
い
ず
れ
に
せ
よ
、
行
為
者
の
「
犯

罪
人
格
」
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
る
刑
罰
加
重
は
、
彼
の
犯
し
た
行
為
に
対
す
る
購
罪
と
し
て
は
本
来
説
明
の
つ
か
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
限
り
、

こ
の
『
法
律
』
の
中
に
、
購
罪
思
想
の
修
正
、
あ
る
い
は
後
退
と
い
っ
た
現
象
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た

修
正
、
後
退
が
、
一
九
四
一
年
九
月
四
日
の
『
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
改
正
の
た
め
の
法
律
』
の
中
で
よ
り
明
確
な
形
を
と
っ
て
現
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
つ

い
て
は
、
後
述
参
照
。
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）　　　　　　　）

F
．
G
宣
n
e
r
b
r
c
h
i
三
号
K
r
i
ヨ
i
n
0
－
O
g
i
e
」
諾
い
・
S
」
芦

保
安
監
置
執
行
の
条
件
と
し
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
以
下
の
二
点
を
挙
げ
て
い
る
、
即
ち
、
「
公
の
安
全
を
保
障
す
る
法
秩
序
へ
の
直
接
的
脅

威
の
存
在
」
、
「
〔
共
同
体
の
保
護
の
た
め
に
〕
他
の
手
段
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
（
U
r
－
・
≦
－
≡
－
芦
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e

w
O
C
h
e
n
s
c
h
r
i
f
二
塁
S
L
票
N
・
）
こ
の
う
ち
、
「
法
秩
序
へ
の
脅
威
」
に
つ
い
て
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
「
『
一
切
の
疑
い
を
排
除
す
る
確
実
性
』

は
必
要
な
く
、
〔
犯
罪
的
〕
性
向
に
も
と
づ
き
、
刑
の
終
了
後
も
、
再
び
犯
罪
を
行
う
で
あ
ろ
う
『
蓋
然
性
』
が
存
在
」
す
れ
ば
よ
い
と
す
る
。

（
U
r
t
．
≦
…
－
芦
D
e
u
－
s
c
h
e
1
u
s
－
i
Z
・
－
琵
S
L
室
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
は
、
第
二
〇
条
a
に
よ
り
「
危
険
な
常
習
犯
罪
者
」

で
あ
る
と
認
定
さ
れ
た
者
は
、
同
時
に
、
保
安
監
置
の
対
象
と
み
な
さ
れ
、
「
単
な
る
改
善
の
可
能
性
」
だ
け
で
は
、
保
安
監
置
の
適
用
除
外
の

た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
（
U
r
－
・
く
○
ヨ
N
…
－
芦
D
e
u
－
s
c
h
e
l
u
s
－
i
Z
・
－
琵
S
L
筆
舌
－
・
言
ヨ
N
…
－
芦
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e

w
O
C
h
e
n
s
c
h
r
i
f
二
等
S
．
〕
き
た
だ
、
「
改
善
の
蓋
然
性
」
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
完
三
九
年
四
月

二
七
日
の
判
決
（
D
e
u
t
s
c
h
e
S
R
e
C
h
＝
琴
S
・
軍
）
が
、
「
第
二
〇
条
a
の
前
提
が
存
在
す
る
場
合
、
保
安
監
置
の
適
用
が
除
外
さ
れ
る
の

は
、
被
告
人
の
改
善
が
蓋
然
的
に
期
待
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
す
る
の
に
対
し
、
一
九
三
九
年
一
月
九
日
の
判
決
（
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
・

s
c
h
r
i
f
：
塁
S
．
薫
）
は
、
「
改
善
の
希
望
が
非
常
に
高
い
蓋
然
性
で
期
待
さ
れ
る
」
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

さ
ら
に
、
保
安
監
置
の
決
定
に
際
し
重
要
と
な
る
「
危
険
」
の
判
断
時
期
に
つ
き
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
が
、
こ
れ
を
「
釈
放
時
」
に
置
い
た
（
U
l
t
・

≦
－
≡
－
芦
J
u
r
i
s
t
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
S
C
h
r
i
f
＝
茫
S
L
票
N
・
）
の
に
対
し
、
シ
ェ
ー
フ
ァ
ー
等
は
、
「
そ
れ
は
、
行
為
者
の
今
後
の
変
化

に
つ
い
て
の
予
測
と
い
っ
た
課
題
を
裁
判
官
に
負
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
は
、
あ
ま
り
に
多
く
を
彼
に
求
め
る
も
の
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
」
と
し
、
危
険
の
判
断
時
期
を
「
公
判
時
」
に
置
く
べ
き
と
の
立
場
を
主
張
。
（
P
f
亡
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
r
－
も
・
a
・
〇
・
声
望
コ
e
u
）
・
）
亘
一
八

年
三
月
三
日
の
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
回
状
（
D
e
u
－
s
c
h
e
1
u
s
－
i
Z
」
等
S
・
聾
は
、
こ
の
間
題
に
つ
き
、
以
下
の
指
示
を
与
え
た
、
「
公
判

の
結
果
行
為
者
が
危
険
な
常
習
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
常
に
保
安
監
置
の
問
題
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
り
わ

け
、
行
為
者
の
性
格
、
素
質
、
身
に
つ
け
た
テ
ク
ニ
ッ
ク
に
て
ら
し
、
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
彼
が
危
険
な
存
在
と
な
る
場
合
、
原
則
と
し
て
保

安
監
置
が
提
議
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
が
、
確
か
な
仕
事
に
つ
こ
う
と
せ
ず
、
住
所
が
不
定
で
あ
り
、
犯
罪
者
仲
間
と
交
際
し
、
そ

の
中
に
身
を
隠
し
、
あ
る
い
は
警
察
に
よ
る
監
視
の
た
め
の
命
令
に
違
反
し
た
経
験
を
も
つ
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
行
為
に
際
し
武
器
を
携
行
し

た
者
、
釈
放
後
す
ぐ
さ
ま
犯
罪
を
犯
し
た
者
、
熟
練
し
た
犯
罪
者
、
警
察
に
対
し
広
範
で
困
難
な
捜
査
活
動
を
強
い
た
者
、
新
た
な
犯
罪
の
実
行

を
目
的
に
脱
走
し
た
経
験
を
も
つ
者
の
場
合
、
通
例
保
安
監
置
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
つ
き
等
の
余
地
は
な
い
。
」

民
族
共
同
体
と
法
（
七
）
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四
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（
一
九
九
一
年
）

た
だ
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
そ
の
後
も
、
た
と
え
ば
、
完
三
八
年
一
〇
月
＝
日
の
判
決
（
l
u
r
i
s
－
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
s
c
h
葺
－
琵
S
．
≡
こ

が
、
具
体
的
な
検
討
事
項
と
し
て
、
「
刑
罰
の
執
行
に
よ
る
性
格
お
よ
び
内
的
態
度
の
改
善
の
期
待
」
、
「
年
齢
を
経
る
こ
と
に
よ
る
犯
罪
的
意
思

の
減
退
の
期
待
」
、
「
疾
病
、
あ
る
い
は
老
衰
に
よ
る
恒
常
的
な
肉
体
的
無
能
」
、
「
釈
放
後
の
警
察
に
よ
る
効
果
的
な
監
視
措
置
」
、
「
釈
放
後
の
家

族
の
保
護
」
等
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
の
事
情
の
如
何
が
「
保
安
監
置
の
必
要
性
を
否
定
す
る
契
機
と
な
り
う
る
」
と
し
た
よ
う
に
、
「
釈
放
時
」
に

危
険
判
断
の
時
期
を
お
く
姿
勢
を
変
え
て
は
い
な
い
。
（
同
様
の
判
決
と
し
て
、
U
r
－
・
く
O
m
－
…
－
畢
D
e
u
－
s
c
h
e
J
u
s
－
i
～
」
琵
S
．
〓
菩

U
r
t
・
く
O
m
P
－
・
－
器
ヂ
J
u
l
i
s
－
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
n
s
c
h
r
i
f
t
L
無
声
S
．
彗
ご

R
・
F
r
e
i
s
－
2
1
｝
D
e
u
t
S
C
h
e
J
u
s
－
i
Z
・
－
冨
・
S
・
芸
∴
（
e
d
こ
・
N
a
g
－
e
「
も
．
a
．
〇
．
示
N
芦

R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
t
t
．
ヒ
※
這
．
↓
e
i
〓
．
S
．
〕
∞
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ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
は
、
釈
放
の
条
件
に
つ
き
、
司
法
当
局
に
宛
て
た
一
九
三
八
年
三
月
三
日
の
回
状
の
中
で
、
以
下
の
指
針
を
挙
げ
た
、
「
保
安

監
置
か
ら
の
釈
放
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
当
局
の
義
務
に
適
っ
た
裁
量
に
も
と
づ
き
、
被
収
容
者
が
更
な
る
犯
罪
行
為
を
行
わ
な
い
で
あ
ろ
う
と

の
高
い
蓋
然
性
が
期
待
さ
れ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
予
測
が
困
難
な
場
合
に
は
、
釈
放
は
認
め
ら
れ
な
い
。
法
律
の
明
白
な
文
言
か
ら
し
て
、
こ

こ
で
は
『
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
』
と
の
原
則
は
妥
当
し
な
い
。
」
（
D
e
u
－
s
c
h
e
l
u
s
t
i
z
．
－
琵
S
．
u
N
写

純
絹
純
絹
餉
粥
（
∬
腔
摘
紺
録
招
目
指
烏
拍
指
摘
、
く
指
…
拍
純
絹

f
u
n
g
・
E
r
－
a
s
s
・
S
a
m
m
－
u
n
g
・
三
害
）
S
」
声
）
に
お
い
て
、
「
司
法
当
局
が
、
刑
事
警
察
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
監
置
者
を
釈
放
し
た

場
合
、
た
だ
ち
に
彼
を
予
防
拘
禁
す
る
」
こ
と
を
命
じ
、
さ
ら
に
完
四
〇
年
五
月
四
日
の
ラ
イ
ヒ
司
法
大
臣
の
『
回
状
』
（
A
．
a
．
〇
．
一
S
．
－
讐
こ

も
ま
た
、
各
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
の
検
事
長
に
対
し
、
以
下
の
指
示
を
与
え
た
、
「
戦
争
状
態
に
よ
り
惹
起
さ
れ
た
異
常
な
状
況
（
灯
火
管
制
、

配
給
の
統
制
）
は
、
犯
罪
分
肢
に
と
っ
て
、
可
罰
的
行
為
の
実
行
へ
の
特
別
の
誘
因
を
成
す
。
平
和
時
に
あ
っ
て
は
、
保
安
監
置
の
目
的
が
達
せ

ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
戦
争
の
随
伴
現
象
に
よ
。
、
常
習
犯
罪
者
の
も
と
に
あ
る
新
た
な
可
罰
的
行
為
へ
の
性
向
が
た
や
す

く
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
平
和
時
に
お
い
て
行
わ
れ
る
計
画
的
な
監
視
が
、
今
日
官
吏
の
不
足
に
よ
り
十
分
に

は
行
わ
れ
え
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ら
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
現
時
点
で
の
被
監
置
者
の
釈
放
は
、
通
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例
、
そ
の
保
護
が
す
べ
て
の
司
法
当
局
の
最
高
の
義
務
で
あ
る
と
こ
ろ
の
民
族
共
同
体
を
危
殆
な
ら
し
め
る
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、

当
分
の
間
、
保
安
監
置
か
ら
の
一
切
の
釈
放
に
対
し
強
く
反
対
し
、
か
つ
ま
た
裁
判
所
に
対
し
て
も
以
上
の
観
占
盲
尉
酌
す
る
よ
う
働
き
か
け
る
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こ
と
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。
」

R
．
F
r
e
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－
e
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e
i
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霹
e
N
u
r
R
e
c
h
t
s
e
r
n
e
u
e
r
u
n
g
・
H
e
f
t
・
∞
・
S
・
N
N
・

具
体
的
に
は
、
「
責
任
無
能
力
」
の
場
合
に
つ
き
、
「
意
識
喪
失
」
を
、
「
意
識
障
害
」
に
変
更
、
ま
た
「
心
神
耗
弱
」
を
新
た
に
付
け
加
え
る
と

と
も
に
、
「
自
由
な
意
思
決
定
の
能
力
を
欠
い
て
い
た
場
合
」
を
、
「
行
為
の
不
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
ま
た
こ
の
認
識
に
し
た
が
っ
て
行
為

を
な
す
能
力
を
欠
い
て
い
た
場
合
」
に
変
更
。
更
に
、
従
来
明
文
の
規
定
の
な
か
っ
た
「
限
定
責
任
能
力
」
に
関
し
、
新
た
に
第
二
項
と
し
て
以

下
の
規
定
を
設
け
た
、
「
行
為
の
不
法
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
ま
た
は
こ
の
認
識
に
し
た
が
っ
て
行
為
を
な
す
能
力
が
、
行
為
の
当
時
、
前
項

の
事
由
の
一
つ
に
よ
っ
て
い
ち
じ
る
し
く
限
定
せ
ら
れ
て
い
た
場
合
、
未
遂
の
処
罰
に
関
す
る
規
定
に
し
た
が
い
刑
罰
を
軽
減
す
る
こ
と
が
で

絹
㌢
い
て
は
、
一
九
三
四
年
五
月
一
四
日
の
『
執
行
命
令
』
（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
N
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－
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ニ
宍
道
∴
コ
邑
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．
S
垂
第
三
章
第
五
条
が
こ
れ
を
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＼
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光
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∴
R
G
・
U
r
－
・
く
○
ヨ
ー
…
－
芦
L
u
r
i
s
－
i
s
c
h
e
W
O
C
h
e
S
C
h
r
i
f
二
軍
S
・
N
買
気
G
・
U
r
t
・

く
○
ヨ
い
．
芦
－
器
㌣
D
e
u
t
s
c
h
e
J
u
s
t
i
N
」
器
0
0
・
S
∵
〓
d
P

s
c
h
賢
「
㌦
N
a
t
i
O
n
a
－
S
0
2
i
a
－
i
s
－
i
s
c
h
e
S
H
a
n
d
b
u
c
h
f
箸
R
e
C
h
t
u
n
d
G
e
S
e
－
N
g
e
b
u
n
g
・
三
e
d
・
）
H
・
F
r
a
n
k
）
S
」
∽
声

p
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e
r
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N
e
u
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〇
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F
r
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な
お
、
従
来
、
『
刑
法
典
』
が
、
第
一
八
一
条
a
お
よ
び
第
二
八
五
条
a
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
売
春
婦
の
ヒ
モ
」
、
「
賭
博
者
」
に
つ
い
て
も
、

第
三
六
二
条
に
定
め
る
「
浮
浪
者
」
等
に
対
す
る
と
同
様
の
措
置
の
執
行
を
裁
判
所
に
許
可
し
て
い
た
が
、
第
四
二
条
d
は
、
「
賭
博
者
」
、
「
売

春
婦
の
ヒ
モ
」
の
収
容
に
つ
き
、
こ
れ
を
規
定
し
な
い
。
こ
れ
は
、
「
彼
ら
は
通
例
労
働
留
置
所
に
お
け
る
取
扱
に
服
す
る
そ
の
他
の
分
子
と
調

和
し
な
い
」
こ
と
を
理
由
に
、
「
賭
博
者
」
に
つ
い
て
は
、
刑
務
所
に
お
け
る
強
制
労
働
に
従
事
せ
し
め
る
こ
と
が
、
ま
た
、
「
た
い
て
い
の
場
合
、

犯
罪
的
性
向
を
有
す
る
」
売
春
婦
の
ヒ
モ
に
つ
い
て
は
、
よ
。
厳
格
な
刑
罰
の
執
行
が
妥
当
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
（
B
e
g
r
宇

d
亡
n
g
N
亡
d
e
ヨ
G
e
S
e
－
N
≦
N
…
○
喜
b
e
＝
琵
）
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、
後
者
に
つ
き
、
『
法
律
』
は
、
第
三
章
第
＝
些
号
に
お
い
て
、

第
一
八
一
条
a
に
定
め
る
刑
罰
を
、
「
一
カ
月
以
1
の
軽
懲
役
」
か
ら
「
五
年
以
下
の
重
懲
役
」
へ
と
引
き
上
げ
た
。
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民
族
共
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体
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法
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法
経
研
究
三
九
巻
四
号
（
一
九
九
一
年
）

の
可
能
性
」
の
有
無
に
求
め
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
法
律
』
の
目
的
は
、
未
だ
人
格
形
成
の
終
わ
っ
て
い
な
い
「
少

年
」
に
対
す
る
教
育
を
通
し
、
彼
ら
を
共
同
体
に
と
っ
て
有
用
な
分
肢
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
（
P
f
u
n
d
n
e
r
＼
N
e
u
b
e
ユ
㌦
D
a
s
n
e
u
e
D
e
u
t
s
c
h
e

R
e
i
c
h
s
r
e
C
h
t
・
さ
・
N
宗
芦
菖
ヨ
m
e
ユ
e
i
n
盲
u
－
s
c
h
e
1
亡
S
－
i
～
」
買
S
・
き
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
、
第
一
条
に
お
い
て
、
「
本
法

律
は
ド
イ
ツ
人
に
と
っ
て
妥
当
す
る
」
と
さ
れ
た
こ
と
は
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
5
0
）
F
・
E
莞
r
恵
i
－
s
c
h
r
i
f
－
－
箸
d
i
e
g
e
S
a
邑
e
S
－
r
a
f
r
e
C
h
－
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
：
軍
S
．
g
f
．

（
聖
R
e
i
c
h
s
g
e
S
2
－
2
b
－
a
t
：
書
．
↓
e
i
〓
．
S
．
∽
怠
．

（
∽
豊
　
「
道
徳
犯
罪
者
」
は
、

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

れ
る
こ
と
に
な
る
。

完
三
三
年
の
『
常
習
犯
罪
者
法
』
に
い
う
、
「
危
険
な
道
徳
犯
罪
者
」
と
も
異
な
る
ま
っ
た
く
新
た
な
行
為
者
類
型
で

た
だ
一
回
限
り
の
行
為
に
よ
っ
て
、
行
為
者
は
も
っ
と
も
厳
し
い
刑
罰
威
嚇
の
対
象
で
あ
る
「
道
徳
犯
罪
者
」
と
み
な
さ

（
警
e
d
・
）
M
・
D
O
ヨ
a
r
u
S
㌦
H
i
－
－
e
r
・
R
e
d
e
n
u
n
d
P
r
O
k
－
a
m
a
－
i
O
n
e
n
・
三
塁
S
・
－
書
－
琵
同
旨
の
発
言
と
し
て
、
こ
D
e
r
g
r
O
冨
亡
t
S
C
h
e

F
1
2
i
h
e
i
t
s
k
a
ヨ
p
f
・
R
e
d
e
n
A
・
H
i
－
－
e
r
S
・
こ
B
d
．
ご
ー
器
）
S
」
芸
．

（
聖
S
c
h
ヨ
i
d
－
・
L
e
i
c
h
n
e
r
｝
D
e
亡
－
s
c
h
e
s
R
e
c
h
：
書
．
S
．
N
－
芦

（
警
「
行
為
者
刑
法
」
の
具
体
化
に
関
し
て
い
え
ば
、
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
亘
元
年
四
月
二
四
日
の
判
決
の
中
で
、
「
行
為
者
類
型
の
助
け
を
借

。
て
、
個
々
の
構
成
要
件
を
強
調
し
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
人
格
像
を
裁
判
官
の
頭
の
中
に
惹
起
せ
し
め
よ
う
と
す
る
傾
向
」
を
、
「
最
近
の
刑

事
立
法
の
展
開
の
中
に
明
白
な
形
で
兄
い
出
し
う
る
」
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
確
認
、
当
該
判
決
の
中
で
問
題
と
な
っ
た
完
〇
〇
年
六
月
二
五
日

の
『
改
正
法
』
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
「
売
春
婦
の
ヒ
モ
」
に
関
す
る
第
二
八
二
条
a
の
規
定
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
、
こ
う
し
た
傾
向
に
即
し
て

解
釈
し
直
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
司
法
も
ま
た
、
刑
事
立
法
に
あ
ら
わ
れ
た
最
近
の
「
傾
向
」
に
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
と

の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
。
「
第
六
一
条
a
の
規
定
は
、
売
春
婦
の
ヒ
モ
そ
れ
自
体
、
つ
ま
り
明
白
な
特
徴
を
も
っ
た
一
つ
の
『
犯
罪
者
類
型
』

の
取
り
締
ま
り
を
目
的
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
こ
こ
で
は
行
為
者
の
も
つ
特
徴
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
第
一
八
妄
a

は
、
括
弧
で
括
っ
た
『
売
春
婦
の
ヒ
モ
（
～
u
h
巴
－
e
r
）
』
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
適
用
は
、
行
為
が

行
為
者
を
『
売
春
婦
の
ヒ
モ
』
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
場
合
に
の
み
正
当
化
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
、
自
ら

の
も
つ
本
質
お
よ
び
売
春
婦
と
の
関
係
の
在
り
方
に
お
い
て
、
売
春
婦
の
ヒ
モ
と
い
う
『
行
為
者
類
型
』
に
合
致
す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。
こ
れ

と
対
立
す
る
従
来
の
見
解
（
R
G
S
－
・
B
d
・
箪
S
・
声
B
d
・
芦
S
・
芦
）
に
賛
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
行
為
者
が
彼
の
人
格
に
て
ら
し
、
一
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∩
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．
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．
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．
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．
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法
経
研
究
三
九
巻
四
号
　
（
一
九
九
一
年
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

－
芝
山
．
S
J
O
畠
f
．
）
　
で
は
、
改
善
へ
の
微
か
な
期
待
の
存
在
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
と
り
わ
け
　
「
労
働
力
を
も
っ
た
被
告
人
の
労
働
か
ら
生
ま

れ
る
民
族
共
同
体
に
と
っ
て
の
有
用
性
」
を
理
由
に
、
「
被
告
人
は
共
同
体
の
保
護
の
た
め
、
そ
の
死
が
求
め
ら
れ
る
生
存
に
値
し
な
い
犯
罪
者

で
は
な
い
」
と
の
結
論
を
下
し
た
。
後
者
の
判
決
に
つ
き
、
ダ
ー
ム
は
、
「
判
決
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
被
告
人
が
老
人
で
あ
っ
た
り
、
病
気
で

あ
っ
た
り
し
て
も
は
や
労
働
力
を
持
た
な
い
場
合
、
死
刑
が
問
題
と
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
種
の
考
え
方
に
対
し
て
は
躊
躇
い
を
禁
じ
え

な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
と
法
の
尊
厳
を
侵
す
も
の
で
あ
る
」
と
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
（
G
．
D
a
h
ヨ
｝
D
e
u
t
s
c
h
e
s
R
e
c
h
t
二
重
忘
．
S
．
ご

G
．
D
a
h
m
－
D
e
u
t
s
c
h
e
s
R
e
c
h
t
」
澄
N
．
S
．
会
N
∴
d
e
r
s
．
〉
D
e
亡
t
S
C
h
e
s
R
e
c
h
t
二
幸
芸
．
S
．
い
．

「
保
護
思
想
」
　
と
、
こ
れ
ら
の
　
『
法
律
』
、
『
命
令
』
　
が
な
お
刑
罰
の
要
求
根
拠
と
し
て
挙
げ
て
い
る
　
「
購
罪
」
　
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ

せ
る
べ
き
か
。
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
は
、
一
九
四
一
年
の
　
『
改
正
法
』
　
に
関
し
、
「
購
罪
の
要
求
」
　
を
「
浄
化
の
要
求
」
　
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ

り
、
両
者
は
は
じ
め
て
相
互
に
補
い
あ
う
も
の
と
す
る
。
「
こ
の
購
罪
の
要
求
は
、
タ
リ
オ
の
原
則
、
あ
る
い
は
行
為
と
刑
罰
の
平
衡
か
ら
引
き

出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
『
購
罪
』
を
こ
臥
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
は
、
刑
法
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
と
合
致
し
う
る
も
の
で
は
な

い
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
考
え
は
、
自
由
な
空
間
で
の
行
為
と
い
っ
た
観
念
を
も
た
ら
し
、
ま
た
購
罪
の
程
度
の
評
価
に
つ
き
、
行
為

の
外
的
結
果
の
不
当
な
重
視
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
神
話
的
な
超
越
論
的
観
念
の
産
物
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
民

族
有
機
体
の
自
然
的
機
能
に
他
な
ら
な
い
。
頗
罪
の
要
求
は
、
民
族
有
機
体
の
健
全
な
浄
化
の
要
求
な
の
で
あ
る
。
」
　
（
R
．
F
r
e
i
s
－
e
r
u
D
e
u
t
s
c
h
e

J
亡
S
t
i
N
」
澄
－
．
S
．
宍
岩
戸
）

こ
れ
は
、
既
に
紹
介
し
た
　
（
本
章
三
日
）
　
民
族
の
裏
切
者
に
対
す
る
追
放
と
し
て
の
刑
罰
の
本
質
に
関
す
る
理
解
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
ク
レ
ー
は
、
こ
の
フ
ラ
イ
ス
ラ
ー
の
解
釈
を
購
罪
観
念
の
拡
張
で
あ
る
と
し
、
こ
の
間
題
を
純
粋
に
保
護
思
想
の
立
場
か
ら
次
の
よ

う
に
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
提
案
す
る
、
「
一
九
三
九
年
の
　
『
命
令
』
　
が
、
重
大
少
年
犯
罪
者
と
成
人
と
の
同
一
視
の
条
件
と
し
て
要
求
す
る
、
特

別
に
非
難
す
べ
き
犯
罪
的
心
情
と
民
族
の
保
護
の
二
者
択
一
は
、
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
立
法
者
が
、
特
別
に
非
難
す
べ
き
心

情
に
つ
き
、
『
厳
格
な
腰
罪
』
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
が
従
う
べ
き
は
グ
ラ

イ
ス
バ
ッ
ハ
の
以
下
の
解
釈
で
あ
る
、
即
ち
、
行
為
者
の
心
情
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
民
族
の
保
護
の
た
め
に
、
そ
の
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
場
合
、
重
大
少
年
犯
罪
者
は
成
人
と
同
じ
よ
う
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
、
と
。
グ
ラ
イ
ス
バ
ッ
ハ
の
見
解
の
も
つ
正
し
さ
は
、

た
と
え
行
為
者
が
特
別
に
非
難
す
べ
き
心
情
の
故
に
処
罰
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
常
に
問
題
と
な
る
の
は
民
族
の
保
護
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
あ
っ
た
。
…
…
一
九
四
一
年
の
　
『
改
正
法
』
　
の
場
合
も
、
民
族
の
保
護
と
な
ら
ん
で
購
罪
の
要
求
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
し
、
後
者
の
下
に
、
反
社
会
的
衝
動
に
と
ら
え
ら
れ
た
改
善
見
込
み
の
な
い
者
の
淘
汰
に
対
す
る
民
族
の
浄
化
要
求
と
い
う
も
の
を
理
解
す

る
限
り
、
こ
こ
で
も
ま
た
保
護
目
的
の
い
さ
さ
か
オ
ー
バ
ー
な
潤
色
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
」
（
K
・
K
－
e
e
u
 
D
e
u
t
S
・

c
h
e
s
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
」
芝
N
．
S
．
コ
．
）

本
章
三
日
注
用
。

本
章
三
日
。

K
．
K
－
e
e
｝
A
与
i
三
賢
R
e
C
h
t
s
u
n
d
S
O
～
i
a
－
p
h
i
－
O
S
O
p
h
i
e
」
望
＼
－
器
・
S
・
怠
↓
・

右
に
挙
げ
た
法
律
・
命
令
の
他
に
、
『
刑
事
訴
訟
法
』
第
三
五
九
条
の
中
に
、
『
被
告
人
の
不
利
と
な
る
再
審
」
が
許
去
る
条
件
と
し
て
、
「
民

族
の
保
護
の
た
め
に
そ
れ
が
必
要
と
な
る
」
こ
と
を
規
定
し
た
一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
の
『
刑
事
司
法
の
簡
素
化
の
た
め
の
第
三
命
令
』

（
R
e
i
c
h
s
g
e
s
e
t
z
b
－
a
－
＝
芳
1
e
i
＝
・
S
・
∽
塁
も
ま
た
、
こ
の
勝
利
を
補
強
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ
る
。
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．
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M
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－
d
e
r
A
k
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ヨ
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f
守
D
e
u
－
s
c
h
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R
e
C
h
＝
軍
S
・
悪
∴
計
r
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・
豆
u
－
s
c
h
e
S
J
u
g
e
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d
r
e
C
h
二
軍
S
・
芳
養

G
．
く
．
G
－
e
i
s
p
a
c
h
も
e
亡
－
s
c
h
e
S
S
－
r
a
f
r
e
C
h
＝
芦
S
・
ご
S
c
h
ヨ
i
d
－
ト
e
i
c
h
n
e
r
｝
D
e
u
－
s
c
h
e
S
R
e
C
h
二
軍
S
・
N
－
莞
二
二
P
D
a
h
ヨ
u

D
e
u
t
s
c
h
e
s
R
e
c
h
：
琵
S
．
喜
∴
d
e
r
S
・
盲
u
－
s
c
h
e
S
R
e
C
h
＝
軍
S
・
N
f
f
∴
R
G
・
U
r
－
・
く
○
ヨ
N
…
－
琵
盲
u
t
s
c
h
e
J
u
s
t
i
Z
」
琵

S
．
§
∴
R
G
．
U
r
t
・
く
○
ヨ
ー
ひ
・
P
－
芸
・
b
e
亡
－
s
c
h
e
S
R
e
C
h
ニ
器
・
S
・
芦

刑
罰
と
り
わ
け
死
刑
の
も
つ
人
種
生
物
学
的
機
能
に
早
く
か
ら
注
目
し
、
強
調
し
た
者
に
ニ
コ
ラ
イ
が
い
た
。
一
九
三
三
年
に
発
表
し
た
論
文

の
中
で
彼
は
い
う
、
「
経
験
と
考
察
は
、
遺
伝
が
犯
罪
に
際
し
、
い
か
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
い
る
。
…
…
そ

れ
故
、
将
来
の
刑
法
は
絶
え
ず
間
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
即
ち
、
あ
る
特
定
の
犯
罪
か
ら
、
犯
罪
者
の
悪
し
き
素
質
が
推
論
さ
れ
う
る
か

否
か
、
と
。
か
か
る
『
犯
罪
』
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
法
の
課
題
は
、
悪
し
き
素
質
の
淘
汰
に
対
し
て
配
慮
す
る
こ
と
に
あ
る
。
…
…
か
つ

て
の
刑
法
制
度
は
、
追
放
、
つ
ま
。
共
同
体
か
ら
の
排
除
と
い
う
手
段
を
と
り
、
や
が
て
後
に
な
っ
て
か
ら
は
、
死
刑
が
通
常
と
な
っ
た
。
…
…

犯
罪
者
を
殺
す
権
利
が
社
会
の
側
に
あ
る
の
か
否
か
を
問
う
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
犯
罪
者
を
生
き
な
が
ら
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
す
べ

て
の
善
良
な
人
々
を
犯
罪
者
お
よ
び
彼
ら
の
劣
等
な
子
孫
の
危
険
に
曝
す
権
利
を
国
家
は
有
し
て
い
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
古

い
ド
イ
ツ
法
で
は
、
行
為
者
本
人
だ
け
で
は
な
く
、
彼
の
家
族
全
員
が
追
放
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
行
為
者
本
人
が
明
ら
か
に
し
た
だ
け
で

な
く
、
遺
伝
に
よ
り
彼
の
子
孫
に
伝
え
ら
れ
、
彼
ら
の
中
に
現
に
存
在
し
て
い
る
悪
し
き
素
質
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
よ
う
と
の
基
本
的
考
え
が

民
族
共
同
体
と
法
（
七
）
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こ
こ
に
は
あ
っ
た
の
だ
。
」
（
H
．
N
i
c
O
－
a
i
Y
D
e
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s
c
h
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s
R
e
c
h
t
」
諾
い
．
S
．
箪
）

（
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）
P
f
亡
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N
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D
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e
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c
h
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R
e
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r
e
c
h
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．
。
l
：
C
・
P
S
」
、
芦

少
年
刑
法
の
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
危
険
な
常
習
犯
罪
者
の
淘
汰
を
も
っ
ぱ
ら
目
的
と
し
た
『
改
正
法
』

と
は
異
な
り
、
少
年
刑
法
の
基
本
思
想
が
「
教
育
」
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
（
注
（
4

9
）
）
し
か
し
な
が
ら
、
テ
ィ
ェ
ラ
ッ

ク
は
、
「
ナ
チ
ズ
ム
の
観
念
に
よ
る
限
り
、
こ
の
教
育
思
想
は
淘
汰
思
想
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
（
G
．
T
h
i
e
r
a
c
k
｝

D
e
u
t
S
C
h
e
J
u
s
t
i
Z
L
芝
山
．
S
．
∽
会
f
．
）
た
し
か
に
、
教
育
が
、
少
年
犯
罪
者
を
「
有
用
な
構
成
分
肢
」
と
し
て
、
再
び
「
共
同
体
へ
組
み
込
む
」

こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
限
り
、
逆
に
、
初
め
か
ら
教
育
の
効
果
が
期
待
さ
れ
え
な
い
か
、
あ
る
い
は
刑
の
執
行
途
中
そ
の
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
場
合
、
少
年
犯
罪
者
に
対
し
、
「
人
種
的
に
価
値
な
き
分
肢
」
と
し
て
、
「
共
同
体
か
ら
の
排
除
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

は
、
右
の
目
的
か
ら
し
て
、
い
わ
ば
当
然
の
結
論
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
重
大
少
年
犯
罪
者
に
対
す
る
一
般
刑
法
の
適
用
、
あ
る
い

は
「
共
同
体
へ
自
己
を
組
み
入
れ
る
期
待
が
失
わ
れ
た
場
合
」
に
お
け
る
警
察
へ
の
引
き
渡
し
は
、
そ
の
こ
と
の
表
現
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め

の
手
段
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
う
る
。
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