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プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
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二
部
第
二
〇
章
（
刑
法
）
試
訳
（
一
）

付
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
史
研
究
の
意
義
と
課
題

足
立
昌
勝

プロイセンー般ラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

一
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
史
研
究
の
意
義
と
課
題

二
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
〇
章
（
試
訳
）

第
二
〇
章
　
犯
罪
と
刑
罰
に
つ
い
て

　
第
一
節
　
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
一
般
に
つ
い
て

　
第
二
節
　
国
事
犯
一
般
に
つ
い
て
、
特
に
内
乱
罪
に
つ
い
て

　
第
三
節
　
国
の
外
部
的
安
全
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て
（
以
上
本
号
〉

　
第
四
節
　
国
の
内
部
的
平
穏
お
よ
び
安
全
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て

　
第
五
節
　
国
に
対
す
る
畏
敬
の
侵
害
に
つ
い
て

　
第
六
節
宗
教
社
会
の
侮
辱
に
つ
い
て

　
第
七
節
　
国
の
保
留
さ
れ
た
権
利
の
僑
称
お
よ
び
侵
害
に
つ
い
て

　
第
八
節
　
国
の
雇
い
人
の
犯
罪
に
つ
い
て

　
第
九
節
　
私
的
犯
罪
に
つ
い
て

　
第
一
〇
節
名
誉
の
侮
辱
に
つ
い
て

　
第
一
一
節
身
体
的
侵
害
に
つ
い
て

　ww　1〔
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性
的
犯
罪
に
つ
い
て

自
由
の
侵
害
に
つ
い
て

財
産
一
般
の
鍛
損
に
つ
い
て
、
特
に
窃
盗
に
つ
い
て

可
罰
的
私
利
お
よ
び
詐
欺
に
よ
る
財
産
の
鍛
損
に
つ
い
て

報
復
、
悪
意
お
よ
び
悪
ふ
ざ
け
に
よ
る
財
産
の
殿
損
に
つ
い
て

公
共
の
危
険
を
と
も
な
う
殿
損
に
つ
い
て

、

プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
史
研
究
の
意
義
と
課
題

ー
ー
プ
ロ
イ
セ
ン
一
∞
般
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
〇
章
（
刑
法
）

を
試
訳
す
る
に
あ
た
っ
て
ー

一、

h
イ
ツ
刑
法
学
が
日
本
刑
法
学
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
の
刑
法
学
者
は
、
従
来
、
そ
の
理

論
的
基
盤
を
ド
イ
ツ
刑
法
学
に
求
め
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
、
日
本
刑
法
学
へ
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
き
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
こ
で
基
般
皿
と
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
法
学
は
、
部
分
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
ト
ー
タ
ル
に
把
握
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

そ
も
そ
も
、
ド
イ
ッ
刑
法
学
も
、
他
国
の
刑
法
学
と
同
様
に
、
社
会
的
・
経
済
的
状
況
の
反
映
を
受
け
た
刑
法
典
の
変
遷
や
社
会
的
・
経

済
的
状
況
の
理
論
（
解
釈
）
へ
の
反
映
に
規
定
さ
れ
て
生
成
・
発
展
し
た
も
の
で
あ
り
、
｛
つ
の
理
論
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
は
、
そ
の
全

体
像
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
〇
章
を
試
訳
す
る
に
あ
た
り
、
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法

史
研
究
の
位
置
付
け
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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二
、
近
代
刑
法
と
は
何
か
、
ま
た
近
代
刑
法
は
い
つ
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
種
々
議
論
の
存
在
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

こ
の
点
を
検
討
す
る
際
に
、
レ
ー
ニ
ン
の
提
起
し
た
「
資
本
主
義
発
達
の
二
つ
の
道
」
が
大
き
な
指
針
を
提
供
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の



プロイセンー－meラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

よ
う
な
先
進
資
本
主
義
国
で
は
、
資
本
の
成
熟
が
進
み
、
そ
の
力
は
革
命
と
な
り
、
そ
れ
を
契
…
機
と
し
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
が
国
家
権

力
を
握
る
。
そ
の
権
力
が
近
代
刑
法
を
制
定
す
る
と
い
う
一
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ド
イ
ツ
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア

の
よ
う
な
後
進
資
本
主
義
国
で
は
、
資
本
の
成
熟
が
不
十
分
で
あ
り
、
な
お
絶
対
君
主
の
力
が
大
き
く
、
大
土
地
所
有
者
で
あ
る
貴
族
が

資
本
家
に
転
化
し
て
い
く
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
民
衆
の
力
は
、
一
八
四
八
年
の
三
月
革
命
に
至
る
ま
で
内
に
秘
め
ら
れ
て
い
た
。

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
国
に
お
い
て
は
、
真
の
近
代
社
会
の
成
立
は
一
八
四
八
年
ま
で
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
考
察
す
る
と
、
そ
れ
ら
の
国
に
お
け
る
近
代
刑
法
の
成
立
は
一
八
四
八
年
以
降
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
は

な
い
。
バ
イ
エ
ル
ン
に
お
け
る
一
八
＝
二
年
刑
法
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
お
け
る
一
八
〇
三
年
刑
法
は
、
現
在
の
歴
史
的
評
価
に
お
い
て
は
、

近
代
刑
法
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
刑
法
を
「
近
代
刑
法
」
で
あ
る
と
す
る
諸
要
因
を
探
り
出
す
必
要
が
あ

ろ
う
。
仮
設
と
し
て
、
そ
の
要
因
を
列
挙
す
れ
ば
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

1
　
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。
特
に
、
国
家
と
国
民
と
の
関
係
や
国
民
の
権
利
が
ど
の
程
度
認
め
ら
れ
て
い
た
か
が
考
察
さ
れ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
立
法
過
程
に
つ
い
て
。
た
と
え
国
民
の
立
法
へ
の
参
画
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
何
ら
か
の
形
で
国
民
意
識
が
立
法
へ
反
映

　
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
誰
が
法
典
編
纂
委
員
会
で
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
と
っ
て
い
た
か
、

　
又
法
典
編
纂
委
員
会
と
碧
主
と
の
関
係
な
ど
の
検
討
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

3
　
社
会
的
。
経
済
的
背
景
に
つ
い
て
。
た
と
え
資
本
が
成
熟
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
刑
法
の
編
纂
を
促
す
背
景
が
存
在
す
る
は
ず
で

　
あ
る
。
そ
れ
は
、
醤
主
制
的
秩
序
の
保
持
な
の
か
、
又
は
資
本
主
義
的
秩
序
の
保
持
な
の
か
、
ひ
い
て
は
市
民
的
秩
序
の
保
持
な
の
か

　
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
。
近
代
刑
法
は
、
啓
蒙
思
想
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
思
想
的
背
景

　
の
分
析
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
よ
う
な
要
因
の
総
合
的
評
価
の
中
で
、
刑
法
の
近
代
性
は
判
定
さ
れ
得
る
と
思
わ
れ
る
。

三
・
わ
れ
わ
れ
が
・
ド
イ
ッ
近
代
刑
法
史
研
究
の
出
発
点
と
し
て
一
七
九
四
年
の
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
ラ
ン
ト
法
を
選
ん
だ
理
由
は
、
以
下

の
こ
と
に
よ
る
。

　
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に
か
け
て
、
ド
イ
ッ
統
一
を
め
ざ
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン
と
ハ
プ
ス
ブ
ル
ク
が
争
っ
て
い
た
が
、
一
八
四
八
年
の

フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
国
民
議
会
で
プ
ロ
イ
セ
ン
を
盟
主
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
刑
法
で
は
、
統
一
後
の
一
八
七
一
年
刑
法
は
、
そ

の
基
礎
を
一
八
五
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
に
お
い
て
い
る
。
一
八
五
一
年
に
至
る
過
程
の
中
で
、
　
一
八
世
紀
末
以
来
、
ド
イ
ツ
諸
邦
に
お

い
て
多
く
の
刑
法
が
出
さ
れ
て
い
る
。
一
八
五
一
年
刑
法
は
、
そ
れ
ら
の
集
大
成
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る

た
め
に
は
・
そ
れ
以
前
の
刑
法
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
又
、
啓
蒙
君
主
の
第
一
人
者
と
い
わ
れ
る
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
ー
1
世
の
下
で
作

成
さ
れ
た
「
プ
ロ
イ
セ
ン
一
般
法
典
」
が
そ
の
土
台
と
な
っ
て
お
り
、
研
究
の
出
発
は
、
一
七
九
四
年
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
な
研
究
は
、
近
代
刑
法
像
の
解
明
の
一
環
で
あ
り
、
近
代
刑
法
の
現
代
的
変
質
の
問
題
や
あ
る
べ
き
刑
法
像
を
考
え
る
に
際
し
て
必

要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

本
試
訳
は
、
≧
曹
量
霧
讐
号
9
曇
肖
爵
ぎ
象
ω
。
聾
ω
奮
冨
μ
角
①
益
薦
§
藁
⑦
幕
村
国
”
漆
ぎ
認
く
。
撚
欝
冨
ω

国
舞
露
轄
篇
§
謀
銭
鱒
゜
寓
鉢
じ
。
巴
巳
§
を
定
本
と
し
て
用
い
て
い
る
。
同
書
に
は
、
2
曇
Φ
騰
§
舞
の
手
に
な
る
詳

細
な
ビ
ブ
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
が
あ
り
、
研
究
の
参
考
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

一一
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プmイセンー・－ncラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一〉

　
　
　
二
、
プ
濤
イ
セ
ン
【
般
ラ
ン
ト
法

　
　
　
第
二
部

　
　
　
第
二
〇
章
　
犯
罪
と
刑
罰
に
つ
い
て

　
第
一
条
　
す
べ
て
の
官
憲
お
よ
び
す
べ
て
の
部
族
の
長
は
、
そ
の
臣
下
の
違
法
行
為
お
よ
び
犯
罪
の
防
止
に
真
剣
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

第
二
条
　
年
長
者
お
よ
び
教
育
者
、
学
校
教
師
な
ら
び
に
民
族
教
師
は
、
監
視
を
委
ね
ら
れ
た
者
に
関
し
、
課
せ
ら
れ
た
義
務
を
解
怠

す
る
と
き
は
、
特
に
責
任
が
あ
る
。

　
第
三
条
　
宗
教
の
公
然
た
る
侮
辱
お
よ
び
淫
行
勧
誘
は
、
法
律
に
従
い
、
厳
格
に
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
六
節
・
第
一
二
節
）
。

　
第
四
条
　
意
図
的
な
物
乞
者
、
浮
浪
者
お
よ
び
無
為
者
は
、
労
働
に
従
事
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
労
働
に
無
用
で
あ
る
と
き
は
、
安

価
に
給
養
さ
れ
、
ま
た
は
他
国
者
と
し
て
領
土
か
ら
追
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
五
条
　
窃
盗
犯
人
、
そ
の
他
、
窃
盗
癖
の
故
に
共
同
財
産
に
危
害
を
加
え
得
る
者
は
、
刑
罰
終
了
後
で
あ
っ
て
も
、
誠
実
に
生
活
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
迄
は
、
拘
留
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
六
条
　
考
え
ら
れ
る
監
督
お
よ
び
予
防
手
段
を
解
怠
し
た
官
憲
お
よ
び
長
は
、
そ
の
臣
下
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
事
情
に
応
じ
、
多
く

ま
た
は
少
な
く
関
与
し
た
も
の
と
す
る
。

　
　
第
　
節
　
犯
罪
お
よ
び
刑
罰
一
般
に
つ
い
て

　
第
七
条
　
自
由
な
行
為
に
よ
り
、
入
に
違
法
に
（
≦
雛
⑦
霞
①
o
算
腎
び
）
損
害
を
加
え
た
者
は
、
犯
罪
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
り
、
被
害
者

な
ら
び
に
そ
れ
を
保
護
す
る
国
家
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
八
条
　
法
律
が
要
求
す
る
こ
と
の
自
由
な
不
作
為
に
よ
っ
て
も
、
犯
罪
は
行
わ
れ
る
。

　
第
九
条
　
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
行
為
お
よ
び
不
作
為
は
、
た
と
え
そ
れ
が
誰
か
に
現
実
の
不
利
益
を
起
こ
し
た
と
し
て
も
、
犯

罪
そ
の
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
第
一
〇
条
　
意
図
的
な
公
共
ま
た
は
私
的
な
安
全
の
侵
害
は
、
法
律
の
不
知
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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第
一
一
条
前
条
以
外
の
場
合
に
お
い
て
は
、
法
律
の
厳
格
さ
は
、
刑
法
を
知
る
義
務
が
あ
り
、
か
つ
知
る
こ
と
が
で
き
た
者
に
対
し

て
の
み
適
用
さ
れ
る
。

　
第
＝
｝
条
　
臣
民
な
ら
び
に
国
の
領
域
内
に
滞
在
す
る
他
国
者
は
、
国
の
法
律
を
照
会
す
る
義
務
が
あ
る
（
序
章
第
三
三
条
1
ー
第
四

　
（
1
＞

一
条
）
。

　
第
＝
二
条
　
ラ
ン
ト
内
で
犯
罪
を
行
っ
た
他
国
者
は
、
国
内
法
に
従
っ
て
も
処
罰
さ
れ
る
。

　
第
｛
四
条
　
外
国
で
行
っ
た
犯
罪
に
よ
り
刑
罰
に
問
わ
れ
る
べ
き
他
国
者
は
、
犯
罪
を
行
っ
た
所
の
法
律
に
従
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
五
条
　
前
条
は
、
国
内
法
が
外
国
で
行
っ
た
犯
罪
に
減
軽
し
た
刑
を
定
め
て
い
る
と
き
は
、
外
国
で
行
っ
た
犯
罪
の
故
に
ラ
ン
ト

内
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
者
す
べ
て
に
対
し
て
適
用
す
る
。

　
犯
罪
の
道
義

　
第
一
六
条
　
自
由
に
行
為
す
る
能
力
の
な
い
者
に
は
、
犯
罪
は
存
在
せ
ず
、
刑
罰
も
存
在
し
な
い
。

　
第
一
七
条
　
未
成
年
者
お
よ
び
精
神
薄
弱
者
は
、
再
犯
防
止
の
た
め
に
、
こ
れ
を
懲
戒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
法
律
の
厳
格
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さ
に
従
っ
て
処
罰
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
八
条
　
自
由
と
熟
慮
で
行
為
し
、
人
の
財
産
を
増
加
ま
た
は
減
少
さ
せ
る
こ
と
は
、
可
罰
性
の
程
度
を
も
増
加
ま
た
は
減
少
さ
せ

る
。　

第
一
九
条
　
威
嚇
に
対
す
る
恐
怖
は
、
そ
の
危
険
が
国
そ
の
他
の
援
助
で
避
け
え
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
者
を
免
責
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　
第
二
〇
条
　
威
嚇
さ
れ
た
者
が
恐
怖
を
超
克
し
、
危
険
自
体
を
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
た
程
度
は
、
事
態
の
状
況
、
と
く
に
そ
の
者
の

気
質
お
よ
び
体
格
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
二
一
条
　
財
産
へ
の
単
な
る
損
害
ま
た
は
将
来
起
こ
り
得
る
害
悪
に
対
す
る
恐
怖
は
、
代
替
し
得
な
い
損
害
の
仮
定
的
惹
起
を
許
す

も
の
で
は
な
い
。

　
第
二
二
条
　
自
ら
を
故
意
ま
た
は
飲
酒
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
重
大
な
過
失
に
よ
り
、
自
由
に
行
為
す
る
能
力
を
失
わ
せ
ま
た
は
減
弱

さ
せ
る
状
態
に
お
と
し
入
れ
た
者
は
、
そ
の
状
態
で
行
っ
た
犯
罪
に
つ
い
て
、
そ
の
責
任
に
比
例
し
て
、
帰
責
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

　
第
二
三
条
　
行
わ
れ
た
可
罰
的
行
為
を
中
止
す
る
衝
動
事
由
を
有
し
た
者
は
、
そ
の
事
由
に
応
じ
て
、
行
わ
れ
た
行
為
の
責
に
任
ず
る
。
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プロイセンー般ラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

　
第
二
四
条
　
人
ま
た
は
国
に
対
し
て
義
務
を
有
す
る
者
が
そ
れ
ら
を
侵
害
し
た
と
き
は
、
義
務
に
応
じ
て
、
犯
罪
は
大
き
く
な
る
も
の

と
す
る
。

　
第
二
五
条
　
犯
罪
か
ら
生
ず
る
損
害
ま
た
は
危
険
の
大
き
さ
お
よ
び
不
可
避
性
に
応
じ
て
、
犯
罪
は
厳
格
に
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　
故
　
意

　
第
二
六
条
　
意
図
的
に
、
刑
法
の
規
定
を
侵
害
す
る
こ
と
を
行
い
ま
た
は
し
な
い
者
は
、
故
意
の
犯
罪
を
行
っ
た
も
の
と
す
る
。

　
第
二
七
条
　
行
為
が
、
｝
般
的
ま
た
は
特
に
行
為
者
に
既
知
の
物
事
の
自
然
法
則
に
よ
り
違
法
な
結
果
が
必
然
的
に
生
ず
る
性
質
を
有

す
る
と
き
は
、
犯
罪
は
、
故
意
に
行
わ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　
過
　
失

　
第
二
八
条
　
刑
法
に
違
反
す
る
と
き
に
、
行
為
の
違
法
な
結
果
を
現
実
に
は
予
見
し
な
か
っ
た
が
、
相
当
な
注
意
と
熟
慮
が
あ
れ
ば
予

見
す
る
こ
と
が
で
き
た
者
は
、
過
失
に
よ
る
犯
罪
を
行
っ
た
も
の
と
す
る
（
第
一
部
第
三
章
第
二
五
範
）
。

　
第
二
九
条
　
違
法
な
結
果
が
行
為
か
ら
生
ず
る
必
然
性
お
よ
び
通
常
性
、
行
為
者
が
行
為
と
結
果
と
の
関
係
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
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る
容
易
さ
お
よ
び
意
思
に
反
し
て
い
る
と
は
い
え
損
害
を
惹
起
す
る
行
為
自
体
の
危
険
性
お
よ
び
不
法
性
の
程
度
に
応
じ
て
、
行
わ
れ
た

過
失
は
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
三
〇
条
　
法
律
上
の
刑
罰
の
等
級
は
、
個
別
的
事
件
に
お
い
て
、
第
二
三
条
、
第
二
四
条
お
よ
び
第
二
四
条
に
し
た
が
い
、
裁
判
官

が
こ
れ
を
定
め
る
。

　
第
三
　
条
犯
罪
の
法
律
で
定
め
ら
れ
た
刑
罰
は
、
正
規
刑
と
称
す
る
。
そ
れ
は
、
一
般
的
に
、
犯
罪
を
故
意
で
行
っ
た
者
に
の
み
適

用
さ
れ
る
。

　
第
三
二
条
　
正
規
刑
に
直
近
の
刑
罰
は
、
悪
い
故
意
は
証
明
さ
れ
な
い
が
、
所
為
の
前
ま
た
は
際
に
行
為
の
直
接
的
結
果
と
し
て
の
違

法
な
効
果
を
知
ら
な
く
は
な
か
っ
た
者
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
。

　
第
三
三
条
　
法
律
が
過
失
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
を
明
文
で
定
め
て
い
な
い
と
き
は
、
裁
判
官
は
、
第
二
九
条
の
原

則
に
し
た
が
い
、
特
別
刑
を
確
定
す
る
。

　
第
三
四
条
　
特
別
刑
の
み
が
言
い
渡
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
れ
は
、
死
刑
ま
た
は
名
誉
剥
奪
に
ま
で
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
三
五
条
　
法
律
が
専
断
刑
（
≦
旨
閃
警
熱
9
①
ω
群
絵
①
）
を
規
定
し
て
い
る
と
き
は
、
そ
れ
は
、
六
週
間
の
禁
鋼
ま
た
は
五
〇
タ
ー
レ

ル
の
科
料
以
上
に
拡
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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プロイセンー－meラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

　
偶
　
然

　
第
三
六
条
　
そ
の
も
の
と
し
て
は
許
容
さ
れ
る
行
為
か
ら
の
有
害
な
結
果
が
単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
結
果
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

犯
罪
と
し
て
行
為
者
に
こ
れ
を
帰
責
し
て
は
な
ら
な
い
（
第
｛
部
第
三
章
第
六
条
）
。

　
第
三
七
条
　
行
為
者
の
意
図
に
反
し
て
偶
然
的
結
果
を
惹
起
し
た
行
為
が
そ
の
も
の
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
結
果
そ

の
も
の
は
、
い
か
な
る
犯
罪
と
み
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
三
八
条
　
結
果
の
可
能
性
が
行
為
者
に
予
見
さ
れ
得
た
容
易
さ
の
程
度
に
応
じ
て
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
損
害
を
考
慮
し
て
、
禁
止
さ

れ
た
行
為
自
体
の
刑
罰
は
加
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
企
図
さ
れ
、
案
行
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て

　
第
三
九
条
　
故
意
に
よ
る
犯
罪
の
正
規
刑
は
、
犯
罪
を
現
実
に
完
了
し
た
者
に
適
用
す
る
。

　
第
四
〇
条
　
行
為
者
が
犯
罪
の
遂
行
の
た
め
に
そ
の
者
と
し
て
は
す
べ
て
を
行
っ
た
と
き
で
、
可
罰
的
行
為
の
本
質
に
必
要
な
効
果
が

単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ
た
と
き
は
、
行
為
者
は
、
正
規
刑
に
直
近
の
刑
罰
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
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第
四
一
条
　
正
規
刑
に
直
近
の
刑
罰
は
、
犯
罪
の
実
行
に
必
要
な
最
後
の
行
為
を
単
な
る
偶
然
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
た
者
に
対
し
て
適

用
す
る
。

　
第
四
二
条
　
単
な
る
偶
然
が
可
罰
的
行
為
の
事
前
準
備
を
阻
止
し
た
と
き
は
、
悪
い
意
図
は
、
現
実
の
遂
行
の
た
め
の
進
み
具
合
に
応

じ
て
罰
せ
ら
れ
る
。

　
第
四
三
条
　
自
己
の
活
動
で
犯
罪
の
実
行
を
中
止
し
、
違
法
な
効
果
が
何
ら
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
準
備
を
行
う
者
な
ら
び
に
共
犯
者
お

よ
び
計
画
の
時
宜
を
得
た
暴
露
に
よ
り
犯
罪
の
実
行
を
阻
止
す
る
者
は
、
恩
赦
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
四
四
条
　
一
定
の
犯
罪
を
行
わ
ん
と
す
る
単
な
る
威
嚇
も
可
罰
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
国
を
、
被
威
嚇
者
を
安
全
に
す
る
処
置
を
行

う
こ
と
を
義
務
づ
け
る
。

　
刑
罰
の
加
重
に
つ
い
て

　
第
四
五
条
　
刑
罰
は
、
一
般
に
、
一
の
事
件
に
お
い
て
、
法
律
上
の
刑
罰
の
最
高
限
を
超
え
て
加
重
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
四
六
条
　
正
規
刑
の
加
重
が
裁
判
官
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
て
も
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
刑
罰
の
種
類
は
、
変
更
さ

れ
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
際
に
は
、
第
五
〇
条
の
規
定
は
、
…
常
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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プUイセンー般ラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

　
第
四
七
条
　
法
律
で
定
め
ら
れ
た
死
刑
の
種
類
は
、
処
刑
場
へ
の
引
き
廻
し
ま
た
は
死
体
の
公
開
展
示
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
る
。

　
第
四
八
条
　
要
塞
刑
お
よ
び
懲
役
刑
の
加
重
は
、
期
間
の
延
長
ま
た
は
身
体
懲
罰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

　
第
四
九
条
　
禁
鋼
刑
は
、
期
間
の
延
長
ま
た
は
通
…
常
の
日
用
品
の
剥
奪
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
但
し
、
囚
人
の
生
命
お

よ
び
健
康
を
危
険
に
す
る
手
段
に
よ
っ
て
加
重
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
五
十
条
　
身
体
刑
の
加
重
に
際
し
て
は
、
常
に
被
処
罰
者
の
体
格
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
五
一
条
　
虚
偽
の
事
情
の
捏
造
に
よ
り
裁
判
官
を
欺
か
ん
と
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
れ
以
外
で
実
行
さ
れ
た
刑
罰
が
常
に
加
重
さ

れ
る
。

　
累
犯
に
つ
い
て

　
第
五
二
条
　
同
一
犯
罪
の
繰
り
返
し
は
、
単
一
犯
罪
に
対
し
て
法
律
で
定
め
ら
れ
た
刑
罰
の
加
重
を
常
に
行
う
。

　
第
五
三
条
　
前
条
の
刑
罰
の
加
重
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
者
の
こ
の
種
の
違
反
の
性
癖
お
よ
び
そ
の
こ
と
か
ら
国
に
迫
る
危
険
が
特
に
考

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一一 P3一



　
数
個
の
犯
罪
の
衝
突
に
つ
い
て

　
第
五
四
条
　
数
個
の
罰
金
刑
を
執
行
す
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
犯
罪
者
の
財
産
か
ら
徴
収
す
る
。

　
第
五
五
条
　
そ
の
犯
罪
者
に
さ
ら
に
生
命
刑
、
身
体
刑
ま
た
は
名
誉
刑
が
執
行
さ
れ
る
と
き
で
も
、
前
条
の
徴
収
は
、
こ
れ
を
行
う
。

　
第
五
六
条
　
単
な
る
名
誉
刑
も
、
身
体
刑
ま
た
は
罰
金
刑
と
並
行
し
て
、
同
時
に
執
行
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
但
し
、
そ
れ
が
身

体
的
刑
罰
に
含
ま
れ
て
い
る
と
き
ま
た
は
身
体
刑
な
い
し
罰
金
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
不
必
要
に
な
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
五
七
条
　
数
個
の
身
体
刑
が
言
い
渡
さ
れ
た
と
き
は
、
最
も
重
い
犯
罪
の
刑
罰
が
加
重
ま
た
は
延
期
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

し
、
犯
罪
の
刑
罰
の
総
和
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
刑
罰
の
減
軽

　
第
五
八
条
　
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
共
犯
者
を
通
報
し
た
者
は
、
法
律
上
の
刑
罰
よ
り
寛
大
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
五
九
条
　
証
明
さ
れ
る
以
前
に
、
所
為
を
自
由
意
思
で
告
白
し
た
者
に
対
し
て
は
、
告
白
し
な
い
と
き
に
執
行
さ
れ
た
刑
罰
の
加
重

は
減
軽
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
加
重
が
行
わ
れ
な
い
と
き
は
、
寛
大
な
法
律
上
の
刑
罰
が
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
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プロイセンー般ラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

　
第
六
〇
条
　
遂
行
さ
れ
た
所
為
に
お
け
る
悔
悟
は
、
企
図
さ
れ
た
犯
罪
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
一
条
　
犯
罪
者
が
、
所
為
を
完
了
し
た
後
で
、
そ
の
所
為
の
危
険
な
効
果
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
直
ち
に
自
己
の
力
に
よ
り
阻
止

し
た
と
き
は
、
特
別
刑
の
み
が
行
わ
れ
る
。

　
第
六
二
条
　
損
害
は
生
じ
た
が
、
行
為
者
が
そ
れ
を
補
償
し
た
と
き
は
、
そ
れ
が
な
い
と
き
に
執
行
さ
れ
る
刑
罰
の
減
軽
が
行
わ
れ
る
。

　
第
六
三
条
　
潜
伏
し
て
い
た
犯
罪
者
が
、
数
年
間
に
わ
た
る
根
本
的
改
善
の
確
実
な
証
拠
を
提
出
し
、
損
害
を
完
全
に
補
償
し
た
と
き

は
、
恩
赦
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
人
の
犯
罪
へ
の
関
与

　
第
六
四
条
　
数
人
の
者
が
犯
罪
の
実
行
に
直
接
的
に
関
与
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
正
犯
と
し
て
法
律
で
定
め
ら
れ
た
刑
罰
を
科
せ

ら
れ
る
。

　
第
六
五
条
　
主
犯
と
認
定
さ
れ
た
者
が
他
の
者
に
犯
罪
を
さ
せ
た
と
き
は
、
正
規
刑
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
加
重
さ
れ
る
。

　
第
六
六
条
　
数
人
の
者
が
共
同
し
て
実
行
し
た
犯
罪
は
、
一
人
の
者
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
と
き
よ
り
も
加
重
し
て
処
罰
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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第
六
七
条
　
他
の
者
を
犯
罪
の
実
行
に
利
用
す
る
者
は
、
自
分
で
直
接
的
に
犯
罪
を
行
っ
た
者
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
。

　
第
六
八
条
　
そ
の
者
が
行
為
者
に
対
し
て
上
司
ま
た
は
先
輩
の
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
準
備
さ
れ
た
犯
罪
の
首
謀
者
と
み

な
さ
れ
る
（
第
六
五
条
）
。

　
第
六
九
条
　
上
役
に
対
す
る
行
為
者
の
こ
の
関
係
の
ゆ
え
に
、
行
為
者
の
刑
罰
は
、
こ
れ
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
免

除
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
七
〇
条
　
命
令
を
し
た
者
ま
た
は
命
令
を
引
き
受
け
た
者
が
国
ま
た
は
被
害
者
に
主
に
義
務
を
有
す
る
と
き
は
、
刑
罰
の
際
に
、
こ

の
特
別
な
関
係
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
七
一
条
　
犯
罪
の
実
行
に
直
接
的
に
は
関
与
し
な
か
っ
た
者
が
、
実
行
の
と
き
に
、
そ
れ
な
し
で
は
犯
罪
が
実
行
し
え
な
い
よ
う
な

能
動
的
援
助
を
行
っ
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
正
規
刑
が
科
せ
ら
れ
る
。

　
第
七
二
条
　
為
さ
れ
た
援
助
が
犯
罪
の
実
行
に
必
然
的
で
な
か
っ
た
と
き
で
も
、
そ
の
援
助
は
、
犯
罪
を
容
易
に
し
ま
た
は
助
け
た
関

係
お
よ
び
犯
罪
自
体
の
重
さ
に
応
じ
て
、
援
助
提
供
者
に
対
し
罰
せ
ら
れ
る
。

　
第
七
三
条
　
数
人
の
者
が
犯
罪
を
共
同
し
て
実
行
す
る
た
め
に
通
謀
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
者
は
、
通
謀
し
た
行
為
の
全
部
に
対
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プロイセンー般ラント法第二部第二〇章（刑法）試訳（一）

し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
単
に
一
人
の
者
を
援
助
し
よ
う
と
し
た
と
き
で
も
、
同
様
で
あ
る
。

　
第
七
四
条
　
事
前
の
通
謀
な
し
に
、
所
為
が
実
行
さ
れ
る
と
き
に
、
自
発
的
に
、
見
張
り
そ
の
他
の
援
助
を
な
す
者
は
、
所
為
を
意
識

的
か
つ
自
由
意
思
で
助
け
た
か
を
考
慮
し
て
、
共
犯
と
み
な
さ
れ
る
。

　
第
七
五
条
　
援
助
提
供
者
が
行
わ
れ
た
犯
罪
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
可
罰
性
は
、
提
供
者
が
そ
の
際
に
持
っ
て
い
た
意
図
に

し
た
が
い
判
断
さ
れ
る
。

　
第
七
六
条
　
犯
罪
に
対
す
る
助
言
お
よ
び
指
導
を
す
る
者
は
、
犯
罪
に
現
実
的
援
助
を
な
し
た
者
と
同
様
に
罰
せ
ら
れ
る
（
第
七
二
条
）
。

　
第
七
七
条
　
助
言
者
が
所
為
の
遂
行
の
と
き
に
居
あ
わ
せ
た
と
き
は
、
そ
の
者
は
、
正
犯
と
み
な
さ
れ
る
。

　
第
七
八
条
　
飲
酒
そ
の
他
の
方
法
で
故
意
に
よ
り
、
他
の
者
を
自
由
お
よ
び
熟
慮
で
行
為
す
る
能
力
を
失
わ
せ
る
状
態
に
し
た
者
は
、

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
。

　
第
七
九
条
　
刑
罰
の
種
類
お
よ
び
程
度
は
、
誘
惑
者
が
計
画
の
と
き
に
持
っ
て
い
た
意
図
お
よ
び
そ
れ
か
ら
起
こ
り
得
る
有
害
な
結
果

の
蓋
然
性
の
多
少
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
。

　
第
八
〇
条
　
国
の
安
全
ま
た
は
人
問
の
生
命
、
健
康
、
名
誉
も
し
く
は
財
産
を
重
大
な
危
険
に
さ
ら
す
犯
罪
に
つ
い
て
、
実
行
以
前
に
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知
っ
た
者
は
、
官
憲
へ
の
通
報
ま
た
は
企
図
が
向
け
ら
れ
て
い
る
者
へ
の
報
告
に
よ
り
、
犯
罪
を
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
。

　
第
八
一
条
　
前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
官
憲
の
援
助
ま
た
は
危
険
を
蒙
む
る
者
へ
の
報
告
に
よ
り
犯
罪
を
妨
害
す
る
時
間
お
よ
び
機
会

が
な
い
と
き
は
、
独
力
で
犯
罪
を
妨
害
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
自
己
ま
た
は
第
三
者
に
著
し
い
危
険
が
あ
る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
第
八
二
条
　
第
八
〇
条
お
よ
び
第
八
一
条
に
規
定
さ
れ
た
方
法
で
犯
罪
を
阻
止
し
よ
う
と
し
な
い
者
は
、
意
図
さ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て

の
確
か
な
知
識
が
証
開
さ
れ
得
た
と
き
は
、
損
害
賠
償
の
義
務
を
有
す
る
と
と
も
に
、
悪
意
ま
た
は
過
失
に
比
例
し
て
処
罰
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
第
八
三
条
　
犯
罪
の
利
益
に
、
そ
の
実
行
の
後
で
、
意
識
的
か
つ
自
由
意
思
で
、
事
前
の
話
し
合
い
を
せ
ず
に
関
与
し
た
者
は
、
利
用

し
た
犯
罪
の
正
規
刑
に
直
近
の
刑
罰
が
科
せ
ら
れ
る
。

　
第
八
四
条
　
犯
人
ま
た
は
不
法
の
利
益
を
隠
匿
す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者
は
、
犯
罪
者
自
体
と
同
様
な
規
定
に
よ
り
処
罰
さ
れ
る
。

　
刑
罰
お
よ
び
刑
罰
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
規
定

　
第
八
五
条
　
罰
金
刑
は
、
下
層
階
級
の
無
資
産
の
者
に
言
い
渡
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
罰
金
刑
が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、

罰
金
刑
に
比
例
し
た
労
役
場
留
置
ま
た
は
禁
鋼
刑
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
八
六
条
　
宣
告
刑
が
罰
金
刑
か
身
体
刑
か
に
つ
き
、
法
律
が
選
択
を
裁
判
官
に
委
ね
て
い
る
と
き
は
、
必
要
な
こ
と
は
、
判
決
で
こ

れ
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
犯
罪
者
自
身
に
そ
の
選
択
を
委
ね
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
八
七
条
　
身
体
刑
が
犯
罪
者
の
身
体
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
短
期
の
禁
鋼
刑
、
懲
役
刑
ま
た
は
要
塞
刑
は
、
比
例

し
た
科
料
に
こ
れ
を
変
更
す
る
。

　
第
八
八
条
　
科
料
五
タ
ー
レ
ル
は
、
原
則
と
し
て
、
禁
鋼
八
日
に
相
当
す
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
第
八
九
条
　
裁
判
官
は
、
前
条
の
割
合
を
、
犯
罪
者
の
知
ら
れ
た
財
産
状
態
に
応
じ
て
、
禁
鋼
八
日
を
一
〇
な
い
し
一
四
タ
ー
レ
ル
に

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
九
〇
条
　
禁
鋼
刑
、
懲
役
刑
も
し
く
は
要
塞
刑
の
法
律
上
ま
た
は
判
決
に
よ
る
加
重
が
適
用
さ
れ
得
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
は
、

こ
れ
を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
二
節
国
事
犯
醐
般
に
つ
い
て
、
特
に
内
乱
罪
に
つ
い
て

　
概
　
念

　
第
九
一
条
　
国
ま
た
は
そ
の
元
首
を
直
接
的
に
侵
害
す
る
臣
民
の
自
由
意
思
に
も
と
つ
く
行
為
は
、
国
事
犯
と
い
う
。

　
第
九
二
条
　
国
制
の
暴
力
的
転
覆
を
目
指
し
も
し
く
は
そ
の
元
首
の
生
命
ま
た
は
自
由
に
向
け
ら
れ
た
企
図
は
、
内
乱
罪
で
あ
る
。

　
内
乱
者
に
対
す
る
刑
罰

　
第
九
三
条
　
前
条
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
悪
意
お
よ
び
惹
起
し
た
損
害
に
比
例
し
て
、
最
も
厳
し
く
恐
ろ
し
い
身
体
刑
お
よ
び
生
命
刑

で
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
九
四
条
　
前
条
の
刑
罰
は
、
首
謀
者
お
よ
び
犯
罪
に
共
犯
と
し
て
関
与
し
た
者
に
向
け
ら
れ
る
（
第
六
四
条
。
第
六
七
条
・
第
七
一

条
・
第
七
三
条
）
。

　
第
九
五
条
　
内
乱
罪
を
犯
し
た
者
は
、
財
産
お
よ
び
市
民
的
名
誉
の
す
べ
て
を
失
う
と
と
も
に
、
国
が
将
来
の
危
険
を
防
止
す
る
た
め

に
永
続
的
監
禁
ま
た
は
追
放
を
必
要
と
し
た
と
き
は
、
子
供
の
不
幸
の
責
任
を
負
う
。
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共
犯
者

　
第
九
六
条
　
内
乱
の
と
き
に
、
助
言
で
あ
る
と
所
為
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、

処
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
第
七
二
条
・
第
七
六
条
）
。

秘
密
を
知
っ
て
い
る
者

比
較
的
へ
だ
た
っ
た
方
法
で
援
助
を
し
た
者
も
、
斬
首
に

　
第
九
七
条
　
内
乱
の
計
画
に
つ
い
て
報
告
を
受
け
、
速
や
か
に
宮
憲
に
通
報
す
る
こ
と
を
怠
る
者
は
、

罰
せ
ら
れ
る
（
第
八
〇
条
・
第
八
一
条
・
第
八
二
条
）
。

一
〇
年
以
上
終
身
の
要
塞
刑
で

第
九
八
条
　
両
親
、
子
供
お
よ
び
配
偶
者
で
さ
え
も
、
獲
得
し
た
知
識
を
速
や
か
に
披
渥
す
る
こ
と
に
よ
り
、

ぶ
か
ぎ
り
阻
止
す
る
義
務
を
有
す
る
。
義
務
を
怠
っ
た
と
き
は
、
前
条
の
刑
罰
を
科
す
る
。

逃
亡
ま
た
は
死
亡
し
た
内
乱
者
の
刑
罰
，

犯
罪
の
実
行
を
力
の
及

　
第
九
九
条
　
内
乱
罪
の
責
任
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
者
が
身
体
的
刑
罰
を
逃
亡
に
よ
り
免
れ
た
と
き
、
康
た
は
判
決
の
執
行
以
前
に
死
亡

し
た
と
き
は
、
名
誉
お
よ
び
財
産
に
対
す
る
そ
の
他
の
処
罰
の
外
に
、
言
い
渡
さ
れ
た
身
体
刑
の
執
行
は
、
そ
の
者
の
肖
像
に
こ
れ
を
執

行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
節
　
国
の
外
部
的
安
全
に
対
す
る
罪
に
つ
い
て

　
反
逆
罪

　
第
一
〇
〇
条
　
国
を
外
国
の
軍
隊
に
対
し
て
外
部
的
危
険
お
よ
び
不
安
定
に
陥
れ
る
企
図
は
、
反
逆
罪
と
い
う
。

　
第
一
級
反
逆
罪

　
第
一
〇
一
条
　
国
に
属
す
る
全
ラ
ン
ト
、
軍
隊
ま
た
は
主
要
塞
を
敵
に
支
配
さ
せ
ん
と
企
て
る
者
は
、
第
一
級
の
反
逆
者
で
あ
る
。

　
刑
　
罰

　
第
「
〇
二
条
　
前
条
の
反
逆
者
は
、
刑
場
ま
で
引
き
廻
さ
れ
、
車
で
下
か
ら
上
へ
と
殺
ぎ
れ
、
身
体
は
、
車
の
上
へ
か
ら
み
つ
け
な
け

　
　
　
　
（
4
）

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
〇
三
条
　
内
乱
者
に
対
し
て
名
誉
お
よ
び
財
産
に
関
し
て
か
つ
家
族
と
関
連
し
て
第
九
五
条
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
処
罰
は
、
逃
亡

ま
た
は
死
亡
し
た
犯
罪
者
の
肖
像
に
対
す
る
身
体
刑
の
執
行
（
第
九
九
条
）
と
同
様
に
、
第
一
級
の
反
逆
者
に
こ
れ
を
行
う
。
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第
一
〇
四
条
　
第
一
〇
一
条
の
罪
の
共
同
正
犯
者
お
よ
び
共
犯
者
に
関
し
て
は
、
第
九
四
条
・
第
九
六
条
・
第
九
七
条
お
よ
び
第
九
八

条
の
規
定
は
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。
計
画
に
関
す
る
知
識
を
暴
露
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
者
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

第
一
〇
五
条
第
一
級
の
反
逆
罪
が
現
に
行
わ
れ
る
以
前
に
発
見
さ
れ
ま
た
は
完
全
に
阻
止
さ
れ
た
と
き
は
、
首
謀
者
は
、
斬
首
に
処

せ
ら
れ
、
共
犯
者
は
終
身
要
塞
刑
に
、
秘
密
を
知
っ
て
い
る
者
は
八
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
要
塞
刑
に
処
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
級
反
逆
罪

プロイセンー般ラント法第二部第：二〇章（刑法）試訳（一一）

第
一
〇
六
条
　
国
の
敵
の
利
益
を
目
指
す
重
要
性
の
少
な
い
企
図
は
、
第
二
級
の
反
逆
罪
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
態
様

　
第
一
〇
七
条
　
陰
謀
を
実
行
す
る
た
め
に
敵
に
有
用
な
者
ま
た
は
敵
に
対
す
る
国
の
軍
隊
の
行
動
を
故
意
に
妨
害
す
る
者
は
、
絞
首
刑

に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
〇
八
条
　
敵
を
利
す
る
た
め
に
、
要
塞
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
た
者
ま
た
は
弾
倉
お
よ
び
倉
庫
を
破
壊
し
た
者
は
、
上
か
ら
の
車

　
　
　
　
　
ハ
な
ね

刑
に
相
当
す
る
。

一一 Q3一

第
一
〇
九
条
　
前
条
の
意
図
で
都
市
・
村
・
倉
庫
あ
る
い
は
開
放
さ
れ
た
弾
倉
に
火
を
放
っ
た
者
は
、
火
に
よ
っ
て
生
か
ら
死
へ
と
も



た
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
＝
○
条
　
自
由
意
思
に
よ
る
調
達
の
引
き
受
け
に
よ
り
、
相
当
量
の
戦
争
必
需
品
お
よ
び
食
料
品
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
敵

の
軍
隊
を
援
助
し
た
者
は
、
斬
首
刑
が
行
わ
れ
る
。

　
第
一
＝
条
　
敵
に
ス
パ
イ
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
者
ま
た
は
敵
に
作
戦
計
画
、
要
塞
の
見
取
図
そ
の
他
国
に
不
利
と
な
る
状
態
を
も

た
ら
す
報
告
お
よ
び
証
拠
を
伝
え
た
者
は
、
絞
首
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。

　
第
＝
二
条
　
敵
の
ス
パ
イ
ま
た
は
偵
察
の
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
敵
の
軍
隊
な
い
し
兵
員
を
か
く
ま
っ
た
者
は
、
そ
れ
以
上
の
関
与
を

し
な
い
と
き
で
あ
っ
て
も
、
四
年
以
上
六
年
以
下
の
要
塞
刑
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
＝
二
条
　
怪
し
い
道
に
踏
み
こ
ん
だ
他
国
の
ス
パ
イ
は
、
戦
時
立
法
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
一
四
条
　
窮
屈
な
監
禁
か
ら
の
解
放
を
許
さ
れ
た
敵
方
の
戦
争
捕
虜
が
、
与
え
ら
れ
た
約
束
に
反
し
て
解
放
を
悪
用
し
、
反
乱
を

引
き
起
こ
し
た
と
き
は
、
斬
首
刑
で
処
刑
さ
れ
、
諸
事
情
、
危
険
の
大
き
さ
あ
る
い
は
現
実
に
発
生
し
た
損
害
の
状
況
を
考
慮
し
て
上
か

ら
の
車
刑
で
処
刑
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一一 Q4一
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ま
だ
実
行
さ
れ
て
い
な
い
企
図
の
刑
罰

　
第
一
一
五
条
　
第
二
級
の
反
逆
罪
が
ま
だ
実
行
さ
れ
て
い
な
い
と
き
ま
た
は
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
だ
国
に
何
ら
の
損
害
も
与
え
て
い
な
い

と
き
は
、
生
命
刑
は
、
諸
事
情
の
状
況
を
考
慮
し
て
、
六
年
以
上
一
〇
年
以
下
の
禁
銅
刑
に
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
共
犯
者
お
よ
び
秘
密
を
知
つ
て
い
る
者

　
第
一
一
六
条
　
反
逆
罪
に
直
接
的
に
で
は
な
い
が
、
助
言
ま
た
は
遠
方
か
ら
の
援
助
の
提
供
に
よ
り
関
与
し
た
者
は
、
前
条
の
期
間
の

禁
鋼
刑
ま
た
は
懲
役
刑
が
言
い
渡
さ
れ
る
。

　
第
＝
七
条
　
企
図
さ
れ
た
反
逆
罪
に
関
し
て
知
り
得
た
知
識
を
暴
露
す
る
義
務
を
怠
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
第
八
〇
条
、
第
八
｛
条
、

第
八
二
条
の
一
般
規
定
が
適
用
さ
れ
、
対
象
、
危
険
ま
た
は
損
害
の
重
要
性
に
比
例
し
て
、
加
重
し
て
適
用
さ
れ
る
。

　
第
＝
八
条
　
内
乱
罪
ま
た
は
反
逆
罪
の
共
犯
者
は
、
自
発
的
に
悪
い
意
図
を
適
時
に
暴
露
し
、
国
の
損
害
す
べ
て
を
防
止
し
た
と
き

は
、
刑
罰
の
減
軽
を
請
求
し
、
諸
事
情
を
考
慮
し
て
完
全
な
恩
赦
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一一
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予
防
手
段

　
第
＝
九
条
　
国
が
何
ら
か
の
方
法
に
よ
り
外
部
的
不
安
定
濠
た
は
危
険
な
紛
糾
に
お
ち
い
る
可
能
性
の
あ
る
結
社
に
、
情
を
知
っ
て

加
盟
し
た
者
は
、
悪
い
意
図
が
認
め
ら
れ
ず
、
国
に
何
ら
の
損
害
を
与
え
な
い
と
き
で
も
、
六
カ
月
以
上
二
年
以
下
の
禁
鋼
刑
ま
た
は
要

塞
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
＝
｝
○
条
　
戦
時
に
お
い
て
は
、
国
の
す
べ
て
の
居
住
者
は
、
官
憲
の
特
別
な
許
可
な
し
で
、
敵
方
の
い
か
な
る
者
と
も
秘
密
の
交

渉
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
一
条
　
戦
時
に
お
い
て
私
用
で
敵
の
ラ
ン
ト
へ
の
旅
行
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
は
、
官
憲
の
書
面
に
よ
る
許
可
を
求
め

る
義
務
を
有
す
る
。

　
第
＝
一
二
条
　
敵
の
ラ
ン
ト
へ
の
手
紙
の
交
換
は
、
前
条
の
特
別
な
許
可
が
な
い
と
き
は
、
公
的
郵
便
の
方
法
以
外
で
行
わ
れ
て
は
な

ら
ず
、
決
し
て
数
字
そ
の
他
の
暗
号
を
用
い
て
行
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
三
条
　
何
人
も
、
他
国
の
者
を
自
己
の
家
に
泊
め
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
者
の
秘
密
の
滞
在
を
助
け
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、

そ
の
土
地
の
官
憲
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
直
ち
に
報
告
す
る
義
務
を
有
す
る
。

　
第
一
二
四
条
　
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
一
一
コ
条
・
第
一
二
一
一
条
・
第
一
二
三
条
）
に
違
反
し
た
者
は
、
反
逆
罪
を
十
分
に
捜
査
し
た
結

一26一
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果
、
た
と
え
そ
れ
へ
の
共
犯
ま
た
は
関
与
の
責
任
が
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
違
反
に
相
当
す
る
厳
し
い
身
体
刑
ま
た

は
そ
れ
に
比
例
し
た
罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
二
五
条
　
何
人
も
、
領
主
の
明
示
の
承
認
な
し
に
、
ラ
ン
ト
内
に
、
国
の
敵
が
滞
在
す
る
の
に
役
立
ち
得
る
墾
墨
を
建
護
し
て
は

な
ら
な
い
。

　
第
一
二
六
条
　
何
人
も
、
大
砲
、
武
器
そ
の
他
戦
争
備
蓄
物
資
を
秘
密
に
集
め
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
｝
二
七
条
　
何
人
も
、
強
制
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
敵
に
糧
食
ま
た
は
戦
時
必
需
品
を
供
給
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
二
八
条
　
何
人
も
、
国
に
よ
っ
て
明
示
的
に
授
権
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
武
装
人
民
を
集
め
ま
た
は
雇
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
第
一
一
一
九
条
　
職
務
上
の
権
利
を
有
し
な
い
者
は
す
べ
て
、
要
塞
の
見
取
図
、
作
戦
計
画
そ
の
他
特
に
戦
時
に
知
ら
れ
た
と
き
は
国
を

危
険
に
し
得
る
秘
密
情
報
を
集
め
、
所
有
し
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
を
手
に
入
れ
た
と
き
は
、
官
庁
に
謹
ち
に
引
き
渡
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
＝
二
〇
条
　
こ
れ
ら
の
規
定
（
第
一
二
五
条
な
い
し
第
＝
一
九
条
）
に
違
反
し
た
者
は
、
そ
の
違
反
、
国
が
処
理
す
べ
き
危
険
お
よ

び
そ
の
際
の
意
図
に
的
中
し
た
嫌
疑
に
比
例
し
、
体
格
お
よ
び
財
産
の
状
態
に
応
じ
、
厳
し
い
罰
金
刑
ま
た
は
身
体
刑
で
処
罰
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

一27一



　
第
一
三
一
条
　
国
の
市
民
の
す
べ
て
は
、
祖
国
に
迫
っ
て
い
る
危
険
を
力
の
限
り
防
ぎ
、
自
己
自
身
で
は
予
防
で
き
な
い
知
り
え
た
嫌

疑
の
あ
る
ま
た
は
危
険
と
思
わ
れ
る
企
図
の
す
べ
て
を
官
憲
に
届
け
出
る
義
務
を
有
す
る
。

　
第
一
三
二
条
　
官
憲
お
よ
び
官
吏
は
、
す
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
事
件
ま
た
は
出
来
事
に
特
に
十
分
な
注
意
を
払
う
義
務
を
有
す
る
。
か

く
し
て
、
官
憲
お
よ
び
官
吏
が
そ
の
際
に
義
務
に
違
反
し
て
何
か
を
怠
っ
た
と
き
は
、
単
に
免
職
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
事
情
、
解
怠
の
程

度
お
よ
び
そ
れ
に
よ
り
国
に
与
え
た
損
害
を
考
慮
し
て
、
禁
鋼
刑
ま
た
は
短
期
の
要
塞
刑
で
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
級
反
逆
罪

第
＝
ご
三
条
　
国
を
敵
で
は
な
い
外
国
の
軍
隊
と
の
不
仲
お
よ
び
不
和
に
巻
き
込
も
う
と
す
る
者
お
よ
び
自
国
の
権
利
お
よ
び
利
益
を

害
す
る
た
め
に
外
国
の
軍
隊
を
援
助
し
た
者
は
、
国
の
外
部
的
安
全
を
侵
害
し
、
第
三
級
反
逆
罪
を
行
っ
た
も
の
と
す
る
。

一28一

そ
の
態
様

第
一
三
四
条

る
。

外
国
の
軍
隊
を
国
に
対
し
て
扇
動
し
、
国
に
対
す
る
戦
争
を
そ
そ
の
か
し
た
者
は
、
斬
首
刑
で
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
あ

第
＝
二
五
条
　
外
国
の
国
家
、
元
首
お
よ
び
大
使
に
対
し
て
国
際
法
を
侵
害
し
、
ま
た
は
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
侮
辱
し
た
者
に
対
し
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て
は
、
所
為
自
体
に
科
せ
ら
れ
る
刑
罰
は
、
常
に
加
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
三
六
条
　
ラ
ン
ト
外
で
外
国
の
臣
民
を
侮
辱
し
、
外
国
が
報
復
処
置
を
す
る
危
険
性
に
当
地
の
臣
民
を
さ
ら
し
た
者
は
、

内
で
犯
罪
を
行
っ
た
と
き
と
同
様
に
罰
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ラ
ン
ト

　
第
＝
二
七
条
　
国
を
害
し
ま
た
は
国
を
隣
国
と
の
争
い
に
巻
き
込
む
意
図
で
国
境
を
混
乱
ま
た
は
陰
う
つ
に
し
た
者
は
、
四
年
以
上
八

年
以
下
の
禁
鋼
刑
ま
た
は
懲
役
刑
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
＝
二
八
条
　
国
ま
た
は
臣
民
に
対
す
る
自
己
の
要
求
を
支
持
す
る
た
め
に
外
国
の
軍
隊
の
援
助
を
願
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
両
隣
の
国

家
間
に
不
愉
快
な
交
渉
を
さ
せ
た
者
は
、
六
カ
月
以
上
二
年
以
下
の
禁
鋼
刑
ま
た
は
そ
れ
に
比
例
し
た
罰
金
刑
で
罰
せ
ら
れ
る
。

第
一
三
九
条
　
国
自
身
が
想
像
上
の
権
利
を
す
で
に
調
べ
、

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

理
由
が
な
い
も
の
と
判
明
し
た
と
き
は
、
前
条
の
刑
罰
は
、
加
重
さ
れ
な

　
第
一
四
〇
条
　
外
国
の
軍
隊
に
対
す
る
国
の
権
利
を
、
そ
の
権
利
を
証
明
す
る
文
書
の
破
棄
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
故
意
に
無
に
し
た

者
は
、
六
年
以
上
終
身
の
要
塞
刑
で
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
四
一
条
　
敵
で
は
な
い
外
国
の
軍
隊
に
国
家
秘
密
を
漏
ら
し
、
ま
た
は
要
塞
計
画
、
作
戦
計
画
、
文
書
そ
の
他
秘
密
の
保
持
が
国

の
福
祉
を
も
た
ら
す
情
報
を
知
ら
せ
た
者
は
、
一
〇
年
以
上
終
身
の
要
塞
刑
を
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
一
四
二
条
　
委
託
さ
れ
た
国
家
秘
密
を
不
注
意
、
怠
慢
ま
た
は
大
言
壮
語
か
ら
世
に
知
ら
し
め
、
そ
の
結
果
、
国
を
危
険
に
し
た
者

は
、
永
久
に
、
今
後
の
勤
務
に
適
し
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
、
過
失
の
程
度
、
対
象
の
重
要
性
お
よ
び
現
実
に
国
が
こ
う
む
っ
た
損
害
に

応
じ
、
短
期
の
禁
鋼
刑
ま
た
は
要
塞
刑
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
四
三
条
　
敵
で
は
な
い
外
国
の
軍
隊
の
た
め
に
本
ラ
ン
ト
で
徴
兵
を
し
、
ま
た
は
外
国
の
徴
兵
員
に
本
ラ
ン
ト
か
ち
新
兵
を
供
給

す
る
者
は
、
た
と
え
み
ず
か
ら
応
募
し
た
者
自
身
に
対
し
て
は
誘
拐
の
責
任
が
な
い
と
し
て
も
、
二
年
以
上
四
年
以
下
の
要
塞
刑
を
忍
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
第
一
四
四
条
　
国
の
特
別
な
保
護
を
受
け
て
い
る
者
を
外
国
の
軍
隊
の
威
力
の
下
に
お
い
た
者
は
、
そ
の
者
が
解
放
さ
れ
る
ま
で
拘
禁

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
四
五
条
引
き
渡
さ
れ
た
者
が
解
放
さ
れ
る
以
前
に
生
命
を
失
っ
た
と
き
は
、
内
通
者
は
、
一
〇
年
以
上
終
身
の
要
塞
刑
を
科
せ

ら
れ
る
。

　
第
一
四
六
条
　
敵
の
外
国
の
軍
隊
へ
の
内
通
が
行
わ
れ
た
と
き
は
、
内
通
者
は
、
絞
首
刑
で
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
第
一
四
七
条
　
宣
誓
を
破
っ
て
軍
旗
を
見
捨
て
た
国
の
軍
人
に
危
機
を
切
り
抜
か
せ
た
者
が
い
か
に
処
罰
さ
れ
る
か
は
、
第
八
章
第
四

七
四
条
以
下
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
四
八
条
　
工
場
支
配
人
、
官
吏
お
よ
び
労
働
者
を
誘
惑
し
て
移
住
さ
せ
、
仕
事
を
手
伝
わ
せ
た
者
ま
た
は
工
場
の
秘
密
お
よ
び
行

為
の
秘
密
を
外
国
人
に
漏
ら
し
た
者
な
ら
び
に
祖
国
か
ら
こ
の
種
の
他
の
利
益
を
外
国
の
た
め
に
故
意
で
奪
い
取
っ
た
者
は
、
四
年
以
上

八
年
以
下
の
要
塞
刑
ま
た
は
懲
役
刑
で
罰
せ
ら
れ
る
。

註　
（
1
）
序
章
第
三
三
条
－
第
四
一
条
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
行
為
の
形
式
に
つ
い
て

　
　
第
三
三
条
　
行
為
の
外
部
的
形
式
を
定
め
る
州
法
お
よ
び
条
例
は
、
法
律
で
認
め
ら
れ
た
裁
判
権
の
下
で
、
そ
れ
に
服
す
る
者
に
よ
っ
て
企
図
さ

　
　
　
　
　
　
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
み
適
用
す
る
。

　
　
　
外
国
人
に
つ
い
て

　
　
第
三
四
条
　
本
ラ
ン
ト
で
生
活
し
、
ま
た
は
事
業
を
営
む
外
国
の
臣
民
も
、
前
述
の
規
定
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
第
三
五
条
　
本
ラ
ン
ト
で
、
そ
こ
に
存
在
す
る
物
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
能
力
を
考
慮
し
て
行
為
す
る
契
約
を
締
結
し
た
外
国
人
は
、
行
為
が
最

　
　
　
　
　
　
良
に
成
り
立
ち
う
る
法
律
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
。

　
　
第
三
六
条
　
外
国
の
軍
隊
の
大
使
お
よ
び
全
権
大
使
な
ら
び
に
そ
こ
に
勤
務
し
て
い
る
者
に
は
、
国
際
法
お
よ
び
宮
廷
と
締
結
さ
れ
た
契
約
に

　
　
　
　
　
　
し
た
が
い
、
そ
の
者
の
解
放
が
留
保
さ
れ
る
。

　
　
第
三
七
条
　
ラ
ン
デ
ス
ヘ
ル
の
許
可
を
得
て
外
国
の
宮
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
固
有
の
家
臣
お
よ
び
臣
民
は
、
私
的
行
為
に
つ
い
て
は
、
ラ
ン
ト
の

　
　
　
　
　
　
法
律
に
服
し
て
い
る
。

　
　
第
三
八
条
　
国
家
に
よ
っ
て
外
国
の
宮
廷
に
派
遣
さ
れ
た
大
使
は
、
大
使
館
に
出
発
す
る
以
前
の
最
終
の
居
所
を
有
し
た
内
国
の
裁
判
権
の
法

　
　
　
　
　
　
律
に
し
た
が
い
判
定
さ
れ
る
。

　
　
第
三
九
条
　
そ
れ
が
外
国
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
が
本
ラ
ン
ト
で
提
訴
さ
れ
た
事
情
を
考
慮
し
て
、
当
地
の
普
通
法
の
規
定
が
適
用
さ
れ

　
　
　
　
　
　
る
。
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第
四
〇
条
　
法
律
は
、
　
～
方
で
人
に
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
他
方
で
保
護
に
よ
り
そ
の
考
に
有
駕
と
な
る
．

第
四
一
条
外
国
の
臣
災
は
、
本
ラ
ン
ト
で
許
可
さ
れ
た
事
業
を
行
う
場
合
に
、
法
律
の
保
護
を
殿
損
し
な
い
限
り
、
住
昆
の
権
利
の
す
べ
て
を

　
　
　
　
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
る
o

ハ
2
＞
第
酬
部

第
三
章
　
行
為
お
よ
び
そ
れ
か
ら
生
ず
る
権
利
に
つ
い
て

第
二
五
条
　
犯
罪
お
よ
び
特
劉
な
信
頼
が
行
為
者
に
予
定
さ
れ
て
い
る
契
約
の
場
合
に
つ
い
て
の
み
、
帰
責
の
程
度
は
、
行
為
者
の
酬
定
の
入
格

　
　
　
　
的
特
性
に
し
た
が
っ
て
考
量
さ
れ
る
。

（
3
）
第
一
部

第
三
章

第
六
条
　
予
見
さ
れ
得
な
い
間
接
的
結
果
は
、
偶
然
と
み
な
さ
れ
る
。

一一一 R2一

（
4
）
　
車
を
使
っ
て
の
死
刑
執
行
に
は
、
い
く
つ
か
の
方
法
が
あ
る
が
、
本
法
で
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
大
八
車
の
車
輪
様
の
も
の
に
刃
を
つ

　
　
け
、
そ
れ
を
瑚
吏
が
持
ち
上
げ
て
打
ち
降
し
、
骨
を
砕
い
て
、
生
命
を
奪
う
方
法
で
あ
る
。
従
っ
て
、
車
刑
と
い
う
よ
り
も
、
車
輪
切
り
と
言

　
　
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
二
種
の
方
法
が
あ
り
、
一
〇
二
条
の
様
に
下
か
ら
上
へ
と
執
行
す
る
も
の
が
重
く
、
一
〇
八
条
の
上
か

　
　
ら
下
へ
は
、
そ
れ
に
比
し
て
軽
い
．
こ
れ
は
、
ど
ち
ら
が
苦
し
み
が
大
き
い
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
＜
臓
‘
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伽
①
ω
宏
穿
い
鎖
郎
鳥
窃
ヨ
鉱
ω
①
§
諺
“
ω
．
加
μ
そ
の
車
輪
様
の
も
の
や
そ
の
使
用
方
法
に
つ
い
て
は
、
男
臨
の
砕
搾
鮒
鎖
餌
嵩
磨
ご
霧
譲
δ
器
桟
汽
凱
臼
欝
麟
歴

　
　
鋤
葭
霧
搾
簿
博
≦
冨
早
薩
α
㎞
亭
○
鶏
麟
お
樋
壁
に
使
用
さ
れ
て
い
る
写
真
の
4
、
5
を
参
照
。


