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刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て

―
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
―

足
　
ニユ
　
昌
　
勝

は
じ
め
に

刑
法
解
釈
は
誰
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か

刑
法
解
釈
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性

刑
法
解
釈
の
具
体
的
検
討

む
す
び

一　
は
じ
め
に

一　
法
律
は
、
言
葉
で
書
か
れ
、
文
章
化
さ
れ
て
い
る
。
言
葉
や
文
章
が

一
義
的
で
あ
れ
ば
、
解
釈
の
必
要
性
は
生
じ
な
い
が
、
言
葉
は
、

多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
文
章
と
な
れ
ば
、
そ
の
文
意
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
ｏ
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
七
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そ
こ
に
、
解
釈
の
必
要
性
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
解
釈
は
、
そ
れ
を
行
う
主
体

に
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
て
い
る
。
学
者
の
間
で
も
解
釈
は
異
な
る
し
、
ま
た
、
裁
判
官
、
検
察
官
及
び
弁
護
人
と
の
間
に
お
い
て
も
、

そ
の
解
釈
は
異
な
っ
て
い
る
。

従
来
、
解
釈
は
、
裁
判
の
中
で
行
わ
れ
、
判
決
の
正
当
化
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
。
訴
追
機
関
で

あ
る
検
察
官
は
、
犯
罪
事
実
を
立
証
し
、
被
告
人
の
有
罪
を
得
る
た
め
に
法
解
釈
を
行
い
、
被
告
人
及
び
弁
護
人
は
、
被
告
人
の
無
罪
又
は

有
利
な
側
面
を
導
き
出
す
た
め
に
法
解
釈
を
行
う
。
こ
れ
に
反
し
て
、
裁
判
官
は
、
す
べ
て
の
証
拠
に
基
づ
い
て
犯
罪
事
実
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
犯
罪
事
実
に
法
を
当
て
は
め
、
有
罪
又
は
無
罪
の
結
論
を
導
き
出
す
。
そ
の
際
に
、
法
の
も
つ
意
味
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
れ

は
、
判
決
の
正
当
化
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
犯
罪
事
実
に
関
す
る
事
情
が
、
主
観
的
側
面
や
客
観
的
側
面
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
後
で
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
方
法
は
、
「解
釈
学
」
と
い
わ
れ
る
理
論
と
し
て
の
解
釈
の
中
で
も
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
論
と
し
て

の
解
釈
は
、
想
定
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
適
合
で
き
る
よ
う
に
、
事
後
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
従

来
、
裁
判
規
範
と
し
て
の
解
釈
で
あ
り
、
論
者
が
意
識
す
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
に
は
判
決
の
正
当
化
に
奉
仕
し
て
い
る
。

一
一　
こ
の
よ
う
に
、
事
後
的
か
つ
総
合
的
に
行
わ
れ
る
も
の
の
み
が
解
釈
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
の
前
提
と
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、

刑
法
が
裁
判
規
範
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
連
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

刑
法
が
裁
判
規
範
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
「抽
象
的
・仮
言
的
に
定
め
ら
れ
た
刑
法
の
法
律
要
件
を
具
体
的
に
充
足
す
る
事
態
が
発
生

（１
）

し
た
場
合
に
は
、
裁
判
を
介
し
て
、
こ
れ
に
対
応
し
た
刑
罰
が
現
実
に
発
動
さ
れ
、
犯
人
を
拘
束
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
と
い
わ
れ

る
が
、
果
た
し
て
、
刑
法
の
中
に
規
範
を
見
い
だ
す
必
要
性
は
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
の
よ
う
に
、
裁
判
官
が
判
決
を
言
い
渡
す
道
具
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
事
実
が
刑
法
の
規
定
に
合
致
し
た
場



合
に
は
、
裁
判
官
は
、
刑
法
が
規
定
す
る
刑
罰
を
言
い
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
ゾ
レ
ン
と
し
て
の
裁
判
規
範
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
現
行
刑
法
は
、
法
定
刑
を
広
く
認
め
た
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
に
大
幅
な
裁
量
を
認
め
、
ど
の
よ
う
な
刑
罰
を
言
い
渡
す
べ
き

か
と
い
う
ゾ
レ
ン
の
世
界
か
ら
程
遠
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
罪
の
事
実
を
認
定
し
た
と
し
て
も
、
執
行
猶
予
の
判
断
を

裁
判
官
に
与
え
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
す
ま
す
、
規
範
性
を
薄
め
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
を
、
ザ
イ
ン
と
ゾ
レ
ン
と
の
関
係

に
お
い
て
、
裁
判
規
範
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。

刑
法
は
、
現
実
的
裁
判
に
対
し
て
、
犯
罪
構
成
要
件
と
刑
罰
の
枠
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
枠
か
ら
は
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と

い
う
裁
判
準
則
と
理
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
刑
法
は
、
裁
判
規
範
で
あ
り
、
行
為
規
範
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
準
則
で
あ
り
、
行
為
準
則
で
あ

る
と
い
っ
た
方
が
、
現
実
に
は
よ
り
適
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
刑
法
の
も
つ
準
則
性
は
、
裁
判
準
則
や
行
為
準
則
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
法
は
、
「罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
を
解
明
し
、

「被
疑
事
実
」
を
確
定
す
る
捜
査
の
た
め
の
準
則
で
も
あ
る
。
捜
査
は
、
刑
法
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
し
、
犯
罪
を
捜
査
す
る
の
で
あ
る

か
ら
、
犯
罪
を
定
め
て
い
る
刑
法
は
、
捜
査
準
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

〓
一　
刑
法
の
解
釈
は
、
そ
れ
を
行
う
主
体
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
準
則
に
即
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
性
で
解
釈
は
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
解
釈
を
行
う
主
体
の
意
識
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
の
中
で
争
わ
れ
る
具
体
的
事
案
に
関
し
て
、
そ
れ
を
定
め
る
規
定
の
解
釈
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
あ
る
い
は
弁
護
人
が
行
う
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
主
体
は
、
そ
の
立
場
を
反
映
し
た
解
釈
を
行
う
。
そ
の
際
の
基
本
的
視
点
は
、
裁
判
官
に
あ
っ
て
は
、
観
念
的
に
は
、
中
立
的
立

場
で
あ
り
、
検
察
官
に
お
い
て
は
訴
追
官
の
立
場
で
あ
り
、
弁
護
人
に
お
い
て
は
被
告
人
の
立
場
で
あ
る
。
解
釈
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に

お
い
て
、
い
か
に
説
得
的
に
な
さ
れ
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
ｏ
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
ｏ
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一
一
九
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し
か
し
、
そ
れ
ら
の
解
釈
に
、
絶
対
性
は
存
在
し
な
い
。
裁
判
官
が
抽
象
的

・
観
念
的
に
は
中
立
的
立
場
の
代
表
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
裁
判
官
の
行
う
解
釈
が
、
例
え
終
局
判
決
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
絶
対
的
に
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
は
言
い
得
な
い
。
そ
の
解
釈
が
正

し
い
も
の
で
あ
り
、
当
事
者
は
そ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
に
よ
っ
て
擬
制
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

理
論
と
し
て
の
解
釈
も
、
主
体
の
意
識
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「裁
判
規
範
こ
そ
が
刑
法
で
あ
る
」
と
い
ぅ
意
識
は
、
捨
て
去
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
論
が
、
裁
判
官
の
立
場
と
い
う

一
方
当
事
者
に
偏
っ
て
い
た
な
ら́
ば
、
そ
れ
は
、
普
遍
性
を
も
た
な
い
も
の
と
な

る
。
理
論
が
普
遍
性
を
も
つ
た
め
に
は
、
す
べ
て
の
立
場
に
共
通
す
る
要
素
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
、
理
論
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
す
べ
て
の
立
場
に
共
通
す
る
要
素
を
も
ち
得
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
一　
刑
法
解
釈
は
誰
の
た
め
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か

一　
か
つ
て
、
渡
辺
洋
三
教
授
は
、
法
律
学
を
総
括
し
て
、
二
つ
の
観
点
か
ら
の
分
類
を
試
み
た
。
ま
ず
第

一
は
、
方
法
論
的
な
区
別
で
あ

り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
法
律
学
は
、
概
念
法
学
と
非
概
念
法
学
と
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
に
、
法
律
学
の
目
的
な
い
し

機
能
か
ら
分
類
す
る
と
、
権
力
行
使
者
に
対
し
、
そ
の
拠
る
べ
き
法
的
基
準
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
権
力
行
使
を
抑
制
し
、
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
と
、
権
力
行
使
者
の
行
動
や
判
断
を
追
認
し
、
法
解
釈
を
通
じ
て
、
こ
れ
を
理
由
づ
け
、
正
当
化
す

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
社
会
的
・政
治
的
立
場
か
ら
の
分
類
で
は
、
体
制
派
法
学
＝
官
僚
法
学
、

（２
）

反
体
制
派
法
学
＝
民
主
主
義
法
学
、
中
間
派
法
学
＝
市
民
法
学
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

（３
）

そ
の
う
ち
、
市
民
法
学
が

「戦
後
法
律
学
の
主
流
」
で
あ
り
、
「市
民
の
自
由
主
義
的
・個
人
主
義
的
生
活
利
益
を
防
衛
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
官
僚
法
学
と
対
立
し
」、
「裁
判
官
と
り
わ
け
、
良
心
的

・
中
間
的
裁
判
官
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
戦
後
の
判
例
形



成
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
」
と
言
わ
れ（だ
。

こ
の
市
民
法
学
と
は
異
な
り
、
民
主
主
義
法
学
は
、
「国
民
の
民
主
的
権
利
の
擁
護
と
い
う
立
場
を
自
覚
的
に
打
ち
出
し
て
い
る
法
学
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
今
日
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
い
て
噴
出
し
て
い
る
国
民
の
民
主
的
権
利
を
護
る
諸
運
動
の
側
に
立

つ
こ
と
を
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
る
海
翼
」
で
あ
る
と
い
い
、
民
主
主
義
法
学
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
た
理
論
活
動
は
、
運
動
と
の
関
連
に
お

い
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
な
さ
れ
た
が
、
既
成
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
学
界
が
関
心
を
も
つ
よ
う
な
問
題
提
起
は
、
か
な
り
不
十
分
で
あ
っ
た
と
し
、

「と
く
に
法
律
学
方
法
論

（解
釈
方
法
論
）
に
つ
い
て
理
論
的
な
問
題
提
起
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
学
界
の
主
た
る
関
心
が
解
釈
学
に
あ

（６
）

る
以
上
、
解
釈
方
法
論
の
レ
ベ
ル
で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
刑
法
の
領
域
か
ら
考
え
て
み
た
場
合
、
刑
法
理
論
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
法
学
を
実
践
的
に
主
張
す
る
者
は
、
あ

ま
り
多
く
は
な
い
。
こ
れ
は
、
渡
辺
教
授
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
刑
法
で
は
古
典
的
な
人
権
論
が
特
に
問
題
と
な
り
、
「法
律
の
留
保
を
伴
な

わ
な
い
、
前
国
家
的

・
絶
対
的
な

『人
権
』
の
主
張
、
罪
刑
法
定
主
義
や
近
代
法
治
主
義
の
原
理
と
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
論
理
的
限
界

を
か
た
く
な
に
守
る
こ
と
に
も
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
（だ

」
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
刑
法
の
領
域
で
は
、
市
民
法
学
か
民

主
主
義
法
学
か
と
い
う
、
拠
っ
て
立
つ
立
場
か
ら
の
分
類
で
は
な
く
、
権
力
行
使
を
抑
制
す
る
か
正
当
化
す
る
か
と
い
う
、
法
律
学
の
機
能

か
ら
の
分
類
の
方
が
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
国
家
刑
罰
権
力
か
ら
市
民
や
人
民
の
権
利
を
守
る
た
め
に
は
、
罪
刑
法
定
原
則
を
立
法
、
行
政
、
司
法
と
い
う
三
権
の
集
合

体
で
あ
る
国
家
に
守
ら
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
も
し
、
そ
れ
を
怠
る
な
ら
ば
、
国
家
刑
罰
権
力
の
自
己
増
殖
は
、
拡
大
の
道
を
ひ
た
す

ら
に
進
む
こ
と
は
、
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
市
民
の
も
つ
社
会
的
安
全
を
求
め
る
欲
求
を
理
由
と
し
た
法
益
保
護
の
早
期
化
の
動

き
は
、
法
律
の
み
な
ら
ず
、
条
例
の
制
定
を
も
加
速
し
、
刑
罰
権
力
の
肥
大
化
に
奉
仕
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
渡
辺
教
授
の
見
解
を
曲

解
し
た
見
方
に
よ
っ
て
は
、
罪
刑
法
定
原
則
を
主
張
す
る
刑
法
研
究
者
は
、
す
べ
て
、
市
民
法
学
の
立
場
に
立
つ
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
ｏ
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一
一
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一

可
能
と
な

っ
て
し
ま
う
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
非
常
に

一
面
的
な
見
方
で
あ
り
、
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
も
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。と

こ
ろ
で
、
前
述
し
た
国
家
刑
罰
権
力
を
め
ぐ
る
、
こ
の
よ
う
な
動
き
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
刑
法
理
論
の
立
場
か
ら
、
三
権
の
現
実

と
在
り
方
に
つ
い
て
厳
格
に
監
視
し
、
そ
れ
ら
の
あ
る
べ
き
姿
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

ま
ず
、
立
法
権
に
対
し
て
は
、
罪
刑
法
定
原
則
の
立
場
か
ら
、
立
法
作
業
を
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
し
、
法
律
あ
る
い
は
条
例
制
定
の
是
非
を

国
民
の
前
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
運
動
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
法
を
運
用
す
る
行
政
権
、
と
り
わ
け
警
察
機
関
に
対
し
て
も
、
そ
の
適
正
な
運
用
の
是
非
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
そ
の
肥
大
化
に
対
し

て
監
視
の
目
を
向
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
司
法
権
の
動
き
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
を
ゆ
る
や
か
に
解
釈
し
、
法
の
も
つ
意
味
内
容
を
越
え
た
処
罰
を

正
当
化
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
市
民
法
学
を
越
え
た
民
主
主
義
法
学
の
立
場
か
ら
実
践
的
な
法
解

釈
を
行
う
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
従
来
、
そ
れ
は
、
法
廷
に
お
い
て
弁
護
人
の
行
う
弁
護
活
動
の
中
で
実
践
さ
れ
て
き
た
。
研
究
者
は
、
弁

護
人
の
行
う
弁
護
活
動
の
中
で
、
例
え
ば
、
弁
護
団
会
議
へ
の
参
加
を
通
じ
て
、
具
体
的
か
つ
実
践
的
な
法
解
釈
を
提
示
し
、
そ
の
こ
と
に

よ
り
、
司
法
権
の
チ
ェ
ッ
ク
と
い
う
要
請
に
実
践
的
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
研
究
者
は
、
外
部
か
ら
の
内
在
的
批
判

を
展
開
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
研
究
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て
、
法
の
も
つ
イ
ギ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
や
外
在
的
批
判
だ
け
で
は
な
く
、
内
在
的
批
判
が
重

要
で
あ
る
と
の
指
摘
が
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
内
在
的
批
判
の
強
調
は
、

没
主
体
的
か
つ
無
自
覚
的
な
解
釈
の
重
要
性
の
認
識
と
と
も
に
、
法
律
に
対
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
が
消
失
し
、
解
釈
論
で
の
争
い
に
従

事
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
第
二
の
分
類
か
ら
す
れ
ば
、
権
力
行
使
の
正
当
化
に
奉
仕
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
論
争



す
る
双
方
の
者
が
、
と
も
に
、
解
釈
に
つ
い
て
の
自
覚
を
も
た
ず
、
無
自
覚
的
な
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
解
釈
が
市
民
法

学
と
結
び
付
く
こ
と
す
ら
な
い
。

一
一　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
本
稿
で
は
、
従
来
の
刑
法
解
釈
論
が
果
た
し
た
役
割
を
総
括
し
、
権
力
行
使
を
抑
制
す

る
民
主
主
義
法
学
の
立
場
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
刑
法
解
釈
が
可
能
と
な
る
の
か
を
概
観
し
、
そ
の
た
め
の
礎
を
提
供
し
た
い
と
思
う
。

従
来
、
日
本
で
は
、
刑
法

「学
」
と
い
え
ば
、
刑
法
解
釈

「学
」
で
あ
り
、
論
理

一
貫
し
た
精
緻
な
犯
罪
論
体
系
の
樹
立
こ
そ
が
解
釈
で

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
極
論
し
た
場
合
、
刑
法
の
解
釈
を
行
わ
な
い
者
は
学
者
に
あ
ら
ず
と
の
思
想
が
、

そ
の
根
底
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

従
来
の
刑
法
に
関
す
る
教
科
書
を
み
た
場
合
、
同

一
著
者
の
筆
に
か
か
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
総
論
の
教
科
書
と
各
論
の
教
科
書
と
の

間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
は
、
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
総
論
の
中
で
は
、
罪
刑
法
定
原
則
を
肯
定
的
に
理
解
し
、
そ
の
原
則
に
基
づ
い
て
、

犯
罪
論
の
体
系
化
を
試
み
て
い
る
。
し
か
し
、
各
論
の
教
科
書
に
な
る
と
、
罪
刑
法
定
原
則
に
基
づ
く
総
論
に
依
拠
し
た
思
考
は
影
を
潜
め
、

犯
罪
行
為
類
型
に
お
け
る
言
葉
の
解
釈
に
終
始
し
、
自
己
の
独
自
の
見
解
を
示
す
こ
と
な
く
、
そ
の
際
の
最
高
の
判
断
基
準
を
判
例
に
求
め

て
い
る
。

本
来
、
刑
法
総
論
は
、
各
犯
罪
行
為
類
型
に
共
通
す
る
要
素
を
体
系
的
に
説
明
す
る
た
め
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
刑
法
各
論
の
た
め

に
こ
そ
存
在
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
総
論
で
の
思
考
は
、
そ
の
ま
ま
各
論
に
こ
そ
当
て
は
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、

総
論
で
の
判
断
基
準
で
あ
る
罪
刑
法
定
原
則
か
ら
、
各
犯
罪
行
為
類
型
に
お
け
る
言
葉
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
刑
法
の
解
釈
を
問
題
と
す
る
場
合
、
解
釈
者
の
主
体
性
が
特
に
問
題
と
な
る
。
解
釈
者
自
ら
が
、
自
己
の
立
場
を
鮮
明
に
し

な
い
で
、
解
釈
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
者
同
士
が
論
争
し
た
場
合
、
価
値
相
対
性
の
下
に
お
い
て
は
、　
一
向
に
か
み
合
っ

た
議
論
と
は
な
ら
な
い
。

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
〓
二
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先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
解
釈
者
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
に
は
、
幾
つ
か
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
限
定
さ
れ
る
必
要
は
な

い
。
論
争
者
同
士
が
同
じ
基
盤
に
立
た
な
け
れ
ば
、
か
み
合
っ
た
議
論
は
存
在
し
な
い
し
、
議
論
の
進
化
も
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
裁
判
と
同
様
な
基
盤
に
基
づ
い
て
法
の
解
釈
を
行
う
者
は
、
判
決
の
客
観
性
と
い
う
神
話
を
信
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

判
決
は
、
す
べ
て
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
判
決
の
客
観
性
を
主
張
す
る
根
拠
が
存
在
す
る
。

し
か
し
、
判
決
は
、
裁
判
官
の
主
観
的
判
断
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
客
観
性
を
有
し
て
い
な
い
。
も
し
、
判
決

の
客
観
性
を
認
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
法
に
よ
る
擬
制
に
す
ぎ
な
い
。

〓
一　
そ
こ
で
、
解
釈
は
、
誰
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
究
極
的
に
は
、
裁
判
の
正
当

性
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
あ
る
。
し
か
し
、
判
決
で
得
ら
れ
た
言
葉
の
解
釈
は
、
そ
の
後
の
法
運
用
を
規
定
し
、
行
為
準
則
の
側
面
に
お

い
て
は
、
国
民
の
行
為
の
在
り
方
を
規
制
す
る
こ
と
に
な
る
。

判
例
で
認
め
ら
れ
た
言
葉
の
解
釈
は
、
実
務
の
中
で
は
判
例
法
と
し
て
定
着
し
、
そ
の
後
に
お
け
る
刑
法
の
運
用
を
規
制
す
る
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
そ
れ
は
、
刑
法
に
お
け
る
言
葉
を
解
釈
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
為
準
則
の
中
に
含
ま
れ
、
行
為
準
則
と
し
て
の
機
能
を
も

つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
判
例
は
、
法
律
と
は
異
な
り
、
公
布
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
は
、
こ
の
判
例

の
内
容
を
知
る
由
も
な
い
。
行
為
者
の
行
う
言
葉
の
解
釈
は
、
刑
法
に
現
れ
た
言
葉
の
解
釈
で
あ
り
、
刑
法
三
八
条
三
項
か
ら
判
断
す
る
限

り
、
行
為
者
が
知
る
こ
と
を
擬
制
さ
れ
て
い
る
の
は
法
律
に
限
ら
れ
て
お
り
、
法
律
の
枠
に
止
ま
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
例

に
よ
る
言
葉
の
解
釈
は
、
当
該
事
件
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
公
的
に
は
国
民
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
行
為
者
に

は
認
識
不
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
な
判
例
に
奉
仕
し
、
あ
る
い
は
判
例
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
る
解
釈
が
行
為
者
の
立
場
に
は
立
つ
て
い
な
い
こ
と
は
、
明
白
で
あ

る
。
ま
た
、
言
葉
の
解
釈
が
、
単
に
、
裁
判
の
正
当
化
の
み
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
学
説
の
裁
判
へ
の
追
随
で
あ
り
、



従
属
で
あ
る
。

も
し
、
解
釈
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
学
者
が
解
釈
を
行
う
必
要
性
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
と
い
え
る
。
極
端
な
話
と
し

て
、
こ
の
側
面
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
な
ら
ば
、
解
釈
は
、
裁
判
官
、
弁
護
士
及
び
検
察
官
に
ゆ
だ
ね
て
お
け
ば
よ
い
。

そ
こ
で
は
、
そ
れ
ら
の
者
に
よ
っ
て
、
事
案
に
即
し
た
実
践
的
な
法
の
解
釈
が
行
わ
れ
、
有
罪

・
無
罪
が
争
わ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
主
体
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
理
論
と
し
て
の
解
釈
は
、
そ
の
普
遍
性
を
主
張
す
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
主
体
性
を
満
た
す

も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
法
律
は
、
国
民
主
権
の
下
に
お
い
て
は
、
国
民
の
も
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
解
釈
者
が

自
己
の
主
体
性
を
こ
の
国
民
主
権
に
求
め
た
場
合
に
は
、
国
民
の
行
為
準
則
と
し
て
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。

〓
一　
刑
法
解
釈
に
お
け
る
二
つ
の
方
向
性

一　
解
釈
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
解
釈
を
行
う
時
点
に
関
し
て
、
二
通
り
の
も
の
が
存
在
す
る
。　
一
つ
は
、
行
為
の
流
れ
に
し
た
が
っ
た

解
釈
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
す
べ
て
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
、
行
為
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
行
わ
れ
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
前
者
を
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
と
名
付
け
、
後
者
を
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
と
名
付
け
る
こ
と
と
す
る
。

逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
は
、
時
系
列
に
逆
ら
っ
て
、
犯
罪
に
関
し
て
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
き
に
、
す
べ
て
の
事
情
、
す
な
わ
ち

主
観
的
事
情
及
び
客
観
的
事
情
を
考
慮
の
対
象
と
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
り
、
総
合
的
解
釈
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。　
一
般
的
に
解
釈

と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
れ
で
あ
り
、
裁
判
官
の
行
う
解
釈
や

「解
釈
学
」
す
な
わ
ち
理
論
と
し
て
の
解
釈
と
い
わ
れ
る
も
の
は
こ
れ
で

あ
る
。
′

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て

―
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〓
一五
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ハ

し
か
し
、
裁
判
官
の
行
う
解
釈
と
理
論
と
し
て
の
解
釈
を
同

一
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
裁
判
官
の
行

う
解
釈
は
、
事
案
を
処
理
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
事
案
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
裁
判
の
正
当
化
の
た
め
の

解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
は
、
抽
象
的

・
観
念
的
な
法
言
語
を
、
自
ら
の
体
系
の
中
で
矛
盾
な
く
説
明
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
案
の
処
理
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
の
行
う
解
釈
が
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
で
あ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
が
逆
行

的

・
遡
及
的
解
釈
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
、
客
観
的
に
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
の
必
然
性
は
、
論
者
の
主
観
す
な
わ
ち
思

い
込
み
の
中
に
の
み
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
が
有
効
な
場
合
が
存
在
す
る
。
い
ま
だ
実
行
行
為
が
存
在
せ
ず
、
予
備
の
よ
う
に
、
前

段
階
的
行
為
類
型
が
何
ら
の
社
会
的
害
悪
を
惹
起
し
て
い
な
い
場
合
や
、
「原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
や
不
真
正
不
作
為
犯
の
よ
う
に
、

実
行
行
為
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
以
前
の
段
階
で
の
行
為
者
の
主
観
が
犯
罪
の
成
否
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共

通
し
て
言
え
る
こ
と
は
、
前
段
階
的
行
為
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
社
会
的
害
悪
を
惹
起
し
て
お
ら
ず
、
外
部
的
に
は
、
何
も
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
段
階
で
の
捜
査
は
行
わ
れ
ず
、
す
べ
て
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
に
お
い
て
、
湖
っ
て
、
当
時
の
行
為
者
の

主
観
を
問
題
に
し
、
法
的
側
面
に
お
い
て
、
妥
当
な
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
予
備
罪
に
お
い
て
は
、
既
遂
罪
を
行
う
目
的
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
目
的
が
客
観
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を

除
い
て
、
そ
の
目
的
を
客
観
的
に
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
場
合
に
は
、
予
備
罪
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
存

在
せ
ず
、
何
ら
か
の
犯
罪
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
予
備
罪
が
、
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
に
基
づ
い
て
、
総
合
的
判
断
の
中
で
、
犯
罪
と
認

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「原
因
に
お
い
て
自
由
な
行
為
」
の
理
論
は
、
実
行
行
為
に
基
づ
く
実
行
の
着
手
や
結
果
発
生
が
先
に
明
ら
か
に
な
り
、
そ
の
時
に
、



実
行
行
為
者
が
責
任
無
能
力
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、
そ
の
者
を
処
罰
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
っ
て
、
順
行
的

・
追
及
的
解
釈

に
は
な
じ
ま
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
理
論
に
お
い
て
、
「実
行
の
着
手
時
期
は
い
つ
か
」
と
い
う
よ
う
な
議
論
を
す
る
こ
と
は
、
逆
行
的
・

遡
及
的
解
釈
の
中
に
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
を
持
ち
込
む
も
の
で
あ
り
、
議
論
の
た
め
の
議
論
で
あ
っ
て
、
自
己
満
足
に
す
ぎ
な
い
。

二
　
こ
れ
に
対
し
て
、
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
は
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
た
解
釈
で
あ
っ
て
、
解
釈
を
行
う
と
き
に
、
い
ま
だ
行
為
者
の
主

観
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
客
観
的
に
存
在
す
る
も
の
だ
け
を
対
象
と
し
て
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。
捜
査
機
関
が
行
う
解
釈
は
こ
れ
で
あ
る
。

捜
査
機
関
は
、
現
に
存
在
す
る
客
観
的
な
も
の
に
だ
け
依
拠
し
て
、
捜
査
を
開
始
す
る
。
そ
の
捜
査
の
端
緒
と
し
て
、
道
路
に
放
置
さ
れ

た
変
死
体
の
存
在
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
、
捜
査
機
関
は
、
変
死
体
を
惹
起
し
た
原
因
と
な
っ
た
行
為
を
特
定
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
故
意
又
は
過
失
．に
よ
っ
て

「死
を
惹
起
し
た
犯
罪
」
が
す
べ
て
考
え
ら
れ
る
。
捜
査
機
関
は
、
変
死
体
に
現
れ
た

証
拠
に
基
づ
い
て
、
被
疑
事
実
を
推
定
し
、
捜
査
を
開
始
す
る
。
捜
査
機
関
が
被
疑
者
を
特
定
し
、
そ
の
者
に
対
す
る
逮
捕
状
を
請
求
す
る

場
合
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
証
拠
を
捜
索
し
、
差
し
押
さ
え
を
す
る
た
め
に
捜
索
令
状
や
差
押
令
状
を
請
求
す
る
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
規

則

一
四
二
条

一
項
二
号
又
は
一
五
五
条

一
項
四
号
に
よ
り
、
そ
の
請
求
書
に
は
、
「罪
名
及
び
被
疑
事
実
の
要
旨
」
又
は
「罪
名
及
び
犯
罪
事

実
の
要
旨
」
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
捜
査
機
関
は
、
罪
名
及
び
被
疑
事
実

（犯
罪
事
実
）
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
そ
こ
で
は
、
ま
だ
行
為
者
の
主
観
は
全
く
見
え
ず
、
た
だ
外
部
的
に
現
れ
た
客
観
的
事
実
の
み
が
判
断
の
対
象
と
な
る
に
す
ぎ
な

い
。こ

の
よ
う
に
、
捜
査
機
関
は
、
客
観
的
事
実
を
構
成
要
件
に
当
て
は
め
、
罪
名
を
特
定
す
る
こ
と
に
な
る
「
そ
こ
で
の
構
成
要
件
解
釈
は
、

客
観
的
事
実
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
事
実
と
は
一
切
無
関
係
で
あ
る
。
故
意

・
過
失
の
よ
う
な
主
観
的
事
実
に
つ
い
て
は
、

被
疑
者
か
ら
得
ら
れ
た
供
述
に
よ
り
、
既
に
確
定
さ
れ
た
被
疑
事
実
を
主
観
的
側
面
か
ら
補
強
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
を
論
理
的
に
考
え
る
と
、
犯
罪
結
果
か
ら
出
発
し
、
原
因
行
為
を
推
定
し
、
被
疑
者
を
特
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
客

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一七
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観
的
な
構
成
要
件
該
当
性
を
確
定
し
、
次
い
で
、
犯
罪
の
主
観
的
側
面
で
あ
る
責
任
へ
と
進
む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
犯

罪
捜
査
の
基
本
は
物
証
で
あ
り
、
そ
れ
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
供
述
証
拠
が
存
在
す
る
こ
と
と
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
行
為
者
の
側
面
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
犯
罪
行
為
者
は
、
自
ら
の
主
観
と
客
観
が
総
合
さ
れ
た
も
の
と
し
て
犯
罪
行
為
を
行
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
違
法
な
侵
害
行
為
か
ら
、
自
己
又
は
他
人
の
法
益
を
守
る
た
め
に
行
っ
た
行
為
は
正
当
防
衛
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
、
防

衛
行
為
者
は
、
何
を
基
準
に
侵
害
行
為
の
違
法
性
を
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
防
衛
行
為
者
は
、
侵
害
行
為
者
の
主
観
を
知
る
由
も
な
い
。

防
衛
行
為
者
は
、
侵
害
行
為
の
客
観
的
な
側
面
だ
け
を
観
察
し
て
、
防
衛
行
為
を
行
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
た

め
に
は
、
防
衛
行
為
者
に
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
の
認
識
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
は
、
防
衛
行

為
者
か
ら
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〓
一　
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
刑
法
の
解
釈
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
通
り
の
も
の
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
従
来
、

こ
れ
ら
二
通
り
の
解
釈
は
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
に
お
い
て
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
混
同
さ
れ
、
解
釈
理
論
の
中
に
無
用
な
混
乱
を
も
た

ら
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
解
釈
が
解
釈
者
の
主
観
的
判
断
あ
る
い
は
恣
意
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
又
は
用
い
ら
れ
ず
に
き
た
こ
と

に
起
因
し
て
い
る
。

こ
の
二
通
り
の
解
釈
を
合
理
的
な
基
準
に
基
づ
い
て
使
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
初
め
て
、
妥
当
な
刑
法
解
釈
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い

で
あ
ろ
う
か
。
今
は
、
仮
説
の
段
階
で
あ
る
の
で
、
す
べ
て
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
す
べ
て
の
犯
罪
に

共
通
す
る
要
素
で
あ
る
構
成
要
件
に
つ
い
て
は
、
順
行
的
解
釈

・
追
求
的
解
釈
か
ら
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
事
象
を
完
結
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
に
は
、
行
為
者
の
主
観
を
含
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。



四
　
刑
法
解
釈
の
具
体
的
検
討

（
一
）

構
成
要
件
論
に
つ
い
て

構
成
要
件
に
は
、
個
別
化
機
能
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
個
別
化
機
能
を
強
調
し
、
構
成
要
件
は
、
違
法
類
型
で
あ
る
と
と
も
に
、
責

任
類
型
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
、
故
意
又
は
過
失
も
構
成
要
件
要
素
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
個
別
化
機
能
は
、
人
権
保
障
に

と
っ
て
有
益
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
の
事
象
、
す
な
わ
ち
、
行
為
の
客
観
的
側
面
と
主
観
的
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
に

行
わ
れ
る
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
ど
れ
か
の
罪
の
責
任
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
定
さ
れ
た
罪
だ
け
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
構
成
要
件
に
個
別
化
機
能
が
あ
る
こ
と
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
行
為
者
や
捜
査
機
関
の
立
場
で
は
、
客
観
的
存
在
だ
け
を
観
察
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
見
え
な
い
も
の
を
見
る

よ
う
に
強
制
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
を
強
い
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
者
に
は
、
期
待
可
能
性
が
存
在
し
な
く
な
り
、
処
罰
不
能
に
陥
っ
て
し

ま
う
。

そ
こ
で
、
今

一
度
、
古
典
的
な
構
成
要
件
論
に
立
ち
返
り
、
ベ
ー
リ
ン
ク
の
構
成
要
件
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
ベ
ー
リ
ン
ク
は
、
「構
成
要
件
は
、
犯
罪
類
型
の
型
と
し
て
定
義
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
成
要
件
は
、
ま
ず
最
初
に
、

可
罰
的
行
為
に
し
っ
か
り
と
し
た
刻
印
を
与
え
る
。
構
成
要
件
な
く
し
て
は
、
犯
罪
で
は
な
い
。
非
定
型
的
な
も
の
は
、
犯
罪
の
性
質
を
も
っ

（８
）

て
い
な
い
」
と
し
て
、
類
型
説
の
立
場
に
立

っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ベ
ー
リ
ン
ク
は
、
「構
成
要
件
は
、
そ
の
回
り
に
他
の
犯
罪
要
素
が
集
ま
っ
て
く
る
犯
罪
概
念
の
中
核
を
形
成
す
る
」
と
し
た
上

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
一九
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で
、
「構
成
要
件
は
、
独
立
し
た
意
味
を
も
た
な
い
純
粋
な
概
念
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
犯
罪
方
法
に
と
っ
て
考
慮
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
「も
ち
ろ
ん
明
確
に
、
個
別
的
構
成
要
件
か
ら
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
ま
た
、
そ
れ
は
、
概
念
的

統

一
体
で
あ
る
と
い
ぅ
。

そ
こ
で
は
、
い
わ
ゆ
る

「具
体
的
」
構
成
要
件
は
、
「概
念
的
」
構
成
要
件
と
は
、
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
、
「構
成
要
件
の
実
現

を
確
定
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
概
念
的
構
成
要
件
を
回
避
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
包
含
さ
れ
る
べ
き
概
念
を
知
ら
な
い
者
は
、
人
間

生
活
を
包
含
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
構
成
要
件
の
実
現
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
概
念
的
構
成
要
件
に
属
す
る
注
意
深
さ
が
認
め
ら
れ
た
後
に

始
め
て
、
話
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

さ
ら
に
、
ベ
ー
リ
ン
ク
は
、
「構
成
要
件
の
本
質
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
な
る
犯
罪
類
型
の
身
体
的
枠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
純
粋
に
記
述
的

（９
）

で
あ
り
、
規
範
的
規
定
が
そ
れ
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
」
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
は
、
現
実
の
社
会
に
は
属
さ
ず
、
法
律
に
の
み
属
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
「構
成
要
件
は
、
構
成
要
件
に
該

（１０
）

当
す
る
行
為
か
ら
厳
格
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
」
と
し
て
、
客
観
的
事
実
に
限
定
し
た
構
成
要
件
を
考
え
、
そ
れ
に
生
の
要
素

が
加
え
ら
れ
た
構
成
要
件
該
当
性
と
は
、
厳
格
に
区
別
し
て
い
る
。

そ
の
よ
う
に
、
ベ
ー
リ
ン
ク
に
お
い
て
は
、
構
成
要
件
の
個
別
化
機
能
は
重
視
さ
れ
て
お
ら
ず
、
構
成
要
件
を
概
念
的
類
型
と
把
握
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

で
は
、
構
成
要
件
要
素
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

構
成
要
件
を
行
為
準
則
や
捜
査
準
則
と
し
て
み
た
場
合
、
そ
の
要
素
は
、
誰
が
見
て
も
明
ら
か
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ベ
ー
リ
ン

ク
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
客
観
的

・
記
述
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
、
構
成
要
件
に
主
観
的
要
素
を
認
め
た
場
合
に
は
、
順

行
的

・
追
求
的
解
釈
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の
主
観
的
側
面
を
誰
も
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
無
意
味
な
主
張
と
な
っ
て
し
ま
う
。



こ
の
こ
と
は
、
行
為
無
価
値
論
と
結
果
無
価
値
論
と
の
対
立
に
お
い
て
も
、
反
映
さ
れ
て
い
る
。

行
為
無
価
値
論
の
立
場
か
ら
、
構
成
要
件
要
素
と
し
て
、
構
成
要
件
的
故
意
及
び
構
成
要
件
的
過
失
の
存
在
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
構
成

要
件
が
犯
罪
個
別
化
機
能
を
も
ち
、
こ
の
機
能
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
故
意
犯
と
過
失
犯
は
、
構
造
的
に
異
な
る
こ
と
と
な
り
、
構
成
要
件

的
に
も
異
な
る
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
個
別
化
機
能
を
強
調
す
る
立
場
か
ら
は
、
当
然
の
帰
結
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
防
衛
行
為
者
に
は
認
識
し
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
後
的
判
断
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
認
識
し
得
た
も
の
と
判
断
す
る
。
そ
れ
は
、

虚
構
で
あ
り
、
現
実
で
は
な
い
。

し
か
し
、
構
成
要
件
は
行
為
準
則
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
み
れ
ば
、
第
二
者
か
ら
は
、
行
為
者
の
主
観
的
側
面
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
正
当
防
衛
に
し
ろ
、　
一
般
人
に
よ
る
現
行
犯
逮
捕
に
し
ろ
、
行
為
者
の
主
観
的
側
面
ま
で
を
も
判
断
し
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
日
に
見
え
る
事
実
、
す
な
わ
ち
客
観
的
事
実
か
ら
違
法
性
の
存
在
を
判
断
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
出
て
い

る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
構
成
要
件
要
素
は
、
客
観
的

・
外
部
的
事
実
に
限
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
構
成
要
件
を
外
部
的

に
目
に
見
え
る
も
の
と
し
、
構
成
要
件
か
ら
行
為
者
の
主
観
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
は
、
行
為
の
準
則
で
あ
り
、

捜
査
の
準
則
で
あ
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
そ
の
結
果
、
構
成
要
件
を
捜
査
の
準
則
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
捜
査
の
基
本
と
し
て
の

物
証
中
心
主
義
を
貫
徹
す
る
根
拠
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
構
成
要
件
の
理
解
に
お
い
て
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
構
成
要
件
に
お
け
る
主
観
的
違
法
要
素

の
存
在
で
あ
る
。
通
貨
偽
造
罪
の
よ
う
な
目
的
犯
が
刑
法
に
存
在
す
る
以
上
、
こ
の
こ
と
は
、
避
け
て
通
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、
通
貨
偽
造
罪
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
通
貨
偽
造
行
為
が
違
法
な
の
で
は
な
く
、
行
使
の
目
的
を
も
っ
た
通
貨
偽
造
行
為
が
違
法
な

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「行
使
の
目
的
」
と
い
う
主
観
的
要
素
を
違
法
判
断
の
対
象
と
す
る
な
ら
ば
、
順
行
的
・追
求
的
解
釈
は
成
立
不

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
・
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
一
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能
と
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
こ
で
、
「行
使
の
目
的
を
も
っ
て
、
通
貨
を
偽
造
す
る
」
と
は
、
「行
使
に
値
す
る
通
貨
偽
造
行
為
」
を
行
う
と
理
解
し
、
目
的
の
客
観

化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
目
的
を
行
為
の
一
部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
目
的
も
故
意
の
内
容
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
、
違
法
性
に
お
け
る
客
観
的
判
断
が
可
能
と
な
る
。

そ
こ
で
は
、
判
断
の
目
安
と
し
て
、
質
と
量
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
行
使
に
値
す
る
質
と
量
を
も
っ
た
通
貨
偽
造

行
為
が
問
題
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
、
通
貨
偽
造
罪
の
対
象
で
は
な
い
と
言
い
得
る
。

従
来
、
主
観
的
違
法
要
素
と
言
わ
れ
る
も
の
も
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
客
観
的
構
成
要
件
に
含
め
る
こ
と
が
可
能
と
な

り
、
ま
た
、
構
成
要
件
を
外
部
的
行
為
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
行
為
を
客
観
的
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（二
）
　

正
当
防
衛

正
当
防
衛
は
、
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
て
、
自
己
又
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す
る
場
合
に
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
正
当
防
衛
と
認
め
ら

れ
る
た
め
に
は
、
防
衛
行
為
者
は
、
不
正
の
侵
害
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
が
不
正
の
侵
害
と
い
え
る

た
め
に
は
、
そ
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
な
行
為
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
防
衛
行
為
者
は
、
侵
害
行
為

が
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
認
識
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
に
お
い
て
、
構
成
要
件
的
故
意
や
構
成
要
件
的
過
失
を
認
め
る
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
故

意
又
は
過
失
が
な
け
れ
ば
、
構
成
要
件
該
当
性
す
ら
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
結
論
に
は
論
理
的
矛
盾
が
あ
る
。
構
成
要
件
的
故
意
の

な
い
侵
害
行
為
は
、
犯
罪
成
立
の
第

一
要
素
で
あ
る
構
成
要
件
該
当
性
が
否
定
さ
れ
、
犯
罪
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
侵
害
行
為
に
よ

り
自
己
又
は
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
正
当
防
衛
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
事
後
的



判
断
に
基
づ
い
て
、
客
観
的
な
違
法
侵
害
行
為
に
対
し
て
の
正
当
防
衛
は
認
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
事
後
的
解
釈
で
あ
り
、
す
べ

て
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
防
衛
行
為
者
の
認
識
も
、
侵
害
行
為
者
の
故
意
又
は
過
失
も
問
題
と
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
果
た
し
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
に
侵
害
行
為
が
発
生
し
て
い
る
場
合
に
、
防
衛
行
為
者
は
、
何
を
判

断
基
準
と
し
て
正
当
防
衛
を
行
え
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
防
衛
行
為
者
に
と
っ
て
は
、
侵
害
行
為
者
の
主
観
的
側
面
を
知
る
余
地
も
な
く
、

ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
侵
害
行
為
に
出
て
い
る
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
侵
害
行
為
の
主
観
的
側
面
は
、
防
衛
行
為
者
に
と
っ
て
は
全
く

判
断
不
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
侵
害
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
は
、
客
観
的
事
実
に
基
づ
き
解
釈
す
る
こ
と
と
な
る
。

防
衛
行
為
は
、
急
迫

・
不
正
の
侵
害
が
存
在
す
る
場
合
に
は
許
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
、
異
論
を
唱
え
る
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
行

為
無
価
値
論
は
、
そ
の
こ
と
と
は
別
に
、
独
立
し
て
構
成
要
件
要
素
を
考
察
し
、
自
己
完
結
的
な
構
成
要
件
論
を
展
開
し
て
い
る
。

防
衛
行
為
に
出
た
者
か
ら
み
て
、
侵
害
行
為
が
故
意
、
過
失
又
は
無
過
失
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
か
は
、
全
く
不
明
な
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
主
観
を
か
ら
ま
せ
た
理
論
に
依
拠
し
て
防
衛
行
為
に
出
る
も
の
で
は
な
い
。
防
衛
行
為
者
は
、
侵
害
行
為
が
あ
っ
た
と
き
に
、

そ
の
違
法
性
を
と
っ
さ
に
認
識
し
、
そ
れ
に
対
し
て
防
衛
行
為
に
出
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
正
当
防
衛
が
、
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る

根
拠
で
は
な
い
の
か
。

五
　
む
す
び

一　
べ
■
リ
ン
ク
は
、
構
成
要
件
を
犯
罪
類
型
の
枠
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
同
義
反
復
で
あ
っ
て
、
意
味
不
明
の
こ
と
で
あ

る
。
犯
罪
と
は
、
既
に
法
的
価
値
判
断
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
法
的
価
値
判
断
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
、
無
色
透
明
な
構
成

要
件
を
犯
罪
類
型
と
称
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ベ
ー
リ
ン
ク
の
主
張
す
る
構
成
要
件
の
意
味
で
理
解
す
る
な
ら
ば
、
構
成

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て
―
逆
行
的
・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的
ｏ
追
求
的
解
釈
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一〓
壬
二
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要
件
は
、
行
為
類
型
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
「犯
罪
と
は
、
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
で
、
有
責
な
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
定
義
は
、　
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

第

一
要
件
で
あ
る
構
成
要
件
該
当
性
を
、
も
し
犯
罪
類
型
該
当
性
に
変
え
て
し
ま
っ
た
ら
、
ま
だ
認
め
ら
れ
て
い
な
い
犯
罪
概
念
を
、
犯
罪

成
立
の
第

一
要
件
に
用
い
る
こ
と
に
な
り
、
何
ら
の
意
味
を
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
構
成
要
件
は
、
行
為
と
違
法
性
を
指
導
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
責
任
を
指
導
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
構
成
要
件
は
、
ベ
ー
リ
ン
ク
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
外
部
的
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
法
的
価
値
判
断
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

戦
後
の
刑
法
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
規
範
化
が
い
っ
そ
う
進
展
し
、
理
論
と
し
て
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
行
為
無
価
値
論
が
大
幅
に
主
張

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
構
成
要
件
は
、
違
法

・
有
責
類
型
と
理
解
さ
れ
、
基
本
的
に
は
、
構
成
要
件
該
当
性
で
犯
罪
が
成
立
す
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
の
行
う
事
実
認
定
が
最
初
に
有
罪
か
無
罪
か
の
心
証
の
下
で
進
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
符
合
す
る
。

こ
れ
は
、
刑
法
の
規
範
化
や
、
そ
れ
に
伴
う
治
安
強
化
の
方
向
性
に
適
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
よ
う
な
傾
向
に
強
く
対
峙
し
、
権
力
行
使
を
抑
制
す
る
刑
法
理
論
の
樹
立
を
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一一　
前
述
し
た
支
配
的
な
刑
法
解
釈
論

へ
の
疑
間
は
、
裁
判
準
則
と
し
て
の
刑
法
解
釈
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
刑
法
を
解
釈
す
る
場

合
、
時
系
列
に
し
た
が
っ
た
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
も
必
要
で
あ
る
し
、
時
系
列
に
逆
ら
っ
た
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
も
必
要
で
あ
る
。
そ

の
ど
ち
ら
か
一
つ
の
解
釈
ｔ
か
行
わ
な
い
も
の
は
、
偏
っ
た
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、
一
面
的
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な

一
面
的
解
釈
は
、
現
実
社
会
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

上
述
し
た
二
つ
の
解
釈
方
法
は
、
相
互
に
、
対
立

・
矛
盾
関
係
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
関
係
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法

を
解
釈
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
解
釈
方
法
を
駆
使
し
て
合
理
的
で
、
妥
当
な
解
釈
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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大
塚
仁

『刑
法
概
説

（総
論
）
改
訂
版
』
昭
和
六

一
年
、
有
斐
閣
、
三
頁
以
下
。

渡
辺
洋
三

「日
本
現
代
法
学
の
総
括
」
法
の
科
学
１
号

（
一
九
七
三
年
）
二
三
頁
以
下
。

渡
辺

・
前
掲
論
文
、
四
六
頁
。

渡
辺

・
前
掲
論
文
、
四
八
頁
。

渡
辺

・
前
掲
論
文
、
五
三
頁
。

渡
辺

・
前
掲
論
文
、
五
七
頁
注
働
。

渡
辺

・
前
掲
論
文
、
五
二
頁
注
０
。

同
日
∽［
厠
①
澤
炉

∪
お
ｒ
多
お

く
ｏ
曰
く
ｑ
σ
お
争
９
・
Ｚ
８
や
ｇ
Ｆ
Ｑ
Ｑ
＞
爵
器
序

↓
饉
ｇ
月
９

８
８

，＞
”
【８

８
Ｒ
・”
〓
９

な
お
、　
一
般
的
に
ベ
ー

リ
ン
ク
の
類
型
説
は
、
ベ
ー
リ
ン
ク
自
ら
が
名
付
け
た
も
の
と
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
ベ
ー
リ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ

の
よ
う
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
く
”
Ｆ
口

”
①
野
炉

”
卜
９
ヽ
∽
。民
・

同
。
国
①
Ｆ
厭
野
Ｐ
Ｐ
Ｏ
ｃ
∽
■
Ｈ
いい

Ｕ
。
”
①
Ｆ
厭
野
“
“
・Ｏ
ι
∽
』
Ｈ”

刑
法
に
お
け
る
解
釈
の
意
義
に
つ
い
て

―
逆
行
的

・
遡
及
的
解
釈
と
順
行
的

・
追
求
的
解
釈
―

二
二

五


