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闇
　
刑
法
の
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
原
則
と
し
て
、
通
常
四
個
の
形
態
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
属
地
主
義
・
属
人

主
義
・
保
護
主
義
と
世
界
主
義
の
四
者
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
四
原
則
は
、
そ
の
適
用
を
予
定
し
て
い
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の

対
象
と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
二
個
の
類
型
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
適
用
対
象
で
あ
る
人
の
範
囲

に
つ
い
て
、
な
ん
ら
の
制
約
を
も
必
要
と
し
て
い
な
い
属
地
主
義
と
ー
も
と
よ
り
、
日
本
国
内
（
一
般
的
に
は
、
自
国
内
）
と
い
っ

た
地
域
的
制
約
は
あ
る
が
。
他
方
、
世
界
主
義
も
ま
た
、
対
人
関
係
が
無
限
定
で
あ
る
点
で
は
、
属
地
主
義
と
そ
れ
は
共
通
し
た
も
の

を
持
っ
て
い
る
ー
、
そ
の
適
用
対
象
で
あ
る
人
に
関
し
て
、
か
な
ら
ず
明
文
規
定
の
存
在
を
必
要
と
す
る
自
余
の
二
原
則
と
の
間
の
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差
異
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
既
述
し
た
よ
う
な
二
個
の
類
型
化
を
意
図
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
を
指

摘
し
て
み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
と
く
に
後
者
の
類
型
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
し
た
制
約
を
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
自
体
が
、
あ
る
意

味
で
は
そ
れ
が
、
こ
の
二
原
則
に
と
っ
て
避
け
が
た
い
宿
命
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
法
制
化
に
際
し
て
、
こ
の
自
余
の
二
原
則
を
、
ど
う
い
っ
た
形
式
で
規
定
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
の
か
は
争
わ

れ
、
そ
れ
だ
け
に
こ
の
二
原
則
に
対
す
る
明
文
規
定
に
よ
る
表
示
方
式
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
か
な
ら
ず
し
も
統
一
的
な
形
で
な

さ
れ
て
い
た
わ
け
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
単
純
に
い
え
ば
、
包
括
主
義
に
よ
る
規
定
の
仕
方
も
あ
れ
ば
、
わ
が
国
に
と
っ
て
伝
来
的

な
立
法
形
式
で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
列
挙
主
義
に
準
拠
し
、
そ
の
適
用
規
定
な
い
し
は
そ
の
適
用
範
囲
を
法
定
す
る
ゆ
き
方
も
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
方
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
昭
和
三
六
（
一
九
六
一
）
年
一
二
月
一
〇
日
に
公
表
さ
れ
た
刑
法
改
正
準
備
草
案
は
（
以
下
、
準
備
草
案
と
略
記
す
る
）
、

現
行
刑
法
所
定
の
属
人
主
義
と
は
全
く
そ
の
表
示
方
式
を
異
に
し
ー
既
述
の
よ
う
に
、
自
余
の
二
原
則
と
し
て
総
括
的
に
表
現
し
て

は
み
た
が
、
結
果
と
し
て
、
こ
こ
で
の
二
原
則
中
、
そ
の
主
役
と
し
て
は
属
人
主
義
が
、
そ
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
　
　
、
そ
の
二
条

に
は
「
こ
の
法
律
は
、
日
本
国
外
に
お
い
て
死
刑
又
は
無
期
も
し
く
は
長
期
が
五
年
以
上
の
懲
役
も
し
く
は
禁
固
に
あ
た
る
罪
を
犯
し

た
日
本
国
民
に
適
用
す
る
」
と
す
る
方
式
を
採
用
し
、
さ
ら
に
は
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
規
定
に
関
す
る
五
条
に
つ
い
て
も
ま
た
、
同
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様
の
表
示
方
式
が
利
用
さ
れ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
包
括
主
義
採
用
へ
の
方
向
づ
け
を
示
し
て
い
っ
た
。

　
私
自
身
も
ま
た
、
こ
う
し
た
包
括
主
義
へ
の
転
換
を
可
と
し
、
そ
の
採
用
を
願
い
な
が
ら
立
法
に
よ
る
法
制
化
に
賛
意
を
表
明
し
て

い
旋
・
そ
の
後
の
審
議
の
傾
向
は
・
こ
う
し
た
私
の
期
待
と
は
む
し
ろ
逆
の
方
向
を
示
し
・
昭
和
四
九
（
一
九
七
四
）
年
三
貝

法
制
審
議
会
に
よ
る
決
定
を
経
て
公
表
さ
れ
た
改
正
刑
法
草
案
四
条
以
下
に
は
（
以
下
、
草
案
と
略
記
す
る
）
、
昔
な
が
ら
の
列
挙
主



義
が
採
用
さ
れ
、
結
果
と
し
て
現
行
刑
法
と
同
じ
方
式
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
準
備
草
案
の
い
き
方
を
支
持
し

た
私
見
は
、
一
敗
地
に
ま
み
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
包
括
主
義
に
準
拠
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見

を
、
い
ま
こ
こ
で
変
え
る
つ
も
り
も
な
い
。
加
え
て
、
い
つ
か
は
日
の
目
を
み
る
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
っ
た
期
待
を
も
含
め
て
、

列
挙
主
義
の
も
つ
問
題
点
を
、
い
ま
こ
こ
で
検
討
し
て
お
き
た
い
わ
け
で
も
あ
る
。

　
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
準
備
草
案
が
な
ぜ
包
括
主
義
採
用
の
方
向
を
目
指
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
知
っ
て
お
き
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
準
備
草
案
に
添
付
さ
れ
て
い
る
理
由
書
に
採
用
の
理
由
を
求
め
て
み
た
が
、
理
由
書
そ
の
も
の
か
ら
は
明
快
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

答
え
は
返
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
単
に
「
実
質
的
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
」
か
ら
、
包
括
主
義
で
あ
っ
て
も
妨
げ
な
い
の
で
は
な
い
か

と
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
は
で
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
真
実
、
実
質
的
に
み
て
も
大
き
な
変
化
が
な
い

の
な
ら
、
そ
の
法
制
化
に
際
し
て
は
、
包
括
主
義
に
よ
ろ
う
と
あ
る
い
は
列
挙
主
義
に
準
拠
し
よ
う
と
、
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
っ
て
も
差

し
支
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
そ
う
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
草
案
自
体
は
既
述
の
と
お
り
、
な
ぜ
か
包
括
主
義
を
不
可
と
し

て
列
挙
主
義
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
包
括
主
義
が
い
け
な
く
て
列
挙
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。

そ
の
点
の
検
討
は
、
や
は
り
不
可
避
の
課
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
包
括
主
義
か
列
挙
主
義
か
の
選
択
の
谷
間
で
、
当
初
問
題
視
さ
れ
た
論
点
と
し
て
は
、
つ
ぎ
の
三
点
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
の
第
一
は
、
包
括
的
に
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
列
挙
主
義
と
の
間
で
、
具
体
的
に
い
っ
て
ど
の
よ
う
な
罪
に
つ
い
て
、

そ
の
処
遇
上
ど
の
よ
う
な
差
異
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
で
あ
り
、
第
二
は
、
準
備
草
案
二
条
所
定
の
「
…
…
に
あ
た
る

罪
」
の
な
か
に
は
、
未
遂
犯
を
も
包
含
し
う
る
か
で
あ
り
、
第
三
点
は
「
そ
の
行
為
が
犯
罪
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罪
と
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
（
準
備
草
案
五
条
但
書
参
照
。
以
下
、
但
書
と
略
記
す
る
）
と
す
る
文
言
を
設
置
す
る
こ
と
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の
要
否
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
三
点
を
め
ぐ
る
第
一
小
委
員
会
の
審
議
は
、
か
な
ら
ず
し
も
一
貫
し
た
形
で
な
さ
れ
て
い
た
と
も
い
え
な
い
面
も

あ
る
。
準
備
草
案
を
目
前
に
し
た
当
初
の
頃
の
対
応
と
、
そ
の
後
の
対
応
と
の
間
に
は
、
あ
き
ら
か
に
逆
転
し
た
と
も
思
わ
れ
る
反
応

が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
当
初
の
反
応
と
、
そ
の
後
に
お
け
る
変
化
と
は
区
別
し
な
が
ら
再
考
し
て
い
く
こ
と
が
、

公
平
の
原
則
に
あ
う
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
当
初
準
備
草
案
の
方
向
に
好
意
的
で
あ
っ
た
審
議
内
容
が
、
最
終

的
に
は
否
定
さ
れ
た
形
で
、
草
案
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
が
現
状
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
既
述
し
た
三
個
の
問
題
点
中
、
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
・
個
別
的
な
検
討
を
お
こ
な
っ
た
結
果
、
対
現
行
刑

法
と
の
関
連
で
、
多
少
の
凹
凸
の
あ
る
こ
と
は
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
包
括
的
規
定
で
も
お
お
む
ね
現
行
法
と

大
差
の
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
る
」
事
実
は
承
認
さ
れ
、
他
方
特
別
法
と
の
関
連
で
、
そ
の
国
外
犯
処
罰
の
問
題
も
起
こ
っ
て
く
る
が
、

「
そ
の
た
め
に
も
包
括
的
規
定
の
方
が
望
ま
し
い
」
と
い
っ
た
雰
囲
気
が
支
配
的
で
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
そ
う
し
た
意
見
が
ま
た
、
当
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）

初
の
段
階
で
展
開
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
包
括
主
義
の
選
択
に
対
し
好
意
的
な
見
解
の
帰
結
で
も
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
第
二
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
「
刑
を
加
重
し
又
は
軽
減
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
は
、
加
重
し
又
は
軽
減
し
な
い
刑
に
よ
っ

て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
」
と
す
る
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
…
…
あ
た
る
罪
」
と
す
る
表
現
の
中
か
ら
は
、
未
遂
犯

を
除
外
す
る
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
鮮
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
、
ま
た
そ
う
し
た
規
定
を
新
設
す
る
方
向
を
追
う
こ
と
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
、
事
態
の
解
決
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
最
後
の
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
の
存
在
自
体
は
望
ま
し
い

こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
対
応
を
予
定
し
て
い
る
外
国
法
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
そ
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
結
果
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と
し
て
そ
れ
は
規
定
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。



（
1
）
　
加
え
て
、
こ
の
一
般
的
な
四
原
則
以
外
に
、
代
理
処
罰
主
義
（
牢
ぎ
N
甘
α
Φ
「
9
0
一
一
く
Φ
訴
「
①
8
巳
Φ
口
ω
茸
ロ
蹄
8
耳
の
ヨ
Φ
o
q
o
）
を
も
、
こ
こ
に
加
え
る

　
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
所
見
も
み
ら
れ
る
（
森
下
　
忠
・
国
際
刑
法
の
新
動
向
（
一
九
七
九
年
）
　
一
九
頁
、
名
和
鉄
郎
「
国
際
刑
法
」
阿
部
純
ニ
ー
－
板
倉

宏
匹
内
田
文
昭
1
1
香
川
達
夫
1
1
川
端
博
1
1
曽
根
威
彦
編
・
刑
法
基
本
講
座
　
第
1
巻
（
一
九
九
二
年
）
六
七
頁
等
参
照
。
た
だ
私
個
人
と
し
て
は
、
こ
の

代
理
処
罰
主
義
の
採
用
に
つ
い
て
は
、
か
な
ら
ず
し
も
賛
成
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
今
後
に
発
表
が
予
定
さ
れ
て
い
る
、
香
川
「
属

人
主
義
と
自
国
民
」
学
習
院
大
学
法
学
会
雑
誌
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
　
な
お
、
〈
o
q
ド
O
ニ
ロ
け
7
①
「
｝
帥
屏
O
σ
ω
゜
ω
胃
9
ρ
蹄
①
O
げ
戸
〉
＝
o
q
①
ヨ
鉱
5
①
『
↓
①
芦
呼
〉
‘
P
お
O
ド
ψ
一
一
一
一
国
O
昌
甲
国
①
ぎ
「
陣
O
ゴ
♂
ω
0
7
Φ
O
屏
畦
↓
7
0
き
四
ω
≦
Φ
貫
Φ
口
阜

　
い
①
ゴ
｝
‘
o
げ
Ω
Φ
ω
ω
け
冨
蹄
8
匿
ω
゜
9
＞
ロ
鈍
一
8
0
噛
ω
」
謹
゜

（
2
）
　
わ
が
国
が
、
近
代
法
制
に
移
行
す
る
た
め
の
最
初
の
草
案
で
あ
る
、
明
治
一
〇
（
一
八
七
七
）
年
＝
月
の
日
本
刑
法
草
案
の
七
条
に
は
、
現
在
で
い

う
属
地
主
義
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
た
。
た
だ
、
こ
こ
で
の
問
題
点
で
あ
る
表
示
方
式
、
す
な
わ
ち
列
挙
主
義
か
包
括
主
義
か
の
点
に
つ
い
て
は
、
属
人
主

義
を
規
定
す
る
同
草
案
四
条
が
、
通
貨
・
有
価
証
券
お
よ
び
国
璽
等
の
偽
造
等
の
国
外
犯
処
罰
規
定
を
お
く
ほ
か
は
、
一
切
列
挙
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な

　
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
四
条
を
う
け
て
、
外
国
人
の
国
外
犯
を
規
定
し
て
い
る
の
が
同
草
案
八
条
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
そ
の
表
示
方
式
と
し
て
は
、
四
条

　
の
そ
れ
に
共
通
し
て
い
た
。
こ
れ
を
列
挙
と
み
る
か
包
括
と
み
る
か
は
、
評
価
の
わ
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
、
そ
の
他
の
原
則
と
の
関
連
で
も
「
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
以
外
ノ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
時
ハ
…
…
」
（
同
草
案
五
条
）
と
し
て
、
決
し
て
そ
こ
に

　
は
、
特
定
の
罪
名
を
列
挙
す
る
こ
と
を
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
列
挙
主
義
を
採
用
し
た
先
例
と
み
る
か
ど
う
か
は
論

　
議
を
の
こ
す
と
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
…
…
以
外
」
と
す
る
表
現
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
包
括
的
に
規
定
し
た
と
も
い
え
る
し
、
逆
に
「
以
外
」

を
い
ち
い
ち
列
挙
し
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と
と
考
え
れ
ば
、
列
挙
主
義
に
準
拠
し
た
と
も
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
た
だ
、
こ
の
明
治
一
〇
年
草
案
五
条
と
の
関
係
で
興
味
が
そ
そ
ら
れ
る
の
は
、
「
日
本
人
外
国
二
在
テ
前
条
二
記
載
シ
タ
ル
以
外
ノ
重
罪
軽
罪
ヲ
犯
シ
タ

　
ル
時
ハ
左
ノ
条
件
ヲ
具
備
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
日
本
ノ
法
律
二
依
テ
処
断
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
し
、
そ
の
条
件
と
し
て
、
自
国
外
で
の
裁
判
が
未
確
定
で
あ

　
る
と
か
、
帰
国
し
て
い
る
と
か
等
々
の
条
件
が
列
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
列
記
さ
れ
た
事
項
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
が
訴
訟
障
害
と
し

　
て
作
用
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
す
る
の
な
ら
、
こ
の
規
定
自
体
が
、
ま
さ
し
く
場
所
的
適
用
範
囲
に
関
す
る
規
定
を
、
訴
訟
条

　
件
と
し
て
認
識
し
て
い
る
趣
旨
に
も
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）

五



　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

（
3
）
　
昭
和
二
二
（
一
九
四
七
）
年
の
一
部
改
正
で
削
除
さ
れ
た
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
の
処
罰
規
定
の
復
活
を
、
準
備
草
案
の
五
条
は
図
っ
て
い
た
が
、
こ

　
の
規
定
自
体
は
、
す
で
に
こ
の
明
治
一
〇
年
草
案
に
も
、
お
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
も
ま
た
、
保
護
主
義
の
規
定
と
解
さ
れ
る
の
が

通
例
の
よ
う
で
あ
る
（
刑
法
改
正
準
備
会
　
改
正
刑
法
準
備
草
案
　
附
　
同
理
由
書
（
一
九
六
一
年
）
一
〇
〇
頁
参
照
－
以
下
、
理
由
書
と
略
記
す
る
。
）
。

自
国
の
利
益
保
護
と
す
る
視
点
か
ら
、
そ
の
侵
害
主
体
が
内
外
人
で
あ
る
こ
と
を
問
わ
な
い
と
い
う
意
味
で
、
保
護
主
義
と
す
る
の
は
わ
か
る
。

（
4
）
　
香
川
・
刑
法
講
義
〔
総
論
〕
第
三
版
（
一
九
九
六
年
）
三
六
頁
参
照
。
な
お
、
平
野
竜
一
「
刑
法
の
適
用
」
平
場
安
治
1
1
平
野
編
・
刑
法
改
正
の
研
究

　
1
概
論
・
総
則
（
一
九
七
二
年
）
一
九
九
頁
に
は
、
こ
う
し
た
列
挙
主
義
の
い
き
方
に
対
し
て
の
批
判
的
な
見
解
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
「
何

を
規
準
と
し
て
」
選
ぶ
か
」
、
そ
れ
が
列
挙
主
義
に
科
せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
そ
の
選
択
が
、
恣
意
的
に
な
ら
な
い
と
す
る

保
証
は
な
い
、
と
解
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
　
な
お
、
明
治
＝
二
（
一
八
八
〇
）
年
七
月
一
七
日
に
太
政
官
布
告
第
三
六
号
と
し
て
交
付
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
旧
刑
法
は
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
一

月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
も
の
の
、
同
法
の
も
つ
自
由
主
義
的
性
格
へ
の
反
省
は
、
そ
の
後
同
法
改
正
へ
の
機
運
を
も
た
ら
し
、
そ
の
結
果
、
各
種
の
草
案

が
起
草
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
「
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
決
議
録
」
に
は
、
属
人
主
義
と
の
関
連
で
「
日
本
人
外
国
二
在

　
テ
犯
シ
タ
ル
罪
（
重
罪
）
二
付
テ
モ
亦
之
ヲ
適
用
ス
」
と
す
る
に
と
ど
ま
り
、
ま
た
明
治
二
八
（
一
八
九
五
）
年
、
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
の
両
草
案

も
、
と
も
に
そ
の
対
象
を
「
重
罪
」
と
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
決
し
て
各
法
条
を
列
挙
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
な
お
、
杉
山
晴
康
1
1
吉
井
蒼
生

夫
・
改
正
刑
法
審
査
委
員
会
決
議
録
　
刑
法
草
案
（
一
九
八
九
年
）
参
照
）
。
そ
れ
で
も
な
お
、
列
挙
主
義
が
わ
が
国
で
の
伝
来
的
な
表
示
方
式
で
あ
っ
た

と
い
い
う
る
の
か
は
、
疑
問
を
保
留
し
て
お
き
た
い
。

（
5
）
　
理
由
書
九
九
頁
。

（
6
）
　
法
制
審
議
会
刑
事
法
特
別
部
会
　
第
一
小
委
員
会
議
事
要
録
（
二
）
一
〇
九
頁
参
照
。
以
下
、
議
事
要
録
と
略
記
す
る
。

（
7
）
　
議
事
要
録
（
二
）
＝
一
頁
参
照
。
こ
こ
で
の
引
用
は
、
そ
の
全
て
が
同
一
頁
な
の
で
、
逐
一
そ
の
該
当
頁
は
記
載
し
な
か
っ
た
。

（
8
）
　
議
事
要
録
（
二
）
一
＝
二
頁
。
本
文
既
述
の
よ
う
に
、
問
題
点
が
三
個
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
そ
の
な
か
で
の
未
遂
の
処
遇
に
関
し
て
、
こ

　
の
程
度
の
記
述
に
と
ど
め
て
お
き
、
本
稿
で
の
焦
点
は
、
第
一
と
第
三
の
そ
れ
に
限
定
し
た
い
。

（
9
）
　
議
事
要
録
（
二
）
一
一
二
頁
参
照
。



　
一
一
包
括
主
義
に
好
意
的
な
雰
囲
気
も
、
昭
和
四
〇
（
一
九
六
五
）
年
一
〇
月
開
催
の
第
三
〇
回
の
小
委
員
会
あ
た
り
か
ら
、
そ
う

し
た
傾
向
に
変
動
が
生
じ
は
じ
め
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
際
、
問
題
点
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
の
は
、
法
定
刑
だ
け
を

基
準
と
し
て
定
め
る
よ
う
な
国
外
犯
処
罰
規
定
の
制
定
と
い
っ
た
い
き
方
が
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
る
と
い
い
う
る
の
か
と
す
る
点
に
、

そ
の
本
質
的
な
問
題
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
包
括
主
義
に
よ
る
か
ぎ
り
、
特
別
法
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
、
広
く
特
別
法
の
国
外
犯
を
も
処
罰
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
は
、
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
課

題
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
、
こ
う
し
た
包
括
主
義
の
規
定
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
が
特
別
法
に
も
適
用
が
あ
る
と
す

る
の
な
ら
、
た
と
え
ば
麻
薬
取
締
法
違
反
と
い
っ
た
案
件
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
準
備
草
案
二
条
所
定
の
包
括
主
義
の
対
象
に
な
り
う

る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
だ
が
本
来
、
こ
の
種
の
事
案
の
ば
あ
い
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
違
反
は
世
界
主
義

に
よ
っ
て
処
罰
す
る
の
が
望
ま
し
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
に
は
そ
の
適
用
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ

の
両
者
間
に
確
執
が
生
ず
る
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
加
え
て
、
こ
の
世
界
主
義
を
規
定
す
る
準
備
草
案
四
条
は
、
準
備
草
案
二
条
所

定
の
国
外
犯
処
罰
規
定
が
包
括
主
義
に
準
拠
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
こ
ち
ら
は
列
挙
主
義
を
と
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

と
な
る
と
、
そ
の
こ
と
の
是
非
と
い
っ
た
問
題
も
で
て
く
る
余
地
が
あ
る
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
が
包
括
主
義
に
対
し
、
そ
の
方
向
転
換
を
迫
る
一
個
の
批
判
的
な
論
拠
と
な
っ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
が
、
包
括
主
義
批
判

の
決
定
打
に
な
る
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
批
判
自
身
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
世
界
主
義
は
属
人
主
義
と
違
っ
て

包
括
主
義
を
採
用
し
て
は
い
な
い
。
前
者
は
そ
の
性
格
上
、
列
挙
主
義
に
か
ぎ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
行
刑
法
と
て
も
変
わ
り
の

な
い
表
示
方
式
で
あ
っ
た
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
麻
薬
取
締
法
違
反
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
そ
れ

を
世
界
主
義
に
し
た
が
っ
て
当
該
法
条
内
に
列
挙
す
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
特
別
法
で
あ
る
が
た
め
に
、
準
備
草
案
四
条
に
規
定
す
る
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属
人
主
義
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責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

世
界
主
義
の
原
則
を
「
準
備
草
案
四
条
の
例
に
従
う
」
と
し
て
、
自
ら
の
な
か
に
取
り
入
れ
る
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
う
ち
に
そ
の
国
外

犯
処
罰
規
定
を
お
け
ば
た
り
る
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
こ
で
批
判
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
問
題
点
は
、
属
人

主
義
か
世
界
主
義
か
と
い
っ
た
二
者
択
一
あ
る
い
は
こ
の
両
者
の
確
執
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
は
な
く
、
既
述
し
た

よ
う
な
方
式
の
一
を
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
処
遇
に
対
す
る
自
ら
の
立
場
を
ど
う
表
明
す
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
解
決
し

う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
他
の
主
義
と
競
合
す
る
か
ら
適
切
で
な
い
と
い
っ
た
既
述
の
批
判
は
、
そ
れ
自
身
と
し
て
決

し
て
妥
当
な
批
判
で
あ
っ
た
と
も
い
え
な
い
。

　
加
え
て
、
準
備
草
案
二
条
の
ば
あ
い
に
は
「
こ
の
法
律
は
…
…
」
と
す
る
表
現
を
の
こ
し
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
普
通
刑
法
所

定
の
犯
罪
で
あ
っ
て
、
し
か
も
法
定
刑
が
そ
こ
に
予
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
自
国
刑
法
の
適
用
を
う

け
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
こ
の
法
律
は
…
…
」
と
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
普
通
刑
法
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
と
理
解
し
う
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
特
別
法
と
の
関
連
を
理
由
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
性
格
の
も
の
で
も
な
い
と
も
い
え

よ
う
。

　
も
っ
と
も
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
特
別
法
と
の
関
連
で
類
似
の
問
題
が
起
こ
り
う
る
こ
と
ま
で
否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
そ
れ

と
て
も
、
基
本
的
に
は
特
別
法
の
側
に
求
め
ら
れ
る
対
応
の
仕
方
の
問
題
で
あ
っ
て
、
普
通
刑
法
側
に
科
せ
ら
れ
た
課
題
な
の
で
は
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
特
別
法
の
側
に
お
い
て
、
準
備
草
案
二
条
を
自
己
に
も
「
適
用
す
る
」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
従
う
」
と
す
る

法
条
を
、
さ
ら
に
は
逆
に
「
こ
れ
を
適
用
し
な
い
」
と
い
っ
た
規
定
を
お
く
か
等
々
、
そ
の
表
現
の
仕
方
は
多
岐
に
わ
か
れ
る
の
か
も

し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
う
し
た
規
定
を
、
自
ら
の
う
ち
に
制
定
す
る
か
否
か
の
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
過
程
な
し
に
、
準
備

草
案
二
条
が
非
難
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
問
題
な
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
こ
の
法
律
は
…
…
」
と
し
て
い
る
事
実
を
、



も
う
一
度
強
調
し
て
お
き
た
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
た
と
え
ば
道
路
交
通
法
一
一
五
条
の
ば
あ
い
も
、
そ
の
法
定
刑
の
上
限
が

五
年
で
あ
り
、
た
め
に
こ
う
し
た
包
括
主
義
採
用
の
結
果
、
同
条
違
反
の
国
外
犯
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
適
切
で
は
な
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

っ
た
批
判
が
掲
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
て
も
道
路
交
通
法
自
身
に
お
け
る
、
場
所
的
適
用
範
囲
の
規
定
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
の

問
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
準
備
草
案
が
批
判
さ
れ
る
理
由
と
は
な
ら
な
い
。

　
さ
ら
に
そ
れ
が
、
包
括
主
義
に
対
す
る
直
接
的
な
批
判
な
の
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
準
備
草
案
二
条
に
つ
い
て
も
、
同
草

案
五
条
所
定
の
「
そ
の
行
為
が
犯
罪
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罪
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
」
と
い
っ
た
、
但

書
規
定
を
新
設
す
る
こ
と
の
可
否
も
問
題
に
な
っ
て
い
た
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
こ
う
し
た
但
書
が
属
人
主
義
と
の
関
係
で
も
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
賭
博
の
開
帳
の
ば
あ
い
、
そ
の
法
定
刑
は
五
年
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
包
括
主
義
の
適
用
対
象

に
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
国
外
犯
も
処
罰
さ
れ
う
る
事
実
は
避
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
他
面
に
お
い
て
、
そ
の
行
為
が
、
行
為
地
で
は

処
罰
の
対
象
外
と
い
っ
た
事
例
は
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
但
書
の
登
場
が
予
想
さ
れ
、
結
果

と
し
て
自
国
法
の
適
用
を
免
れ
う
る
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
で
可
な
の
か
は
、
そ
の
こ
と
自
身
一
個
の
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
こ

と
は
賭
博
に
か
ぎ
ら
ず
、
類
似
の
事
例
は
決
し
て
す
く
な
く
な
い
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
へ
の
解
答
は
、
基
本
的
に
い
っ
て
属
人
主
義
の
性
格
を
ど
う
把
握
し
、
ど
う
基
礎
づ
け
る
か
に
依
存
し
よ
う
。
自
国
民
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
が
自
国
民
で
あ
る
が
た
め
に
、
例
外
を
許
さ
ず
自
国
法
を
適
用
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
の
か
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
自
国

民
で
は
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
長
期
に
自
国
外
に
滞
在
し
て
い
る
者
あ
る
い
は
二
重
国
籍
者
等
の
ば
あ
い
に
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
同
じ

法
理
を
適
用
で
き
な
い
と
す
る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
課
題
に
も
関
連
し
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
結
果
と
し
て
但
書
の
不
採

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

用
は
、
こ
の
準
備
草
案
に
お
い
て
だ
け
で
な
く
、
草
案
に
お
い
て
も
同
じ
結
果
に
終
わ
っ
て
い
る
。
属
人
主
義
の
性
格
を
、
前
者
す
な

　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
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属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

わ
ち
絶
対
的
属
人
主
義
で
理
解
し
て
い
る
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
刑
法
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
二
個
の
表
示
方
式
、
す
な
わ
ち
包
括
主
義
と
列
挙
主
義
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
そ
の
後
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

そ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
原
案
が
提
示
さ
れ
、
両
案
比
較
の
う
え
で
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
た
も
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
も
、
結
果
と

し
て
後
者
の
選
択
と
な
っ
て
決
着
を
み
て
い
る
。
私
見
と
し
て
は
不
満
も
の
こ
る
が
、
そ
れ
が
立
法
に
よ
る
結
末
で
あ
る
の
な
ら
、
そ

れ
は
そ
れ
と
し
て
是
認
す
る
ほ
か
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
結
末
と
の
関
連
で
生
ず
る
別
個
の
課
題
も
予
想
さ
れ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

の
意
味
で
は
、
そ
の
こ
と
自
身
を
素
直
に
可
と
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。

（
1
0
）
　
議
事
要
録
（
三
）
＝
二
八
頁
参
照
。

（
1
1
）
　
議
事
要
録
（
三
）
コ
ニ
八
頁
参
照
。
本
来
特
別
法
は
、
と
く
に
自
分
自
身
の
う
ち
に
排
除
規
定
を
お
か
な
い
か
ぎ
り
、
刑
法
総
則
の
適
用
を
う
け
る

　
（
準
備
草
案
九
条
）
。
し
た
が
っ
て
、
排
除
規
定
を
欠
く
か
ぎ
り
、
そ
し
て
現
に
そ
れ
を
欠
い
て
い
る
道
路
交
通
法
の
ば
あ
い
、
本
文
記
述
の
問
題
が
起
こ
っ

　
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
本
文
記
述
の
よ
う
に
、
こ
と
は
簡
単
に
い
く
も
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
批
判
も
あ
り
え
よ
う
。
そ
れ
は
了

解
す
る
。
た
だ
問
題
な
の
は
、
準
備
草
案
九
条
自
体
に
原
則
が
明
記
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
の
原
則
に
し
た
が
っ
た
規
定
が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ

れ
が
準
備
草
案
九
条
が
予
定
し
、
か
つ
特
別
法
側
が
配
慮
す
べ
き
対
応
策
の
は
ず
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
な
の
は
逆
に
、
特
別

法
に
お
け
る
対
応
の
仕
方
自
体
が
「
様
で
な
い
点
で
あ
る
。
そ
の
点
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
問
題
発
生
の
誘
因
な
の
で
あ
る
。
準
備
草
案
九
条
が
あ
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
を
前
提
に
特
別
法
側
で
の
排
除
規
定
を
お
く
、
そ
う
し
た
形
で
の
統
一
化
を
お
こ
な
い
、
逆
に
特
別
法
に
、
た
と
え
ば
準
備
草
案
二
条
を
適
用
す

　
る
と
い
っ
た
規
定
を
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
い
わ
ば
、
特
別
法
に
お
け
る
対
応
の
仕
方
の
不
統
一
を
理
由
に
、
準
備
草
案
自
体
が
批
判
さ
れ
る
理
由
に
は

　
な
ら
な
い
と
い
い
た
い
わ
け
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
こ
の
点
の
詳
細
は
、
香
川
「
属
人
主
義
と
自
国
民
」
で
触
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
属
人
主
義
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
自
国
法
の
延
長
で
あ
る
の
は
事
実
と
し
て
も
、
同
時
に
そ
の
自
国
外
で
の
行
為
に
対
し
、
行
為
地
法
に
よ
る
処
罰
を

　
必
要
と
す
る
と
い
う
原
則
を
双
方
可
罰
主
義
（
O
≡
ロ
O
°
。
黒
N
α
臼
富
置
曾
ω
①
一
け
o
q
魯
ω
茸
餌
凄
費
冨
一
ゴ
冨
貯
6
一
且
Φ
o
楠
匹
o
自
三
①
鼠
巨
富
犀
矯
）
と
い
う
が
、



属
人
主
義
に
お
け
る
但
書
の
不
採
用
は
、
こ
の
原
則
に
あ
わ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
議
事
要
録
（
八
）
七
一
七
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
5
）
　
具
体
的
に
は
、
予
備
に
対
す
る
影
響
と
、
他
は
共
犯
と
の
関
連
が
こ
れ
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
香
川
「
刑
法
の
適
用
範
囲
と
共
犯
行
為
」
警
察

研
究
五
六
巻
一
号
一
頁
以
下
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
香
川
「
遍
在
主
義
と
共
犯
」
森
下
　
忠
先
生
古
稀
祝
賀
　
変
動
期
の
刑
事
法
学
（
一
九
九
五
年
）
一
二

　
一
頁
以
下
等
参
照
。

二
　
双
方
可
罰
主
義

　
一
　
包
括
主
義
か
列
挙
主
義
か
の
対
立
・
論
争
の
な
か
で
、
立
法
自
体
は
後
者
の
い
き
方
に
軍
配
を
あ
げ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ

う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
応
の
決
着
は
み
た
。
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
立
法
に
よ
る
選
択
と
の
関
連
で
、
さ
ら
に
も
う
一
個

の
検
討
を
必
要
と
す
る
課
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
前
項
で
既
述
し
た
第
三
の
課
題
、
す
な
わ
ち
「
犯
罪
地
で
は
罪
に
な
ら

な
い
」
と
す
る
規
定
の
存
在
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
課
題
も
ま
た
無
視
し
え
な
い
論
点
で
あ
る
。

　
属
人
主
義
を
法
定
す
る
ば
あ
い
に
1
保
護
主
義
・
世
界
主
義
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
同
様
で
あ
る
が
ー
、
わ
が
国
の
現
行
刑
法

に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
適
用
対
象
を
特
定
の
法
益
、
す
な
わ
ち
社
会
的
法
益
と
か
重
要
な
個
人
的
法
益
と
か
に
限
定
し
て
規
定

す
る
立
法
例
も
あ
れ
ば
、
他
方
で
ド
イ
ッ
刑
法
七
条
の
よ
う
に
、
自
国
法
が
保
護
し
て
い
る
法
益
と
は
関
連
な
し
に
、
そ
の
意
味
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

保
護
法
益
に
よ
る
区
分
や
制
限
に
拘
束
さ
れ
ず
に
立
法
化
さ
れ
て
い
る
事
例
も
み
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、
後
者
の
よ
う
な
い
き
方
を
採

用
す
る
の
で
あ
れ
ば
格
別
、
さ
も
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
が
列
挙
で
あ
ろ
う
と
包
括
で
あ
ろ
う
と
ー
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
表
示
の
仕

方
に
関
す
る
差
異
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
以
上
1
、
属
人
主
義
適
用
の
対
象
と
さ
れ
る
犯
罪
類
型
が
、
決
し
て
無
限
定
で
は
な
い
事
実

は
、
こ
れ
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
も
な
っ
て
く
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
適
用
対
象
が
と
も
に
制
限
さ
れ
て
い
る
点
で
、

　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

包
括
か
列
挙
か
の
間
に
変
化
は
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
対
象
の
範
囲
が
広
い
か
狭
い
か
だ
け
の
差
異
で

　
（
2
）

あ
り
、
広
狭
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
適
用
対
象
そ
の
も
の
が
制
限
さ
れ
て
い
る
点
で
、
こ
れ
ら
の
主
義
の
間
に
径
庭
が
あ
る
わ
け
の

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
適
用
さ
れ
る
犯
罪
の
範
囲
が
制
限
的
か
無
制
限
か
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
属
人
主
義
と
は
、
も
と
も
と
は
自
国
民
の
み

を
対
象
と
す
る
と
い
っ
た
共
通
項
を
前
提
に
し
、
ま
た
そ
う
し
た
自
国
民
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
自
国
民
に
対
し
て
自
国
刑
法
の
適
用

が
可
能
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
と
は
自
国
刑
法
に
よ
っ
て
犯
罪
と
さ
れ
て
お
れ
ば
た
り
、
自
国
外
で
あ
る
行
為
地
で

の
刑
罰
法
規
の
存
否
、
さ
ら
に
は
そ
こ
で
ど
う
処
遇
さ
れ
、
あ
る
い
は
ど
う
規
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
っ
た
課
題
と
は
、
本
来
的
に
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
関
係
が
な
い
課
題
の
は
ず
と
も
い
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
、
基
準
と
な
る
自
国
民
の
範
囲
を
「
骨
に
固
着
し
た
（
一
①
魅
ω
o
甲

　
　
　
　
　
　
（
4
）

ω
き
器
首
冨
Φ
冨
け
）
」
意
味
で
の
自
国
籍
を
持
つ
者
に
か
ぎ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
国
籍
主
義
的
な
発
想
に
よ
る
か
ぎ
り
、
適
用
さ
れ
準

拠
さ
れ
る
べ
き
法
は
、
自
国
刑
法
の
み
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

　
準
備
草
案
二
条
が
法
定
刑
の
み
を
基
準
と
し
、
し
か
も
そ
の
法
定
刑
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
わ
が
国
刑
法
典
所
定
の
法
定
刑
を

前
提
に
し
、
し
か
も
ド
イ
ッ
刑
法
七
条
所
定
の
よ
う
な
「
犯
罪
地
の
法
律
で
刑
を
科
せ
ら
れ
て
い
る
」
犯
罪
で
あ
る
ば
あ
い
と
い
っ
た

制
限
規
定
を
お
か
な
か
っ
た
の
も
、
立
案
者
自
身
が
自
覚
し
て
い
た
か
否
か
は
別
に
し
て
、
基
本
的
に
は
既
述
し
た
よ
う
な
認
識
を
前

提
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
そ
う
い
い
う
る
余
地
は
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
な
ら
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
わ
か
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
月
国
民
で
あ
る
か
ぎ
り
無
条
件
に
自
国
法
の
適
用
が
可
能
に
な
る
と
す
る
い
き
方
に
対
し
て
は
、
そ
れ
へ
の
反
省
も
要

求
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
籍
主
義
的
な
発
想
を
は
な
れ
て
、
そ
の
適
用
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
面
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
準
備
草
案
二
条
の
よ
う
な
規
定
さ
え
お
い
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
こ
と
が
た
り
る
と
も
い
え
な
く
な
っ



て
く
る
余
地
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
列
挙
か
包
括
か
な
い
し
は
無
制
限
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
属
人
主
義
そ
の
も
の
に
科
せ
ら

れ
た
宿
命
で
も
あ
っ
た
と
い
い
う
る
。
と
な
る
と
、
日
本
国
籍
を
持
つ
と
は
い
う
も
の
の
、
日
本
国
内
に
居
住
し
て
い
な
い
日
本
人
に

対
し
、
そ
れ
が
日
本
国
籍
の
保
持
者
で
あ
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
当
然
に
自
国
法
の
適
用
対
象
に
な
る
と
い
い
う
る

も
の
な
の
か
。
そ
う
断
定
し
て
し
ま
っ
て
妨
げ
な
い
の
か
は
、
そ
れ
自
身
反
省
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
課
題
と
も
な
っ
て
く
る
。
そ
の
意

味
で
も
、
草
案
審
議
の
過
程
で
最
終
的
に
は
葬
り
去
ら
れ
た
と
は
い
え
、
既
述
し
た
第
三
の
課
題
検
討
の
必
要
性
は
消
え
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。

　
草
案
の
ば
あ
い
、
結
果
と
し
て
こ
の
但
書
は
、
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
に
つ
い
て
だ
け
の
こ
さ
れ
、
草
案
四
条
所
定
の
「
国
民
の
国

外
犯
」
と
の
関
係
で
は
、
同
趣
旨
の
規
定
の
登
場
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
、
外
国
人
の
国
外
犯
規
定
で
あ
る
六
条
自
身
に
は
そ
の

姿
を
の
こ
し
て
い
る
意
味
で
は
、
包
括
か
列
挙
か
の
選
択
と
は
関
連
な
し
に
、
こ
の
種
但
書
規
定
存
置
の
存
在
意
義
が
消
え
る
こ
と
は

な
い
と
も
い
え
、
ま
た
そ
の
こ
と
の
証
左
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
種
の
規
定
を
お
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
に
よ
っ
て
生
ず
る
「
対
応
す
る
外
国
法
の
有
無
…
…
に
つ
い
て
の
立
証
が
困
難
」
で
あ
る
と
か
、
さ
ら
に
は
「
外
国
法
を
調
べ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
上
の
困
難
」
さ
が
あ
る
の
で
、
そ
の
こ
と
を
根
拠
に
但
書
を
削
除
せ
よ
と
い
っ
た
批
判
も
、
結
果
的
に
は

無
意
味
な
も
の
に
な
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
。

　
属
人
主
義
か
保
護
主
義
か
、
そ
の
よ
っ
て
た
つ
基
盤
は
異
に
す
る
に
し
て
も
、
外
国
人
の
国
外
犯
に
つ
い
て
「
行
為
地
法
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

正
当
と
さ
れ
る
行
為
を
し
た
外
国
人
に
日
本
刑
法
を
適
用
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
」
で
あ
る
と
し
て
、
既
述
し
た
よ
う
な
但
書
規
定
の
存

在
理
由
を
認
め
る
の
な
ら
、
日
本
国
籍
は
持
つ
も
の
の
、
日
本
国
に
居
住
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
日
本
人
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
な

要
求
を
す
る
こ
と
も
ま
た
「
行
き
過
ぎ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
面
も
で
て
こ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
自
国
民
で
あ
り
な
が
ら
、
コ
ス
モ
ポ
リ

　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
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属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

タ
ン
化
し
た
自
国
民
の
増
加
現
象
と
い
う
現
状
を
考
え
る
と
き
、
草
案
四
条
に
つ
い
て
も
同
様
の
規
定
の
存
在
理
由
は
、
決
し
て
皆
無

で
は
な
か
っ
た
と
も
い
い
う
る
し
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
列
挙
主
義
に
準
拠
す
る
か
ら
規
定
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
っ
た
性
質
の
問
題

で
も
な
か
っ
た
と
は
い
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　
（
1
）
も
っ
と
も
、
9
①
↓
舞
⇔
§
↓
舞
o
誹
巨
↓
ω
胃
9
噛
o
冨
酔
o
馨
翼
o
O
o
「
匹
Φ
「
↓
舞
o
講
冨
5
0
「
ω
㌶
゜
。
赫
o
笥
曵
け
ロ
韓
o
「
一
写
o
q
け
と
い
っ
た
制
約
は
あ
る
。

　
　
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
特
定
の
構
成
要
件
だ
け
に
か
ぎ
る
と
い
っ
た
方
式
を
採
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
2
）
　
こ
の
点
は
、
草
案
審
議
の
過
程
で
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
、
列
挙
主
義
に
よ
っ
た
ば
あ
い
と
包
括
主
義
に
よ
っ
た
ば
あ
い
と
の
功
罪
、
と
く
に
そ
の
適

　
　
用
範
囲
の
凹
凸
に
つ
い
て
は
、
詳
細
な
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
。
議
事
要
録
（
三
）
一
六
二
頁
以
下
参
照
。

　
（
3
）
　
同
じ
く
、
準
備
草
案
審
議
の
過
程
で
「
そ
れ
が
行
為
地
で
は
犯
罪
と
な
ら
な
く
て
も
処
罰
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
意
見
の
あ
っ
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て

　
　
い
る
が
（
議
事
要
録
（
二
）
＝
二
頁
）
、
こ
う
し
た
発
言
が
み
ら
れ
る
の
も
、
本
文
既
述
の
よ
う
な
思
考
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
「
行
為
者
が

　
　
そ
の
行
為
を
、
ど
こ
で
お
こ
な
っ
た
か
は
ど
う
で
も
い
い
」
（
寡
円
o
q
o
昌
じ
d
9
に
目
①
口
昌
1
1
§
ユ
o
プ
≦
0
9
「
闘
≦
O
鳳
o
q
O
昌
O
q
ζ
一
冨
o
戸
O
o
言
9
蹄
o
o
げ
戸
≧
茜
Φ
ヨ
9
・

　
　
口
①
「
↓
①
芦
い
①
汀
σ
ロ
o
貫
一
ρ
〉
島
」
8
鈎
ω
』
O
）
と
い
っ
た
い
い
方
に
も
、
同
種
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
て
な
ら
な
い
。

　
（
4
）
　
森
下
．
国
際
刑
法
入
門
（
一
九
九
三
年
）
四
〇
頁
は
、
冒
゜
。
o
器
一
げ
房
言
訂
臼
簿
．
．
と
し
て
い
る
が
、
本
文
引
用
の
部
分
は
智
ω
0
7
①
o
尻
目
≦
①
一
〇
Q
①
巳
噸
P

　
　
P
ρ
ω
゜
一
8
に
準
拠
し
た
。
単
純
に
い
え
ば
、
そ
の
表
現
上
立
法
か
法
か
の
差
だ
け
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
確
な
法
諺
の
再
現
で

　
　
あ
る
の
か
は
知
ら
な
い
。

　
（
5
）
　
議
事
要
録
（
二
）
一
一
二
頁
。

　
（
6
）
　
法
制
審
議
会
　
改
正
刑
法
草
案
　
附
　
同
説
明
書
（
昭
和
四
九
年
一
二
月
）
二
〇
一
頁
。
以
下
、
説
明
書
と
略
記
す
る
。

　
（
7
）
　
説
明
書
二
〇
一
頁
。

　
二
　
草
案
六
条
に
い
う
「
行
為
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罰
せ
ら
れ
な
い
」
（
準
備
草
案
五
条
も
同
趣
旨
）
と
す
る
規
定
は
、
昭
和
二
二

（一

緕
l
七
）
年
法
律
一
二
四
号
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
規
定
の
復
活
に
連
動
し
て
登
場
し
て
き
た
。
も
っ
と



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

も
、
「
外
国
人
に
よ
る
国
外
犯
」
と
い
う
、
こ
の
本
文
規
定
そ
の
も
の
の
復
活
に
は
、
そ
れ
自
身
議
論
も
あ
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
の
問
題
点
は
、
こ
れ
ま
で
縷
述
の
よ
う
に
、
但
書
で
あ
っ
て
本
文
な
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
種
但
書
の
登
場
は
、
も
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
い
え
ば
、
比
較
法
的
な
考
慮
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
実
質
的
に
み
て
そ
れ
は
「
国
外
犯
の
処
罰
は
な
る
べ
く
制
限
す
る
」
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
同
じ
国
外
犯
規
定
で
あ
る
「
国
民
の
国
外
犯
」
す
な
わ
ち
属
人
主
義
と
の
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

で
も
、
同
種
の
但
書
の
新
設
が
考
え
ら
れ
て
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
こ
こ
で
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
準
備
草

案
二
条
（
草
案
四
条
）
所
定
の
属
人
主
義
に
つ
い
て
は
、
但
書
の
新
設
は
実
現
す
る
こ
と
も
な
く
終
わ
っ
て
い
る
。
「
犯
罪
の
可
罰
性

は
そ
の
国
の
風
土
に
も
よ
る
の
で
そ
の
よ
う
な
た
だ
し
書
を
設
け
る
こ
と
も
考
慮
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
点
で
は
異
論
は
な
か
っ
た
」

と
は
す
る
も
の
の
、
す
な
わ
ち
一
時
期
で
は
あ
る
に
せ
よ
肯
定
的
に
解
す
る
雰
囲
気
も
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
そ
れ
も
「
外

国
に
お
い
て
日
本
国
民
が
…
…
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
行
為
地
で
は
犯
罪
と
な
ら
な
く
て
も
処
罰
し
て
も
よ
い
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

う
意
見
等
が
あ
り
…
…
た
だ
し
書
を
設
け
る
こ
と
は
見
送
る
」
こ
と
に
な
っ
た
の
が
、
そ
の
理
由
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、

多
角
的
な
論
議
の
結
果
で
あ
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
受
け
取
る
以
外
に
方
法
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
立
法
化
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
的
な
問
題
と
し
て
、
属
人
主
義
と
の
関
連
で
も
こ
の
但
書
自
体
の
存
在
の
可
否
を
検
討
す
る
必
要
性
は
の

こ
っ
て
い
る
。

　
検
討
へ
の
契
機
と
し
て
、
な
ぜ
準
備
草
案
に
こ
う
し
た
規
定
が
登
場
し
て
き
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
な
ん
な
の
か
ー
も
と
よ
り
、

直
接
的
に
は
属
人
主
義
と
の
関
連
で
の
理
由
づ
け
は
み
ら
れ
な
い
。
準
備
草
案
と
て
も
、
但
書
の
対
象
は
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
に
か

ぎ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
ー
、
そ
の
点
の
反
省
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
、
準
備
草
案
自
体
の
理
由
書
に
そ
の

答
え
を
求
め
る
以
外
に
方
法
も
な
い
。
そ
こ
で
引
用
と
し
て
は
、
若
干
長
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
こ
の
引
用
が
こ
れ
か
ら
の
論
点

　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
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）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

に
関
連
す
る
点
も
多
い
の
で
、
煩
雑
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
長
文
の
ま
ま
転
記
し
て
お
く
。
「
但
し
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
地
の

法
律
に
よ
れ
ば
罪
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
を
適
用
し
な
い
。
犯
罪
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罪
と
な
ら
な
い
外
国
人

の
行
為
に
日
本
の
刑
法
を
適
用
し
て
処
罰
す
る
こ
と
は
、
責
任
主
義
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
消
極
的
な
面
に
お
い
て
外
国
刑

法
の
適
用
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
消
極
的
な
属
人
主
義
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
点
現
行
刑
法
に
な
い
新
し
い
立
法
思
想
で
あ
る
。
ス

イ
ス
刑
法
第
五
条
、
そ
の
他
最
近
の
草
案
例
に
示
唆
さ
れ
て
、
仮
案
に
お
い
て
立
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
条
に
お
い
て
『
犯
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

地
』
と
は
、
専
ら
行
為
地
を
指
す
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
規
定
は
、
草
案
に
お
い
て
も
五
条
か
ら
六
条
へ
と
、
そ
の
設
置
場
所
に
移
動
は
あ
っ
た
も
の
の
、
加
え
て
包
括
主
義
か

ら
列
挙
主
義
へ
と
表
示
の
仕
方
自
体
に
も
変
更
は
あ
っ
た
も
の
の
、
但
書
自
体
は
変
わ
る
こ
と
も
な
く
、
草
案
六
条
に
引
き
継
が
れ
て

い
る
。
そ
こ
で
さ
ら
に
、
草
案
の
説
明
書
に
も
目
を
転
ず
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
「
こ
の
種
の
規
定
を

設
け
る
と
、
外
国
法
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
手
続
上
の
困
難
が
生
じ
な
い
で
は
な
い
が
、
：
…
・
行
為
地
法
に
お
い
て
正
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

と
さ
れ
る
行
為
を
し
た
外
国
人
に
日
本
刑
法
を
適
用
す
る
の
は
行
き
過
ぎ
」
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う

こ
と
は
、
準
備
草
案
の
理
由
書
に
み
ら
れ
る
、
責
任
主
義
に
反
す
る
か
ら
と
い
っ
た
思
考
と
、
そ
れ
は
同
工
異
曲
の
発
想
を
基
礎
と
す

る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
既
述
し
た
よ
う
に
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
化
し
た
自
国
民
に
つ
い
て
も
、
事

情
は
同
じ
と
い
い
う
る
余
地
が
あ
り
え
な
い
の
か
。
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
但
書
の
存
在
理
由
は
、
外
国
人
の
国
外
犯
の
み
に
限
定
さ

れ
る
必
要
も
な
か
っ
た
と
も
い
え
る
し
、
そ
の
範
囲
で
お
よ
そ
国
外
犯
で
あ
る
か
ぎ
り
、
自
国
民
・
外
国
人
の
区
別
を
問
わ
ず
、
但
書

制
定
の
可
否
が
論
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
も
、
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
自
国
法
を
適
用
さ
れ
る
自
国
民
と
の
関
係
で
、
行
為
地
国
の
法
に
お
け
る
処
罰
規
定
の
存
否
が
、
実
質
的
な
課
題
と



し
て
の
こ
る
の
な
ら
、
単
に
立
証
上
の
困
難
と
い
っ
た
手
続
法
上
の
理
由
か
ら
ー
そ
し
て
、
六
条
に
お
い
て
同
様
の
課
題
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
ち
ら
に
は
但
書
を
の
こ
し
ー
、
四
条
に
つ
い
て
不
採
用
に
終
わ
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
疑
問
を
の
こ
す
余

地
も
あ
ろ
う
。
加
え
て
、
但
書
設
置
の
効
果
と
し
て
「
『
罰
せ
ら
れ
な
い
』
と
い
う
の
は
、
…
…
犯
罪
と
し
て
は
成
立
す
る
が
処
罰
条

件
の
不
存
在
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
不
可
罰
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
が
、
日
本
刑
法
と
同
じ
罪
名
又
は
構
成
要
件
の
罪
と
し
て
罰
せ
ら

れ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
が
行
為
地
の
法
律
に
お
い
て
全
く
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

条
但
書
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
っ
た
説
明
を
つ
う
じ
て
、
行
為
地
法
に
お
け
る
処
罰
規
定
の
範
囲
に
関
す
る
記
述
も
な
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
、
但
書
と
の
関
連
で
重
要
な
問
題
点
に
も
な
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
付
記
し
て
お
く
こ
と
に
し

（
1
5
）

た
。

　
（
8
）
　
議
事
要
録
（
三
）
一
二
五
頁
参
照
。

　
（
9
）
　
議
事
要
録
（
二
）
一
＝
｝
頁
参
照
。

　
（
1
0
）
　
た
だ
、
準
備
草
案
五
条
に
は
「
但
し
、
そ
の
行
為
が
犯
罪
地
で
の
法
律
に
よ
れ
ば
罪
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
さ

　
　
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
草
案
は
「
但
し
、
そ
の
行
為
が
行
為
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罰
せ
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
し
て
、

　
　
両
草
案
と
も
に
同
趣
旨
の
但
書
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
間
に
は
微
妙
な
差
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
出
二
九
頁
以
下
参
照
。

　
（
1
1
）
　
議
事
要
録
（
二
）
一
一
二
頁
。

　
（
1
2
）
　
理
由
書
一
〇
〇
頁
。
な
お
、
注
（
8
）
の
同
一
頁
で
「
犯
罪
の
可
罰
性
は
そ
の
国
の
風
土
に
も
よ
る
の
で
そ
の
よ
う
な
た
だ
し
書
を
設
け
る
こ
と
も
考

　
　
慮
の
余
地
が
あ
る
」
と
い
っ
た
審
議
内
容
が
紹
介
さ
れ
、
準
備
草
案
二
条
所
定
の
属
人
主
義
に
つ
い
て
も
但
書
登
場
の
機
運
は
意
識
さ
れ
て
い
た
。

　
（
1
3
）
　
説
明
書
一
〇
一
頁
。

　
（
1
4
）
　
理
由
書
一
〇
〇
頁
。

　
（
1
5
）
　
説
明
書
一
〇
一
頁
。

属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）

一
七



属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）

一
八

三
　
但
書
の
意
味

　
口
　
但
書
新
設
に
関
す
る
立
法
者
の
意
図
は
、
前
項
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
、
理
由
書
・
説
明
書
さ
ら
に
は
議
事
要
録
等
を

回
顧
し
た
時
点
で
、
直
ち
に
い
く
つ
か
の
疑
問
点
が
で
て
く
る
。
以
下
、
順
序
不
同
の
き
ら
い
は
あ
る
が
、
お
も
い
つ
く
ま
ま
に
そ
の

疑
問
点
・
問
題
点
を
列
挙
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
行
為
地
な
い
し
犯
罪
地
と
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
但
書
新
設
の
意
図
に
お
い
て
共
通
し
な
が
ら
、
そ
の
意
図

を
具
体
化
す
る
に
際
し
て
は
、
す
で
に
犯
罪
地
か
行
為
地
か
の
選
択
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
あ
り
、
結
果
と
し
て
後
者
す
な
わ
ち
犯
罪

地
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
経
過
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
経
過
を
反
映
し
て
、
理
由
書
・
説
明
書
に
は
、
そ
れ
な
り
の
説
明
が
な

さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
他
方
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
但
書
の
新
設
が
、
そ
の
こ
と
自
身
多
く
の
問
題
を
随
伴
す
る
こ
と
を
予
想
さ
せ

る
。
た
だ
、
行
為
地
か
・
犯
罪
地
か
の
選
択
は
、
同
時
に
他
面
に
お
い
て
責
任
主
義
の
課
題
に
も
関
連
し
て
く
る
。
こ
の
事
実
を
、
ま

ず
は
最
初
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
そ
し
て
第
二
は
、
こ
の
但
書
に
該
当
す
る
ば
あ
い
の
、
そ
の
効
果
に
関
す
る
表
現
の
仕
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
準
備
草
案
に
お
い

て
は
「
罪
と
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
草
案
で
は
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
と
変
更
さ
れ
て
、
そ
の
間
の
表
現
に
変
動
が
み

ら
れ
る
。
な
る
べ
く
国
外
犯
の
処
罰
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
共
通
の
立
法
目
的
を
あ
げ
な
が
ら
、
両
草
案
に
お
け
る
、
こ
う
し
た
表
現

の
差
は
な
ん
な
の
か
。
そ
れ
は
気
に
な
る
点
で
あ
る
。

　
加
え
て
第
三
に
、
責
任
主
義
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
責
任
主
義
と
は
な
に
を
意
味
す
る
趣
旨
な
の
か
で
あ
り
、
第
四
に

こ
こ
で
の
記
述
は
、
い
ず
れ
も
「
外
国
人
の
国
外
犯
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
国
外
犯
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
意
図
は
、
単
に
ご



の
法
条
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
既
述
し
た
よ
う
に
属
人
主
義
・
保
護
主
義
に
つ
い
て
も
類
似
の
事
態
は
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

り
、
現
に
、
属
人
主
義
に
関
す
る
準
備
草
案
二
条
を
め
ぐ
る
そ
の
後
の
審
議
は
、
こ
の
種
の
但
書
新
設
の
可
否
を
審
議
し
て
い
た
と
こ

ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で
の
審
議
対
象
は
、
属
人
主
義
ど
ま
り
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、
事
情
は
保
護
主
義
に
つ
い
て
も

同
じ
と
い
い
う
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
う
る
余
地
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
保
護
主
義
の
ば
あ
い
、
行
為

主
体
の
内
外
人
を
問
わ
な
い
範
囲
で
、
外
国
人
の
国
外
犯
と
ー
保
護
法
益
の
点
は
別
に
し
て
1
重
複
す
る
面
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
保
護
主
義
に
も
但
書
の
登
場
が
許
さ
れ
な
い
の
か
は
、
そ
れ
自
身
一
個
の
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て
よ
い
課
題
で

も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
第
五
に
、
細
か
い
点
で
あ
る
が
、
先
例
と
し
て
仮
案
を
あ
げ
る
こ
と
が
適
切
な
の
か
で
あ
り
、
そ
し
て
最
後
に
第
六
点
と
し

て
、
こ
の
但
書
の
存
在
は
関
連
す
る
外
国
法
の
調
査
を
必
要
と
し
、
煩
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体
、
不
採
用
の
理
由

と
し
て
適
切
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
点
が
こ
れ
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
各
種
の
問
題
点
の
な
か
で
、
格
段
の
論
議
を
必
要
と
す
る
課
題
は
、
後
述
す
る
と
こ
ろ
に
ゆ
ず
る
と
し
て
、
簡
単
な
問
題

点
へ
の
検
討
結
果
だ
け
は
こ
こ
で
記
述
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
は
最
後
の
第
六
点
が
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
国
法
の
調
査
が
必
然

的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
煩
雑
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
単
に
但
書
排
除
の
理
由
と
し
て
だ
け
で
は
な

く
、
包
括
主
義
そ
れ
自
体
に
対
し
て
も
提
起
さ
れ
た
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
が
、
な
ぜ
マ
イ
ナ
ス
事
由
と
し
て
作
用
す

る
の
か
、
私
に
は
理
解
し
が
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
外
国
法
の
調
査
を
必
要
と
す
る
例
は
、
但
書
の
登
場
に
よ
っ
て
初
め
て
問
題
に
さ
れ

る
課
題
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
既
述
の
二
草
案
も
、
そ
し
て
現
行
刑
法
自
体
も
、
四
種
の
原
則
採
用
の
結
果
、
同
一
人
に
対
し
て
内

外
諸
法
規
が
競
合
し
て
登
場
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
外
国
判
決
の
効
力
を
認
め
て
い
る
の
な
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て

　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
属
人
主
義
と
責
任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

外
国
法
の
調
査
は
避
け
が
た
い
事
実
と
な
っ
て
く
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
を
知
り
な
が
ら
、
調
査
の
困
難
さ
を

理
由
に
す
る
こ
と
が
私
に
は
理
解
し
が
た
い
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
国
外
犯
の
ば
あ
い
に
は
、
外
国
法
そ
の
も
の
の
調
査

ま
で
要
求
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
外
国
判
決
の
効
力
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
る
調
査
の
範
囲
は
、
刑
ど
ま
り
で
あ
る
と
反
論
さ
れ
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
と
は
い
わ
な
い
。
た
だ
、
刑
ど
ま
り
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
外
国
法
の
調
査
を
必
要
と
す
る

事
実
に
変
わ
り
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、
但
書
を
一
切
採
用
し
な
い
の
な
ら
と
も
か
く
、
採
用
す
る
法
条
と
し
な
い
法
条
の
共

存
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
前
者
と
の
関
係
で
外
国
法
の
調
査
は
不
可
避
と
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
知
っ
た
う
え
で
、
調
査
困
難
を
理
由
に

上
げ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
適
切
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。

　
ま
た
、
先
例
と
し
て
仮
案
を
あ
げ
る
こ
と
自
体
を
否
と
は
い
わ
な
い
が
、
す
で
に
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
二
月
一
〇
日
、
第
三

回
の
刑
法
改
正
審
査
委
員
会
決
議
録
に
も
「
縦
令
帝
国
外
ノ
犯
罪
ト
錐
モ
自
国
又
ハ
自
国
ノ
臣
民
二
対
シ
害
ヲ
及
ホ
ス
モ
ノ
ナ
ル
ト
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）

ハ
其
犯
人
ノ
誰
タ
ル
ヲ
問
ハ
ス
自
国
又
ハ
臣
民
保
護
ノ
為
メ
之
ヲ
罰
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ト
固
ヨ
リ
当
然
」
と
い
っ
た
論
議
は
あ
り
、

そ
の
結
果
「
外
国
人
帝
国
外
二
於
テ
帝
国
又
ハ
日
本
人
二
対
シ
犯
シ
タ
ル
重
罪
、
軽
罪
二
付
テ
モ
亦
同
シ
」
と
す
る
法
条
の
誕
生
が
予

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ま
た
、
明
治
一
〇
年
草
案
の
登
場
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
同
草
案
四
条
に
は
「
若
シ
其
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
外
国
二
於
テ
己
二
確
定
ノ
裁
判
ヲ
受

　
　
ケ
タ
ル
者
ハ
再
ヒ
之
ヲ
裁
判
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
し
た
処
理
が
許
さ
れ
る
の
な
ら
、
こ
う
し
た
問
題
は
起
こ
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
2
）
　
杉
山
1
1
吉
井
編
・
前
掲
書
三
二
頁
。

一一

粋
ﾄ
六
条
に
い
う
「
行
為
地
の
法
律
に
よ
れ
ば
罰
せ
ら
れ
な
い
」
（
準
備
草
案
五
条
も
同
趣
旨
）
と
は
、
ド
イ
ッ
刑
法
七
条
に



い
う
．
．
α
一
Φ
↓
Ω
。
一
⇔
ヨ
↓
⇔
↓
o
誹
ヨ
騨
ω
胃
僧
h
①
σ
o
費
o
茸
一
ω
一
〇
α
臼
α
興
↓
⇔
8
『
け
冨
一
⇒
Φ
『
ω
貯
鋒
σ
q
Φ
毛
巴
爵
茸
8
島
Φ
o
q
け
3
あ
る
い
は
同
法

九
条
所
定
の
「
帥
三
Φ
α
Φ
∋
○
『
け
：
：
：
ロ
づ
Ω
Φ
ヨ
側
Φ
『
↓
9
，
8
『
α
q
o
冨
巳
Φ
一
け
7
0
け
．
．
に
み
ら
れ
る
↓
更
o
詳
あ
る
い
は
O
ユ
に
類
似
し
、
し

た
が
っ
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
理
解
が
、
草
案
六
条
の
解
釈
に
際
し
て
、
そ
れ
へ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
。
も
っ
と
も
前
者
の
ば
あ
い
、
ト
レ
ン
デ
ル
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
属
人
主
義
や
保
護
主
義
の
適
用
範
囲
を
拡
張
す
る
た

め
の
規
定
で
あ
り
、
後
者
も
ま
た
属
地
主
義
の
解
釈
を
め
ぐ
り
、
結
果
と
し
て
自
国
法
の
適
用
が
拡
大
さ
れ
る
た
め
の
規
定
で
あ
る
と

さ
れ
る
の
な
ら
、
逆
に
そ
の
制
限
を
意
図
し
て
い
る
草
案
六
条
の
理
解
に
、
こ
れ
ら
の
法
条
に
関
す
る
理
解
を
参
考
に
す
る
の
は
筋
違

い
で
あ
る
と
い
っ
た
批
判
を
免
れ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
と
も
に
行
為
地
が
基
準
に
な

る
点
で
、
こ
の
両
者
間
に
径
庭
が
あ
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
他
方
草
案
六
条
に
つ
い
て
は
、
こ
の
文
言
が
新
設
の
規
定
で
あ
る
だ

け
に
、
そ
れ
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
。
そ
の
点
の
理
解
が
、
か
な
ら
ず
し
も
充
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
も
現
状
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け

に
、
そ
れ
へ
の
理
解
を
促
進
す
る
た
め
に
も
、
先
例
と
し
て
存
在
す
る
、
ド
イ
ッ
刑
法
に
お
け
る
上
述
の
文
言
を
対
象
と
し
、
そ
れ
を

め
ぐ
る
解
釈
を
た
よ
り
に
、
そ
の
解
明
を
図
る
こ
と
が
ま
た
、
決
し
て
無
意
味
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
自
国
外
で
な
さ
れ
た
そ
の
行
為
が
、
そ
の
犯
罪
行
為
を
お
こ
な
っ
た
行
為
地
法
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
は
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

は
、
単
純
に
い
っ
て
構
成
要
件
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
ば
あ
い
を
い
う
と
す
る
趣
旨
な
の
か
と
い
え
ば
、
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で

は
な
か
っ
た
。
現
に
、
草
案
審
議
の
際
に
「
罪
と
な
ら
な
い
」
の
か
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
の
か
の
表
現
を
あ
ぐ
っ
て
は
争
い
の
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
あ
り
、
前
者
す
な
わ
ち
「
罪
と
な
ら
な
い
」
と
す
る
と
「
同
種
の
罪
に
限
ら
ず
何
ら
か
の
犯
罪
に
な
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
な
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
同
種
の
罪
に
限
る
と
い
う
解
釈
は
困
難
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
結
果
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
表
現
の

方
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
っ
た
反
論
も
提
起
さ
れ
、
結
果
と
し
て
後
者
に
落
ち
着
い
た
と
い
う
の
が
、
草
案
審
議
の
経
過
で
あ
っ
た
か

　
　
　
　
属
人
主
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と
責
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香
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ニ

ら
で
あ
る
。

　
事
情
は
、
ド
イ
ッ
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
「
ド
イ
ッ
法
に
相
応
す
る
構
成
要
件
が
存
在
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
通
常
充
分

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

で
あ
る
と
も
い
え
な
い
」
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
比
較
対
照
さ
れ
る
両
国
間
の
法
律
が
、
そ
れ
自
身
で
一
致
し
た
あ
る
い
は
同
一
名
称

の
刑
罰
規
範
を
具
備
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
決
定
的
な
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
当
該
具
体
的
な
行
為
が
、
行
為
地
法
に
お
け
る
規
範

の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
地
法
に
お
け
る
構
成
要
件
が
、
自
国
法
の
そ
れ
と
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

致
し
て
い
る
必
要
も
な
い
し
、
さ
ら
に
は
比
較
可
能
な
外
国
の
法
規
が
、
同
一
の
法
思
想
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
必
要
も
な
い
」
と

さ
れ
、
構
成
要
件
の
み
が
唯
一
の
基
準
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
同
時
に
こ
う
し
た
解
説
は
、
む
し
ろ
わ
が
国
で
予

定
さ
れ
た
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
表
現
に
訣
別
を
表
示
し
、
む
し
ろ
「
罪
に
な
ら
な
い
」
に
近
い
基
準
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
基
本
的
に
い
っ
て
、
こ
の
間
の
差
す
な
わ
ち
制
限
か
拡
大
か
の
選
択
の
差
に
、
そ
れ
は
起
因
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
、
わ
が
国
の
ば
あ
い
、
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
と
す
る
表
現
の
採
用
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
「
定
型
的
に
は
違
法
性
が
あ
る
が
、
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

該
行
為
は
罰
せ
ら
れ
な
い
場
合
…
…
犯
罪
は
成
立
す
る
が
処
罰
さ
れ
な
い
場
合
」
を
も
含
み
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

構
成
要
件
に
か
ぎ
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
す
る
理
解
は
、
は
か
な
く
も
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
構
成

要
件
自
体
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
要
件
す
る
ば
あ
い
に
か
ぎ
ら
ず
、
構
成
要
件
は
存
在
す
る
が
違
法
性
阻
却
事
由
を
も
包
含
し
う
る
と

す
る
意
味
で
、
行
為
地
法
に
お
け
る
不
処
罰
の
範
囲
を
限
定
的
に
解
し
よ
う
と
す
る
提
案
は
、
拒
否
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
て
く
る
。
逆

に
い
え
ば
、
国
外
犯
の
処
罰
を
可
及
的
に
制
限
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
、
そ
れ
は
そ
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ば
「
行
為
地
の
法
律
に
お
い
て
全
く
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
」
に
か
ぎ
ら
れ
る
た
め
、
違
法
性
阻
却
事
由
や
あ
る
い
は
責



任
阻
却
事
由
の
登
場
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
阻
却
事
由
に
つ
い
て
ま
で
容
認
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
問
題
視
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
り
、

「
ど
の
程
度
ま
で
行
為
地
法
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
事
由
や
責
任
阻
却
事
由
を
考
慮
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
、
論
議
の
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
（
9
V

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
い
っ
た
悩
み
も
あ
る
も
よ
う
で
あ
る
。
「
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
す
べ
き
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ

ど
容
易
に
決
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
ド
イ
ッ
刑
法
の
適
用
に
際
し
て
は
、
保
護
主
義
に
よ
る
か
あ
る
い
は
代
理
処
罰
主
義
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

基
準
に
な
る
か
ど
う
か
に
依
存
す
る
」
と
さ
れ
、
全
面
的
に
背
認
さ
れ
て
い
る
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
、
だ
が
わ
が
国
の
ば
あ
い
、
そ

の
点
で
の
迷
い
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
3
）
　
ド
イ
ッ
刑
法
七
条
自
体
は
、
保
護
主
義
、
属
人
主
義
さ
ら
に
は
代
理
処
罰
主
義
に
し
た
が
い
な
が
ら
、
よ
り
広
い
範
囲
で
ド
イ
ッ
刑
法
を
適
用
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
（
＜
o
Q
ド
出
Φ
誉
Φ
再
↓
「
α
巳
一
ρ
［
o
一
冨
一
〇
q
臼
閑
o
ヨ
ヨ
雪
冨
5
一
9
＞
信
P
一
㊤
゜
。
μ
伽
メ
閃
身
野
一
）
、
そ
の
意
味
で
は
、
適
用
範
囲
の
拡
張

　
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
そ
れ
を
草
案
六
条
所
定
の
よ
う
に
、
そ
の
適
用
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
規
定
の
解
釈
に
利
用
す
る
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
が
ナ
ン

　
セ
ン
ス
で
あ
る
と
い
わ
れ
か
ね
な
い
事
実
は
知
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
ド
イ
ツ
刑
法
七
条
に
依
存
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
同
条

　
の
ば
あ
い
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
適
用
を
拡
張
す
る
こ
と
の
前
提
と
し
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
国
法
と
拡
張
さ
れ
る
他
国
法
と
の
比
較
が
必
要
に
な
っ
て

く
る
し
、
ま
た
そ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
の
注
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
内
外
の
比
較
を
必
要
と
し
て
い
る
点
で
は
、
草
案
⊥
ハ
条
の
ば
あ
い
と
同
様
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
は
、
そ
の
方
向
に
差
が
あ
る
事
実
を
知
り
な
が
ら
、
手
が
か
り
と
し
て
ド
イ
ッ
刑
法
七
条
の
登
場
を
待
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

（
4
）
　
議
事
要
録
（
三
）
　
一
八
七
頁
。
も
っ
と
も
、
「
構
成
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
趣
旨
」
と
い
っ
た
記
録
も
同
一
頁
に
み
ら
れ
る
。
な
お
、
後
出

　
注
（
5
）
参
照
。

（
5
）
　
説
明
書
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
解
説
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
日
本
刑
法
と
同
じ
罪
名
又
は
構
成
要
件
の
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か

を
と
わ
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
が
行
為
地
の
法
律
に
お
い
て
全
く
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
本
条
但
書
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
な

　
る
」
（
説
明
書
・
一
〇
一
頁
以
下
）
と
す
る
の
が
こ
れ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
説
明
書
の
記
載
と
本
文
引
用
の
部
分
と
の
食
い
違
い
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で

　
　
　
属
人
主
義
と
責
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（
香
川
）
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二
四

あ
る
。
も
っ
と
も
、
説
明
書
の
執
筆
者
は
、
な
ん
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
、
本
文
と
本
注
の
説
明
を
記
載
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
読
む
側
か
ら

み
る
と
、
論
理
的
に
［
貫
し
な
い
恨
み
が
あ
り
、
肩
が
ほ
ぐ
れ
な
い
感
じ
が
の
こ
る
。
と
い
う
の
は
、
「
全
く
処
罰
」
の
対
象
に
さ
え
な
っ
て
い
な
い
「
場

合
に
限
」
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
意
味
は
犯
罪
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
構
成
要
件
が
存
在
し
な
い
ば
あ
い
と
、
読
む
の
が
通
例
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
意
味
は
、
こ
の
但
書
の
適
用
を
き
わ
め
て
狭
く
解
し
よ
う
と
す
る
発
想
に
結
び
つ
く
。
現
に
準
備
草
案
に
お
け
る
「
罪
に
な
ら
な
い
」
が
、
そ
の
趣

旨
に
解
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
狭
す
ぎ
る
か
ら
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
と
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
引
用
の
よ
う
に
、
犯
罪
と
し

て
成
立
す
る
が
処
罰
条
件
を
欠
く
ば
あ
い
も
ま
た
、
但
書
の
中
に
い
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
議
事
要
録
（
三
）
一
八
八
頁
参
照
）
。
そ
こ
ま
で
の
変
更
を
認
め

な
が
ら
、
な
ぜ
そ
れ
に
続
け
て
「
限
る
」
と
す
る
の
か
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
途
端
に
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
か
。
あ
る
い
は
そ
う
解

さ
れ
て
も
致
し
方
な
い
よ
う
な
表
現
を
使
う
の
か
。
説
明
書
執
筆
者
の
意
図
は
聞
い
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
わ
が
国
と
同
じ
く
積
極
的
に
解
す
る
者
と
し
て
、
＜
o
Q
ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
論
文
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、

O
β
三
7
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「

残
念
な
が

四
　
責
任
主
義

　
一
　
の
こ
さ
れ
た
問
題
点
に
移
行
し
よ
う
。
の
こ
さ
れ
た
問
題
点
と
は
、
行
為
地
・
犯
罪
地
、
罪
か
罰
か
、
そ
し
て
責
任
主
義
と
の

関
連
の
三
者
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
三
者
の
う
ち
、
最
初
と
最
後
と
は
相
互
に
関
連
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
こ
の
両

者
の
問
題
点
か
ら
さ
き
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。



　
さ
き
に
引
用
し
た
バ
ウ
マ
ン
目
ウ
エ
ー
バ
ー
1
ー
ミ
ッ
シ
ュ
の
解
説
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
属
人
主
義
に
よ
る
か
ぎ
り
、
行
為
地
で

の
規
範
に
拘
束
さ
れ
る
必
要
は
な
く
な
っ
て
く
る
。
一
般
的
な
原
理
と
し
て
、
こ
れ
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
し
て
H
．
マ
イ
ア
ー

も
ま
た
、
こ
の
一
般
的
な
原
理
を
拒
否
す
る
こ
と
な
く
、
原
則
的
に
は
属
人
主
義
を
も
っ
て
「
自
国
民
の
自
国
外
で
の
行
為
に
対
し
、

こ
れ
を
処
罰
す
る
激
」
と
い
・
た
基
本
線
を
維
持
す
る
点
で
の
差
異
は
な
か
・
た
・
い
わ
ば
そ
の
範
囲
で
、
バ
ウ
マ
・
ら
の
解
説
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

共
通
の
理
解
を
示
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
他
方
で
、
制
限
的
属
人
主
義
へ
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
「
だ
が
（
一
巴
o
自
）
」
と
す

る
一
言
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
自
国
刑
法
の
適
用
は
、
行
為
地
の
法
律
に
よ
っ
て
も
可
罰
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
に
制
約

さ
な
罷
」
と
し
て
、
行
為
地
で
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
も
問
題
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
た
。
代
理
処
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
な
思
考
を
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
と
し
て
、
バ
ウ
マ
ン
ー
ー
ウ
エ
ー
バ
ー
H
ミ
ッ
シ
ュ
も
ま
た
、
こ
の
帰
結
を
認
め
る

に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
か
っ
た
。
実
定
法
と
し
て
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
た
だ
、
制
限
的
属
人
主
義
へ
の
準
拠
は
、
自
国
民
の
自
国
外
で
の
犯
罪
行
為
に
対
し
、
自
国
外
で
の
処
罰
規
定
の
存
在
が
停
止
条
件

的
に
作
用
す
る
。
そ
れ
な
ら
逆
に
、
自
国
民
以
外
の
者
に
よ
る
自
国
内
で
の
犯
罪
行
為
に
対
し
て
は
、
自
国
法
以
外
の
法
に
よ
る
代
罰

が
問
題
視
さ
れ
、
そ
の
結
果
自
国
法
そ
の
も
の
の
適
用
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
結
果
に
結
び
つ
く
危
険
性
を

誘
発
す
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
他
面
に
お
い
て
属
地
主
義
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
間
の
調
整

に
欠
け
る
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と
自
体
好
ま
し
く
い
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
事
実
は
、
認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば

は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
点
は
ま
た
、
理
由
書
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
責
任
主
義
に
反
す
る
か
ら
と
い
う
こ
と
と
、
一
脈
あ
い
通
ず
る
も
の
が

あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
い
う
責
任
主
義
と
は
な
に
か
、
そ
れ
は
問
題
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
れ
が
非
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二
六

難
な
い
し
非
難
可
能
性
の
意
味
で
あ
る
と
す
る
の
な
ら
、
そ
う
し
た
非
難
の
対
象
者
は
、
自
国
の
規
範
の
名
宛
人
で
あ
る
自
国
籍
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

持
者
に
か
ぎ
ら
れ
よ
う
。
も
っ
と
も
、
自
国
民
と
す
る
身
分
の
取
得
時
を
訴
追
時
説
に
よ
っ
て
把
握
す
る
と
き
、
行
為
時
に
自
国
籍
を

欠
い
て
い
て
も
、
訴
追
時
に
取
得
し
て
い
れ
ば
自
国
法
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
行
為
時
に
は
自
国
民
で
な
か

っ
た
者
に
、
な
ぜ
責
任
主
義
と
の
対
応
を
要
求
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
え
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
は
の
こ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

の
間
の
関
連
を
、
ど
う
調
整
し
把
握
す
る
の
が
合
理
的
か
と
い
っ
た
宿
題
は
の
こ
ろ
う
。
だ
が
、
こ
う
し
た
問
題
に
接
し
た
と
き
、
す

く
な
く
と
も
自
国
民
と
す
る
身
分
の
取
得
時
に
つ
い
て
は
、
訴
追
時
説
で
は
な
く
て
行
為
時
説
に
準
拠
す
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
か
ら
は
な

ん
ら
の
障
害
も
生
じ
て
こ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
責
任
主
義
と
の
間
で
格
別
の
問
題
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
責
任
主
義
の
要
請
に

対
応
す
る
の
な
ら
、
但
書
新
設
の
必
要
は
な
か
っ
た
と
す
る
の
も
わ
か
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

　
だ
が
た
と
え
ば
、
長
期
に
わ
た
り
海
外
に
滞
在
し
、
自
国
へ
の
帰
国
経
験
の
な
い
自
国
籍
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
に
と
っ
て
は
自

国
に
お
け
る
法
規
範
と
の
対
決
に
欠
け
る
面
も
あ
り
、
責
任
主
義
の
要
請
に
対
応
で
き
な
い
自
国
民
が
存
在
す
る
事
例
は
予
想
し
う
る
。

そ
う
し
た
者
が
、
決
し
て
皆
無
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
、
貴
任
主
義
の
要
請
に
対
応
で
き
る
か
で
き
な
い
か
と
い
っ
た
基
準
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、

「
責
任
主
義
に
反
す
る
」
と
い
う
性
格
は
、
単
に
外
国
人
の
国
外
犯
に
つ
い
て
の
み
特
有
な
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
な
く
な
っ
て
く
る
。

換
言
す
れ
ば
、
但
書
と
同
趣
旨
の
処
遇
は
、
す
く
な
く
と
も
H
・
マ
イ
ア
ー
流
の
理
解
に
よ
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
必
要
な
法
定
要
件
で

あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
単
に
準
備
草
案
五
条
（
草
案
六
条
）
だ
け
で
な
く
、
属
人
主
義
に
関
す
る
準
備
草
案
二
条
（
草
案
四
条
）
に
つ

い
て
も
、
同
趣
旨
の
規
定
の
存
在
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
が
、
H
・
マ
イ
ア
ー
の
主
張
に

も
そ
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
現
実
に
は
、
そ
の
一
方
に
の
み
に
こ
の
規
定
が
お
か
れ
、
他
方
で
は
無
視
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
採
用



さ
れ
な
か
っ
た
の
か
は
興
味
の
あ
る
疑
問
で
あ
る
。

　
審
議
内
容
の
詳
細
は
わ
か
り
か
ね
る
が
、
「
対
応
す
る
外
国
法
の
有
無
…
…
に
つ
い
て
の
立
証
が
困
難
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
そ
の

よ
う
な
問
題
は
情
状
と
し
て
考
慮
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
意
見
、
外
国
に
お
い
て
日
本
国
民
が
日
本
国
ま
た
は
日
本
国
民
に
対
し
て
犯
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
罪
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
そ
れ
が
行
為
地
で
は
犯
罪
と
は
な
ら
な
く
て
も
処
罰
し
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
理
由
が
、
属
人
主
義
と
の

関
連
で
但
書
不
採
用
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
属
人
主
義
と
の
関
連
で
、
但
書
の
新
設
不
可
の
理
由

に
つ
い
て
は
、
こ
こ
だ
け
で
は
な
く
、
説
明
書
に
お
い
て
も
外
国
法
の
調
査
が
困
難
な
こ
と
が
そ
の
理
由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
そ
の
こ
と
が
但
書
不
採
用
の
理
由
と
し
て
、
決
し
て
充
分
な
も
の
で
な
い
点
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

　
不
採
用
の
第
二
の
論
拠
は
「
日
本
国
民
が
日
本
国
ま
た
は
日
本
国
民
に
対
し
て
犯
し
た
罪
に
つ
い
て
は
…
…
処
罰
し
て
も
よ
い
」
と

す
る
点
に
あ
っ
た
。
察
す
る
に
属
人
主
義
に
は
、
自
国
民
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
し
、
そ
の
自
国
民
に
よ
る
侵
害
で
あ
る
以
上
、

但
書
規
定
の
存
在
は
不
必
要
と
解
す
る
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
は
理
解
す
る
。
だ
が
、
属
人
主
義
と
い
え
ど
も
、

自
国
民
が
自
国
外
で
自
国
民
の
み
を
対
象
と
す
る
事
例
に
か
ぎ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
国
民
以
外
の
者
に
対
す
る
侵
害
も
、
そ
の

適
用
範
囲
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
自
国
民
が
現
行
法
で
い
え
ば
、
同
法
三
条
所
定
の
罪

を
自
国
外
で
犯
し
た
ば
あ
い
の
規
定
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
罪
の
被
害
者
が
自
国
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
そ
の
意
味
で
は
、
既
述
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
被
害
の
範
囲
を
自
国
と
自
国
民
の
み
に
制
限
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
に
、

但
書
を
お
か
な
か
っ
た
こ
と
の
正
当
性
を
基
礎
づ
け
て
い
る
の
は
適
切
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
被
害
が
自
国
民
以
外
の
者
に
お
よ
ん

で
も
な
お
、
属
人
主
義
の
範
囲
内
に
属
す
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
て
の
立
論
で
あ
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　
そ
し
て
、
そ
う
し
た
非
難
を
記
述
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
関
連
し
て
ま
た
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
も
で
て
く
る
。
そ
れ
は
保
護
主
義
の
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ば
あ
い
、
そ
こ
に
お
い
て
は
自
国
外
と
い
う
前
提
が
重
要
で
あ
り
、
自
国
外
で
あ
れ
ば
加
害
者
が
自
国
民
か
自
国
民
以
外
の
者
で
あ
る

か
は
問
わ
な
い
。
そ
こ
で
自
国
外
で
あ
っ
て
、
自
国
民
以
外
の
者
が
加
害
者
に
な
る
と
き
、
そ
の
行
為
者
に
は
「
外
国
人
の
国
外
犯
」

の
ば
あ
い
と
同
じ
く
、
責
任
主
義
、
単
純
に
い
え
ば
違
法
性
の
意
識
に
欠
け
る
点
で
差
異
は
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
も
し
そ
う
で
あ
る
の
な
ら
、
但
書
新
設
の
必
要
度
は
、
保
護
主
義
に
つ
い
て
も
ま
た
同
じ
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
で
あ
る
。
だ
が
、
保
護
主
義
に
但
書
制
定
の
必
要
さ
は
1
属
人
主
義
と
は
違
っ
て
ー
論
議
の
対
象
に
す
ら
な
っ
て
い
な
い
。

　
も
と
よ
り
、
私
見
と
し
て
但
書
を
制
定
せ
よ
と
し
て
、
こ
う
し
た
発
言
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
自
国
民
か
自
国
か
の

差
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
根
幹
に
お
い
て
自
国
と
い
う
制
約
か
ら
逃
れ
ら
れ
ず
、
逆
に
そ
う
し
た
制
約
が
あ
る
か
ぎ
り
、
自
国
法
の
適

用
を
避
け
ら
れ
な
い
意
味
で
は
、
属
人
主
義
も
保
護
主
義
も
、
と
も
に
結
果
的
に
は
大
差
の
な
い
こ
と
に
も
な
る
。
た
だ
、
保
護
主
義

の
ば
あ
い
、
そ
れ
が
保
護
し
よ
う
と
す
る
対
象
は
自
国
の
利
益
と
い
う
不
動
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
属
人
主
義
の
ば
あ
い
は
国

際
的
な
範
囲
で
移
動
す
る
自
国
民
が
対
象
に
な
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
移
動
先
で
な
に
が
許
さ
れ
、
な
に
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ

の
認
識
に
欠
け
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
の
意
味
で
、
但
書
の
必
要
さ
が
、
属
人
主
義
と
の
関
連
で
す
く
な
く
と
も
審
議
さ
れ
た
の
は
、

そ
れ
な
り
の
成
果
で
あ
っ
た
と
は
い
い
う
る
。
だ
が
、
こ
と
が
保
護
主
義
と
な
る
と
、
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
点
に
疑
問
は
の
こ

る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
者
と
も
に
但
書
を
つ
け
る
か
、
逆
に
つ
け
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
そ
の

三
者
間
の
処
遇
に
差
が
あ
る
草
案
等
の
い
き
方
は
、
論
議
の
過
程
で
の
均
衡
・
公
平
さ
に
欠
け
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
気
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
う
し
た
危
惧
か
ら
で
た
発
言
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
い
ず
れ
に
解
す
る
の
が
妥

当
か
と
い
う
問
題
以
前
に
、
そ
の
要
否
に
関
す
る
理
由
書
・
説
明
書
さ
ら
に
は
議
事
要
録
の
記
述
に
統
一
性
に
欠
け
る
点
を
指
摘
し
た

か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
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制
限
的
属
人
主
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①
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①
お
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薮
房
℃
ユ
昌
臥
ロ
）
と
は
、
「
当
該
行
為
が
行
為
地
で
可
罰
的
で
あ
る
ば
あ
い
に
の
み
、
自
国
民
さ

ら
に
は
、
ま
れ
に
居
住
者
が
自
国
外
で
お
こ
な
っ
た
そ
の
行
為
に
つ
い
て
、
処
罰
を
避
け
ら
れ
な
い
ば
あ
い
」
を
い
う
と
さ
れ
て
い
る
（
＜
o
q
一
．
∪
一
簿
ユ
o
ゴ

○
①
三
①
5
H
艮
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自
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（
3
）
　
即
ζ
鋤
饗
づ
P
鉾
ρ
φ
O
一
゜
そ
し
て
そ
れ
が
、
代
罰
主
義
的
な
思
考
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
H
・
マ
イ
ア
ー
自
身
も
ま
た
、
自
認
し
て
い
る
と
こ
ろ

　
で
あ
る
。

（
4
）
　
森
下
博
士
に
よ
れ
ば
、
代
理
主
義
的
処
罰
に
つ
い
て
の
正
確
な
定
義
は
存
在
し
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
う
は
い
い
な
が
ら
、
同
博
士
に
よ

れ
ば
、
三
個
の
種
類
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
国
民
の
引
渡
し
に
代
わ
る
処
罰
の
原
則
、
純
代
理
処
罰
主
義
と
代
理
主
義
の
三
者
が
こ
れ
で
あ
る
。

森
下
・
入
門
六
三
頁
以
下
参
照
。

（
5
）
　
自
国
民
と
い
い
う
る
た
め
に
は
、
自
国
籍
の
取
得
が
前
提
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
取
得
時
期
を
ど
こ
に
求
め
る
べ
き
か
に
関
し
、
行
為
時
説
と
訴
追
時

説
の
対
立
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
香
川
「
属
人
主
義
と
自
国
民
」
に
ゆ
ず
る
。

（
6
）
　
議
事
要
録
（
二
）
　
一
一
二
頁
。
（
5
）
引
用
の
論
稿
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
自
国
民
の
範
囲
を
確
定
す
る
に
つ
い
て
、
住
居
主
義
が
説
か
れ

　
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
自
国
民
の
範
囲
確
定
は
か
な
ら
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
か
っ
た
し
、
ま
た
国
際
的
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
国
際
的
な
統
［
原
理
が
で
き
て
い
な
い
段
階
で
、
骨
か
ら
切
り
離
し
た
立
論
を
お
こ
な
っ
て
も
妨
げ
な
い
か
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
若
干
の
遅

疑
は
あ
る
。

　
二
　
さ
ら
に
「
犯
罪
地
」
か
「
行
為
地
」
か
、
「
罪
と
な
ら
な
い
」
か
「
罰
せ
ら
れ
な
い
」
の
か
の
選
択
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
、
前
者
の
犯
罪
地
か
ら
行
為
地
へ
の
変
動
に
つ
い
て
は
、
議
事
要
録
か
ら
は
か
な
ら
ず
し
も
変
動
へ
の
明
確
な
理
由
づ
け
を
見
出
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
）

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
、
後
者
の
罪
か
罰
か
の
争
い
に
は
シ
リ
ア
ス
な
も
の
が
あ
っ
た
も
よ
う
で
あ
る
。

　
準
備
草
案
は
「
罪
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
要
約
す
る
と
、
ま
ず
は
第
一
に
「
罪
と
な
ら
な

　
　
　
　
属
人
主
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と
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任
（
香
川
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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三
〇

い
」
と
す
る
表
現
を
採
用
す
る
と
、
そ
れ
は
同
種
の
犯
罪
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
す
る
制
約
を
は
な
れ
、
な
ん
ら
か
の
犯
罪
に
な
っ
て
い
れ

ば
よ
い
と
い
う
の
意
味
に
理
解
さ
れ
か
ね
な
い
こ
と
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
同
種
の
犯
罪
に
か
ぎ
る
と
す
る
解
釈
を
困
難
に
す
る
こ

と
。
第
二
に
、
罪
と
な
ら
な
い
と
は
、
構
成
要
件
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
な
い
趣
旨
を
表
す
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
の
但
書
は
、

む
し
ろ
違
法
性
の
有
無
に
主
眼
を
お
い
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
罪
に
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
は
な
く
て
罰
せ
ら
れ
な
い
と
し
て
、

そ
の
趣
旨
を
あ
き
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
犯
罪
と
し
て
不
成
立
の
ば
あ
い
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
と
し
て
の
成
立

は
あ
る
が
不
処
罰
の
ば
あ
い
を
含
ま
せ
る
た
め
に
も
、
罰
の
方
が
表
現
と
し
て
妥
当
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
「
罪
」
論
に
対
す
る
「
罰
」

論
側
か
ら
す
る
批
判
の
概
要
で
あ
っ
た
。

　
勿
論
、
こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
「
罪
」
論
か
ら
の
反
論
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
「
罪
」
と
表
現
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
さ
き
の
批

判
が
い
う
よ
う
に
、
構
成
要
件
だ
け
を
意
味
す
る
も
の
で
も
な
く
、
違
法
性
も
責
任
も
含
む
と
い
い
う
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の

批
判
は
当
た
ら
な
い
し
、
ま
た
罰
せ
ら
れ
な
い
と
す
る
表
現
は
、
「
罪
」
以
上
に
範
囲
が
広
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
定
型
的
に
は
違
法

性
が
あ
る
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
が
処
罰
さ
れ
な
い
よ
う
な
ば
あ
い
ま
で
も
、
但
書
の
適
用
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
て
適
切

で
は
な
い
。
但
書
適
用
の
範
囲
を
犯
罪
不
成
立
の
ば
あ
い
に
か
ぎ
る
の
な
ら
、
や
は
り
「
罪
」
の
方
が
適
切
で
あ
る
と
す
る
点
に
あ
っ

た
も
よ
う
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
結
果
と
し
て
草
案
自
身
は
「
罰
」
論
に
軍
配
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
説
明
書
も
自
認
し
て
い
る
よ
う
に
「
犯
罪

と
し
て
は
成
立
す
る
が
処
罰
条
件
の
不
存
在
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
不
可
罰
と
さ
れ
る
場
合
を
含
む
が
、
日
本
刑
法
と
同
じ
罪
名
又
は

構
成
要
件
の
罪
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
か
ど
う
か
を
問
わ
な
い
の
で
、
そ
の
行
為
が
行
為
地
の
法
律
に
お
い
て
全
く
処
罰
の
対
象
と
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
い
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
本
項
但
書
の
適
用
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
問
題
を
の
こ
す
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
い



ず
れ
に
せ
よ
、
立
法
上
「
罰
」
論
に
勝
利
宣
言
が
下
さ
れ
た
の
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
こ
こ
で
の
本
来
的
な
課
題
へ
の
反

省
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

　
外
国
人
の
国
外
犯
に
つ
い
て
だ
け
但
書
の
存
在
は
予
定
さ
れ
、
そ
の
他
の
適
用
範
囲
に
つ
い
て
は
こ
の
規
定
は
存
在
し
な
い
。
基
本

的
に
み
て
、
そ
れ
と
共
通
性
の
予
想
さ
れ
る
属
人
主
義
・
保
護
主
義
に
つ
い
て
は
、
結
果
と
し
て
但
書
は
と
も
に
採
用
さ
れ
て
は
い
な

い
。
外
国
人
の
国
外
犯
に
つ
い
て
だ
け
但
書
が
あ
り
、
後
二
者
に
は
但
書
を
欠
く
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
後
二
者
の

ば
あ
い
、
行
為
地
法
で
罰
せ
れ
な
い
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
自
国
法
の
適
用
を
避
け
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
逆
に
、
自
国
法
の
適
用

が
認
め
ら
れ
る
ば
あ
い
で
あ
っ
て
も
、
但
書
さ
え
あ
れ
ば
自
国
法
に
よ
る
処
罰
は
免
れ
う
る
こ
と
に
も
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
承
認
せ

ざ
る
を
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
な
る
と
、
但
書
の
存
在
が
当
該
行
為
の
成
否
に
影
響
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
存
在
が
処

罰
を
阻
却
し
、
逆
に
そ
の
不
存
在
が
処
罰
を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
国
外
犯
に
関
す
る
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

所
的
適
用
範
囲
の
規
定
は
、
処
罰
条
件
説
に
よ
っ
て
の
み
、
よ
く
説
明
し
う
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
そ

う
し
た
立
論
も
可
能
で
は
あ
ろ
う
。

　
た
だ
近
い
過
去
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
裁
判
例
の
あ
っ
た
こ
と
が
思
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
七
五
条
後
段
に
規
定
す
る

「
販
売
の
目
的
」
と
は
「
日
本
国
内
に
お
い
て
販
売
す
る
目
的
を
い
う
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
狽
せ
つ
の
図
画
等
を
日
本
国
内

で
所
持
し
て
い
て
も
日
本
国
外
で
販
売
す
る
目
的
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
場
合
に
は
同
条
後
段
の
罪
は
成
立
し
な
い
」
と
す
る
の
が
こ

れ
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
本
判
決
の
当
否
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
ろ
う
。
た
だ
本
判
決
が
、
販
売
目
的
が
国

内
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
の
論
拠
を
「
刑
法
二
条
、
三
条
の
国
外
犯
の
処
罰
例
中
に
同
条
一
七
五
条
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
あ

　
　
　
　
（
1
0
）

き
ら
か
で
あ
る
」
と
し
て
、
当
該
構
成
要
件
に
対
す
る
国
外
犯
処
罰
規
定
を
欠
く
か
ぎ
り
、
自
国
外
に
は
お
よ
ば
な
い
と
し
て
い
る
点
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属
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任
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二

は
注
目
に
値
す
る
。
そ
れ
は
あ
き
ら
か
に
、
構
成
要
件
説
に
準
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
、
決
し
て
処
罰
条
件
説
の
み
が
、
そ
の
性

格
づ
け
に
関
す
る
唯
一
の
基
準
で
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
も
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
7
）
準
備
草
案
七
条
所
定
の
「
刑
法
の
時
に
関
す
る
効
力
」
と
の
関
連
で
は
、
こ
の
問
題
は
討
議
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
別
途
に
発
表
予
定
で

　
　
あ
る
遍
在
主
義
と
の
関
連
で
避
け
て
と
お
れ
る
問
題
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
詳
細
は
そ
こ
に
ゆ
ず
る
。

　
（
8
）
　
説
明
書
九
八
頁
。

　
（
9
）
　
場
所
的
適
用
範
囲
の
法
的
性
格
に
関
す
る
論
争
に
、
訴
訟
条
件
説
・
構
成
要
件
説
・
処
罰
条
件
説
の
対
立
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
も
ま
た
、
別
途
に
公
表

　
　
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
、
香
川
「
場
所
的
適
用
範
囲
の
法
的
性
格
」
研
修
四
八
四
号
三
頁
以
下
参
照
。

　
（
1
0
）
　
最
判
昭
和
五
二
年
＝
一
月
二
二
日
刑
集
三
一
巻
七
号
一
一
七
六
頁
参
照
。
な
お
、
本
判
決
に
関
し
、
亀
山
継
夫
「
外
国
で
販
売
す
る
目
的
で
の
わ
い
せ

　
　
つ
物
所
持
」
研
修
三
五
五
号
六
五
頁
以
下
、
森
下
「
刑
法
一
七
五
条
に
い
う
『
販
売
ノ
目
的
」
の
意
義
」
昭
和
五
三
年
度
　
重
要
判
例
解
説
一
七
七
頁
以
下

　
　
等
参
照
。


