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刑の権衡論について

刑
罰
は
犯
罪
の
法
的
効
果
で
あ
り
、
刑
罰
を
は
な
れ
て
犯
罪
は
あ
り
え
な
い
。

し
か
も
犯
罪
と
刑
罰
と
は
適
正
な
均
衡
を
保
つ
乙
と
が

必
要
と
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
罪
刑
の
均
衡
は
ひ
い
て
刑
の
権
衡
に
つ
な
が
る
。
現
行
法
上
、
犯
罪
の
成
立
を
論
ず
る
に
あ
た
り
、

し
ば
し

ば
刑
の
権
衡
が
援
用
さ
れ
る
の
も
ま
た
故
な
し
と
し
な
い
で
あ
る
。

乙
こ
に
刑
の
権
衡
論
と
は
、
刑
罰
の
つ
り
あ
い
が
採
れ
る
か
ど
う
か
を
根
拠
に
し
て
、
総
則
規
定
の
適
用
を
論
じ
、
あ
る
い
は
個
々
の
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説

犯
罪
の
成
立
要
件
を
吟
味
す
る
一
連
の
議
論
を
い
う
。

た
と
え
ば
、
錯
誤
論
に
お
い
て
抽
象
的
符
合
説
を
支
え
る
有
力
な
論
拠
は
こ
の
芯

味
で
の
刑
の
権
衡
論
で
あ
り
、
予
備
罪
に
お
け
る
中
止
未
遂
例
の
準
用
と
い
う
問
題
も
ほ
か
な
ら
ぬ
刑
の
権
衡
論
を
機
縁
と
し
て
出
て
く

論

る
。
あ
る
い
は
、
強
盗
殺
人
が
殺
害
の
故
意
を
と
も
な
う
ば
あ
い
の
擬
律
と
か
、

い
わ
ゆ
る
封
印
在
中
物
の
領
得
行
為
を
め
ぐ
る
擬
律
と

い
っ
た
周
知
の
問
題
も
、
刑
の
権
衡
の
問
題
を
内
包
し
、
乙
れ
と
不
可
分
に
論
じ
ら
れ
る
の
を
つ
ね
と
し
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
、
現
行
法

の
も
と
で
刑
の
権
衡
が
立
論
さ
れ
る
例
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
例
を
通
じ
て
、
刑
の
バ
ラ
ン
ス
を
問
う
乙
と
自
体
に
芯
味
が
あ
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

そ
れ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
立
法
論
上
な
い
し
解
釈
論
上
の
主
張
と
結
び
つ
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
乙
と
は
当
然
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
学
説
は
そ
の
際
、
む
し
ろ
安
易

κ、
刑
の
権
衡
論
を
万
能
薬
と
し
て
か
ざ
し
て
き
た
傾
き
が
あ
る
。
と

く
に
、
あ
る
理
論
な
り
概
念
を
適
用
し
た
結
果
、
刑
の
不
権
衡
を
生
じ
た
ば
あ
い
、

さ
か
の
ぼ
っ
て
理
論
な
い
し
概
念
そ
の
も
の
を
動
か

す
と
い
う
方
向
に
お
い
て
。

し
か
し
、

か
よ
う
に
刑
の
権
衡
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
し
て
一
定
の
理
論
的
主
張
を
支
え
る
と
い
う
態
度
は
、

た
し
て
無
制
約
に
維
持
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
刑
の
権
衡
論
の
芯
義
と
そ
の
成
り
た
つ
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
あ
ら
た
め

(
2
一ス
3
V

こ
れ
が
こ
の
小
稿
の
素
朴
な
問
題
意
識
で
あ
る
。

て
個
々
の
権
衡
論
の
当
否
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

山
学
説
上
随
処
に
散
見
さ
れ
る
こ
れ
ら
権
衡
論
の
詳
細
に
つ
い
て
は
次
節
な
い
し
第
四
節
参
照
。

凶
問
題
の
背
景
は
、
ひ
ろ
く
ふ
か
く
、
歴
史
的
・
政
策
的
な
い
し
解
釈
技
術
的
な
ひ
ろ
が
り
と
奥
ゆ
き
と
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
本
格
的
な
銅
り
さ
げ
は

い
ま
、
乙
の
小
稿
の
到
底
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
わ
ず
か
に
問
題
の
所
在
を
摘
示
す
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

間
な
お
、
単
に
乙
と
ば
の
問
題
と
し
て
グ
刑
の
権
衡
論
d

は
す
な
わ
ち
、
刑
の
不
権
衡
を
指
摘
し
そ
の
権
衡
の
回
復
を
は
か
る
議
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
か

ら
、
そ
の
意
味
で

P

刑
の
不
権
衡
論
d

と
同
義
で
あ
る
。
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第
二
節

刑
の
権
衡
論
の
態
様

い
ま
、
現
行
刑
法
に
つ
い
て
、
刑
の
権
衡
・
不
権
衡
が
論
じ
ら
れ
る
諸
例
を
通
観
す
る
と
き
、

そ
乙
に
い
く
つ
か
の
類
型
を
分
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。

た
と
え
ば
、
短
期
五
年
の
懲
役
か
ら
死
刑
に
わ
た
る
現
住
建
造
物
放
火
罪
の
刑
が
、
消
防
技
術
の
進
歩
や
耐
燃
性
一
家
屋
の

増
加
な
ど
、
文
化
の
現
状
に
照
ら
し
て
重
き
に
失
す
る
と
い
っ
た
形
で
展
開
さ
れ
る
権
衡
論
が
あ
る
。
乙
れ
は
あ
る
特
定
の
刑
罰
規
定
に

ま
ず
、

即
し
て
刑
の
不
権
衡
を
説
く
も
の
で
、

と
く
に
較
量
の
対
象
を
も
た
な
い
そ
れ
自
体
と
し
て
の
権
衡
論
、

い
わ
ば
絶
対
的
権
衡
論
と
で
も

呼
ぶ
べ
き
ば
あ
い
で
あ
る
。
他
と
の
関
係
を
含
ま
な
い
単
純
な
罪
刑
の
均
衡
を
刑
の
権
衡
の
範
障
に
加
え
る
の
は
矛
盾
し
た
把
え
か
た
の

ょ
う
で
も
あ
る
が
、
他
罪
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
保
た
れ
て
い
る
か
ぎ
り
は
一
般
的
な
刑
罰
体
系
に
お
け
る
立
法
主
義
と
し
て
の
刑
の
寛
厳
の

問
題
を
生
ず
る
に
と
ど
ま
り
、
特
定
の
刑
罰
規
定
の
み
に
つ
い
て
罪
刑
の
不
均
衡
が
鋭
く
意
識
さ
れ
る
乙
と
は
な
い
か
ら
、

こ
の
ば
あ
い

に
も
、
治
在
的
に
は
、
他
の
す
べ
て
の
犯
罪
|
刑
罰
と
の
比
較
に
お
い
て
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
て
妨
げ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
広
義
に
は
、
刑
の
権
衡
論
の
一
態
に
算
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

邦jの権衡論について

(斗

つ
い
で
、
他
の
類
似
す
る
犯
罪
、
あ
る
い
は
対
応
関
係
に
あ
る
犯
罪
と
の
比
較
に
お
い
て
刑
の
軽
重
を
論
ず
る
本
来
の
権
衡
論
が

あ
る
。
か
り
に
こ
れ
を
相
対
的
権
衡
論
と
呼
ぼ
う
。
相
対
的
権
衡
論
に
も
種
々
の
態
様
が
分
か
た
れ
る
。

二
つ
ま
た
は
そ
れ
以
上
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
単
純
に
刑
罰
の
つ
り
あ
い
を
論
ず
る
ば
あ
い
。
た
と
え
ば
内
乱
罪
(
認
綿
)
の
処
罰

は
首
魁
で
す
ら
死
刑
ま
た
は
無
期
禁
鋼
で
あ
る
が
、
と
れ
を
強
盗
致
死
罪
(
明
純
一
院
四
)
や
尊
属
殺
人
罪
(
訓
識
と
の
刑
と
較
べ
る
と
き
、

国
家
秩
序
の
破
壊
・
変
革
を
志
向
す
る
者
に
対
し
て
、
現
行
法
は
不
当
日
仏
寛
容
で
権
衡
を
失
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
議
論
が
ζ

れ

(1) 

北法 14(1・41)41



説

で
あ
る
。
尊
属
殺
人
罪
の
刑
が
通
常
殺
人
罪
の
刑
に
較
べ
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
き
事
案
の
具
体
的
妥
当
性
を
害
す
る
こ
と
は
な
は
だ
し
い
と

の
批
判
、

た
と
え
ば
傷
害
罪
と
窃
盗
罪
と
を
対
照
す
る
と
き
人
身
に
対
す
る
罪
へ
の
科
刑
が
財
産
罪
の
そ
れ
に
比
し
軽
き
に
す
ぎ
る
と
の

論

な
ど
も
こ
れ
に
属
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
絶
対
的
権
衡
論
も
ま
た
、
幣
在
的
に
は
、

立
言
、

ひ
ろ
く
そ
の
他
の
犯
罪

l
刑
罰
と
の
較
量

に
お
い
て
成
り
た
っ
て
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
と
す
れ
ば
、

乙
の
種
の
権
衡
論
と
の
隔
り
は
、

じ
つ
は
、
比
較
の
対
象
が
意
識
さ
れ
特
定

さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
量
的
な
差
に
帰
し
よ
う
。

そ
し
て
両
者
は
、
犯
罪
の
成
立
要
件
を
め
ぐ
る
解
釈
上
の
争
い
を
内
含
す
る
ζ

と
な
く
、
固
定
し
た
解
釈
を
前
提
と
し
つ
つ
単
に
刑
罰
そ
れ
自
体
の
軽
重
を
論
ず
る
も
の
で
あ
る
点
に
共
通
の
特
色
を
も
つ
の
で
あ
る
。

(2) 

第
二
の
類
型
と
し
て
、
あ
る
見
解
の
採
否
を
、
当
該
の
理
論
的
立
場
を
つ
ら
ぬ
く
乙
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
刑
の
権
衡
・
不
権
衡
に

か
か
ら
せ
る
ば
あ
い
を
あ
げ
よ
う
。

た
と
え
ば
、

①
強
盗
が
故
意
に
人
を
死
に
い
た
ら
せ
た
ば
あ
い
の
擬
律
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ

こ
の
ば
あ
い
、
学
説
の
趨
勢
は
、
大
正
一
一
年
の
大
審
院
刑
事
連
合
部
判
決
(
請
前
十
一
虻
ん
一
-

F
五
)
を
機
縁
と
し
て
、
刑
法
第
二
四

O
条
後
段
の
罪
を
も
っ
て
強
盗
罪
と
殺
人
罪
な
い
し
傷
害
致
死
罪
と
の
結
合
犯
、
ま
た
は
死
の
結
果

に
つ
き
故
意
あ
る
ば
あ
い
を
含
む
結
果
的
加
重
犯
と
解
し
、
第
二
四

O
条
後
段
だ
け
の
成
立
を
認
め
る
方
向
に
傾
い
て
き
た
。
と
こ
ろ
で

う
に
、
学
説
が
多
岐
に
分
か
れ
て
い
る
。

通
説
が
、
刑
法
第
二
三
六
条
(
強
盗
罪
)
と
第
一
九
九
条
(
殺
人
罪
)
と
の
観
念
的
競
合
説
、
牽
連
犯
説
ま
た
は
併
合
罪
説
を
採
ら
な
い

の
は
何
故
か
。

そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
・
技
術
的
考
慮
が
は
た
ら
い
て
い
る
が
、
本
稿
の
観
点
か
ら
は
、

こ
れ
ら
の
説
に
立
っ
か

ぎ
り
、
致
死
の
認
識
を
と
も
な
う
ば
あ
い
の
刑
が
そ
れ
を
欠
く
ば
あ
い
に
比
し
軽
い
結
果
と
な
っ
て
権
衡
を
失
す
る
、
と
い
う
考
慮
が
そ

の
有
力
な
一
因
と
な
っ
て
い
る
乙
と
を
看
の
が
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

衡
論
が
介
在
し
て
い
る
。
い
ま
、
封
減
し
た
包
装
物
を
託
さ
れ
た
者
が
そ
の
全
体
あ
る
い
は
内
容
物
を
領
得
す
る
行
為
に
つ
き
、
全
体
に

つ
い
て
は
受
託
者
、
内
容
物
に
つ
い
て
は
な
お
委
託
者
に
占
有
あ
り
と
す
る
判
例
の
趣
旨
を
推
す
と
、
全
体
の
領
得
に
つ
い
て
横
領
罪
、

②
い
わ
ゆ
る
封
印
在
中
物
の
問
題
に
つ
い
て
も
、

乙
の
種
の
刑

北法 14(1・42)42



内
容
物
の
抜
き
と
り
に
つ
い
て
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
る
べ
き
こ
と
と
な
ろ
う
。

こ
れ
は
技
巧
に
す
ぎ
る
ば
か
り
で
な
く
、
長
期
五
年
の

懲
役
対
同
一

O
年
の
懲
役
と
い
う
刑
の
権
衡
を
考
え
る
と
合
理
的
で
な
い
、
と
い
う
の
が
学
説
の
批
判
で
あ
る
。
学
説
の
多
く
が
、
委
託

物
の
全
体
と
中
身
と
を
通
じ
て
占
有
の
帰
属
を
統
一
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
は
、

こ
う
し
た
考
慮
に
も
と
ず
く
。

③
さ
ら
に
一
例

公
衆
の
観
覧
を
目
的
と
す
る
猿
せ
つ
行
為
(
な

Z
U
Uッ
)
に
つ
き
、
通
説
・
判
例
が
公
然
猿
せ
つ
罪
(
州
地
問
先
怨
…
十
一
叩

齢
制
司
柏
町
一
一
許
制
)
の
成
立
を
認
め
る
の
に
対
し
、
提
せ
つ
物
陳
列
罪
(
酬
蝕
均
一
ト
同
日
明
r
M
M
M
E
~
一
説
伽
)
の
適
用
を
説
く
異
見
が
あ

μ戸
生
き

た
肉
体
を
観
覧
に
供
す
る
行
為
が
猿
せ
つ
な
書
面
・
彫
刻
の
陳
列
よ
り
も
軽
い
刑
で
す
む
乙
と
を
不
当
と
す
る
刑
の
権
衡
論
が
、
そ
の
直

を
あ
げ
よ
う
。

接
の
動
機
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(3) 

刑
の
権
衡
論
を
式
器
と
し
て
あ
る
見
解
の
採
否
を
弁
え
る
例
は
、
特
定
の
構
成
要
件
解
釈
に
つ
い
て
の
み
な
ら
ず
、
総
則
規
定
の

適
用
に
関
し
て
も
お
こ
り
う
る
。
①
錯
誤
の
問
題
の
典
例
と
し
て
、

た
と
え
ば
、

器
物
損
壊
の
意
思
に
出
て
誤
っ
て
人
の
死
を
惹
起
し

た
ば
あ
い
を
考
え
よ
う
。
通
説
の
と
る
法
定
的
符
A
口
説
に
し
た
が
え
ば
、

乙
の
ば
あ
い
過
失
致
死
罪
の
成
立
を
見
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、

知jの権衡論について

刑
は
千
円
以
下
の
罰
金
(
盟
主
事
蒸
し
丁
た
だ
し
重
過
失
に
出
た
と
き
、
上
限
は
三
年
の
禁
鋼
3
4
4条

)lに
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
人
の
死
を
惹
起
す
る
乙
と
な
く
器
物
損
壊
の
意
図
を
遂
げ
れ
ば
、
当
然
、
長
期
三
年
の
懲
役
(
矧
唯
一
向
一
一
)
に
い
た
り
う
る
。
同
一
の

意
図
に
出
な
が
ら
、
よ
り
重
大
な
法
益
で
あ
る
人
命
を
侵
し
た
ば
あ
い
の
方
が
か
え
っ
て
軽
く
な
る
と
い
う
右
の
結
論
は
、
い
か
に
も
不

都
合
で
は
な
い
か
?
一
派
の
論
者
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
抽
象
的
符
合
説
な
い
し
可
罰
的
符
合
説
は
、
ま
さ
し
く
、
抽
象
的
事
実
の
錯
誤

を
め
ぐ
っ
て
生
じ
う
べ
き
乙
の
種
の
グ
不
都
合
ρ

を
避
け
る
た
め
の
、

学
説
苦
心
の
産
物
と
い
え
よ
う
。
②
そ
の
ほ
か
、

基
本
的
構
成

要
件
に
つ
い
て
中
止
犯
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
予
備
罪
に
つ
い
て
も
、
処
罰
の
権
衡
か
ら
考
え
て
一
定
の
範
囲
で
な
お
中
止
犯
例
の
準
用

を
相
当
と
す
る
見
解
、
単
な
る
累
犯
の
ば
あ
い
と
の
権
衡
を
理
由
に
、
常
習
犯
に
つ
い
て
も
再
犯
加
重
例
の
適
用
を
認
め
る
べ
き
も
の
と

北法 14(1・43)43



説

す
る
見
解
、
な
ど
も
乙
の
態
様
に
算
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
よ
り
抽
象
的
な
総
則
規
定
の
適
用
に
ち
な
む
と
い
う
点
で
の
み
前
段
凶
と

的
で
あ
る
か
一
般
的
で
あ
る
か
に
よ
り
、

川
個
別
的
権
衡
論
、

同
一
般
的
権
衡
論
、
②
同
定
し
た
解
釈
を
前
提
し
つ
つ
単
純
に
刑
の
経

北法 14(1・44)44

区
別
さ
れ
よ
う
。

論

ち
な
み
に
、
刑
の
権
衡
論
に
つ
い
て
は
、
絞
上
の
素
朴
な
分
類
に
代
え
て
、
①
い
わ
ゆ
る
不
権
衡
の
生
ず
る
筒
閲
が
個
別
・
特
定

あ
る
い
は
③
川
立
法
論
に
結
び
つ
く
べ
き
権
衡
論
と

同
解
釈
論
と
し
て
の
権
衡
論
等
の
区
別
を
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
(
れ
抗
野
必
詑
U
M
M
M
仕
切
一
昨
持
活
す
)
前
述
の
相
対
的
権
衡
論
が
刊
同
に

品
開
一
一
を
論
ず
る
も
の
か
ど
う
か
に
よ
り
、

川
単
純
権
衡
論
と
同
そ
の
他
の
権
衡
論
、

ま
た
が
る
の
に
対
し
、

絶
対
的
権
衡
論
は
、

概
し
て
川
刊
に
親
し
む
の
で
あ
る
。

ζ

こ
で
は
分
類
の
多
様
な
可
能
性
を
示
す
に
と
ど
め
て

お
く
。山

刑
法
第
一

O
八
条
参
照
。
尤
も
昭
和
二
十
二
年
に
執
行
猶
予
の
要
件
が
改
め
ら
れ
た
給
果
、
現
在
で
は
第
一

O
八
条
の
関
係
で
も
酌
量
減
軽
に
よ
る
執

行
猶
予
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
放
火
罪
に
対
す
る
量
刑
が
具
体
的
妥
当
性
を
欠
く
お
そ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
(
間

藤
・
「
刑
法
各
論
、
」
一
一
五
頁
参
照
。
)

間
た
と
え
ば
、
植
松
「
刑
法
教
室
」

E
、
三
|
四
頁
。
ち
な
み
に
、
と
の
問
題
が
、
犯
罪
に
破
廉
恥
罪
と
非
破
廉
恥
罪
と
の
区
別
を
認
め
、
ひ
い
て
懲
役

刑
と
禁
鏑
刑
を
分
か
つ
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
の
問
題
と
か
か
わ
る
乙
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

ζ

乙
で
は
た
ち
い
ら
な
い
。

間
首
相
属
殺
人
罪
を
構
成
す
る
事
案
に
つ
い
て
、
む
し
ろ
加
害
者
側
に
同
情
に
値
い
す
る
例
の
多
い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
通
常
殺
人
罪

の
加
が
死
刑
・
無
期
ま
た
は
三
年
以
上
の
懲
役
で
あ
る
の
に
対
し
、
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
と
い
う
法
定
刑
で
は
、
よ
く
処
罰
の
具
体
的
妥
当
性
を
全
う

す
石
こ
と
が
難
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
考
慮
が
、
い
わ
ゆ
る
尊
属
殺
規
定
違
憲
論
を
支
え
る
実
質
的
な
背
景
に
な
っ
て
い
る
と
と
は
否
み

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

川
聞
こ
の
点
を
め
ぐ
る
学
説
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
四
節
参
照
。

同
州
大
判
、
明
四
四
・
一
一
了
一
五
、
刑
録
一
七
輯
二
一
九

O
頁
。
大
判
、
大
五
・
一

五
、
刑
集
一
一
巻
一
四
二
七
頁
等
参
照
。

一
-
一

0
・
刑
録
二
二
輯
一
七
三
三
頁
。
最
決
、
昭
三
二
・
四
・
二



附
植
松
教
授
が
一
貫
し
て
乙
の
解
釈
を
採
ら
れ
る
。
植
松
「
刑
法
学
各
論
」
一
四
一
・
二
頁
。

間
学
説
の
現
状
に
つ
い
て
は
、
大
谷
「
事
実
の
錯
誤
」
(
刑
事
法
講
座
E
所
収
、
)
同
「
認
識
あ
る
過
失
・
事
実
の
錯
誤
」
(
刑
法
演
習
・
総
論
所
収
)
、
等

に
詳
し
い
。

附
た
と
え
ば
、
牧
野
「
刑
法
総
論
」
三
六
九
頁
、
団
藤
「
刑
法
綱
要
」
二
七
五
頁
等
。
反
対
、
大
判
・
大
五
・
五
・
四
刑
録
ニ
二
穏
六
八
五
頁
。

附
団
藤
「
刑
法
綱
要
」
四
一
七
頁
。

第
三
節

罪
刑
の
均
衡
と
刑
の
権
衡

刑
の
権
衡
を
論
ず
る
前
提
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
罪
刑
の
権
衡
と
い
う
問
題
に
論
及
し
、

そ
の
相
関
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら

E

、。
みん

'
u
vす

で
に
冒
頭
で
触
れ
た
ご
と
く
、

お
よ
そ
刑
罰
が
犯
罪
に
対
す
る
法
律
上
の
効
果
で
あ
り
こ
れ
と
相
即
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
罪
刑

の
均
衡
を
は
な
れ
て
刑
の
権
衡
を
語
り
え
な
い
乙
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
刑
の
権
衡
は
お
の
ず
か
ら
そ
の
相
即
す
る
犯
罪
の
権

衡
に
対
応
す
べ
く
、

い
わ
ゆ
る
刑
の
不
権
衡
は
、
他
の
犯
罪
|
刑
罰
と
の
比
較
に
お
い
て
、
罪
刑
が
そ
の
均
衡
を
え
な
い
と
と
ろ
に
は
じ

ifljの権衡論について

め
て
生
ず
る
、
も
の
で
あ
る
か
ら
。

乙
罪
の
刑
が
長
期
懲
役
一

O
年
で
そ
の
聞
に
刑
の
不

い
ま
、

か
り
に
、
甲
罪
の
刑
が
長
期
懲
役
五
年
、

権
衡
が
問
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
よ
う
。

五
年
と
一

O
年
と
が
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
だ
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
量
差
が
元
来
甲
罪
と
乙
罪
と
の

聞
に
存
す
べ
き
実
体
的
権
衡
に
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。

い
い
か
え
る
と
、
甲
罪
ま
た
は
乙
罪
の
一
方
に
つ
い
て
現
に
罪
刑

の
権
衡
が
保
た
れ
て
い
る
乙
と
を
予
定
し
、
他
方
に
つ
い
て
、
甲
罪
ま
た
は
乙
罪
と
の
権
衡
上
一

O
年
な
い
し
五
年
の
刑
が
当
を
失
す
る

と
い
う
に
帰
し
よ
う
。
甲
・
乙
両
罪
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
罪
刑
の
均
衡
が
全
う
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
も
は
や
刑
の
不
権
衡
を
生
ず
る
余
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地
は
な
い
の
で
あ
る
。

よ
り
根
源
的
に
い
え
ば
、

そ
も
そ
も
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
基
本
的
な
要
請
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、

か
か
る
要
請
に
沿

論

こ
う
し
て
刑
の
権
衡
論
は
、

い
わ
ば
犯
罪
体
系
に
お
け
る
横
の
関
係
に
着
服
し
こ
れ
を
視
点
と
し
た
罪
刑
の
均
衡
論
で
あ
り
、

乙
の
怠

北法 14(1・46)46

う
べ
く
、
刑
の
権
衡
と
い
う
問
題
が
問
題
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

味
に
お
い
て
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
課
題
の
一
場
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
個
の
構
成
要
件
に
即
し
て
端
的
に
罪
刑
の
均
衡
を
問
う
と
き
、

絶
対
的
権
衡
論
が
生
じ
、

二
個
以
上
の
構
成
要
件
に
わ
た
っ
て
ζ

れ
を
立
体
的
に
問
う
と
き
、
相
対
的
権
衡
論
が
成
り
た
つ
。

4

】

A
J
】

J

、

ナ
J
J
J
T
j
ι

、

乙
の
ば
あ
い
、
相
対
的
権
衡
論
中
の
あ
る
種
の
類
型
に
つ
い
て
は
、

か
な
ら
ず
し
も
、
本
来
の
罪
刑
均
衡
の
問
題
に
包
摂
し
つ
く
さ
れ
な

い
側
面
の
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
累
犯
例
の
適
用
な
ど
処
断
刑
の
形
成
を
め
ぐ
っ
て
生
ず
る
刑
の
権

衡
論
が
、
直
接
に
は
、
基
本
的
構
成
要
件
と
対
応
す
る
刑
罰
と
の
聞
の
均
衡
の
問
題
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
刑
の

権
衡
を
論
拠
と
し
て
錯
誤
論
の
構
成
を
考
え
、
あ
る
い
は
各
論
上
、
同
じ
く
共
体
的
に
成
立
す
べ
き
犯
罪
の
別
を
考
え
る
等
の
ば
あ
い

(
九
九
一
民
間
一
一
同
在
)
に
も
、
す
で
に
構
成
要
件
そ
れ
自
体
と
刑
罰
と
の
均
衡
は
所
与
と
し
て
前
提
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
前
…
提
の
う
え
に

構
成
要
件
に
あ
て
は
め
ら
れ
る
行
為
な
い
し
そ
の
類
型
に
つ
い
て
適
用
法
条
の
い
か
ん
に
よ
る
刑
の
権
衡
を
問
題
と
す
る
の
に
す
ぎ
な

ぃ
。
と
は
い
え
、

の
ち
に
展
開
す
る
ご
と
く
、
罪
刑
均
衡
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
単
に
立
法
上
ば
か
り
で
な
く
、

司
法
上
な
い
は
行
刑
上

も
そ
の
発
現
を
認
め
て
よ
い
の
で
あ
り
、

と
の
意
味
で
単
罪
の
均
衡
の
要
請
は
、

ひ
ろ
く
、
ま
た
つ
ね
に
、
刑
の
権
衡
が
論
じ
ら
れ
る
全

範
囲
を
掩
う
の
で
あ
る
。

か
く
て
、
刑
の
権
衡
と
罪
刑
の
均
衡
と
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
は
多
言
を
俊
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
以

下
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
原
則
の
も
つ
意
味
と
内
容
に
つ
い
て
少
し
く
分
析
を
加
え
て
お
き
た
い
。

(1) 

罪
刑
の
均
衡
は
、
罪
刑
法
定
主
義
そ
の
も
の
に
由
来
す
る
基
本
的
な
要
請
で
あ
る
。
も
と
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
は
、
刑
事
裁



判
に
お
け
る
官
憲
の
怒
意
を
排
し
、
個
人
の
自
由
・
法
的
安
定
性
を
保
障
す
る
た
め
に
、
犯
罪
と
刑
罰
と
に
関
す
る
成
文
の
法
命
題
を
要

求
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
罪
刑
を
形
式
的
に
法
定
す
る
だ
け
で
は
も
と
よ
り
そ
の
保
障
は
充
た
さ
れ
な
い
。

そ
ζ

に
規
定
さ
れ
、
適

用
さ
れ
る
刑
罰
が
犯
罪
に
対
し
て
相
当
を
欠
き
、

そ
の
閥
均
衡
を
失
す
る
と
き
は
、

い
わ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
法
定
さ
れ
た
恋
意
を
許
す
も

の
と
い
う
べ
く
、

そ
れ
が
罪
刑
法
定
主
義
の
根
本
趣
旨
と
あ
い
容
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
適
正
手
続
条
項

方

(
岳
巾
官
。
円
巾
回
出
ロ
戸
田
口
回
目
)
の
も
と
で
も
、
手
続
の
適
正
と
な
ら
ん
で
実
体
法
規
の
存
在
お
よ
び
そ
の
内
容
的
適
正
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
、

罪
刑
が
適

E
な
均
衡
を
保
つ
べ
き
こ
と
は
、
ま
た
同
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
米
国
の
デ
ュ

l
・
。
プ
ロ
セ
ス
・
ク
ロ
ー
ズ
を
承
け
て
法

定
手
続
を
保
障
し
(
章
一
向
)
、
残
虐
な
刑
罰
を
絶
対
に
禁
止
す
る
(
調
六
綿
)
わ
が
憲
法
条
規
に
照
ら
す
と
き
、
罪
刑
の
均
衡
は
ま
さ
に
憲
法
上

の
要
請
と
い
っ
て
よ
い
。

(2) 

そ
乙
に
は
各
種
の
段
階
な
い
し
形
式
が
あ
り
う
る
。

い
ま
、
立
法
、
裁
判
、

と
と
ろ
で
、
刑
罰
が
法
律
的
に
発
現
す
る
ば
あ
い
、

行
刑
と
い
う
三
個
の
国
家
作
用
に
対
応
し
て
、
法
定
刑
、
宣
告
刑
、
執
行
刑
の
別
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
立
法
の
段
階
に
お
い
て

抽
象
的
に
定
立
さ
れ
た
刑
罰
は
、
裁
判
に
よ
っ
て
具
体
的
に
定
立
さ
れ
、

つ
い
で
行
刑
の
場
に
お
い
て
現
実
に
執
行
さ
れ
る
。

そ
れ
は
、

刑の権衡論について

一
般
的
・
抽
象
的
な
刑
罰
が
特
殊
・
具
体
的
な
そ
れ
へ
と
凝
固
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り
、
観
念
的
な
も
の
の
現
実
的
形
成
の
過
程
で
あ

る
Q

形
罰
の
発
現
に
か
か
る
段
階
的
区
別
が
存
す
る
以
上
、
罪
刑
の
均
衡
も
ま
た
、
お
の
ず
か
ら
各
個
の
段
階
に
即
し
て
把
え
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
要
請
そ
の
も
の
は
刑
罰
発
現
の
す
べ
て
の
ば
あ
い
を
通
じ
て
例
外
な
く
お
よ
ぶ
も
の
と
見
て
よ
い

が
、
後
述
の
よ
う
に
、
罪
刑
均
衡
の
意
味
す
る
と
乙
ろ
に
つ
き
各
段
階
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
問
題
を
も
つ
の
で
あ
る
。

(3) 

ち
な
み
に
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
問
題
が
い
わ
ゆ
る
学
派
の
争
い
と
無
縁
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
説
く

ま
で
も
な
く
、
刑
法
に
お
け
る
学
派
の
争
い
は
刑
罰
の
本
質
・
根
拠
を
め
ぐ
る
論
争
を
焦
点
と
し
て
展
開
さ
れ
、
古
典
派

1
旧
派
の
奉
ず
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説

る
応
報
刑
論
に
対
し
て
近
代
派

1
新
派
は
目
的
刑
論
を
も
っ
て
対
抗
し
た
。

そ
し
て
古
典
派
が
犯
罪
行
為
そ
の
も
の
に
現
実
的
意
義
を
認

め
、
意
思
自
由
を
前
提
に
行
為
責
任
を
説
い
た
の
に
対
し
、
近
代
派
は
行
為
者
の
性
格
の
危
険
性
に
処
罰
の
根
拠
を
求
め
、
性
格
立
任
論

論

標
携
し
た
。
犯
罪
論
に
お
い
て
前
者
は
客
観
主
義
に
結
び
、
後
者
は
主
観
主
義
に
結
び
つ
く
。

か
よ
う
な
基
本
的
系
譜
に
徴
す
る
と
き
、

い
わ
ゆ
る
罪
刑
の
均
衡
が
、
本
来
、
古
典
派
の
応
報
主
義
的
志
向
に
親
し
む
と
と
は
容
易
に
首
肯
さ
れ
よ
う
が
、
近
代
派
の
志
向
と
の
関

係
で
は
ま
さ
し
く
問
題
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
徴
表
説
の
洗
礼
を
受
け
た
現
時
の
近
代
派
学
説
は
、
端
的
な
危
険
性
な
い
し
反
社
会
性
そ

れ
白
休
で
は
な
く
、
行
為
に
徴
表
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
危
険
性
を
問
題
と
す
る
に
と
ど
ま
る
か
ら
、
犯
罪
の
軽
重
と
危
険
性
の
大
き
さ
と

が
対
応
す
る
限
度
で
は
、
な
お
犯
罪
と
刑
罰
と
の
均
衡
を
考
え
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
主
観
主
義
的
見
地
に
立
ち
つ
つ
罪
刑
の

均
衡
と
い
う
要
求
を
か
か
げ
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
矛
盾
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
近
代
派
の
説
く
危
険
性
が
よ
り
抽
象
的
な
も
の
で

あ
り
、
ま
た
「
罰
せ
ら
れ
る
べ
き
は
行
為
で
な
く
行
為
者
で
あ
る
』
と
い
う
標
語
に
特
徴
的
に
示
さ
れ
る
そ
も
そ
も
の
主
張
が
、

お
の
ず

か
ら
個
々
の
行
為
者
の
性
格
に
即
し
た
刑
の
個
別
化
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

か
り
に
犯
罪
と
刑
罰
と
の
均
衡
を
論
ず
る
と
し
て

も
、
そ
れ
が
近
代
派
本
来
の
志
向
に
導
か
れ
た
コ
ロ
ラ
リ
ー
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
命
題

は
、
本
質
的
な
意
味
で
は
、
古
典
派
の
思
畑
山
系
列
に
お
い
て
の
み
支
持
さ
れ
う
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(1) 

罪
刑
の
均
衡
は
、
ま
ず
、
立
法
上
、
犯
罪
構
成
要
件
と
法
定
刑
と
の
関
係
に
お
い
て
要
請
さ
れ
る
。
立
法
者
は
、
社
会
学
的
・
刑

事
学
的
な
当
罰
行
為
の
類
型
を
一
定
の
標
準
に
し
た
が
っ
て
抽
出
し
、

乙
れ
を
法
律
的
な
可
罰
行
為
の
定
型
に
高
め
る
一
方
、

そ
乙
に
定

型
化
さ
れ
た

M

犯
罪
μ

に
対
し
て
刑
罰
H

法
定
刑
を
結
合
す
る
。

そ
の
際
、
個
々
の
犯
罪
定
型
と
対
応
す
る
法
定
刑
と
は
、

そ
れ
ぞ
れ
相

当
な
均
衡
を
保
つ
乙
と
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
罪
刑
均
衡
の
原
則
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
罪
刑
法
定
主
義
に
由
来
し
、
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罪
刑
法
定
主
義
の
要
求
す
る
も
の
は
も
と
立
法
の
段
階
に
お
け
る
罪
刑
の
適
正
な
規
定
で
あ
る
か
ら
、
罪
刑
が
そ
の
均
衡
を
う
べ
き
は
、

第
一
次
的
に
は
か
か
る
立
法
の
場

K
お
い
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
で
は
、
罪
刑
が
均
衡
を
う
る
た
め
の
要
件
な
い
し
標
準
は
何
か
。

お
も
う

K
、
立
法
過
程
に
作
用
す
る
諸
契
機
の
解
明
は
、

く
法
律
学
・
政
治
学
・
社
会
学
等
の
提
携
に
侠
つ
べ
き
困
難
な
問
題
に
属
し
よ
う
。

そ
れ
ぞ
れ
に
理
性
的
な
装
い
を

け
だ
し
、
立
法
は
、

と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
多
様
な
目
的
・
要
求
が
相
魁
し
、
競
合
す
る
と
乙
ろ
に
成
る
か
ら
。

た
だ
、
刑
罰
法
規
の
定
立
は
な
に
よ
り
慎
重
・

謙
抑
を
旨
と
す
べ
く
、
す
く
な
く
と
も
保
護
利
益
と
の
関
係
に
お
い
て
合
理
的
な
判
断
基
準
に
拠
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

一
定
の
生
活
利
益
は
法
に
よ
る
承
認
・
保
護
を
受
け
て
法
益
に
高
め
ら
れ
る
。
法
益
の
実
質
は
前
法
的
な
利
益
・
財
・
状
態
で
あ
り

，っ。法
益
保
護
は
刑
法
の
は
た
す
べ
き
本
質
的
な
機
能
で
あ
る
。
立
法
者
は
、
合
理
的
で
明
確
な
価
値
形
象
の
保
護

U
法
益
保
護
の
要
詰
に
こ

は
じ
め
て
処
罰
を
正
当
化
し
、
次
心
意
的
な
立
法
の
そ
し
り
か
ら
自
ら
を
守
る
乙
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
て
法

益
は
、
刑
事
立
法
に
お
け
る
処
罰
の
必
要
性
と
根
拠
を
肯
認
す
る
た
め
の
重
要
か
つ
不
可
欠
の
指
針
と
な
る
。
し
か
も
、
乙
の
ば
あ
い
、

た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

法
益
の
に
な
う
意
義
は
、
単
に
そ
れ
が
前
法
律
的
な
当
罰
行
為
の
類
型
を
法
律
的
な
犯
罪
定
型
に
高
め
る
に
あ
た
っ
て
顧
慮
さ
れ
る
べ
き

第
一
次
的
な
視
点
で
あ
る
乙
と
の
み
に
つ
き
な
い
。

そ
れ
は
同
時
に
、
処
罰
の
必
要
と
根
拠
を
そ
な
え
た
当
の
犯
罪
定
型
に
対
し
、

7fiJの権衡論について

な
る
種
類
・
分
量
の
刑
罰
を
相
当
と
す
る
か
の
考
量
に
際
し
て
も
、
必
須
の
尺
度
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
り
、
定
型
的
に
軽
微
な
法
益

侵
害
に
対
し
て
不
釣
り
あ
い
に
烹
い
刑
罰
を
科
す
る
と
と
は
許
さ
れ
な
い
。
同
様
に
、

重
大
な
法
益
侵
害
に
対
し
て
軽
き
に
す
ぎ
る
刑
罰

を
科
す
る
こ
と
も
妥
当
を
欠
く
。

か
よ
う
に
、
犯
罪
定
型
の
定
立
を
理
由
づ
け
る
法
益
の
軽
重
は
、

そ
れ
に
対
す
る
刑
罰
考
量
を
も
決
定

的
に
制
約
す
る
の
で
あ
り
、

乙
の
意
味
に
お
い
て
罪
刑
の
均
衡
を
は
か
る
基
準
も
ま
ず
も
っ
て
こ
こ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

ひ
ろ

し、

か
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説

M
・E
-
マ
イ
ヤ

1
は
、
財
な
い
し
利
益
を
法
益
に
高
め
る
契
機
と
し
て
①
保
護
相
当
性

BnFENd司
ロ
丘
町

F
E
)
②

保

護

必

要

性

(
ω
n
y
c
R
Z
E広
ε
Z伊
丹
)
③
保
護
実
効
性

(ω
ロ
75N片山
E
m
F
Z
)
と
い
う
三
個
の
視
点
を
か
か
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
精
綴
な
規
定
を
あ
た
え
が
r

論

か
れ
に
し
た
が
う
と
き
、

①
は
、
"
文
化
“
が
そ
れ
に
賦
与
す
る
と
こ
ろ
の
価
値
に
応
じ
て
定
ま
り
、

②
は
当
該
の
財
に
対
す
る
侵
害

可
能
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
③
は
さ
ら
に
保
護
の
可
能
性
百
円

E
N
E
E
D
5
2
)
と
許
容
性

(ω
ロ
E
N
B
E吋

『

g)と
い
う
二
つ
の
視
ぱ

か
ら
把
え
ら
れ
る
。
財
の
法
益
適
格
に
関
す
る
明
快
な
分
析
と
し
て
首
肯
す
る
に
足
り
よ
う
。

い
ま
、
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
見
地
か
ら
問

題
に
な
る
の
は
、
刑
罰
一
般
で
は
な
く
、
個
々
の
犯
罪
定
型
と
の
関
係
に
お
い
て
一
定
の
質
・
量
を
そ
な
え
た
個
々
の
法
定
刑
で
あ
る
か

ら
、
投
上
一
の
法
益
適
格
は
、
さ
ら
に
個
々
の
法
定
刑
に
関
連
づ
け
て
吟
味
さ
れ
る
と
と
を
必
要
と
す
る
。
よ
り
敷
市
し
て
い
え
ば
、
個
々

の
犯
罪
定
型
の
う
ち
に
処
罰
の
実
質
的
な
根
拠
と
し
て
内
含
さ
れ
、

か
っ
一
般
的
な
適
格
性
を
そ
な
え
た
当
の
法
益
に
つ
き
、

一
定
の
質

量
を
も
っ
た
当
の
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
・
強
制
の
も
と
に
刑
法
上
こ
れ
を
保
護
す
る
こ
と
が
は
た
し
て
相
当
で
あ
り
、
必
要
で
あ
り
、

は
実
効
性
を
有
す
る
か
と
い
う
視
角
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
素
朴
な
提
言
を
介
し
て
、
法
定
刑
に
対
応
す
る
も
の
が
違
法
性
か
責
任
か
と
い
う
一
個
の
問
題
に
対
し
て
も
一
応
の
答
え
が
あ

た
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
違
法
性
の
本
質
を
法
益
侵
害
に
求
め
る
伝
統
的
な
違
法
観
に
対
し
て
は
、
近
時
、
学
説
の
す

る
ど
い
批
判
が
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、

い
わ
ゆ
る
法
益
侵
害
が
違
法
性
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
法
益
説
に
対
す
る
諸
批
判
の

当
否
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
な
い
。

し
か
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
依
然
、
法
益
侵
害
は
犯
罪
な
い
し
違
法
性
の
本
質
を
規
定
す
る
中
核
的
な

要
素
で
あ
る
。

乙
う
し
て
、
罪
刑
の
均
衡
を
は
か
る
第
一
次
的
な
尺
度
を
法
益
の
J

仰
点
に
お
く
こ
と
は
、

ひ
い
て
法
定
刑
の
対
応
す
る
領

域
を
定
型
的
違
法
性
の
そ
れ
に
求
め
る
こ
と
に
帰
著
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
決
し
て
、
違
法
性
の
内
容
、

さ
ら
に
は
法
定
刑
の
対
応

す
る
契
機
が
法
益
の
単
な
る
結
果
的
加
害
に
つ
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
違
法
性
の
本
質
・
内
容
は
、
単
に
、
利
益
の
類
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型
的
侵
害
で
な
い
と
同
時
に
、
類
型
的
利
益
の
単
純
な
侵
害
で
も
な
い
。

そ
れ
は
い
わ
ば
類
型
的
利
益
の
類
型
的
侵
害
で
あ
る
。

そ
の
意

味
に
お
い
て
故
意
・
過
失
な
い
し
は
行
為
の
態
様
も
ま
た
、

グ
侵
害
μ

の
要
素
と
し
て
違
法
性
の
内
容
規
定
に
参
加
す
る
。

か
よ
う
に
、

侵
害
の
要
素
、
違
法
要
素
と
し
て
故
意
・
過
失
を
含
み
、
行
為
の
態
様
を
含
む
広
義
の

P

法
益
侵
害
u

が
、
ま
さ
に
違
法
性
の
本
質
的
内

容
で
あ
り
、
法
定
刑
が
そ
れ
と
均
衡
を
う
べ
き
違
法
性
の
中
核
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

他
方
、
犯
罪
の
定
型
す
な
わ
ち
構
成
要
件
が
、
違
法
行
為
の
定
型
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
有
責
行
為
の
定
型
で
も
あ
る
限
度
で
は
、
法

定
刑
と
有
責
性
と
が
対
応
す
る
面
を
も
つ
こ
と
を
否
み
え
な
い
。

と
は
い
え
、

そ
れ
が
法
定
刑
と
違
法
性
と
の
原
則
的
対
応
関
係
を
破
る

も
の
で
な
い
乙
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

(2) 

罪
刑
の
均
衡
は
、

つ
い
で
、
裁
判
の
段
階
に
お
い
て
は
か
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
行
な
わ
れ
た
具
体
的
な
犯
罪
と
宣
告

乙
乙
に
グ
刑
法
理
論
の
縮
図
h

と
も
い
う
べ
き
困
難
な
量
刑
の
問
題
が
登
場
す
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

刑
と
の
均
衡
が
乙
れ
で
あ
る
。

る
よ
う
に
、
現
行
刑
法
は
法
定
刑
の
幅
が
大
き
く
、
刑
の
量
定
範
囲
の
ひ
ろ
い
こ
と
比
較
法
上
の
異
色
で
あ
り
、

そ
の
間
に
あ
っ
て
、
事

案
の
個
別
性
に
即
し
つ
つ
、
妥
当
・
適
正
な
宣
告
刑
を
裁
量
す
る
こ
と
は
し
か
く
容
易
で
は
な
い
。
ま
た
、
宣
告
刑
に
先
だ
っ
処
断
刑
の

形
成
に
つ
い
て
も
、
裁
判
所
の
裁
量
に
倹
つ
ば
あ
い
が
多
い
の
は
む
ろ
ん
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
連
の
過
程
を
通
じ
て
、
裁
判
官
の
恋
意

刑の権衡論について

的
な
裁
量
を
排
す
べ
く
、

さ
か
の
ぼ
れ

そ
と
に
量
刑
を
指
導
す
べ
き
客
観
的
な
原
理
上
の
指
針
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
、

ば
罪
刑
法
定
主
義
の
要
請
の
量
刑
に
お
け
る
発
現
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
裁
判
官
を
拘
束
す
べ
き
刑
の
量
定
基
準
に
つ
い
て
現
行
法
は
直
接
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
。
刑
訴
第
二
四
八
条
に
お
い

て
起
訴
猶
予
の
標
準
を
一
不
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
刑
罰
の
い
と
な
む
多
元
的
な
機
能
に
か
ん
が
み
、
量
刑
に
あ
た
っ
て
参
酌
さ
れ
る
べ

き
事
項
は
、

ひ
ろ
く
行
為
の
前
後
に
わ
た
り
、
か
つ
は
人
格
的
要
素
・
環
境
的
要
素
・
行
為
的
要
素
に
わ
た
っ
て
、
広
汎
・
多
岐
に
お
よ
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説

ぷ
で
あ
ろ
う
が
、
問
題
の
理
論
的
核
心
は
量
刑
を
主
導
す
べ
き
犯
罪
要
素
が
責
任
要
素
か
違
法
要
素
か
に
あ
る
。

注
目
に
値
い
す
る
の
は
改
正
刑
法
準
備
草
案
第
四
七
条
の
規
定
で
あ
る
。
同
条
は
、
近
年
の
立
法
例
に
示
唆
を
え
つ
つ
、

そ
の
第
一
項

論

に
「
刑
は
、
犯
人
の
責
任
に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
の
い
わ
ゆ
る
責
任
主
義
の
原
則
を
か
か
げ
、

つ
い
で
第
二
項
に
、

目
的
主
義
の
掛
酌
に
出
て
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る
べ
き
項
目
を
列
挙
し
、
さ
ら
に
第
三
項
に
お
い
て
、
謙
抑
主
義
に
則
し
た
科
刑
の
限
界
を

示
す
。
い
わ
ば
責
任
主
義
を
基
調
と
し
つ
つ
、
あ
わ
せ
て
そ
の
目
的
主
義
的
合
理
化
を
期
す
る
の
で
あ
る
。
準
備
草
案
の
規
定
す
る
か
よ

う
な
量
刑
の
基
本
準
則
の
意
義
な
い
し
当
否
に
つ
い
て
は
、
同
草
案
に
寄
せ
て
、
す
で
に
多
く
の
論
策
が
著
わ
さ
れ
て
い
る
が
、
刑
罰
が

帰
す
る
と
乙
ろ
行
為
者
に
加
え
ら
れ
る
非
難
で
あ
る
以
上
、

そ
の
か
か
げ
る
責
任
主
義
の
理
念
に
は
正
し
い
核
心
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
。

行
刑
上
の
目
的
考
慮
に
よ
る
合
理
化
な
い
し
修
正
を
容
れ
つ
つ
、
刑
の
量
定
を
左
右
す
る
要
素
は
、
基
本
的
に
は
責
任
要
素
か
ら
成
る
の

で
あ
る
。

た
だ
、
前
述
の
ご
と
く
、
法
定
刑
が
元
来
行

そ
の
仔
細
な
検
討
は
、
も
と
よ
り
こ
の
小
稿
の
よ
く
は
た
す
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

為
の
定
型
的
違
法
性
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
違
法
性
が
責
任
に
先
行
す
る
要
件
で
あ
る
乙
と
か
ら
推
し
て
、
量
刑
上
、
当
該
行
為
の

帯
び
る
違
法
性
の
強
度
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

端
的
な
違
法
要
素
で
あ
る
か
、

(
現
に
準
備
草
案
自
身
、

い
は
同
時
に
違
法
要
素
で
も
あ
る
事
項
を
、

量
刑
に
あ
た
っ
て
参
酌
す
べ
き
事
項
の
う
ち
に
含
め
て
い
る
。
)

法
益
侵
害
性
を
中
核
と
す

る
具
体
的
な
違
法
性
の
強
弱
は
、
個
々
の
事
案
に
つ
い
て
責
任
の
問
わ
れ
る
べ
き
範
囲
を
、
主
と
し
て
は
そ
の
上
限
に
お
い
て
制
約
す

る

い
わ
ゆ
る
責
任
主
義
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
、
量
刑
に
お
け
る
違
法
要
素
の
意
義
を
過
小
に
-
評
価
す
べ
き
で
は
な
い
の

こ
う
し
て
、

で
あ
る
。

(3) 

行
刑
の
段
階
に
お
い
て
も
、

そ
れ
が
当
の
犯
罪
に
対
し
て
均
衡
を
え
た
宣
告
別
の
執
行
で
あ
る
か
ぎ
り
、
根
源
的
に
は
罪
刑
均
衡

の
要
詰
が
内
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、

さ
ら
に
は
行
刑
の
珂
念
な

と
の
段
階
に
お
け
る
刑
罰
の
発
現
は
純
粋
に
個
別
・
具
体
的
で
あ
り
、

• 
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い
し
合
目
的
性
の
観
点
か
ら
す
る
種
々
の
修
正
原
理
が
と
も
な
う
乙
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、

じ
つ
は
執
行
刑
に

お
い
て
こ
そ
、
応
報
的
害
悪
と
し
て
の
刑
罰
の
赤
裸
々
な
本
質
が
露
呈
さ
れ
る
に
せ
よ
、

乙
の
段
階
に
お
い
て
罪
刑
均
衡
の
原
則
の
は
た

す
役
割
は
き
わ
め
て
間
接
的
・
潜
在
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

(4) 

以
上
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
罪
刑
均
衡
の
意
義
、
お
よ
び
刑
罰
の
実
現
プ
ロ
セ
ス
に
即
し
た
そ
の
段
階
的
発
現
に
つ
い
て
概
論
し

た
。
い
ま
、
抽
象
的
な
法
定
刑
の
次
元
で
罪
刑
の
均
衡
が
全
う
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
は
、
具
体
的
に
も
妥
当
な
量
刑
な
い
し
行
刑
の
可
能

性
が
つ
ね
に
保
障
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
す
で
に
犯
罪
定
型
と
相
応
す
る
法
定
刑
と
の
均
衡
が
破
れ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
す
べ
て
の

事
案
を
通
じ
て
具
体
的
妥
当
性
を
例
外
な
く
保
つ
こ
と
は
あ
ら
か
じ
め
不
可
能
と
い
え
よ
う
。

こ
の
意
味
で
一
般
的
な
可
能
性
の
問
題
と

し
て
は
、
犯
罪
構
成
要
件
の
体
系
に
お
け
る
罪
刑
の
均
衡
が
な
に
よ
り
根
抵
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

一
方
、
法
定
刑
が
構
成
要
件
と
の

関
係
に
お
い
て
い
か
に
定
型
的
に
均
衡
を
え
て
い
る
と
し
て
も
、
裁
判
の
段
階
で
、
具
体
的
な
量
一
刑
が
当
の
犯
罪
に
対
し
て
均
衡
を
失
し
た

と
す
れ
ば
、
つ
い
に
は
罪
刑
均
衡
の
立
法
的
保
障
が
空
文
に
帰
す
る
に
い
た
ろ
う
。
ま
た
、
反
面
、
す
で
に
抽
象
的
な
法
定
刑
の
次
元
で

罪
刑
が
不
均
衡
を
呈
し
て
い
る
と
き
は
、
逆
の
ば
あ
い
に
比
し
な
お
一
一
層
つ
よ
い
理
由
で
、
裁
判
の
段
階
に
お
け
る
よ
り
妥
当
な
、
よ
り

そ
の
調
整
は
、
裁
判
実
務
に
い
わ
ゆ
る
量
刑
相
場
の
形
成
に
倹
っ
と
こ
ろ
が
大

均
衡
を
え
た
刑
罰
の
量
定
が
要
請
さ
れ
る
と
と
に
な
る
。

刑の権衡論について

つ
ま
り
、
立
法
上
の
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
論
な
く
、
罪
刑
の
均
衡
を
実
さ
い
に
担
保
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
可
及
的

に
調
整
す
る
作
用
と
し
て
、
現
実
に
は
、
量
刑
の
は
た
す
べ
き
役
割
の
重
要
性
を
か
り
に
も
軽
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

vz-

、o

i
し

四

前
述
の
よ
う
に
、

い
わ
ゆ
る
刑
の
権
衡
論
は
罪
刑
の
均
衡
と
い
う
基
本
的
要
請
に
沿
う
た
め
の
一
考
で
あ
り
、
広
義
に
お
け
る
罪
刑
の

そ
の
意
義
も
ま
た
、
罪
刑
の
均
衡
の
原
則
に
関
す
る
上
述
の
論
考
を
背
景
に
理
解
さ
れ
な
け

均
衡
論
の
一
場
面
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
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れ
ば
な
ら
な
い
。
問
題
の
具
体
的
検
討
に
は
い
る
ま
え
に
、

あ
ら
か
じ
め
二
、
三
の
一
般
的
な
前
提
を
吟
味
し
て
お
こ
う
。

(1) 

立
法
者
は
、
罪
刑
均
衡
の
原
則
に
導
か
れ
つ
つ
、
構
成
要
件
と
対
応
す
る
刑
罰
と
の
関
係
に
お
い
て
矛
盾
の
な
い
体
系
を
志
向
す

論

る
。
個
々
の
刑
罰
法
規
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
罪
刑
の
均
衡
が
充
た
さ
れ
て
い
る
と
き
、

ぞ
乙
に
は
全
体
と
し
て
も
均
衡
の
と
れ
た
矛
盾
な

き
体
系
が
成
立
し
、
も
は
や
立
法
論
と
し
て
の
刑
の
不
権
衡
論
が
生
ず
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
の
際
、
解
釈
論
と
し
て

別
の
形
の
権
衡
論
が
あ
り
う
る
と
と
を
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
c

つ
ま
り
、
罪
刑
の
全
体
的
な
い
し
個
別
的
均
衡
を
予
定
し
、
刑
の
不
権

衡
を
導
く
よ
う
な
構
成
要
件
解
釈
ま
た
は
理
論
構
成
を
避
け
る
た
め
の
権
衡
論
で
あ
る
。

そ
の
立
論
の
根
拠
を
数
一
泊
す
れ
ば
l
立
法
者
は

一
定
の
標
準
の
も
と
に
選
択
し
た
可
罰
行
為
の
定
型
に
対
し
て
刑
罰
を
結
合
す
る
。

こ
の
ば
あ
い
、
犯
罪
に
対
す
る
法
的
効
果
と
し
て
の

刑
罰
一
般
は
前
提
と
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
、
個
々
の
具
体
的
刑
罰
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
ま
ず
刑
罰
が
あ
り
、

つ
い
で
そ
れ
に
対
応
す
る
も

の
と
し
て
犯
罪
の
要
件
が
定
ま
る
の
で
は
な
い
。
発
生
論
的
に
は
犯
罪
の
構
成
要
件
が
先
行
し
、
刑
罰
が
後
行
す
る
。
刑
罰
を
は
な
れ
て

す
で
に
構
成
要
件
の
内
容
的
確
定
が
あ
り
、

つ
い
で
そ
れ
に
対
す
る
定
型
的
評
価
と
し
て
の
法
定
刑
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
つ

て
構
成
要
件
に
結
合
さ
れ
た
刑
罰
の
質
・
量
を
手
が
か
り
と
し
て
、
逆
に
立
法
者
の
規
範
意
識
を
さ
ぐ
り
、
あ
る
い
は
理
論
構
成
の
当
否

を
検
討
す
る
こ
と
が
当
然
に
許
さ
れ
て
よ
い
。
-
|
|
乙
れ
が
乙
の
種
の
権
衡
論
に
ほ
ぼ
共
通
の
根
拠
で
あ
る
。
解
釈
論
と
し
て
刑
の
権
衡

論
が
成
り
た
つ
本
来
の
領
域
も
こ
と
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
罪
刑
の
均
衡
H
刑
の
権
衡
の
視
点
が
解
釈
論
に
お
い
て
は
た
す
方
法
的
機
能
は

そ
こ
に
直
裁
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
、
罪
刑
が
全
体
と
し
て
均
衡
を
全
う
す
る
こ
と
な
く
、
刑
法
体
系
の
う
ち
に
罪
刑
の
不
均
衡
を
は
ら
む
刑
罰
法
規
の
存

す
る
と
き
は
、
当
然
横
の
関
係
で
刑
の
不
権
衡
を
も
た
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
逆
に
、
横
の
関
係
に
着
眼
し
て
刑
の
不
権
衡
が
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ど
こ
か
に
罪
刑
の
不
均
衡
を
は
ら
む
ζ

と
の
証
左
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、
立
法
論
と
し
て
刑
の
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不
権
衡
を
主
張
す
る
ζ

と
が
可
能
と
な
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
立
法
者
は
万
能
で
な
い
。
犯
罪
構
成
要
件
の
体
系
に
お
い
て
当
罰
行
為
の

み
す
べ
て
を
網
羅
し
え
な
い
と
同
時
に
、
罪
刑
の
均
衡
が
矛
盾
な
く
刑
罰
法
規
の
全
領
域
を
掩
っ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い

Q

の
み
な
ら

ず
時
代
思
潮
の
変
遷
・
社
会
事
情
の
推
移
に
応
じ
て
、

当
罰
牲
の
観
念
・
内
容
に
も
お
の
ず
と
変
動
が
あ
り
う
る
。
刑
の
権
衡
ひ
い
て
罪

刑
均
衡
の
視
角
か
ら
す
る
刑
罰
法
規
の
再
吟
味
は
、
あ
る
時
点
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
必
須
の
作
業
と
い
え
よ
う
。
最
近
、

ヴ
ユ
ル
テ
ン

ベ
ル
ガ

1
は
「
ド
イ
ツ
刑
法
学
の
精
神
的
現
状
」
と
題
す
る
好
著
に
お
い
て
、
と
く
に
一
章
を
設
け
た
う
え
、
施
行
後
一
世
紀
を
へ
た
ド

イ
ツ
刑
法
に
お
け
る
法
益
保
護
体
系
の
全
面
的
再
編
成
を
説
い
た
。
か
れ
は
、

そ
乙
で
、
現
実
社
会
を
支
配
す
る
価
値
秩
序
と
法
益
秩
序

と
の
相
即
を
論
じ
、

い
ま
や
法
益
秩
序
が
多
く
の
点
で
現
実
の
価
値
秩
序
と
背
馳
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
と
を
例
証
し
つ
つ
、

そ
の
再

検
討
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
刑
法

K
示
現
さ
れ
た
一
国
の
価
値
体
系
は
、
現
実
の
価
値
秩
序
に
即
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
要
請
に

こ
た
え
る
べ
く
、
と
き
に
、

こ
の
よ
う
な
形
で
の
再
吟
味
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。

そ
れ
が
、

や
が
て
刑
法
改
正
運
動
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
る
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

一方、

か
よ
う
に
立
法
上
の
過
誤
ま
た
は
当
罰
観
念
の
変
遷
に
由
来
し
て
刑
の
不
権
衡
を
生
ず
る
と
き
は
、
解
釈
論
と
し
て
も
一
定
の

限
度
で
そ
の
是
正
が
は
か
ら
れ
て
よ
い
。

ひ
と
た
び
定
立
さ
れ
た
法
規
は
そ
れ
自
体
立
法
者
か
ら
独
立
の
客
観
的
存
在
で
あ
る
以
上
、
解

刑の権衡論について

釈
は
、

そ
こ
に
は
解
釈
論
と
し
て
許
さ
れ
る
本

か
な
ら
ず
し
も
立
法
当
時
の
規
範
意
識
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
よ
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

来
の
限
界
が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
か
り
に
も
条
文
の
許
す
文
理
の
枠
を
進
脱
し
、
あ
る
い
は
基
礎
理
論
を
曲
げ
て
ま

で
刑
の
権
衡
と
い
う
一
個
の
要
求
に
譲
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
刑
の
不
権
衡
と
い
う
形
を
と
っ
て
生
起
す
る
諸
問
題
を
考
え
る
に

際
し
て
、

一
見
い
か
に
不
合
理
で
あ
れ
、

そ
れ
が
構
成
要
件
l
刑
罰
の
関
係
を
め
ぐ
る
不
動
の
定
型
的
評
価
に
還
元
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
解

釈
論
と
し
て
は
、

こ
れ
を
容
認
す
る
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
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(2) 

す
で
に
触
れ
た
ご
と
く
、
法
定
刑
が
犯
罪
定
型
に
対
し
て
抽
象
的
に
均
衡
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
裁
判
の

段
階
す
な
わ
ち
具
体
的
な
量
刑
の
場
に
お
い
て
、
当
の
犯
罪
に
対
す
る
只
休
的
な
均
衡
の
実
現
が
要
討
さ
れ
る
。

乙
の
段
階
に
お
い
て
も

論

ま
た
、
刑
の
権
衡
が
罪
刑
均
衡
の
う
ら
づ
け
と
し
て
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
要
は
、
刑
の
権
衡
を
え
た
妥
当
な
量
刑
で
あ
る
。

う
な
要
請
に
さ
さ
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
問
題
は
本
質
的
に
は

w
妥
当
な
量
刑
H

の
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
現
に
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、
グ
不
妥
当
な
量
刑
μ

の
可
能
性
は
、

じ
つ
は
、

乙
の
段
階
で
は
問
題
と
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
当
然
重
か
る
べ
き
行
為
に
対
し
て
量
刑
が
軽
く
な
り
う
る
が
ゆ
え
に
不
都
合
、
と
い
っ
た
形
の
不
権
衡

論
は
、
決
し
て
問
題
の
核
心
を
衝
く
も
の
で
な
い
。
妥
当
な
量
刑
の
確
保
と
い
う
基
本
的
要
請
に
沿
う
べ
く
、

そ
れ
は
、
事
実
上
刑
の
権

衡
を
は
ば
む
障
害
た
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
学
説
の
唱
え
る
不
権
衡
論
は
、
多
く
、

乙
の
点
で
再
考
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

(3) 

し
か
も
、
対
応
す
る
構
成
要
件
l
刑
罰
の
関
係
に
つ
い
て
前
掲
の
ご
と
き
定
型
的
な
刑
の
不
権
衡
が
あ
る
ば
あ
い
は
別
論
と
し
て

い
わ
ゆ
る
不
権
衡
論
の
多
く
は
、

こ
乙
で
の
問
題
は
、
構
成
要
件
の

じ
つ
は
犯
罪
定
型
中
の
一
態
様
に
つ
い
て
説
か
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

内
部
に
お
け
る
態
様
的
か
つ
は
定
型
的
な
区
別
と
法
定
刑
と
の
闘
係
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
問
題
の
所
在
は
ふ
か
く
、
ま
た
異
論
も
あ
り
え

ょ
う
が
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
畳
一
刑
範
囲
の
ひ
ろ
い
こ
と
比
較
法
上
の
異
例
と
も
い
う
べ
き
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
、
多
く
の
ば
あ
い
構

よ
り
細
分
さ
れ
た
諸
類
型
を
包
摂
し
、
し
た
が
っ
て
対
応
す
る
刑
罰
に
も
そ
の
間
お
の
ず
か
ら
適
正
な
均
衡
が
保

た
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
よ
い
。
た
し
か
に
、
旧
刑
法
か
ら
現
刑
法
へ
の
移
行
に
あ
た
っ
て
、
構
成
要
件
上
あ
ら
か
じ
め
煩
鎖
な
概
念

成
要
件
そ
の
も
の
が
、

構
成
を
排
し
、
個
々
の
事
案
に
つ
い
て
具
体
的
妥
当
性
を
は
か
る
と
い
う
考
慮
が
つ
よ
く
は
た
ら
い
て
い
た
乙
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
決
し
て
、
構
成
要
件
に
内
在
す
る
一
定
の
態
様
的
区
別
を
す
べ
て
の
関
係
に
お
い
て
撤
廃
し
、
無
意
味
な
ら

し
め
る
も
の
で
は
な
い
。

理
論
上
な
い
し
は
実
体
論
理
の
う
え
か
ら
見
て
、
犯
罪
の
軽
重
に
か
か
わ
る
べ
き
定
型
的
差
異
の
存
す
る
か
ぎ

か
よ
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同
」
そ
こ
に
は
、
犯
罪
定
型
中
に
お
け
る
い
わ
ば
ミ
ク
ロ
・
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
罪
刑
の
権
衡
H
刑
の
均
衡
の
問
題
が
成
り
た
つ
の
で
あ

A
U
H
}
 

そ
の
各
々
に
つ
い
て
法
定
刑
の
質
ま
た
は

る
。
こ
う
し
て
、
通
常
の
犯
罪
定
型
の
内
部
に
合
理
的
な
範
囲
で
小
定
型
の
観
念
を
導
入
し
、

幅
員
を
考
え
る
と
き
は
、
構
成
要
件
の
一
態
様
に
た
だ
ち
に
法
定
刑
の
全
範
問
を
抽
象
的
に
対
応
さ
せ
る
乙
と
は
、
そ
の
限
度
で
意
味
を

ひ
い
て
学
説
の
あ
げ
る
不
権
衡
を
定
型
的
に
も
、
し
ば
し
ば
単
な
る
表
見
的
な
不
権
衡
に
と
ど
め
る
の
で
あ
る
。
上
述
の
吟
味

失
な
い
、

に
照
ら
し
て
な
お
解
消
し
え
ざ
る
刑
の
不
権
衡
ζ

そ
、
ま
さ
し
く
真
の
不
権
衡
と
し
て
残
る
ζ

と
に
な
ろ
う
。

刑の権衡論について

山
乙
の
問
題
の
史
的
沿
革
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、
当
然
一
八
世
紀
後
葉
の
啓
蒙
期
に
ま
で
お
よ
ぶ
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
考
察
は
、
い
ま
本
稿
の
課
題
で
は

な
い
。

凶
憲
法
第
三
一
条
が
米
国
の
適
正
手
続
条
項
に
由
来
し
て
い
る
乙
と
は
、
憲
法
制
定
の
沿
革
に
徴
し
て
疑
い
を
い
れ
な
い
。

間
法
律
上
刑
罰
が
発
現
す
る
三
つ
の
段
階
お
よ
び
そ
の
相
互
の
関
係
に
つ
き
、
木
村
「
刑
罰
の
本
質
と
目
的
」
(
刑
法
の
基
本
概
念
、
三
一
頁
以
下
所
収
)

参
照
。
教
授
は
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
刑
罰
発
現
を
刑
罰
の
立
法
的
発
現
・
司
法
的
発
現
・
執
行
的
発
現
の
三
種
に
分
析
さ
れ
る
。

凶
い
わ
ゆ
る
法
益
説
の
正
当
な
核
心
は
、
法
益
の
実
体
が
、
法
的
保
護
を
享
け
る
以
前
に
存
在
し
、
立
法
に
よ
っ
て
承
認
・
保
護
さ
れ
る
利
益
で
あ
り
、

財
な
い
し
、
状
態
で
あ
る
べ
き
乙
と
を
説
い
た
点
に
あ
っ
た
。
(
ち
な
み
に
、
法
益
の
実
体
が
利
益
で
あ
る
か
、
財
ま
た
は
状
態
で
あ
る
か
は
、
今
日
、

用
語
の
争
い
以
上
の
意
味
を
も
っ
て
い
な
い
。
参
照
、
木
村
「
刑
法
に
お
け
る
法
益
の
概
念
二
刑
法
の
基
本
概
念
所
収
)
一
一
四
頁
。
日
沖
「
法
益
論
」

(
刑
事
法
講
座
工
所
収
)
一
二
七
頁
。
)
か
よ
う
な
法
益
説
の
積
極
的
な
志
向
は
、
グ
法
律
に
よ
り
創
造
さ
れ
た
法
益
d

の
存
在
が
フ
ラ
ン
ク
等
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
て
以
来
、
不
当
に
閑
却
さ
れ
て
き
た
き
ら
い
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
の
機
会
に
詳
論
し
た
い
。

間
参
照
、
団
藤
・
前
掲
三
八
|
九
頁
。

附

去

何

-
P
P
M
N
2・
0
2
〉-一
m

H
，E
一仏

g
L
o
c
g
n
r
g
g
g寸
2
Y
F
S
N
ω
w
ω
N
O
同
.

間
マ
イ
ヤ
ー
に
よ
れ
ば
、
前
者
の
見
地
か
ら
は
受
範
者
へ
の
義
務
づ
け
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
突
さ
い
の
効
果
が
、
ま
た
後
者
の
見
地
か
ら
は
保
護
の

た
め
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
代
償
と
の
権
衡
が
考
慮
さ
れ
る
。

附
な
お
、
久
礼
田
博
士
は
『
犯
罪
が
違
法
と
責
任
と
か
ら
成
立
つ
と
す
れ
ば
、
違
法
は
刑
の
外
延
に
関
し
、
責
任
は
刑
の
内
包
に
係
る
と
謂
え
る
で
あ
ろ

う
0

・
:
・
』
と
説
か
れ
る
。
久
礼
田
「
刑
罰
の
人
道
的
要
素
」
(
小
野
博
士
還
暦
記
念
「
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
」
付
所
収
)
三
頁
。
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説

間
ち
な
み
に
、
侵
害
行
為
の
態
様
を
違
法
要
素
と
し
て
ひ
ろ
く
P

法
益
侵
害
d

の
観
念
に
包
癒
し
つ
つ
、
違
法
性
の
本
質
・
核
心
を
な
お
も
い
わ
ゆ
る
結

果
無
価
値
と
し
て
の

y
法
益
侵
害
d

に
求
め
る
こ
と
は
決
し
て
矛
盾
し
た
把
え
か
た
で
は
な
い
。
ヴ
エ
ル
ツ
エ
ル
に
代
表
さ
れ
る
す
る
ど
い
批
判
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
依
然
と
し
て
違
法
性
の
第
一
義
的
な
、
本
質
決
定
的
要
素
は
、
い
わ
ゆ
る
結
果
無
価
値
で
あ
り
、
行
為
の
結
果
的
側
面
で
あ
る
。

側
団
藤
、
前
掲
・
四
二
三
頁
。

仙
た
と
え
ば
ス
イ
ス
刑
法
第
六
三
条
、
ド
イ
ツ
一
九
五
六
年
草
案
第
三
条
、
同
六

O
年
草
案
第
六

O
条
な
ど
。

間
準
備
草
案
第
四
七
条
②
『
刑
の
適
用
に
お
い
て
は
、
犯
人
の
年
齢
、
性
格
・
経
歴
及
び
環
境
、
犯
罪
の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
郁
軒
並
び

に
犯
罪
後
に
お
け
る
犯
人
の
態
度
を
考
慮
し
、
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人
の
改
善
、
更
生
一
に
役
立
つ
と
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』
③
『
刑
の

種
類
及
び
分
量
は
、
法
秩
序
の
維
持
に
必
要
な
限
度
を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
死
刑
の
適
用
は
、
特
に
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
』

聞
な
お
、
準
備
草
案
理
白
書
に
示
さ
れ
た
立
案
者
側
の
説
明
と
し
て
、
小
野
・
理
白
書
九
四
・
五
頁
、
中
野
・
同
一
二
五
頁
以
下
。

凶
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ば
あ
い
、
罪
刑
均
衡
の
原
則
に
か
な
っ
た
適
正
な
刑
罰
法
規
の
体
系
に
は
、
裁
判
に
お
け
る
そ
の
具
体
的
な
実
現
を
は
な
れ
で
も
、

そ
れ
自
体
と
し
て
の
固
有
の
意
義
が
あ
る
乙
と
を
看
過
す
べ
き
で
な
い
。
つ
ま
り
、
法
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
規
範
的
、
社
会
倫
理
的
な
価
値
の
体
系
を

一
示
し
、
国
民
に
対
し
て
正
し
い
行
為
規
範
を
あ
た
え
る
と
い
う
機
能
を
積
極
的
に
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

間
量
刑
な
い
し
量
刑
相
場
の
形
成
に
関
し
て
は
、
近
来
、
す
ぐ
れ
た
実
証
的
・
統
計
的
研
究
が
多
い
。
た
と
え
ば
そ
の
一
例
と
し
て
、
高
橋
正
巳
「
量
刑

の
変
遷
に
つ
い
て
」
(
小
野
博
士
還
暦
記
念
・
刑
事
法
の
理
論
と
現
実
片
所
収
)
。

同

吋

・

4
弓

E
2
2
r
m同
m
R
E
O
-⑦
凹

Eω
丘
町
。

ω
E
S
S
Lめ
円
借
口
広
島

E
2
3片

岡

R
F
Z
5
m印
2
2
E
R
u
Sミ
・
ロ
・
吋
ぬ
同
f
N
-

〈

D
E
C
B
E
E
L
2

問
。
n
y
g関
口
仲
間
門
申
円
仏
ロ
ロ
ロ
開
・

間
乙
の
よ
う
な
理
解
は
、
量
刑
の
指
導
準
則
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
責
任
主
義
の
原
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
責
任
に
相
応
す
る
量
刑

の
幅
が
そ
の
限
度
で
制
約
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

同
た
と
え
ば
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
箆
胎
罪
、
自
殺
関
与
罪
等
の
諸
規
定
を
合
理
的
に
創
酌
し
、
あ
る
い
は
、
行
為
の
社
会
的
・
刑

事
学
的
実
態
等
を
綿
密
に
検
討
し
た
う
え
で
、
嬰
児
殺
・
安
楽
死
な
ど
の
定
型
的
区
別
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
乙
に
は
、
す
で
に
、
法
益
侵
害
の

程
度
な
い
し
侵
害
の
態
様
に
よ
る
定
型
的
違
法
性
の
差
呉
が
仔
し
よ
う
。

側
法
定
刑
が
選
択
刑
と
な
っ
て
い
る
ば
あ
い
に
は
、
刑
室
に
先
だ
っ
て
、
当
然
刑
積
へ
の
顧
慮
が
不
可
欠
と
な
る
。

論
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第
四
節

若
干
の
問
題
の
検
討

前
節
に
お
い
て
、

い
わ
ゆ
る
罪
刑
の
権
衡
と
刑
の
均
衡
の
意
義
お
よ
び
相
互
の
関
係
を
弁
え
、
刑
の
権
衡
の
問
題
を
論
ず
る
た
め
の
一

般
的
前
提
に
つ
い
て
簡
単
に
考
察
し
た
。
以
下
、
本
節
で
は
、
技
上
の
考
察
を
背
景
に
お
き
つ
つ
、
二
、
三
の
特
徴
的
な
権
衡
論
に
つ
い

て
そ
の
意
義
な
い
し
説
得
性
を
吟
味
す
る
ζ

と
と
し
た
い
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
問
題
は
、
本
質
的
に
は
、
個
々
の
構
成
要
件
の
解
釈
間

題
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。

一
、
絶
対
的
権
衡
論
に
つ
い
て

(1) 

と
く
に
限
定
さ
れ
た
較
量
の
対
象
を
も
た
な
い
、
絶
対
的
権
衡
論
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

乙
れ
は
法
定
刑
と
対
応
す
る
構
成

ま
ず
、

要
件
と
の
定
型
的
な
不
均
衡
を
説
く
も
の
で
あ
る
。

さ
き
に
触
れ
た
と
お
り
、
罪
刑
の
適
正
な
評
価
を
支
え
て
い
た
諸
契
機
、

た
と
え
ば

時
代
思
潮
や
社
会
事
情
の
変
遷
に
と
も
な
っ
て
、
と
き
に
、
犯
罪
定
型
と
法
定
刑
と
の
不
均
衡
が
も
た
旨
り
さ
れ
る
こ
と
は
必
主
で
あ
り
、

実
質
的
な
う
ら
づ
け
の
そ
な
わ
る
か
ぎ
り
、
立
法
論
と
し
て
そ
の
不
均
衡
を
衝
く
こ
と
は
単
に
有
意
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
学

説
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

か
く
て
こ
の
た
ぐ
い
の
刑
の
権
衡
論
は
十
分
な
説
得
牲
を
も
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

刑の権衡論について

本
国
憲
法
の
施
行
後
に
お
い
て
職
権
濫
用
罪
の
刑
が
ひ
き
あ
げ
ら
れ
た
例
な
ど
は
、
こ
の
種
の
権
衡
論
が
立
法
論
と
し
て
結
実
し
た
典
例

と
い
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
の
規
範
意
識
に
照
ら
し
て
た
と
え
法
定
の
刑
罰
が
バ
ラ
ン
ス
を
失
す
る
と
し
て
も
、
裁
判
の
場
で
法
の

建
前
に
反
す
る
刑
を
い
い
渡
す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

そ
の
い
ち
じ
る
し
い
不
均
衡
は
、

ひ
い
て
適
正
手
続
条
項
K
違
反
し
、
違
憲
論
と

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
乙
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(2) 

な
お
、
罪
刑
に
絶
対
的
な
い
し
定
型
的
不
均
衡
あ
り
と
さ
れ
る
ば
あ
い
で
も
、
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
と
い
う
見
地
か
ら
は
、

日
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説

定
の
限
度
で
む
し
ろ
表
見
的
不
均
衡
の
域
に
と
ど
ま
り
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

つ
ま
り
、
特
定
の
刑
種
に
つ
き
、
軽
き
に
失
す

る
と
い
う
形
で
そ
の
下
限
が
、
ま
た
、
重
き
に
す
ぎ
る
と
い
う
形
で
そ
の
上
限
が
批
判
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
事
実
上
、
量
刑
に
際
し
て

論

の
不
都
合
を
と
も
な
わ
な
い
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、
均
衡
を
え
た
妥
当
な
量
刑
の
要
請
に
忠
実
で
あ
る
か
ぎ
り
、

妨
げ
る
障
害
と
な
ら
な
い
か
ら
。

そ
れ
は
、
刑
の
権
衡
を

二
、
相
対
的
権
衡
論
に
つ
い
て

(1) 

相
対
的
権
衡
論
の
う
ち
、
単
純
に
一
一
つ
以
上
の
構
成
要
件
を
対
比
し
て
法
定
刑
の
軽
重
・
権
衡
を
論
ず
る
ば
あ
い
、

そ
の
芯
義
な

い
し
説
得
性
は
、
絶
対
的
権
衡
論
に
準
じ
て
理
解
で
き
よ
う
。
構
成
要
件
の
体
系
に
お
け
る
法
益
保
護
の
厚
薄
、

し
た
が
っ
て
各
犯
罪
の

占
め
る
比
重
は
、
社
会
事
情
な
い
し
規
範
意
識
の
変
遷
に
つ
れ
て
お
の
ず
と
推
移
す
べ
き
で
あ
り
、
刑
の
権
衡
も
ま
た
当
然
か
か
る
変
遺

に
照
応
す
べ
き
で
あ
る
。
絶
対
的
権
衡
論
と
の
ち
が
い
は
、
単
に
絞
量
一
の
対
象
が
無
限
定
で
あ
る
か
、
限
定
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
量
的

一
方
、
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
ど
う
か
。
乙
乙
で
も
、
法
定
刑
相
互
の
抽
象
的
な
比
較
、
す
な

わ
ち
も
っ
ぱ
ら
刑
法
総
則
の
定
め
る
刑
の
軽
重
の
標
準
を
固
守
す
る
だ
け
の
抽
象
的
な
法
定
刑
の
比
較
は
意
味
を
失
な
う
。
当
該
法
定
刑

な
差
に
す
ぎ
な
い
。

の
種
類
、
刑
量
の
上
限
・
下
限
を
彼
此
照
合
し
、

は
た
し
て
解
消
し
が
た
い
不
権
衡
を
含
む
か
い
な
か
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
際
、

刑
種
・
刑
量
に
お
い
て
ま
っ
た
く
あ
い
容
れ
な
い
不
権
衡
、
あ
る
い
は
、
重
な
り
あ
う
部
分
が
あ
る
に
せ
よ
、
上
限
な
い
し
下
限
の
制
約

が
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
を
排
除
す
る
よ
う
な
不
権
衡
と
そ
が
真
の
不
権
衡
と
し
て
現
前
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
尊
属
殺
人
罪
の
規
定
を

め
ぐ
る
不
権
衡
は
そ
の
不
幸
な
一
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

尊
属
殺
人
罪
(
訓
…
明
明
と
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
憲
法
第
一
四
条
を
根
拠
と
す
る
違
憲
論
が
あ
る
が
、
最
高
裁
判

所
は
、
少
数
意
見
を
と
も
な
い
つ
つ
も
合
憲
説
を
採
っ
た
。
憲
法
論
の
委
細
は
別
論
と
し
て
、
問
題
の
要
点
は
、
結
局
、
尊
属
対
卑
属
の
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関
係
が
構
成
要
件
i
法
定
刑
と
い
う
形
で
の
定
型
的
加
重
を
正
当
化
す
る
た
め
の
合
理
的
理
由
と
な
り
う
る
か
、
に
あ
る
。

ふ
か
く
親
に

対
す
る
人
の
本
能
的
な
思
慕
、
家
族
と
い
う
運
命
的
な
人
倫
共
同
休
に
お
け
る
情
誼
に
思
い
を
凝
ら
す
と
き
、
そ
の
実
質
を
と
も
な
っ
た
親

子
関
係
に
重
刑
の
根
拠
を
求
め
る
乙
と
は
あ
な
が
ち
不
合
理
と
の
み
い
い
き
れ
な
い
が
、
す
く
な
く
と
も
そ
こ
に
、
尊
属
殺
人
罪
の
現
規

定
に
お
け
る
よ
う
な
厳
刑
(
一
川
崎
被
…
幹
蜘
胤
融
研
一
切
一
間
占
…
明
日
…
ゅ
よ
制
限
時
一
一
一
一
同
思
惑
肝
吋
一
お
と
を
定
型
的
に
相
当
と
す
る
ほ
ど
の
合
理
性
を
見
い

だ
し
が
た
い
と
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。

尊
属
殺
人
の
事
案
の
側
に
む
し
ろ
閥
諒
に
あ
た
い
す
る
例

通
常
殺
人
の
ば
あ
い
に
く
ら
べ
て
、

の
多
い
乙
と
も
、

死
刑
を
含
む
通
常
殺
人
罪
の
刑
は
、
上
限
に
お
い
て
尊

か
か
る
定
型
化
の
不
当
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

の
み
な
ら
ず
、

属
殺
人
罪
の
刑
を
包
摂
し
、
下
限
に
お
い
て
そ
れ
を
超
え
る
に
す
さ
な
い
。
均
衡
を
え
た

P

妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
P

と
い
う
視
角
か
ら

は
、
通
常
殺
人
罪
の
刑
に
よ
っ
て
十
分
賄
い
う
る
の
で
あ
る
。

も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ζ

う
し
て
、
尊
属
殺
人
罪
の
現
規
定
を
疑
問
と
す
る
理
由
は
一
層
つ
よ
い

(2) 

つ
ぎ
に
、
あ
る
理
論
的
立
場
の
当
否
が
、

そ
の
適
用

K
よ
っ
て
生
ず
べ
き
刑
の
権
衡
・
不
権
衡
に
か
か
る
ば
あ
い
を
て
こ
の
特
徴

的
な
例
に
つ
い
て
見
ょ
う
。

元
来
、
刑
の
権
衡
論
が
解
釈
論
に
お
い
て
方
法
的
機
能
を
発
揮
す
る
主
要
な
場
は
、

乙
乙
に
求
め
ら
れ
る
。

1. 

強
盗
が
故
意
に
人
を
殺
害
し
た
ば
あ
い
の
擬
律
に
つ
い
て
は
、
結
果
的
加
重
犯
の
規
定
に
準
ず
る
刑
法
第
二
四

O
条
の
文
理
、
あ

刑の権衡論について

る
い
は
第
二
四
三
条
の
予
定
し
て
い
る
未
遂
罪
の
趣
旨
な
ど
と
関
連
し
て
、
前
掲
の
よ
う
に
、
複
雑
な
解
釈
論
上
の
対
立
が
あ
る
。
大
別

し
て
、
強
盗
殺
人
に
つ
き
、
①
殺
人
罪
(
認
鳩
条
)
と
第
二
四

O
条
後
段
と
の
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
な
い
し
併
合
罪
を
認
め
る
見
解
、

②
殺
人
罪
と
強
盗
罪
(
認
鳩
条
)
と
の
観
念
的
競
合
・
牽
連
犯
な
い
し
併
合
罪
を
認
め
る
見
解
、
@
第
二
四

O
条
一
後
段
の
法
意
を
も
っ

て
、
強
盗
罪
と
殺
人
罪
と
の
結
合
罪
ま
た
は
強
盗
罪
と
傷
害
致
死
罪
(
訓
慌
時
条
)
と
の
結
合
罪
と
解
す
る
前
提
か
ら
、
同
後
段
の
み
の
適

用
を
認
め
る
見
解
、
④
第
二
四

O
条
後
段
を
殺
意
あ
る
ば
あ
い
を
含
む
結
果
的
加
重
犯
の
規
定
と
解
し
、
@
と
同
じ
結
論
に
し
た
が
う
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説

見
解
、

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
大
正
十
一
年
の
連
合
部
判
決
を
境
に
、
判
例
は
①
か
ら
③
に
遷
っ
た
。
学
説
の
こ
れ
に
賛
す

る
も
の
が
多
い
。

論

②
説
に
加
え
ら
れ
る
ほ
ぼ
共
通
の
批
判
は
、

ま
さ
し
く
刑
の
不
権
衡
を
論
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
強

と
こ
ろ
で
、

盗
殺
人
の
ば
あ
い
、

た
と
え
ば
殺
人
罪
と
強
盗
罪
と
の
観
念
的
競
合
を
認
め
る
と
、
結
局
殺
人
罪
の
刑
が
妥
当
し
、
科
刑
は
死
刑
・
無
期

こ
れ
を
殺
意
な
き
強
盗
致
死
の
ば
あ
い
が
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
で
あ
る
の
に
く
ら
べ
る
と
、
故
意

あ
る
ば
あ
い
の
方
が
故
意
な
き
ば
あ
い
よ
り
も
軽
く
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
牽
連
犯
説
な
い
し
併
合
罪
説
を
採
っ
て
も
同
一
ま
た
は
同

乙
れ
は
権
衡
を
失
し
不
合
理
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
法
定
刑
の
単
に
抽
象
的
な
比
較
に
よ
る
と
き

ま
た
は
三
年
以
上
の
懲
役
と
な
る
。

種
の
結
論
に
い
た
ろ
う
。

は
不
権
衡
の
感
を
免
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
と
い
う
視
点
か
ら
は
、
殺
人
罪
の
刑
も
ま
た
死
刑
お
よ

び
無
期
懲
役
を
含
む
が
ゆ
え
に
、

そ
こ
に
は
な
ん
ら
実
質
的
な
不
都
合
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学

説
は
も
っ
ぱ
ら
下
限
に
着
服
し
、
重
か
る
べ
き
ば
あ
い
に
軽
く
な
り
う
る
と
と
を
た
だ
ち
に
不
合
理
と
見
る
が
、
均
衡
を
え
た
量
刑
の
要

請
に
導
か
れ
る
か
ぎ
り
、
要
は
軽
く
し
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
な
お
一
歩
を
進
め
て
、

そ
乙
に
小
定
型
の
観
念
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
も
う
に
、
殺
人
罪
に
は
、
法
定
刑
の

ひ
ろ
い
隔
に
照
応
し
て
、
各
種
の
定
型
的
態
様
が
含
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
、

死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
と
い
う
強
盗
致
死
罪
の
刑
が

適
正
で
あ
り
、

か
つ
は
故
意
に
出
た
強
盗
殺
人
が
故
意
な
き
強
盗
致
死
に
比
し
て
定
型
的
に
軽
か
る
べ
き
で
な
い
と
の
前
提
が
正
し
い
と

す
れ
ば
、
強
盗
と
い
う
重
い
態
様
を
と
も
な
っ
た
殺
人
に
対
し
て
は
、
殺
人
罪
の
法
定
刑
中
、
お
の
ず
か
ら
強
盗
致
死
罪
の
刑
に
見
合
う

だ
け
の
定
型
的
な
枠
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
端
的
に
い
え
ば
、
強
盗
殺
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
殺
人
罪
の
刑
は
、

強
盗
致
死
罪
と
の
権
衡
を
勘
案
し
つ
つ
、
定
型
的
に
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
を
相
当
と
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
小
定
型
相
応
す
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る
刑
罰
の
関
係
は
、

そ
れ
が
関
連
法
条
の
趣
旨
な
い
し
実
体
論
理
の
要
請
に
支
え
ら
れ
て
合
理
性
を
も
つ
か
ぎ
り
、

ひ
い
て
刑
の
量
定
を

拘
束
す
べ
き
客
観
的
な
指
針
と
な
る
。
量
刑
上
こ
れ
を
無
視
す
る
と
き
は
、
客
観
的
合
理
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
量
刑
不
当
の
原
由
と

な
り
え
よ
う
。

こ
う
し
て
刑
の
不
権
衡
を
援
用
す
る
非
難
は
そ
の
理
由
を
失
な
う
。

殺
人
罪
と
強
盗
罪
と
の
観
念
的
競
合
説
に
よ
る
と
き
、

結
果
的
加

重
犯
に
準
ず
る
文
理
に
副
い
つ
つ
、
①
説
の
含
む
欠
陥
(
鯛
b
党
誠
一
紘
一
町
一
軒
町
一
鐸
一
訓
制
時
一
一
位
一
…
μ
畑
一
時
一
印
私
語
)
と
③
説
に
見
る
異
例
(
鑓
一
切
開

さ
ら
に
は
④
説
の
採
る
技
巧
(
悶
恥
鞘
服
鋲
幹
一
融
一
時
一
刊
誌
吋
即
時
現
)
を
回
避
し
て
結
論
の
妥
当
を
期
す
る
乙
と
が
で
き

一
法
条
に
包
摂
す
て

る
点
に
関
す
る
¥

る
。
し
か
も
、

強
盗
の
未
遂
に
対
応
し
て
強
盗
致
死
罪
の
未
遂
を
構
成
し
う
る
か
ら
第
二
四
三
条
の
関
係
で
の
難
点
も
含
ま
な
い
。

罪
と
し
て
の
休
系
的
位
置
に
か
ん
が
み
、
強
盗
致
死
罪
の
未
遂
を
強
盗
そ
の
も
の
の
未
遂
に
か
か
ら
せ
る
乙
と
は
、
決
し
て
問
題
を
末
梢

的
な
こ
と
が
ら
に
従
属
さ
せ
る
乙
と
に
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。

観
念
的
競
合
説
に
は
正
当
な
核
心
が
汲
ま
れ
て
よ
い
。

(
ち
な
み
に
以
上

の
立
論
は
、
結
果
的
加
重
犯
に
関
し
重
い
結
果
に
つ
き
故
意
が
あ
る
ば
あ
い
の
解
釈
に
概
ね
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
)

2. 

い
わ
ゆ
る
封
印
在
中
物
の
問
題
に
も
一
種
の
不
権
衡
論
が
纏
綿
し
て
い
る
。
前
掲
の
よ
う
に
、
判
例
の
趣
旨
を
推
し
て
包
装
物
全

体
と
中
身
と
で
占
有
の
所
在
を
異
別
に
解
す
る
と
、
単
純
横
領
罪
と
窃
盗
罪
の
刑
が
同
じ
で
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
得
行
為
に

刑の権衡論について

つ
い
て
科
刑
の
不
権
衡
を
生
ず
る
、
と
い
う
議
論
が
乙
れ
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
乙
の
た
ぐ
い
の
議
論
も
ま
た
正
鵠
を
え
た
も
の
で

け
だ
し
、
占
有
の
概
念
は
財
産
界
全
体
に
ま
た
が
る
基
礎
的
概
念
で
あ
る
。
そ
の
占
有
概
念
を
具
体
的
事
例
に
あ
て
は
め
た
結

は
な
い
。

果
が
、
横
領
罪
と
窃
盗
罪
と
の
定
型
的
評
価
の
差
に
由
来
し
て
、
同
種
の
事
態
に
処
す
る
科
刑
上
の
不
権
衡
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
解

釈
論
と
し
て
は
こ
れ
を
容
認
す
る
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。
議
論
の
根
抵
に
は
、
刑
の
権
衡
と
い
う
要
請
と
、
権
衡
を
は
ば
む
そ
れ
以
外
の

要
請
と
を
い
か
に
調
和
し
、
ま
た
い
ず
れ
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い
る
が
、
す
く
な
く
と
も
、
些
細
な
|
概

財
産
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説

念
の
適
用
の
限
界
に
お
い
て
往
々
生
ず
べ
き
1

不
権
衡
を
理
由
に
基
礎
概
念
の
修
正
を
迫
る
べ
き
で
は
な
い
。
刑
法
上
の
基
礎
的
理
論
な

い
し
概
念
は
、
具
体
的
な
刑
罰
考
量
に
先
行
す
べ
く
、
適
用
の
末
端
に
お
け
る
刑
の
バ
ラ
ン
ス
は
、

そ
の
当
否
を
は
か
る
一
応
の
視
点
に

論

す
ぎ
な
い
。

の
み
な
ら
ず
、
封
印
在
中
物
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
実
質
的
な
刑
の
不
権
衡
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
む
し
ろ
疑
問
と
さ
れ
よ
う
。
封

械
に
よ
り
占
有
意
思
を
留
保
し
つ
つ
、
包
装
物
を
他
人
に
委
託
す
る
ば
あ
い
、
封
械
の
強
度
、
委
託
の
趣
旨
・
そ
の
他
具
体
的
状
況
の
い

か
ん
に
よ
っ
て
、
全
体
お
よ
び
内
容
物
花
関
す
る
占
有
の
所
在
が
移
る
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
と
と
ろ
で
あ
り
、
な
ん
ら
ζ

れ
を
奇
妙
な

結
論
と
目
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
。
窃
盗
罪
と
横
領
罪
の
法
定
刑
に
も
と
も
と
定
型
的
な
不
権
衡
が
あ
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
は
、

そ
こ
に

実
質
的
な
不
権
衡
を
見
い
だ
す
と
と
は
困
難
で
あ
る
。

3. 

最
後
に
、
総
則
規
定
の
適
用
に
ち
な
む
刑
の
権
衡
論
の
意
義
を
一
瞥
し
て
お
く
。

略
言
す
れ
ば
、
刑
の
権
衡
を
た
も
つ
解
釈
が
、
法
条
の
文
理
に
低
触
せ
ず
、
ま
た
、
解
釈
上
乙
れ
を
は
ば
む
他
の
要
請
が
存
し
な
い
か

ぎ
り
、
刑
の
権
衡
を
そ
こ
に
つ
ら
ぬ
い
て
よ
い
。

ζ

れ
に
反
し
、
あ
い
対
立
す
る
要
請
が
あ
る
と
き
は
、
刑
の
権
衡
と
い
う
要
請
と
そ
れ

ら
の
要
請
と
の
権
衡
と
い
う
難
問
題
を
生
ず
る
。

そ
の
閣
の
緊
張
を
解
く
に
は
、
刑
の
不
権
衡
の
程
度
、
対
立
す
る
要
請
の
強
弱
等
に
つ

い
て
綿
密
な
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
の
前
提
と
し
て
、
妥
当
な
量
刑
の
可
能
性
と
い
う
視
点
を
顧

そ
の
際
、
ま
ず
、

慮
し
つ
つ
、

い
う
と
ζ

ろ
の
刑
の
不
権
衡
が
は
た
し
て
真
の
不
権
衡
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
表
見
的
な
不
権
衡
に
す
ぎ
な
い
も
の
か
が

問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
不
権
衡
を
含
む
か
に
見
え
る
ば
あ
い
で
も
、
帰
す
る
と
こ
ろ
そ
れ
が
、
個
々
の
構
成
要
件

し
か
も
、

l
法
定
刑
と
い
う
犯
罪
に
対
す
る
定
型
的
評
価
そ
の
も
の
の
差
に
還
元
さ
れ
る
か
ぎ
り
、

そ
こ
に
真
の
不
権
衡
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
錯
誤
論
に
お
い
て
抽
象
的
符
合
説
の
根
拠
に
お
か
れ
て
い
る
不
権
衡
も
、

じ
つ
は
、

こ
の
意
味
で
の
不
真
正
な
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不
権
衡
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ω
刑
法
第
一
九
三
条
一
九
五
条
参
照
。
そ
の
他
不
権
衡
論
が
熟
し
て
立
法
上
結
実
し
た
例
を
あ
げ
る
乙
と
は
容
易
で
あ
る
。

間
逆
に
、
軽
き
に
失
す
る
と
い
う
形
で
そ
の
上
限
が
、
ま
た
、
重
き
に
す
ぎ
る
と
い
う
形
で
そ
の
下
限
が
争
わ
れ
る
ば
あ
い
に
の
み
、
は
じ
め
て
妥
当
な

量
刑
の
障
害
と
な
る
べ
き
実
体
的
な
不
権
衡
が
成
り
た
つ
で
あ
ろ
う
。

間
刑
法
第
九
、
一

O
条
参
照
。

川
間
最
判
、
昭
二
五
・
一

0
・
二
五
、
刑
集
四
巻
二
三
一
六
頁
。
殺
に
対
す
る
子
の
道
徳
的
義
務
を
重
視
す
る
こ
と
は
人
類
普
通
の
道
徳
原
理
で
あ
り
、
ま

た
尊
属
・
卑
属
の
関
係
は
憲
法
第
一
四
条
の
か
か
げ
る
差
別
事
由
に
あ
た
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
論
拠
で
あ
る
。

間

合

憲

論

K
く
み
す
る
学
説
も
、
か
よ
う
な
見
地
か
ら
、
立
法
論
と
し
て
と
の
規
定
の
在
置
を
疑
問
と
す
る
向
き
が
多
い
。

附
こ
の
問
題
に
関
す
る
学
説
の
詳
細
に
つ
き
、
木
村
『
結
果
的
加
霊
犯
の
未
遂
』
(
刑
法
雑
誌
七
巻
一
号
、
二
頁
以
下
)
参
照
o

m
大
判
、
大
一
一
・
一
二
・
二
一
一
、
刑
集
一
巻
八
一
五
頁
。

附
た
と
え
ば
木
村
、
前
掲
・
五
頁
、
問
一
勝
『
刑
法
各
論
』
一
ニ
三
九
頁
、
福
田
『
刑
法
各
論
』
二
三
六
頁
等
。

仰
な
お
、
故
意
犯
に
対
す
る
科
刑
と
、
同
一
の
結
果
に
向
け
ら
れ
た
そ
う
で
な
い
ば
あ
い
の
科
刑
と
が
、
つ
ね
に
定
型
的
に
異
る
べ
き
か
、
同
一
で
あ
っ

て
も
よ
い
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

ζ

の
点
に
関
す
る
興
味
あ
る
判
例
と
し
て
、
最
判
、
昭
コ
二
・
九
・
一
一
・
刑
集
一

O
巻
二
二
三
二
頁
。

制
団
藤
、
綱
要
二
二
四
頁
参
照
。

あ

カミ

品
C

と

刑の権衡論について

刑
の
権
衡
論
の
背
景
は
、

か
つ
ふ
か
い
。

乙
の
小
稿
も
、
所
詮
は
、
標
題
に
対
す
る
き
わ
め
て
不
十
分
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
了

ひ
ろ
く
、

っ
た
と
と
を
自
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
肝
腎
な
、
刑
の
権
衡
論
を
主
張
し
う
る
限
界
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

ほ
と
ん
ど
論

及
す
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
。
辛
う
じ
て
、
在
来
の
学
説
上
い
わ
ば
不
毛
の
領
域
に
梓
さ
し
て
、
問
題
の
所
在
を
示
唆
し
た
に
と
ど
ま

る
。
な
お
今
後
の
研
究
に
侯
ち
た
い
。
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