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結第
青再同

中

牛
ム
叩
・
身
体
に
対
す
る
罪
と
健
胃
羊
仰
の
あ
中
諾

総
論
的
長
察
へ
の
不
峻
l

第

主詳

国
家
・
公
共
の
法
益
に
対
す
る
罪
と
被
害
者
の
承
諾

第
一
節

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
総
論
的
な
検
討
の
中
で
確
認
さ
れ
た
原
則
に
基
づ
け
ば
、
被
害
者
の
承
諾
は
巾
I
該
法
益
を
白
山
に
処
分
で
き
る
法
リ
泊
所
有
者
が

自
己
決
定
に
基
づ
い
て
法
益
ま
た
は
そ
の
法
的
保
護
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
阻
却
の
効
果
を
右
す
る
も
の
で
あ
る
ロ
そ
の
た
め

。
つ
ま
り
被
害
者
の
示
諾
が
有
効
に
成
!
止
す
る
た
め
に
は
、
被

当
該
法
訴
を
所
有
し
な
い
有
の
承
認
は
、
刑
法
的
に
何
の
価
値
も
ム
甘
さ
な

h-苫
に
中
ユ
訟
法
/
れ
川
の
処
分
権
が
有
士
忙
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
じ
保
護
法
託
と
な
ん
ら
か
か
わ
り
の
な
い
者
の
広
詰
(
白
己

は
巾
該
法
益
の
川
法
卜
の
評
価
に
な
ん
ら
変
化
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ゆ
え
に
、

M
門
家
・
公
共
の
法
祈
に
対
す
る
罪
に
闘
し
て

決
定
)

は
、
被
合
者
の
承
諾
の
有
効
性
は
一
般
的
に
百
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
-

被有者の本譜 (2i 

し
か
し
、
国
家
・
公
共
の
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
っ
て
も
、
山
一
該
法
益
に
関
係
す
る
私
人
が
存
在
す
る
よ
う
に
み
え
る
犯
罪
類
型
が
少
な

か
ら
ず
存
存
す
る
c

こ
の
煩
型
は
、
以
下
の
一
つ
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
c

一
つ
日
は
、
判
家
・
公
共
の
法
訴
を
保
護
し
た
構
成
要
件
が
、

川山
間
的
な
行
為
態
様
と
し
て
私
人
の
承
諾
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
う
る
よ
う

な
文
一
汗

J

ぜ
ん
は
そ
の
解
釈
)
を
用
い
て
い
る
場
合
で
あ
る
つ
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日見

た
と
え
ば
、
私
『
止
書
偽
造
罪
に
お
い
て
は
、
文
書
作
成
に
か
か
る
名
義
人
の
示
請
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
犯
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
名
義
人
は
、
私
文
書
偽
造
罪
の
保
護
注
益
で
あ
る
公
共
の
信
用
の
所
ム
引
苫
で
は
な
い
し
、

た
と
え
ば
コ
ン
ビ

4 

H附

ニ
の
レ
ジ
係
の
よ
う
に
法
益
所
有
者
に
か
わ
っ
て
処
分
の
権
限
を
持
つ
苫
で
も
な
い
っ

い
わ
ば
保
投
法
益
に
関
し
て
ま
っ
た
く
の
第
三
者
で

あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
の
本
誌
が
犯
罪
の
成
?
子
を
妨
げ
る
の
は
、
名
義
人
の
永
誌
が
、
私
文
書
偽
遺
穿
の
叶
罰
的
な
行
為
態
様
「
有

形
偽
造
」
を
再
定
す
る
安
本
と
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
名
義
人
の
承
諾
は
「
名
義
人
と
作
成
者
の
人
格
の
同
一
位
」
を
判
断
す

る
一
材
料
で
あ
っ
て
、
法
益
の
放
棄
や
法
的
保
譲
の
枚
棄
と
は
直
按
関
係
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
承
諾
は
本
稿
が
議
論
の
対
象
と
す
る
被
害
者
の
承
諾
と
は
異
な
る
性
質
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
性
質
や
有
効
性
は
当
該
犯
罪

の
文
一
芹
と
そ
の
解
釈
だ
け
が
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
第
頒
型
に
お
け
る
承
諾
は
、
総
論
的
に
議
論
さ
れ
た
承
諾
論
の
諸
テ

l
ゼ
の

射
程
外
に
あ
る
と
い
え
る
c

続
い
て
一
つ
目
の
頒
型
は
、
範
団
の
特
記
が
可
能
な
「
公
共
」
を
構
成
す
る
被
吾
者
の
承
諾
で
あ
る
っ
こ
の
類
型
は
比
較
的
最
近
注

U
き

れ
始
め
た
ば
か
り
の
類
型
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
類
型
を
認
め
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
公
共
の
危
険
等
を
保
護
す
る
構
成
袋
件
に
お
い

をで
阻
却当
す該
る f丁
こ為
とと
が問
で係
きし
るた
と「
い{公
うf共

の
範
囲
が
特
定
で
き
る
場
合
に
は
、
そ
の
地
域
に
作
む
す
べ
て
の
人
の
広
諾
で
も
っ
て
犯
罪
の
成
立

そ
れ
は
た
と
え
ば
非
羽
住
建
造
物
放
火
罪
と
い
っ
た
公
共
の
利
訴
を
保
護
し
た
構
成
要
件
の
場
合
に
問
題
と
な
る
つ
こ
の
よ
う
な
承
諾
は

公
共
危
険
罪
ー
と
し
て
の
性
質
と
、
個
人
の
財
産
に
対
す
る
罪
つ
ま
り
殴
業
界
と
し
て
の
性
質
の
双
方
が
含
ま
れ
る
現
住
建
造
物
放
火
罫
に
お

い
て
、
当
該
建
込
物
の
羽
住
者
の
示
諾
が
あ
れ
ば
、
例
人
の
則
一
並
は
保
誕
の
い
刈
象
か
ら
は
ず
れ
、
行
為
苫
の
処
罰
は
非
現
住
建
造
物
放
火
山
弄

の
範
囲
に
留
ま
る
場
台
と
は
川
口
ハ
な
る
こ
こ
で
は
さ
ら
に
非
現
住
建
造
物
投
火
罪
の
公
共
の
利
掃
の
部
分
も
技
棄
さ
れ
う
る
と
す
る
の
で

あ
る
つ

つ
ま
り
、
放
火
で
生
じ
る
危
険
が
及
び
う
る
す
べ
て
の
者
が
心
該
行
為
と
給
米
に
同
意
し
て
い
る
場
合
に
は
、
被
吾
者
の
同
意
に
よ

北法;)8(4-38)1666



り
非
現
住
建
造
物
放
火
罪
の
成
I

止
さ
え
も
違
法
性
が
閑
却
さ
れ
、
百
一
疋
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
な
ぜ
な
ら
、
社
会
的
法
益
で
あ
っ
て
も
、
「
且
ハ

体
的
か
つ
有
限
な
被
弁
者
を
飢
念
で
き
る
場
合
に
は
、
な
お
そ
れ
ら
の
苫
に
よ
る

M
Eが
あ
れ
ば
、
法
益
の
処
分
は
叫
能
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る

J

「
股
火
罪
の
保
説
法
訴
は
、
山
間
象
的
に
は
公
共
の
危
険
で
は
あ
る
が
、
同
八
体
的
な
事
例
に
お
け
る
被
常
者
は
、
社

会
一
般
と
い
う
抽
象
的
な
存
在
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
放
火
行
為
に
よ
る
類
焼
川
能
な
範
囲
に
肝
住
・
牛
活
す
る
住
民
地
寸
と
い
う
こ
と
が
い

え
る
で
あ
ろ
う
の
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
っ
た
別
定
さ
れ
た
被
害
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
な
お
こ
れ
ら
の
頒
型
で
は
、
違
法
件
な
い
し
構
成

の
で
あ
る
。

要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
場
令
が
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
」

こ
の
よ
う
な
見
解
の
基
縫
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
公
共
の
利
益
は
個
人
の
利
訴
の
複
合
体
で
あ
り
、
当
該
行
為
に
関
係
し
た
公
共
の
利
益

の
範
囲
で
す
べ
て
の
人
が
そ
れ
を
肢
棄
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
保
設
す
べ
き
利
益
は
存
在
し
な
い
と
い
う
考
え
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
注

志
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
の
被
害
苫
は
あ
く
ま
で
も
公
共
の
利
祈
と
い
う
大
枠
を
凶
立
案
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
に
あ
る
自
己
の
利
訴
と
い

う
点
を
枚
棄
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
人
の
承
諾
の
複
A
n
休
が
犯
罪
を
閑
却
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
本
誌

の
複
ん
H

体
が
当
該
犯
罫
の
公
共
の
危
険
の
範
囲
を
す
べ
て
カ
バ
ー
し
て
い
る
こ
と
、

一
首

J

要
で
あ
る
じ
堂
々
巡
り
と
な
り
う
る
こ
の
よ
う
な
本
諾
の
川
崎
論
は
、
そ
の
性
質
に
鑑
み
る
と
、
本
一
柄
が
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
、

つ
ま
り
そ
れ
以
卜
公
共
の
危
険
が
生
じ
な
い
こ
と
が
必

独
自
の
犯
罪
問
却
根
拠
で
あ
る
被
合
者
の
承
諾
の
問
題
と
い
う
よ
り
は
、
公
共
の
危
険
の
判
断
材
料
で
あ
る
と
一
討
っ
た
刈
が
適
切
で
あ
る

だ
ろ
も
つ
。
と
は
い
え
公
共
の
危
険
の
判
断
材
料
と
し
て
の
こ
の
よ
う
な
承
諾
は
本
稿
で
い
う
被
否
者
の
承
諾
と
同
じ
件
貨
を
も
っ
て
お
り
、

被有者の本譜 (2i 

被
害
者
の
承
諾
諭
と
リ
ン
ク
し
て
論
じ
る
価
値
は

l
分
に
あ
る
。

た
と
え
ば
例
人
の
法
託
を
放
交
す
る
前
提
と
し
て
被
常
者
が
当
該
行
為
の
射
科
範
囲
を

l
分
に
認
設
し
て
い
る
こ
と
は
ψ
I
然
必
安
で
あ

り
、
壁
を
焼
く
程
度
の
延
焼
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
家
が
全
焼
し
た
あ
る
い
は
被
古
川
哲
の
死
傷
と
い
う
結
果
が
牛
じ
た
場
合
に
は
、
公
共

の
危
険
判
断
の
中
で
も
、

そ
の
承
諾
を
無
効
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
に
も
示
諾
の
ム
制
効
件
は
、
個
々
の
個
人
的
法
益
を
保
昔
日
す
る

北法58(4-3911667



日見

規
定
、
す
な
わ
ち
建
造
物
損
壊
罪
や
偽
宍
罪
の
そ
れ
と
川
じ
恭
準
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
の

た
だ
し
、
そ
の
一
方
で
、
第
一
頒
型
の
承
諾
に
は
制
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
に
お
け
る
承
諾
論
の
テ
ゼ
を
あ
て
は
め
る
だ
け
で
は
解
決

4 

H附

し
き
れ
な
い
問
題
が
あ
る
よ
う
に
必
わ
れ
る

J

そ
れ
は
、

た
と
え
ば
他
に
延
焼
の
危
険
の
な
い
場
所
で
州
別
日
ハ
体
的
な
侃
害
を

l
分
に
認
識

せ
ず
に
行
わ
れ
た
放
火
へ
の
承
諾
の
場
合
に

つ
ま
り
心
設
個
人
の
川
意
と
し
て
は
証
効
で
あ
っ
た
が
、
同
意
者
以
外
の
法
益
に
は
危
険
が

発
牛
す
る
お
そ
れ
が
ま
る
で
な
か
っ
た
場
台
に
、
発
生
し
た
結
果
を
行
為
者
が
被
害
者
の
悩
人
の
財
産
に
対
す
る
罪
、

つ
ま
り
建
造
物
似
壊

難
や
傷
市
東
日
間
非
と
し
て
負
、
つ
の
か
、
あ
る
い
は
公
共
の
利
必
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
の
侵
害
と
し
て

(
放
火
罪
と
し
て
)
負
う
の
か
と
い
う

問
題
で
あ
る
っ
こ
こ
で
は
小
十
分
と
は
い
え
承
諾
を
表
明
す
る
こ
と
で
特
定
さ
れ
た
何
人
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
共
と
い
う
枠
組
み
か
ら
外

れ
る
か
と
う
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
c

場
合
に
よ
ワ
て
は
こ
の
解
決
は
、
無
効
な
ホ
諾
を
与
、
え
て
し
ま
っ
た
何
人
の
放
に
存
心
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
c

こ
れ
は
公
共
の
危
険
が
、
と
の
程
度
の
不
特
定
多
数
件
を
要
求
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
閥
係
L

て
い
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
公
共
の
危
険
の
概
念
、
そ
し
て
こ
の
間
い
に
対
す
る
谷
え
は
後
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
た
い
コ

最
後
に
二
つ
日
の
類
型
は
、
確
か
に
国
家
・
公
共
の
法
益
に
対
す
る
罪
と
し
て
分
類
さ
れ
た
犯
罪
数
型
で
は
あ
る
が
、
特
定
個
人
の
利
益

保
護
の
た
め
に
も
H
献
す
る
よ
う
な
犯
罪
判
明
型
に
お
け
る
承
諾
で
あ
る
c

虚
偽
古
訴
罪
や
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
が
こ
れ
に
あ
た
る
じ
こ

こ
で
は
判
家
・
公
共
の
法
益
と
特
定
の
個
人
の
法
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
お
り
(
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
見
え
て
お
り
)
、
こ
の
よ
う
な

場
合
に
、
個
人
的
法
論
部
分
の
処
分
権
を
も
っ
た
被
存
者
の
承
諾
の
有
効
性
が
問
題
と
な
る
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
の
煩
型
に
お
け
る
個
人
的
法
益
は
、
そ
れ
単
独
で
保
護
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
放
棄
可
能
な
も
の
で
あ
り
う
る
。

そ
し
て
そ
の
部
分
に
係
る
示
諾
は
、
通
?
一
吊
妓
害
者
の
示
訴
で
取
り
扱
わ
れ
る
の
と
川
じ
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
と
も
に
保
護
さ
れ

た
判
家
的
法
益
と
の
関
係
で
、
そ
の
よ
う
な
承
諾
の
有
効
件
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
個
人
的
法
益
の
放
棄
と
し

て
ム
引
効
な
承
誌
は
、
同
家
・
公
共
の
法
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
場
台
に
お
い
て
も
そ
の
有
効
性
を
維
持
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で

北法;)8(4-40)166月



あ
る
c

こ
の
第
二
類
剤
に
お
け
る
示
諾
こ
そ
、
本
杭
が
そ
の
議
論
の
対
象
と
す
る
、
固
有
の
犯
罪
問
却
事
山
と
し
て
の
示
諾
で
あ
る
と
い
え

ト
ふ
ス
つ
。

し
か
し
、
第
二
類
剤
の
検
討
の
際
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ま
ず
実
際
に
そ
の
構
成
要
件
が
川
家
・
公
共
の
法
話
と
何

人
の
法
訴
を
と
も
に
保
護
し
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
同
家
的
法
益
し
か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
、
州
人
の
本

誌
は
何
の
重
要
性
も
も
た
な
い
し
、
個
人
的
法
訴
し
か
保
護
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
、
被
害
者
の
あ
小
諾
は
有
効
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
c

同
家
・

公
共
の
法
リ
比
と
被
害
者
の
示
諾
を
論
じ
る
際
に
、
問
泡
と
な
っ
て
い
る
構
成
要
件
の
法
訴
を
確
定
す
る
こ
と
は
必
安
不
川
欠
な
作
業
な
の
で

あ
る

υ

そ
し
て
、
国
家
・
公
共
の
法
益
と
個
人
の
法
益
の
双
み
が
m附
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
き
れ
て
は
じ
め
て
、
特
別
な
か
、
型
と
し
て

の
被
害
者
の
忌
諾
が
問
題
と
な
る
。

ま
た
仮
に
、
被
害
者
の
あ
小
諾
が
右
効
と
な
り
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
続
い
て
そ
れ
が
有
効
に
成
i

げ
す
る
要
件
に
つ
い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ
う
っ
同
家
・
公
共
の
法
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
特
別
な
状
況
卜
の
ぷ
諸
に
、
個
人
的
法
論
に
対
す
る
承
諾
と

同
じ
要
件
を
適
川
で
き
る
か
は
な
お
疑
問
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
本
稿
が
そ
の
議
論
の
対
象
と
す
る
の
は
、
第
一
類
型
に
お
け
る
承
諾
で
あ
る
仁
国
家
・
公
共
の
法
益
と
個
人
の
法
訴
が
と

も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
犯
罪
類
矧
に
お
け
る
被
害
者
の
承
諾
の
右
効
件
と
そ
の
成
立
安
件
を
、
各
論
的
に
、

し
か
し
総
論
的

な
科
白
川
を
加
え
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
こ
と
で
、
同
家
公
共
の
法
析
に
対
す
る
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
示
諾
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
た
い
コ

被有者の本譜 (2i 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
こ
こ
で
は
第
三
類
到
に
分
惣
さ
れ
る
す
べ
て
の
犯
罪
数
型
を
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
第
二
節
で
は
慌
偽
肯
訴
罪
を
、

第
二
節
で
は
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
を
例
に
あ
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
三
類
型
に
分
類
さ
れ
る
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
適
用
可
能
な

一
般
原
則
を
導
い
て
い
き
た
い
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日見

州
市
二
問
削

庶
偽
古
訴
罪

4 

H附

日
本
刑
法
一
仁
一
条
は
成
偽
計
訴
罪
と
し
て
「
人
に
刑
事
又
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
さ
せ
る

H
的
で
、
康
偽
の
告
訴
、
告
発
そ
の
他
の
巾

告
を
し
た
者
は
、

一
一
月
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
一
と
規
定
し
て
い
る
。
本
条
文
は
、
一
十
拝
「
偽
一
正
の
罪
一
と
一
十
一
章
「
わ
い

せ
つ
一
・
姦
淫
及
び
重
婚
の
罪
」

の
問
、

一
一
一
宇
に
位
置
す
る
〔

虚
偽
告
訴
罪
は
、
こ
れ
ま
で
い
く
つ
か
の
重
安
な
変
化
を
経
て
現
存
に
い
た
っ
て
い
る
。

旧
刑
法
時
代
に
は
、
虚
偽
告
訴
罫
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
、
つ
け
て
、
認
牛
円
お
よ
び
誹
段
の
罪
と
し
て
、
個
人
の
名
誉
に
対
す
る
罫
に
分

煩
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
旧
刑
法
か
ら
数
年
に
わ
た
る
試
行
鈴
訟
を
経
て
、
明
治
川
口
年
の
新
川
法
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
性
質
が
γ

内

定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
c

新
刑
法
の
条
『
止
(
但

L
平
成
七
年
の
改
正
ま
で
)
は
庶
偽
古
訴
罪
(
当
時
は
訓
告
罪
と
い
う
名
称
で
あ
っ
た
)

を
「
人
を
し
て
刑
事
又
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
し
む
る
円
的
を
以
て
i

肺
偽
の
申
告
を
為
し
た
る
者
は
第
一
ハ
九
条
の
例
に
同
じ
」
と
胤
疋
し
、

そ
の
条
文
に
偽
証
罪
を
採
用
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
か
ら
新
刑
法
は
謹
止
口
罪
を
偽
証
罪
と
同
じ
く
国
家
に
対
す
る
罪
、
と
り
わ
け

司
法
機
能
に
対
す
る
界
に
分
瀕
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
じ
実
際
、
旧
刊
法
か
ら
新
刊
法
へ
と
転
換
す
る
時
期
に
山
川
版
さ

れ
た
い
く
つ
か
の
詰
世
田
に
よ
る
と
、
謹
止
円
罪
の
本
質
は
「
裁
判
の
公
平
を
訟
ら
し
め
ん
と
す
る
」
こ
と
、
「
司
法
権
を
侵
害
す
る
」
こ
と
で

あ
り
、
旧
刑
法
が
訓
告
罪
の
本
質
と
促
え
て
い
た
名
誉
似
害
や
身
体
に
対
す
る
侵
百
は
、
む
し
ろ
本
罪
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
と
評
価
さ
れ
て

い
た

υ

し
か
し
、
新
刑
法
の
規
定
に
は
、
ま
だ
そ
の
保
護
法
誌
が
個
人
の
利
益
に
も
あ
る
と
理
解
で
き
る
よ
う
な
?
え
百
が
有
在
し
て
い
た
c

そ
れ

は
「
人
を
し
て
刑
事
ま
た
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
し
む
る

U
的
で
」
と
い
う
『
止
二
口
で
あ
る
〈
仮
に
、
純
粋
に
国
家
的
な
法
益
の
み
が
保
護
き

れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
『
止
一
円
は
不
安
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
ロ
そ
し
て
平
成
七
年
の
改
正
で
、

か
つ
て
の

「第

北法;)8(4-42)1670
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条
の
例
に
川
じ
」
と
い
う
ー
止
一
門
が
「
一
円
以
上
十
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
に
変
更
さ
れ
た
こ
と
で
、
庶
偽
古
訴
罪
の
保
説
法
益
に
悶
す

る
議
論
は
な
お
慎
重
に
お
こ
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
つ

F

剛
山
地
の
よ
う
に
、
虚
偽
告
訴
罪
と
被
害
者
の
承
認
の
関
係
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
そ
の
法
益
論
で
あ
る
。
仮
に
そ
れ
が
も
っ

ば
ら
国
家
の
法
訴
に
対
す
る
罪
で
あ
る
の
な
ら
ば
国
家
的
法
訴
の
処
分
権
を
有
さ
な
い
被
一
謎
合
者
の
承
諾
は
無
志
味
で
あ
る
し
、
も
っ
ぱ
ら

例
人
的
法
誌
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
承
諾
は
有
効
な
ま
ま
で
あ
ろ
う
c

つ
ま
り
、
被
合
者
の
承
諾
の
有
効
性
を
判
断
す

る
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
の
法
訴
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
υ

そ
し
て
、
国
家
と
伽
人
、
双
ん
の
利
益
に
対
す
る
罪
だ
と
解
さ
れ
る
場
合

に
は
じ
め
て
、
川
家
・
公
共
の
法
訴
に
対
す
る
罫
と
被
吾
苫
の
承
諾
の
問
題
が
向
て
く
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
、
ま
ず
日
本
の
学
説
が
、
曲
川
偽
止
l
J
誹
罪
の
法
益
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
、
続
い
て
ド
イ
ツ
の
議
論

に
つ
い
て
も
言
及
す
る
υ

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
虚
偽
告
訴
罪
の
法
，
仕
に
係
る
議
論
は
日
口
本
よ
り
も
熱
心
に
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
議
論
は
日
本
の
康
偽
白
訴
罪
を
検
討
す
る
に
お
い
て
も
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
考
祭
か
ら
康
偽
白
訴
罪
の
法
益

を
伴
(
疋
し
、
そ
の
過
程
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
同
家
・
公
共
の
法
前
と
個
人
の
法
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
犯

山
罪
矧
型
一
般
に
遇
用
で
き
る
よ
う
な
、
法
誌
の
性
質
を
時
{
疋
す
る
方
法
論
を
確
立
し
た
い
c

そ
う
す
る
こ
と
で
総
論
的
に
検
討
さ
れ
た
被
常

者
の
承
諾
論
の
諸
一
ア
l
ゼ
の
射
程
を
、
改
め
て
明
確
に
火
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
c

被有者の本譜 (2i 

円
本
の
議
論

(
二
阿
家
的
法
益
保
護
説

フ
ラ
ン
ス
法
の
wwv
響
を
受
け
て
個
人
的
法
益
の
保
護
を

U
的
と
し
た
刊
刑
法
に
対
し
、
ド
イ

y
法
の
彫
響
下
で
制
定
さ
れ
た
新
刑
法
の
Jb
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日見

は
、
制
定
当
時
は
も
っ
ぱ
ら
国
家
的
法
活
に
対
す
る
罪
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
が
主
配
的
で
あ
っ
た
r

そ

偽
生
日
訴
罪
(
当
時
の
謹
古
界
)

れ
に
は
、
謹
告
界
の
刑
渋
典
卜
の
配
置
が
、
あ
る
い
は

「
第
一
ハ
九
条
の
例
に
同
じ
」
と
い
う
偽
祉
界
を
援
用
す
る
『
止
一
百
が
プ
ラ
ス
の
材
料

4 

H附

を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
以
内
悦
、
自
由
王
畳
間
的
な
思
想
の
広
が
り
ゃ
「
人
を
し
て
刑
事
ま
た
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
し
む
る

U
的
で
」

と
い
う
文
一
門
と
の
関
係
で
、
虚
偽
合
一
亦
罪
は
州
人
的
法
/
血
を
も
保
護
し
た
犯
罪
頒
型
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
「

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
的
法
訴
を
顧
磨
し
た
見
解
の
台
頭
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
府
偽
害
訴
罪
を
専
ら
同
家
的
法
益
に
刻
す
る
搾
と
解
す

る
見
解
も
な
お
受
け
継
が
れ
て
い
る
つ
こ
の
見
解
は
、
「
訓
告
は
そ
れ
に
よ
っ
て
凶
家
権
力
の
叫
川
な
る
発
動
を
惹
起
し
、
時
に
は
国
家
の

強
制
処
分
え
は
審
判
惜
の
適
d
を
誤
ら
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
に
お
い
て
因
不
的
法
益
を
害
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
」
る
と
、
土

張
し
、
同
家
的
法
益
が
虚
偽
告
訴
罪
の
保
護
法
託
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
停
認
す
る
。
そ
の
、
土
な
根
拠
と
な
ヲ
て
い
る
の
は
、
偽
証
罪
に
並

べ
て
規
定
す
る
烹
法
卜
の
体
系
づ
け
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
川
家
的
法
益
保
設
の
基
縫
に
基
っ
き
、
こ
の
見
解
は
続
い
て
虚
偽
告
訴
罪
に
個
人
的
法
益
が
と
も
に
保
ヰ
市仇
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
を
論
証
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
国
家
的
法
益
保
護
説
の
論
者
は
「
け
し
し
謹
止
口
罪
が
刑
事
止
は
懲
戒
の
処
分
に
関
し
人
を
陥
害
す
る
犯

凶
罪
で
あ
る
な
ら
ば
、
陥
山
告
の
手
段
は
敢
へ
て
一
口
定
に
対
す
る
点
偽
の
申
告
に
限
定
さ
る
べ
き
で
は
な
い
一
と
指
摘
し
た
c

つ
ま
り
、
庶
偽

告
訴
罪
の
規
定
が
名
誉

・
身
体
と
い
っ
た
個
人
の
法
益
を
不
適
切
な
M
門
家
権
力
の
行
使
か
ら
保
護
す
る
こ
と
を
円
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
偽
造
の
証
拠
を
被
疑
者
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
い
れ
た
り
、
他
人
の
所
持
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
、
他
の
者
が
そ
れ
を
洛
品
で
あ
る
と
憶
測

す
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
す
る
の
も
虚
偽
告
訴
罪
と
な
る
は
ず
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
行
法
は
そ
の
よ
う
で
は
な
く
、
ょ
っ

て
虚
偽
告
訴
罪
内
部
に
お
け
る
州
人
的
法
託
保
護
の
吋
能
性
が
T
h
l

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
c

し
か
し
M
門
家
的
法
訴
保
護
説
は
、
況
主
ほ
と
ん
ど
そ
の
支
持
を
失
っ
て
い
る
と
い
っ
て
過
一
百
で
は
な
い
だ
ろ
う
【
と
り
わ
け
こ
の
説
が
、

i

肺
偽
t
H
訴
罪
の
刑
法
典
よ
の
分
類
と
「
第
ハ
九
条
の
例
に
同
じ
」

の
『
止
一
円
を
そ
の
回
収
拠
と
し
て
い
る
白
'
に
は
批
判
が
集
巾
し
て
い
る
υ

わ

北法;)8(4-44)1672



が
川
の
刑
法
は
、
必
ず
し
も
整
然
と
し
た
法
益
体
系
に
従
っ
て
犯
罫
規
定
を
配
置
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
「
第
一
六
九
条
の
例
に

rm~ 

の
『
止
一
口
は
刑
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
渋
益
の
川
一
性
を
推
認
せ
し
め
る
も
の
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
文
百
で
保
護

同
じ
」

法
析
の
内
容
を
決
定
す
る
の
は
形
式
的
な
理
問
に
す
ぎ
な
い
卜
、
個
人
の
法
益
を
直
按
的
に
侵
半
口
し
な
い
偽
証
罪
と
の
対
比
か
ら
点
偽
告
訴

罪
の
法
訴
に
つ
い
て
も
国
家
的
法
訴
の
み
を
保
護
法
益
と
す
る
論
拠
は
薄
弱
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

『
ハ
九
条
の
例
に
川
じ
」
と
い
う
『
止
一
古
か
ら
は
虚
偽
告
訴
罪
の
法
祈
に
関
す
る
立
法
者
意
思
は
読
み
取
れ
な
い
と
い
う
批

し
か
し
、
「
第

判
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
っ
前
の
条
丈
に
同
じ
法
定
刑
を
定
め
た
条
『
止
が
偶
然
存
在
し
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
、
立
法
者
が
ま
っ
た
く
件

質
の
円
八
な
る
犯
罪
の
条
γ

人
を
引
用
す
る
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
新
刑
法
制
定
時
に
新
刑
法
を
解
説
す
る
正
献
に
お
い
て
、
虚
偽

告
訴
罪
が
こ
れ
ま
で
の
個
人
的
法
益
亘
視
の

ι場
か
ら
同
{
率
的
法
益
重
視
の
す
場
に
変
更
し
た
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
第

一
六
九
条
の
例
に
同
じ
」
の
主
再
は
や
は
り
、
責
法
者
が
偽
証
罪
と
謹
古
界
の
類
似
性
に
鏡
み
て
用
い
た
文
一
六
円
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
『
止
一
百
を
法
抗
論
の
松
拠
と
す
る
の
は
形
式
的
す
ぎ
る
と
い
う
批
判
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
確
か
に
、
新
川
法
制
定
時
に
立

法
者
が
謹
止
口
出
井
と
偽
証
罪
を
類
似
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
こ
と
は
再
定
で
き
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
類
似
院
が
現
在
に
お
い
て
も
な
お

あ
て
は
ま
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
c

ま
た
上
述
の
よ
う
に
「
第
六
九
条
の
例
に
川
じ
一

の
文
一
門
は
、
平
成
七
作
の
刊
法
改
正
に
よ
っ
て
す

で
に
「
三
月
以
卜
咋
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
」
と
変
更
さ
れ
て
い
る
c

そ
の
よ
う
な
変
更
が
ど
の
よ
う
な
理
山
で
な
さ
れ
た
の
か
は
明
ら

か
で
は
な
い
が

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
変
更
に
よ
っ
て
、
「
第
一
六
九
条
の
例
に
同
じ
」

の
文
百
を
根
拠
に
す
る
見
解
は
、
説
得
力
を
牛
八
つ

被有者の本譜 (2i 

た
の
で
あ
る
つ

さ
ら
に
、
府
偽
生
日
訴
罪
の
刑
法
典
上
の
分
類
に
関
し
て
も
、
制
定
時
に
は
そ
れ
な
り
に
根
拠
を
も
っ
て
整
然
と
し
た
分
類
が
な
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
が
、
解
釈
が
そ
れ
に
盲

U
的
に
従
っ
て
、
時
代
に
凡
ム
円
っ
た
法
益
人
嗣
の
さ
ら
な
る
発
展
を
か
ま
け
る
円
安
に
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
コ
ゆ
え
に
、
仮
に
同
家
的
法
益
保
護
説
に
依
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
更
な
る
恨
拠
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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日見

な
お
同
家
的
法
益
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
虚
偽
告
訴
罪
は
ち
ら
国
家
的
法
活
を
保
護
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
こ
で
は
個
人
の
処
分
権
の

仰
い
一

存
在
は
考
え
ら
れ
ず
、
被
訓
告
苫
の
承
誌
は
1

川
市
に
重
要
で
な
い
こ
と
に
な
る
υ

4 

H附

(
一
)
個
人
的
法
益
保
護
市

虚
偽
告
訴
罪
は
ち
ら
国
家
的
法
訴
を
保
護
す
る
も
の
だ
と
す
る
同
家
的
法
益
保
護
説
に
刻
し
て
、
個
人
的
法
益
保
護
説
は
、
虚
偽
告
訴
罪

を
存
ら
個
人
的
法
益
の
保
護
を
目
的
と
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
す
る
つ
こ
れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
旧
刑
法
の
立
場
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
現
在
で
は
そ
の
支
持
を
失
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
川
刑
法
か
ら
新
刑
法
へ
と
移
行
す
る
過
挫
で
、
康
偽
白
訴
罪
の
性
質
が
国
家
的
法

益
保
誌
を
重
視
し
た
立
場
へ
と
変
更
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
刑
法
典
卜
分
類
さ
れ
た
こ
と
を
学
説
が
亘
安
促
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

三
同
家
的
・
例
人
的
法
祈
保
謀
説

虚
偽
告
訴
罪
は
国
4

局
私
的
な
法
益
と
何
人
的
な
法
訴
を
同
時
に
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
、

と
す
る
の
が
現
在
の
通
説
・
刈
例
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
れ
ば
、
虚
偽
古
訴
が
な
さ
れ
れ
ば
、
固
い
み
の
法
託
(
と
り
わ
け
司
法
)
が
伝
市
号
さ
れ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
そ
の
結
果
と
し
て

被
謹
拝
者
が
川
問
責
機
闘
に
よ
る
担
杏
、
身
体
の
拘
束
、
さ
ら
に
は
刑
制
・
懲
戒
を
受
け
る
危
険
が
生
じ
る
の
で
、
個
人
の
法
益
も
同
時
に
侵

存
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
υ

ゆ
え
に
、
虚
偽
告
訴
罫
は
国
家
的
法
益
と
個
人
的
法
訴
を
同
時
に
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
っ
こ
の
よ

う
な
見
解
に
お
い
て
、
虚
偽
丹
訴
罫
が
個
人
的
法
益
を
も
保
護
し
て
い
る
点
に
プ
ラ
ス
の
材
料
を
守
え
て
い
る
の
は
、
「
人
に
川
雫
ま
た
は

「一

JF
2」

懲
戒
の
処
分
を
受
け
さ
せ
る
リ
的
で
一
と
い
、
つ
文
一
丙
で
あ
る
仁
ま
た
、
川
ポ
ま
た
は
民
事
の
名
誉
殴
損
事
件
に
お
い
て
虚
偽
告
訴
が
大
き

な
割
什
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
虚
偽
告
訴
罪
は
名
誉
ま
た
は
伝
川
段
損
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
小
し
て
い
る
と
い
う
】

こ
の
見
解
は
、
点
偽
告
訴
罪
の
法
益
と
し
て
川
家
的
法
益
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
個
人
的
法
益
を
も
そ
の
保
護
法
論
で
あ
る
と
解
す
る

北法;)8(4-46) 1674 



わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
某
づ
け
ば
被
拝
者
の
承
諾
の
有
効
性
に
関
し
て
は
若
干
の
検
討
を
必
要
と
す
る
の
な
ぜ
な
ら
ば
、
個
人
の

本
諾
は
、
心
該
個
人
に
処
分
権
の
あ
る
法
，
ハ
ー
を
放
棄
す
る

(
あ
る
い
は
そ
の
渋
的
保
護
を
放
棄
す
る
)
も
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
的
法
益
と

何
人
的
法
益
が
と
も
に
保
議
さ
れ
て
い
る
場
合
の
被
究
者
の
承
諾
は
、
後
者
の
そ
れ
だ
け
に
し
か
か
か
わ
っ
て
い
な
い
、

つ
ま
り
国
家
的
法

益
の
侵
小
平
日
は
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
保
護
さ
れ
た
法
益
の
う
ち
の
ひ
と
つ
一
の
侵
害
だ
け
で
虚
偽
告
訴
罪
の
成
立
が
肯

定
さ
れ
る
か
が
次
に
問
題
と
な
る
れ

通
説
判
例
は
、
被
理
台
者
が
康
偽
台
訴
に
承
諾
し
た
場
ム
円
で
あ
っ
て
も
、
同
家
的
法
益
の
似
合
だ
け
で
虚
偽
告
訴
罫
の
成
!
げ
を
昨
同
定
す

る
が
、
厳
密
に
い
え
ば
こ
れ
に
は
二
つ
の
立
場
が
あ
る
つ
一
つ
は
凶
家
的
な
利
訴
の
保
設
は
個
人
の
利
訴
の
そ
れ
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
と

戸
川
品
」

い
う
止
場
で
あ
り
、
一
つ
め
は
、
国
家
的
法
話
と
例
人
的
法
経
は
択
一
的
に
保
議
さ
れ
て
い
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
が
侵
害
さ
れ
れ
ば
慮
偽

古
訴
罪
は
成
立
す
る
と
い
う
烹
場
で
あ
る
。

、
刑
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
虚
偽
告
訴
単
に
お
い
て
国
家
的
法
益
保
護
の
側
面
は
個
人
的
法
論
保
護
の
側
凶
よ
り
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る

の
で
、

た
と
え
被
一
訓
告
者
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
第
一
義
的
な
保
護
法
訴
で
あ
る
国
家
的
法
〆
ハ
M

が
侵
害
さ
れ
て
い
る
以
上
、
不
諾
は

無
効
で
庶
偽
告
訴
罪
は
成
立
す
る
こ
と
に
な
る

(
以
下
，
固
い
私
的
法
託
優
越
説
と
呼
ぶ
)
仁

他
方
、
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
同
家
的
利
益
と
個
人
的
利
祈
は
い
ず
れ
も
虚
偽
告
訴
罪
が
そ
の
保
譲
を
目
的
と
す
る
法
益
で
あ
る
の
で
、

た
と
え
被
謹
白
者
の
示
諾
に
よ
っ
て
個
人
的
法
訴
の
侵
百
が
喪
失
し
た
と
し
て
も
、
な
お
虚
偽
告
訴
詐
の
成
育
は
免
れ
な
い
こ
と
に
な
る
(
以

被有者の本譜 (2i 

下
、
択
一
的
保
護
説
と
呼
ぶ
)
。

し
か
し
こ
こ
で
注
立
す
べ
き
は
同
家
的
法
益
優
越
説
は
な
お
理
論
的
に
十
分
に
同
法
/
耐
の
閥
係
を
明
ら
か
に
し
た
説
で
は
な
い
と
い
、
っ
こ

と
で
あ
る

n

つ
ま
り
阿
家
的
法
益
優
越
説
は
た
し
か
に
M
門
家
的
法
稀
だ
け
が
侵
合
さ
れ
た
場
合
の
帰
結
を
梓
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
個
人
的

法
祈
だ
け
が
侵
害
さ
れ
た
場
台
の
帰
結
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
虚
偽
告
訴
に
よ
っ
て
個
人
的
法
祈
の
み
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
と
は
、
た

北法S8(4.4i)Hi7S



日見

と
え
ば
外
凶
の
可
法
機
関
に
虚
偽
古
一
昨
が
な
さ
れ
た
場
ム
門
な
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
場
台
の
解
決
を
小
さ
な
け
れ
ば
、
庶
偽

Ef訴
罪
で
と
も

に
保
護
さ
れ
た
一
つ
の
渋
益
の
関
係
を
完
全
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
仮
に
点
偽
告
訴
罪
成
立
の
た
め
に
は
個
人

4 

H附

的
法
益
の
H
M
常
の
み
で
は
十
分
で
な
い
と
い
う
谷
え
が
返
っ
て
く
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
の
利
益
は
国
家
の
利
訴
が
侵
者
さ
れ
て
い

る
と
き
で
な
け
れ
ば
保
護
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
で
、
国
家
的
法
誌
の
ほ
か
に
個
人
的
法
訴
を
別
個
保
護
す
る
意
味
は
な
く
な
り
、

例
人
的
法
誌
は
表
現
卜
の
保
譲
法
話
に
し
か
過
き
な
く
な
る
の
他
方
、
保
事
附
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
択
一
的
保
議
説
と
同
様
で

あ
っ
て
、
そ
こ
に
優
越
を
つ
け
る
必
要
件
は
な
い
こ
と
に
な
る
υ

同
J

率
的
法
益
優
越
説
は
そ
の
与
祭
の
課
程
で
通
常
は
同
家
的
法
益
保
護
説

訟

を
，
小
固
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
必
然
的
に
後
者
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

月
例
は
「
説
告
罪
ハ
個
人
ノ
権
利
ヲ
侵
害
ス
ル
ト
同
時
一
常
該
官
憲
ノ
職
務
ヲ
一
点
一
ブ
、
ン
ム
ル
危
険
ア
ル
ニ
因
リ
庭
罰
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ヲ
以

テ
縦
令
被
謹
告
者
ノ
示
諾
ア
リ
ト
ス
ル
モ
本
向
井
ノ
構
成
ニ
彩
響
ヲ
及
ホ
ス
モ
ノ
ニ
非
ス
」
と
し
て
、
被
謹
古
者
の
承
諾
が
謹
告
罪
の
成
立

に
何
の
関
係
も
持
た
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
ロ
判
例
の
こ
の
よ
う
な
一
百
い
何
し
に
よ
れ
ば
、
国
家
的
法
祈
優
越
説
と
い
う
よ
り
は

一
通
の
告
訴
状
で
数
人
を
謹
告
し
た
事
例
に
お
い
て
、
大
審
院
は
数
個
の

応
偽
生
日
訴
罪
の
観
念
的
競
合
を
一
認
め
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
判
例
が
択
的
保
護
説
に
た
っ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
c

択
一
的
保
議
説
に
!
止
つ
も
の
と
解
す
る

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
な
通
説
・
判
例
に
対
し
て
は
、
点
偽
告
訴
罪
の
保
護
法
，
八
叫
が
判
家
・
個
人
的
利
訴
を
保
議
し
て
い
る
と
明
一
百
し
な
が
ら
も
、
被

訓
告
苫
の
承
諾
を
無
効
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
国
家
的
利
益
の
み
が
保
護
さ
れ
て
い
る
の
と
交
わ
ら
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
)

し
か
し
こ
の
批
判
円
は
適
切
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
択
的
保
護
説
に
た
て
ば
、
個
人
的
法
訴
の
み
が
侵
芹
さ
れ
た
場
合
に
も
虚
偽
告
訴
罪

が
成
立
す
る
と
い
う
形
で
困
A

本
的
法
益
保
護
説
と
の
帰
結
の
主
呉
が
牛
じ
る
か
ら
で
あ
る
c

ま
た
国
家
的
法
益
の
伝
宝
門
が
存
在
す
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
円
己
一
刊
肯
罪
が
不
可
罰
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
判
家
的
法
益
の
童
相
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
も
あ
る
が
、
虚
偽
告
訴
罪

が
「
人
に
刑
事
止
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
さ
せ
る

U
的
で
」
と
規
定
し
、
刑
法
に
お
い
て
は
通
常
「
人
」
は
「
他
人
」
を
意
味
す
る
こ
と
か

北法;)8(4-48)1676



際ら
多す
くれ
の ぱ守、、
弘司

者白
は己

lW 
「中

人民
L "" 

とキ
V' ~古

ヱほ
会{土

5委
型空
T'C は

H ? 
是主
1主 言J

Z全
市立

世議
rJ 1寸
日け
4ド フ
庁、，~

一千7
判為
I;;i能

Z棲
Iir Ä~ 
除問
L 巴

と-c 
い二

る;企
σ) T 
~C:'よ

今戸
竺が

能
で
あ
ろ

っ

夫

さ
ら
に
択
一
的
保
護
説
に
は
、
同
家
的
法
益
と
個
人
的
法
析
が
と
も
に
保
護
き
れ
て

る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ド
肺
偽
告
訴
罪
を
構
成
す

る
に
た
り
る
違
法
性
は
両
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
偏
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
の
批
判
も
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判

は
も
っ
と
も
で
あ
る
れ
択
一
的
保
護
説
に
依
拠
す
る
た
め
に
は
、
庶
偽
生
日
訴
罪
の
成
立
の
た
め
に
は
一
つ
分
の
法
祈
侵
合
で
十
分
で
あ
る
こ

と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一

h
で
、
同
じ
国
家
的
・
個
人
的
法
益
保
護
説
の
巾
で
も
、
被
訓
告
者
が
虚
偽
告
訴
に
承
詰
し
て
い
る
場
合
に
庶
偽
白
訴
罪
の
成
立

を
否
定
す
る
見
解
が
あ
る
c

こ
の
見
解
は
、
国
A

ふ
的
法
託
と
個
人
的
法
益
は
重
層
的
に
保
議
さ
れ
る
も
の
と
解
す
る
説
で
あ
る

H
判
的
保
一
世
説
と
同
町
ぶ
)υ

こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
自
己
訓
告
が
不
可
罰
で
あ
る
こ
と
や
、
被
謹
止
門
苫
の
示
諾
あ
る
庇
偽
古
訴
罪
の
成
立
を

(
以
卜
、
亘

認
め
る
こ
と
は
川
家
的
法
益
保
設
説
と
同
じ
で
あ
る
と
の
理
白
か
ら
下
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
土
張
が
十
分
で
な
い
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た

J

こ
こ
で
い
一
汗

H
す
べ
き
は
、
「
何
人
的
法
前
H
H
Z
ロ
の
危
険
性
を
宅
虚
し
な
く
て
よ
い
場
合
に
は
、
そ
の
類
国
的
違
法
性
が
大
幅
に

減
少
し
、
時
伐
る
国
家
的
法
リ
血
侵
中
川
(
の
危
険
)
の
み
で
は
、
本
罪
に
必
要
と
さ
れ
る
不
法
と
し
て
は
不

1
分
で
あ
る
一
と
の
、
土
張
で
あ
ろ
う
じ

重
層
的
保
護
説
の
基
本
的
な
発
想
は
、

二
つ
の
法
益
侵
害
分
の
不
法
が
そ
ろ
っ
て
初
め
て
虚
偽
告
訴
罪
と
し
て
処
制
に
値
す
る
不
法
を
子
に

被有者の本譜 (2i 

ゆ
え
に
、
個
人
的
法
論
の
侵
害
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
に
は
、
虚
偽
告
訴
詐
を
成
!
げ
さ
せ
る
た

め
の
不
法
は
十
分
で
な
く
、
結
果
と
し
て
被
一
訓
告
者
の
承
諾
は
犯
罫
の
成
す
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。

で
き
る
と
解
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
-

な
お
、
こ
の
見
解
に
刻
し
て
は
、
虚
偽
告
訴
罪
の
被
害
法
託
の
一
た
る
個
人
的
法
益
が
、
被
謹
告
者
の
同
意
に
よ
り
侵
害
の
違
法
性
が
失

わ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
祉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る

n

こ
の
よ
う
に

H
本
の
学
説
は
、
同
家
的
法
益
保
護
説
と
、
択
的
保
設
説
、
重
層
的
保
護
説
が
対
す
し
て
い
る
コ
前
二
説
に
基
づ
け
ば
被

北法58(4-49)11')77



日見

常
者
の
示
請
の
有
効
性
は
再
定
さ
れ
、
最
後
の
説
に
基
づ
け
ば
被
合
者
の
承
諾
の
有
効
性
は
白
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
仁

4 

H附

ド
イ
ツ
の
議
論

立
机
い
て
、

ド
イ

y
に
お
け
る
庶
偽
告
訴
罪
の
議
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
の

ド
ィ
ァ
に
お
け
る
康
偽
台
訴
罪
は
川
法
ぃ
ハ
川
条
一
項
に
「
一
円
署
の
子
続
き
又
は
他
の
行
署
の
処
分
を
そ
の
有
に
対
し
て
惹
起
さ
せ
主
析
し

く
は
続
続
さ
せ
る

E
凶
で
、
官
署
又
は
色
目
先
の
権
限
あ
る
公
務
員
又
は
軍
の
上
司
え
は
公
的
に
、
間
違
つ
一
て
い
る
と
知
り
な
が
ら
進
法
な
行

為
や
服
務
義
務
違
以
の
嫌
疑
を
他
人
に
か
け
た
者
は
、

ム
年
以
下
の
口
南
刑
又
は
罰
金
に
処
す
る
一
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

ト
イ
ツ
に
お
い
て
も
か
つ
て
虚
偽
告
訴
罪
は
個
人
の
法
益
に
対
す
る
罪
、
と
り
わ
け
例
人
の
名
誉
に
対
す
る
罫
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
c

そ
れ
が
同
家
的
法
益
保
護
の
性
質
を
帯
び
る
き
っ
か
け
を
つ
く
っ
た
の
は
、
虚
偽
告
訴
罪
を
「
公
的
な
信
義
誠
実
に
対
す
る
雑
」
の
章
に
分

類
し
た
八
凶
心
午
の
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
バ
イ
ク
公
領
に
お
け
る
刑
法
典
で
あ
っ
た
。
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ユ
バ
イ
ク
刑
法
は
、
仮
に
虚
偽
の
告
訴

に
名
誉
致
損
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
一
一
つ
の
事
象
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
と
し
、
白
川
偽
告
訴
罪
と
名
誉
殴
損
罫
を
完
全
に
区
別
し

用
さ
れ
る
こ
と
に
、

つ
ま
り
権
利
の
保
護
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
公
的
な
設
備
が
不
正
の
た
め
に
獄

3
 

4
-

そ
の
犯
罪
と
し
て
の
特
織
を
仔
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
-

た
の
こ
の
こ
と
で
点
偽
告
訴
罪
は
同
家
償
問
へ
の
侵
台
、

こ
の
よ
う
な
ブ
ラ
ウ
ン
ン
ユ
バ
イ
ク
刑
法
の
解
釈
は
、
そ
の
後
ハ
ノ

l
パ
l
刑
法
典
、

ハ
ン
ブ
ル
ク
刑
法
典
に
も
受
け
入
れ
ら
れ

五
一
年
に
は
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
で
も
受
け
入
れ
ら
れ
、
ほ
偽
止
門
訴
罪
は
川
門
家
的
法
益
に
刻
す
る
罪
と
し
て
分
類
さ
れ
た
じ
し
か
し
ブ
ロ
イ

セ
、
〆
刑
法
の
分
類
は
表
面
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
プ
口
イ
セ
、
〆
一
川
川
法
の
I

叶吠止V

め
て
い
た
と
い
、
う
つ
コ
こ
の
似
向
は
虚
偽
白
訴
副
作
に
関
し
て
ブ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
の
体
系
と
解
釈
を
受
け
継
い
だ
ラ
イ
ヒ
川
法
に
お
い
て
も
同

北法;)8(4日))167月
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様
で
あ
っ
た
が

一
八
九
一
年
の
判
例
(
河
口
出
昨
日
戸
山
コ
)
を
き
っ
か
け
に
同
家
的
法
益
に
対
す
る
罫
と
し
て
の
特
徴
づ
け
が
強
く
な
っ

て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
υ

(
二
同
家
的
法
益
保
護
市

川
家
的
法
益
保
護
説
の
き
っ
か
け
と
い
わ
れ
て
い
る
田
口
出
昨
日

U
3
-
の
判
例
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
楽
で
あ
っ
た
c

被
行
人

X
は
検
察
庁
へ
の
告
発
に
お
い
て

Y
が

一
作
川
に
厚
板
を
数
枚
盗
ん
だ
と
の
嫌
疑
を
か
け
て
い
た
υ

し
か
し
公
判
で

X
は
Y
の
窃

請
は
一
年
前
で
は
な
く
川
年
前
に
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
証
百
を
覆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
に
慕
つ
い
て
原
審
は
、

X
が
白

発
し
た

Y
の
犯
行
の
時
間
と
後
に

X
が
祉
百
し
た
そ
れ
と
の
吋
問
茅
が
ト
人
き
い
こ
と
か
ら
、

二
つ
の
事
実
は
ま
ワ
た
く
異
な
ワ
た
事
実
で
あ

る
と
し
て
虚
偽
告
訴
罫
の
成
育
を
認
め
た
が
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
こ
れ
を
同
一
の
事
刊
と
し
て
、
た
だ
X
が
Y
の
時
効
と
い
う
刊
の
免
除
事

山
を
中
し
出
な
か
っ
た
点
だ
け
を
問
題
と
し
た
っ

そ
し
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、

も
し
取
偽
告
訴
罪
の
本
質
が
中
傷
的
な
侮
辱
の
市
計

〈
停
W
H
1
-
∞
戸
出
戸
【
一
応
門
戸
以
内

F
令
目
。
一
合
ド
ュ
ド
民
己
戸
四
)

の
特
別
な
加
重
類
型
な
ら
ば
、
本
罪
の
成
す
は
告
発
さ
れ
た
罫
が
被
謹
止
円
苫
に
帰
責
さ
れ
る
の
が
正

当
か
不
当
か
に
左
右
さ
れ
る
と
認
め
る
こ
と
に
は
根
拠
が
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
が
、
司
法
に
対
す
る
山
罪
で
あ
る
と
解
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば

反
対
の
事
態
に
な
る
と
考
え
た
c
そ
し
て
本
条
の
沿
草
に
ふ
れ
て
、
リ
法
者
の
見
解
は
個
人
的
法
益
を
重
視
し
た
も
の
で
な
い
と
料
久
一
押
付
け
、

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
「
も

L
本
許
の
本
質
的
な
特
徴
が
、
虚
偽
白
訴
に
よ
っ
て
官
署
が
不
中
!
な
刑
事
的
な
干
続
き
を
動
機
引
け
ら
れ
う
る

被有者の本譜 (2i 

そ
れ
に
よ
う
て
司
法
が
危
険
に
さ
・
り
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
の
な
ら
、
既
存
の
刑
罰
阻
却
ポ
山
を
黙
っ
て
い
た
場
合
と
行
為
を
犯
し
た

こ
と
自
体
を
応
偽
で
、
土
張
し
た
場
合
と
を

μ別
し
て
扱
う
理
由
が
な
い
一
と
し
て
、
被
告
人
に
庶
偽
告
訴
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
じ

こ
と
、こ

の
事
例
は
、
実
際
に
被
謹
持
者
は
古
党
さ
れ
た
打
為
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
個
人
の
名
誉
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を

山
発
白
'
に
し
て
い
る
υ

そ
し
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
、
点
偽
告
訴
罪
は
同
{
主
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
個
人
的
法
益

北法58(4-51)11')79



日見

の
欠
如
で
は
点
偽
生
川
訴
罪
を
無
効
に
は
で
き
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
は
そ
れ
以
後
も
受
け
継
が
れ
、
他
人
に
自
己
を

紛

百
発
さ
せ
た
虚
偽
告
訴
教
唆
の
事
例
に
お
い
て
ラ
イ
ヒ
裁
判
所
は
廓
偽
告
訴
罪
の
成
立
を
認
め
、
実
際
に
は
祉
叫
が
不
可
能
で
公
務
介
入

の
き
っ
か
け
に
な
ら
な
か
っ
た
虚
偽
告
訴
の
事
例
に
お
い
て
虚
偽
告
訴
罫
の
成
?
止
を
否
定
し
た
。
ド
イ

y
連
邦
最
高
裁
判
所
の
時
代
に
な

4 

H附

る
と
、
こ
の
よ
う
な
同
家
的
な
機
能
の
み
を
保
護
す
る
傾
向
は
泌
を
ひ
そ
め
る
こ
と
に
な
る
が
、

益
保
護
説
は
現
在
で
も
少
数
と
は
い
え
支
持
を
得
て
い
る
。

ド
イ

y
の
学
説
に
お
い
て
は
、
国
本
的
法

川
家
的
法
益
保
出
品
説
の
論
者
は
、
ま
ず
凶
家
的
法
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
松
拠
と
し
て
刑
法
典
上
の
分
額
と
、
虚
偽
白
訴
罪
の
既
遂
時
期

を
あ
げ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
席
偽
告
訴
の
罪
は
偽
証
等
の
罪
の
章
ー
と
宗
教
等
に
関
す
る
罪
の
章
の
問
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

山
崎
偽
生
日
訴
罪
の
既
遂
時
期
は
個
人
的
法
益
が
侵
台
さ
れ
た
と
き
で
は
な
く
、
司
法
に
い
叩
い
た
と
き
で
あ
る
仁
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
庶
偽
古

一
許
界
が
同
家
的
法
益
を
保
護
し
た
胤
疋
で
あ
る
こ
と
を
導
き
だ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
つ

し
か
し
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
確
か
に
凶
家
的
法
益
保
設
説
に
有
利
で
は
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
川
家
的
法
益
を
も
保
譲
法
益
と
す
る
択

一
的
保
護
説
を
合
定
す
る
た
め
の
決
?
元
的
な
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
同
家
的
法
益
保
護
説
は
点
偽
止
門
訴
罪
に
お
け
る
個
人
的
法
益

の
存
社
を
白
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
c

こ
の
占
川
に
つ
い
て
、
国
家
的
法
持
保
護
説
の
論
者
は
、
ま
ず
個
人
的
法
訴
の
保
護
は
、
名
誉
設
相
に
関
す
る
範
刊
で
は
名
誉
段
損
詐
や
侮

写
罪
の
条
文
で
、
取
偽
の
百
発
ゆ
え
に
起
こ
っ
た
手
続
き
に
伴
、
っ
活
動
の
白
白
ゃ
身
体
の
侵
市
東
日
に
関
す
る
範
囲
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ふ
き
わ
し

r

日
)

い
構
成
要
件
の
虚
偽
告
訴
者
に
よ
る
間
接
H
犯
と
い
う
形
で
十
分
刻
処
で
き
る
と
ふ
下
張
し
た
仁
さ
ら
に
庶
偽
作
一
品
は
必
ず
し
も
名
誉
を
侵

中
日
し
な
い
と
し
て
、
ま
た
仮
に
こ
こ
で
侵
害
さ
れ
る
制
人
の
利
益
を
「
被
謹
止
円
高
へ
の
危
険

(
C
η
E
T
E
Z
ι
2
で
2
ω
。ロ且

2

F
三
の

7
C
E
E
)」

と
解
し
で
も
、
そ
の
正
確
な
定
義
が
で
き
な
い
こ
と
は
憲
法
の
明
確
件
の
原
則
に
反
す
る
と
し
て
、
個
人
的
法
論
の
保
護
を
也
記
ー
し
た
の
で

あ
る

J
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し
か
し
、
国
家
的
法
益
保
譲
説
に
対
し
て
は
批
判
的
な
視
線
も
多
く
む
け
ら
れ
て
い
る
c

そ
の
批
判
は
形
式
的
な
も
の
か
ら
実
質
的
な
も

の
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。

戸

マ

川

町

」

一

刻

」

六
五
条
の
文
一
戸
が
被
謹
告
者
を
「
被
究
者
(
〈

Z
Z
E
E
)
」
と
町
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
つ
た
だ
、

形
式
的
な
も
の
に
闘
し
て
い
え
ば

こ
の
よ
う
な
批
判
円
に
対
し
て
は
、
「
〈
主
化
丹
江
吉
一
と
い
う
文
一
吉
は
必
ず
し
も
法
/
此
所
有
者
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
と
く
に
朴
会
的
法
益

に
対
す
る
罪
で
は
間
按
的
な
当
事
者
が

J
1
2
-
o可
言
ご
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
以
諭
が
あ
り
、
そ
れ
は
分
に
納
得
の
い
く
も
の

で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

他
方
で
実
質
的
な
批
判
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
ま
ず
凶
家
的
法
話
保
設
説
で
は
、
国
内
の
者
が
他
の
国
の
司
法
機
関
に
虚
偽

一
川
山
」

告
訴
さ
れ
た
場
ム
門
を
カ
バ
ー
で
き
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
人
的
利
益
の
保
護
が
十
分
に
な
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
c

こ
こ
で
は
、
同
家
的
法
益
保
護
説
の
帰
結
の
正
巾
l
件
が
問
わ
れ
て
い
る
r

こ
の
占
山
に
つ
い
て
同
家
的
法
益
保
護
説
の
論
者
は
、
同
内
に
い
る
人
聞
を
外
同
の
機
関
に
訴
え
て
も
当
該
外
国
機
関
の
個
人
に
対
す
る
干

被有者の本譜 (2i 

渉
可
能
性
が
低
い
の
で
大
き
な
危
険
は
な
く
、
名
誉
投
鉛
罪
情
寸
の
個
人
を
保
護
す
る
何
々
の
砧
成
要
件
で
そ
の
保
護
は
足
り
る
と
以
諭
す
る

の
だ
が
、
し
か
し
反
対
の
す
坊
か
ら
は
、
ド
イ
ア
国
外
に
い
る
ド
イ
ツ
同
民
に
と
っ
て
外
国
の
竹
宮
へ
の
慮
偽
告
訴
の
被
詩
人
に
な
る
こ

と
は
、
外
阿
人
の
地
併
や
一
口
話
の
問
題
、
環
境
に
不
慣
れ
で
あ
る
こ
と
や
判
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
拷
査
方
法
が
人
道
的
で
は
な
い
こ
と
か

ら
、
個
人
的
法
析
を
非
出
に
従
か
す
こ
と
に
な
る
と
の
ふ
T
張
が
さ
ら
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
引
志
す
べ
き
で
あ
る
つ一位

J

ま
た
同
家
的
法
益
保
護
況
は
一
川

4
d
条
ー
と
一
T

ハ
川
条
ー
と
の
差
異
を
見
向
せ
な
い
と
い
う
点
で
も
批
判
き
れ
て
い
る
。

川
ム
d
条
は

日
本
で
い
う
軽
犯
罪
法
条
一
ー
ハ
ロ
勺
に
煩
似
の
胤
f
疋
で
あ
り
、
虚
偽
の
巾
告
に
よ
る
司
法
機
闘
の
誤
誘
導
を
禁
止
す
る
条
?
え
で
あ
る
に

し
か
し
M
門
家
的
法
訴
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
両
者
は
法
条
続
ム
門
の
関
係
に
あ
り
、
文
一
六
円
か
ら
も
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
】

法
条
競
合
と
は
同
じ
性
質
の
異
な
っ
た
侵
五
口
段
階
に
お
い
て
異
な
コ
た
刑
法
命
題
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
に
適
川
範
団
の
草

北法58(4-53)11'，81



日見

な
り
ん
U
つ
一
一
つ
の
条
文
の
存
在
は
何
の
，
才
府
も
な
い
こ
と
に
な
る
仁

4 

H附

な
お
同
家
的
法
益
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
制
人
の
処
分
川
能
な
法
益
は
な
い
の
で
、
被
訓
告
苫
の
承
誌
は
点
偽
告
訴
罪
の
成
止
に

何
ら
影
響
を
与
え
な
い
も
の
と
な
る
。

(
一
)
個
人
的
法
益
保
護
説

ド
ィ
ァ
に
お
け
る
康
偽
台
訴
罪
は
、

白
木
と
阿
様
に
沿
草
の
段
階
で
仙
人
的
法
託
保
護
を
重
判
制
し
た
そ
れ
か
ら
、
国
家
的
法
リ
位
保
議
を
豆

視
し
た
そ
れ
に
意
識
的
に
変
更
さ
れ
て
い
る
υ

そ
れ
ゆ
え
、
多
く
の
論
者
が
、
同
家
的
法
益
を
少
な
く
と
も
こ
こ
で
保
護
さ
れ
た
法
訴
の
一

っ
と
し
て
数
え
卜
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
ト
イ
ツ
の
例
人
的
法
必
保
護
説
は
、
少
数
で
は
あ
る
が
現
在
も
な
お
強
凶
に
占
丁
張
さ
れ
続
け
て
い
る
c

州
人
的
法
必
保
護
説

は
白
説
へ
の
批
判
に
谷
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
例
人
的
法
託
保
護
を
某
礎
付
け
、
他
説
へ
の
批
判
を
通
し
て
同
家
的
法
益
保
護
を
'
h
u
{疋
す
る
。

た
と
え
ば
何
人
的
法
益
保
護
説
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
個
人
的
法
益
は
虚
偽
告
訴
に
よ
っ
て
必
ず
し
も
侵
台
さ
れ
な
い
と
い
う
批
判
が

(
m
m
)
 

な
さ
れ
る
c

例
人
的
法
託
保
護
説
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
に
対
し
、
仮
に
そ
う
だ
と
し
て
も
虚
偽
古
訴
が
当
事
者
に
と
っ
て
去
の
危
険
を

「

Nm

必
然
的
に
伴
、
つ
こ
と
を
け
見
落
と
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
反
論
し
た
「

(
仙
)

ま
た
個
人
の
法
益
と
は
貝
体
的
に
何
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
批
判
に
対
し
て
は
、
虚
偽
告
訴
詐
で
保
護
さ
れ
る
べ
き
個
人
の
法

益
と
は
、
総
々
な
利
訴
の
総
体
(
例
え
ば
名
誉
、
回
己
決
定
権
、
活
動
の
白
由
、
そ
の
他
の
人
格
権
な
ど
)
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
短
い
名
称
は
存
在
し
な
い
と
主
張
し
た
c

こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
確
か
に
こ
こ
で
の
個
人
的
法
訴
は
内
存
の
あ
い
ま
い
な
法
話
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
相
人
的
法
益
保
護
説
に
よ
れ
ば
、
川
崎
定
の
構
成
安
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
確
定
し
て
い
る
し
、
解
釈
の
た
め
に
重
要

な
の
は
個
人
の
保
設
が
問
遮
で
あ
る
か
ア
川
円
か
で
あ
り
、
個
人
の
利
訴
が
詳
細
に
何
で
あ
る
か
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
ハ
川

北法;)8(4-54)1682



条
の
構
成
要
判
的
明
確
牲
の
問
題
は
生
じ
な
い
と
い
う
。

さ
ら
に
個
人
的
法
採
保
護
説
に
は
、
も
し
点
偽
告
訴
罪
が
個
人
の
利
益
を
(
単
独
に
せ
よ
択
的
に
せ
よ
)
保
護
し
て
い
る
と
い
う
の
で

あ
れ
ば
、
実
際
に
そ
の
法
析
を
侵
台
し
た
八
立
条
以
卜
や
二
三
条
、
二
一
九
条
や
一
凶
心
条
の
刑
の
ん
が
、
そ
れ
ら
の
佼
害
の
危
険

を
惹
起
し
た
に
過
ぎ
な
い
一
六
四
条
よ
り
も
低
く
な
っ
て
し
ま
う
点
で
矛
盾
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ

六
凶
条
で
は
、
一
つ
の
法
益
へ
の
伝
主
口
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
強
力
な
行
為
手
段
の
利
則
の
下

で
彼
誕
百
者
の
複
数
の
法
益
が
脅
か
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
一
て
い
る
ゆ
え
に
法
定
刑
上
の
矛
盾
は
な
い
と
反
人
一
刑
し
て
い
る
。

の
説
は

そ
の
卜
で
何
人
的
法
益
保
護
説
は
、
国
家
的
法
益
保
議
説
と
重
層
的
保
護
説
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
他
国
の
司
法
機
関
に
対
す

る
ほ
偽
止
門
訴
が
虚
偽
告
訴
罪
と
し
て
評
価
さ
れ
ず
、
個
人
の
保
護
が
十
分
で
な
く
な
る
と
批
判
し
、
川
{
率
的
法
益
保
誕
説
と
択
一
的
保
設

説
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
説
で
は
個
人
的
法
訴
の
侵
害
が
な
い
限
切
ム
門
に
も
一
六
四
条
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
り
、

市
一

条
の
追
い
を
回
収
拠
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
批
判
し
た
υ

一
六
四
条
と
一
川

4
d

以
上
の
よ
う
に
何
人
的
法
前
保
護
説
は
、
ド
肺
偽
止
円
訴
罪
に
お
い
て
個
人
的
法
訴
の
保
護
は
必
裂
で
あ
り
、
逆
に
川
家
的
法
益
の
保
護
は
結

前
の
不
当
性
ゆ
え
に
、
あ
る
い
は
現
行
法
と
矛
盾
す
る
ゆ
え
に
、
保
護
法
託
と
し
て
不
透
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
c

個
人
的
法
益
保
謀
説
に
基
づ
く
と
、
被
謹
拝
者
が
中
川
偽
生
日
玉
川
に
承
諾
し
て
い
る
と
き
に
は
、
も
は
や
被
謹
告
者
を
保
護
す
る
必
要
性
は
な

い
の
で
、
被
訓
告
苫
の
承
諾
は
有
効
に
版
偽
作
訴
罪
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
。

被有者の本譜 (2i 

し
か
し
個
人
的
法
採
保
設
説
に
対
し
て
は
、
卜
述
し
た
批
判
円
以
外
に
も
い
く
つ
か
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
つ
こ
れ
ら
の
巾
に
は
、
川
法

典
上
の
体
系
的
な
分
類
に
反
す
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
日
本
の
苧
説
を
議
論
す
る
際
に
述
べ
た
よ
う
に
決
ど
的
な
批
判
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
【

そ
れ
に
対
し
て
説
仔
力
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
の
は

一
ハ
四
条
一
項
が
一
六
川
条
一
項
の
行
為
を
一
取
で
列
挙
さ
れ
た
ト
刀
法
以
外
の

北法58(4日)日間



日見

方
法
で
な
さ
れ
た
場
合
と
同
じ
川
罰
を
も
っ
て
威
嚇
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
仮
に
個
人
的
法
益
の
み
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
よ
り
危
険
の
大

り

き
い
一
政
の
ほ
う
が
重
い
刑
罰
が
科
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
批
判
で
あ
る
υ

た
し
か
に
こ
こ
で
保
護
さ
れ
た
仙
人
的
法
採
が
、

正
停
に
は
法
益
侵
害
の
危
険
で
あ
る
と
い
、
つ
の
な
ら
、
危
険
性
の
よ
り
高
い
六
四
条
一
頃
の
法
定
刑
の
方
が
高
い
も
の
と
な
り
う
る
で
あ

4 

H附

ろ、っ。さ
ら
に
、
被
謹
告
者
の
承
諾
の
あ
る
市
偽
件
訴
が

別
J

山

T
1
d
条
で
し
か
カ
バ
ー
で
き
な
い
占
も
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
は
個
人
的
法
益
保
護
説
の
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
特
別
な
重
要
件
を
も
っ
た
批
判
で
は
な
い
っ

(
三
岡
家
的
・
州
人
的
法
託
保
護
説

川
家
的
・
例
人
的
法
益
保
譲
一
祝
は
、
山
崎
偽
生
日
訴
罪
に
一
一
つ
の
法
訴
の
有
在
を
認
め
る
烹
場
で
あ
る
の
だ
が
、
日
本
と
異
な
り
ド
イ

y

重
層
的
保
護
説
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
支
持
を
失
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
適
川
範
叫
が
あ
ま
り
に
狭
い
と
与
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

戸
出
)

ゆ
え
に
同
家
的
・
何
人
的
法
前
保
護
説
で
問
題
と
な
る
の
は
択
的
保
訣
説
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
寸

f
M
一

B
G
H
の
判
例
も
こ
の
立
坊
を
と
っ
て
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
占
領
時
代
に
占
領
軍
の
一
口
署
に
虚
偽
告
訴
を
し
た
ポ
例
、
別
属
中
の
妻
が
ポ
l

rrω 

ラ
、
〆
ド
を
旅
行
中
に
、
た
で
あ
る
被
生
日
人
が
彼
女
は
ド
イ
ツ
の
ス
パ
イ
で
あ
る
と
い
う
手
紙
を
ポ
ラ
ン
ド
の
警
察
庁
に
対
し
て
送
っ
た
事
例
、

の
犯
行
に
見
せ
か
け
た
事
例

息
子
を
庇
う
た
め
に
息
チ
の
共
同
被
告
人
な
と
に
依
頼
し
取
品
川
の
証
百
を
さ
せ
て
自
己
(
母
親
で
あ
る
被
許
人
」

に
虚
偽
告
訴
罪
の
成
立
を
認
め
て
い
る
つ
ま
た
い
級
審
に
お
い
て
も
そ
の
傾
向
は
川
様
で
あ
っ
て
、
免
倖
中
に
起
こ
し
た
宅
政
を
隠
す
た
め

戸別

に
同
来
者
の
承
諾
を
得
て
同
乗
苫
が
運
転
し
て
い
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
ポ
例
で
虚
偽
告
訴
罪
の
成
止
が
認
め
ら
れ
た

f

前
一
者
は
ド
イ

ツ
の
司
法
機
関
に
対
す
る
侵
害
は
な
い
が
個
人
的
法
益
の
侵
害
が
あ
る
場
ム
円
で
あ
り
、
後
一
一
者
は
被
謹
持
者
の
本
諾
が
存
す
す
る
た
め
に
制

一
一
樹
」

人
的
法
論
の
侵
害
は
な
い
が
可
法
に
刈
す
る
侵
台
が
あ
る
場
ι円
で
あ
る
。

北法;)8(4-56)1684
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と
り
わ
け
E
C
Z
三
円
目
白
は
白
己
の
謹
告
を
教
的
院
し
た
事
例
で
あ
り
、

B
G
H
は
、
白
己
謹
告
は
一
六
川
条
を
構
成
し
な
い
と
す
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
自
己
の
認
牛
口
教
唆
に
つ
い
て
は
跨
踏
な
く
一
六
四
条
を
適
用
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
「
被
害
者
の
同

E
は
そ
の
人
に
当
該

法
析
に
つ
い
て
の
処
分
権
が
あ
る
と
き
に
の
み
注

U
に
伸
す
る
。

こ
の
よ
う
な
前
提
は
一
六
川
条
に
は
作
在
し
な
い

こ
の
規
ど
は
健
か
に

誤
っ
て
尊
か
れ
た
(H署
の
失
策
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
に
も
責
献
す
る
。
そ
れ
は
一
?
ハ
ア
九
条
の
規
定
に
も
、
ま
た
行
為
者
は
被
謹
止
門
者

に
手
続
き
を
惹
起
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
表
現
か
ら
も
見
出
せ
る
。
し
か
し
さ
ら
に
一
六
川
条
は
凶
家
の
司
法

を
保
護
し
て
い
て
、
公
的
な
利
益
の
保
護
の
た
め
に
公
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
υ

一
回
芥

d
条
に
基
づ
く
の
と
同
じ
よ
う
に
不
当
な
要
求
と
犯

罪
の
訴
追
に
取
り
組
む
行
暑
の
誤
誘
導
は
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
法
に
よ
っ
て
同
時
に
保
議
き
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
法
益
に
つ
い
て

の
処
分
権
を
被
究
者
は
も
た
な
い
。
従
っ
て
同
意
は
問
題
で
な
い
一
と
の
判
断
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
向
法
益
の
ど
ち
ら
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ

る
か
は
重
要
で
は
な
く
、
仮
に
I

止
法
者
が
個
人
の
法
益
を
優
先
す
る
と
解
し
て
い
た
と
し
て
も
同
意
は
相
'
効
で
あ
り
、
「
な
ぜ
な
ら
、
他
五
の

品
開

円
的
は
そ
れ
が
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
解
し
た
。

白
明
の
こ
と
な
が
ら
ト
イ
ツ
の
通
説
・
判
例
で
あ
る
択
一
的
保
護
説
が
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
何
人
的
法
益
の
存
在
と
国
家

的
法
益
の
存
在
で
あ
る
じ

そ
の
重
要
な
根
拠
の
っ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
択
一
的
保
譲
説
こ
そ
が
実
際
に
柔
軟
で
適
切
な
解
決
が
導
け
る
と
い
う
帰
結

の
妥
叶
性
で
あ
る
υ

柔
軟
で
適
切
な
解
決
と
は
、
外
国
の
司
法
機
関
へ
の
取
偽
作
訴
も
、
被
-
訓
告
者
の
承
諾
あ
る
出
品
川
告
訴
も
一
六
川
条

被有者の本譜 (2i 

で
カ
バ
ー
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
つ

一
川
百

d
条
の
存
存
と
文
一
百
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
じ

四
五

d
条
が

ま
た
こ
の
見
解
に
と
り
わ
け
プ
ラ
ス
の
材
料
を
守
え
る
の
は
、

す
で
に
同
法
を
保
設
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
国
家
的
法
議
保
護
説
を
と
っ
た
場
合
に
一
六
四
条
と
一
川

4
d条
そ
れ
ぞ
れ
の
有
在
価
値

に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
し
、
逆
に
一
回
烹

d
条
が
六
四
条
成
止
時
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

一
川

4
d条
と

ハ
川
条
に
共
通
の

北法58(4. 5i) 11'，85 



日見

要
去
が
あ
る
こ
と
を
よ
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。

つ
半
ま
い
リ

『
ハ
凶
条
は
川
五

d
条
と
共
通
の
要
素
(
川
門
家
的
法
益
)
が
あ
り
、

位
)

そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
と
異
な
っ
た
要
素
(
個
人
的
渋
益
)
を
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4 

H附

い
く
つ
か
の
疑
問
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
第
に
、
完
全
に
民
な
っ
た
性
質
の
法
訴
を
ひ
と
つ
の
規
定

で
、
そ
れ
も
択
一
的
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
凡
な
っ
た
法
益
を
ひ
と
つ
の
構
成
要
件
が
重
層
的
な
形
で

し
か
し
、
択
一
的
保
護
説
に
は
、

保
譲
す
る
こ
と
は
あ
り
え
で
も
、
択
的
に
保
護
す
る
条
『
止
は
他
に
例
が
な
い
れ
ゆ
え
に
こ
の
よ
う
な
択
一
的
保
譲
は
法
技
術
的
に
非
瓜
実

(例一

的
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
つ
第
二
に
、
一
六
同
条
に
そ
の
よ
う
な
択
一
院
を
疑
わ
せ
る
文
↓
何
が
な
い
こ
と
か
ら
憲
法
達
反
の
疑

一
郎

J

い
も
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
二
つ
の
法
益
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
立
法
者
が
規
定
し
た
法
定
刑
は
一
つ
の
法
話

侵
害
分
を
与
慮
し
た
も
の
で
あ
ヲ
て
、
ど
ち
ら
か
方
の
侵
害
分
で
あ
る
と
は
考
、
え
ら
れ
ず
、

に
も
一
つ
分
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
法
筏
術
的
な
困
難
住
が
、
択
一
的
保
議
説
の
重
大
な

方
し
か
侵
害
し
て
い
な
い
行
為
苫
は
不
当

弱
点
と
な
っ
て
い
る
。

在、
見

こ
れ
ま
で
取
偽
作
訴
罪
の
保
設
法
益
に
つ
い
て
円
本
と
ド
イ
ツ
の
議
論
を
検
討
し
て
き
た
の
だ
が
、
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、

(
司
法
の
機
能
)
と
何
人
的
な
利
益
は
侵
市
東
け
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ

た
し
か
に
肘
偽
丹
訴
に
よ
っ
て
川
家
的
な
利
前

が
実
際
に
虚
偽
告
訴
罪
の
法
託
で
あ
る
か
は
さ
ら
な
る
検
討
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
検
討
は
被
写
者
の
承
諾
の

有
効
性
を
山
止
め
る
に
あ
た
っ
て
必
要
不
利
欠
で
あ
る
こ
と
は
卜
述
し
た
〈

そ
れ
で
は
取
偽
作
訴
罪
の
場
合
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
υ

北法;)8(4-58)1686



そ
れ
ほ
と
岡
難
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
以
わ
れ

一
間
)

る
っ
た
と
え
ば
、
沿
日
中
に
お
い
て
凶
家
的
法
益
の
保
護
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
刑
渋
山
ハ
上
、
偽
証
罪
に
な
ら
ぶ
位
掃
に
分
類
さ
れ
て

二己

い
る
こ
と
、
既
遂
の
成
!υ
時
期
が
禍
JWl
官
署
に
庶
偽
の
申
土
け
が
な
き
れ
た
時
点
で
あ
る
こ
と
や
法
定
刑
が
偽
証
罪
と
同
じ
程
度
に
と
ど
ま
っ

虚
偽
苫
訴
罪
に
お
い
て
因
不
的
法
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

て
い
る
こ
と
な
と
が
あ
わ
さ
っ
て
、
国
家
的
法
併
の
存
在
に
フ
ラ
ス
の
材
料
を
与
え
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
個
人
的
法
益
保
護
の
証
明
は
主
計
干
の
困
難
を
伴
、
つ
よ
う
に
川
い
わ
れ
る
c

た
し
か
に
、
庶
偽
告
訴
罪
は
王
向
的
な
安
素
と

し
て
処
罰
を
う
け
さ
せ
る

H
的
を
要
求
し
て
い
る
し
、
軒
犯
罪
法
一
条
一
六
日
寸
に
凶
家
的
法
採
保
護
を

U
的
と
し
た
条
文
を
設
け
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
成
偽
計
訴
罪
は
個
人
的
法
益
を
も
保
護
し
た
犯
罪
で
あ
る
と
干
張
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
つ
し
か
し
本
条
の

U
的
に
関

し
て
は
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
リ
的
が
あ
れ
ば
個
人
的
法
益
侵
害
の
危
険
が
必
ず
し
も
増
す
わ
け
で
は
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
は
的
は
未
必

8
 

の
認
識
で
も

1
八
刀
だ
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
か
ら
個
人
的
法
話
保
護
を
導
き
出
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
零
易
で
は
な
い
よ
う
に
川
い
わ
れ

る
コ
国
家
的
法
祈
の
み
を
顧
慮
し
て
も
、
実
在
す
る
人
に
処
前
を
う
け
さ
せ
る
日
的
で
告
訴
す
る
方
が
、

そ
う
で
な
い
場
合
よ
り
も
、
行
為

態
桜
と
し
て
よ
り
司
法
を
汗
わ
せ
る
お
そ
れ
が
丙
い
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う

J

そ
れ
で
は
軽
犯
罪
法
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
c

粁
犯
罪
法
一
条
一
ー
ハ
号
虚
構
中
止
門
の
罪
は
、
虚
偽
の
巾
告
に
よ

戸川一

り
穴
常
事
態
に
対
処
す
べ
き
公
務
員
が
惑
わ
さ
れ
、
血
川
の
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
を
防
止
す
る
こ
と
を
リ
的
と
し
て
い
る
。
虚
構
申
告

被有者の本譜 (2i 

訴ィ7
罪 J告
には
りえ {也
収入
さ の
ilへdQ
る]月L
o t~ 

dQ 
弾
事
'五
の
申
介h
u 

で
あ

そ
の
他
人
の
処
制
を
求
め
る
意
思
を
表
示
し
た
場
合
に
は
、
虚
構
申
告
の
罪
は
康
偽
白

つ
ま
り
両
者
は
法
条
競
合
の
関
係
に
立
っ
て
お
り
、
虚
構
中
告
の
巾
で
も
他
人
へ
の
市
川
偽
土
川
訴
が
よ
り
重
い
罫
ー
と

し
て
一
七
一
条
に
取
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
、
つ
c

阿
古
の
違
法
性
の
主
呉
は
、
碓
か
に
慮
偽
告
訴
罪
が
個
人
の
法
訴
を
も
保
設
し
て
い

る
点
で
市
構
巾
告
の
罫
よ
り
も
進
法
性
が
泊
し
て
い
る
か
ら
だ
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

上
述
の
よ
う
に
、
他
人
に
処
罰
を
求
め
る
日

的
で
お
こ
な
わ
れ
た
庶
偽
白
訴
は
、
そ
の
性
質
卜
よ
り
河
川
法
の
混
乱
を
招
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
場
台
に
よ
っ
て
は
無
事
の
者
に
刑
出
格
を

北法58(4-5911687



日見

打
使
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
単
な
る
応
構
山
中
告
の
罪
よ
り
も
違
法
性
が
ー向
い
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
巴
わ
れ
る
の
で
あ
る
υ

白

己
認
生
日
が
軒
犯
罪
法
一
条
一
六
川
す
の
範
囲
内
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
白
己
を
虚
偽
で
告
訴
す
る
こ
と
の
教
唆
が
一
七

一
条
と
の
関
係
で

4 

H附

論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
、
告
訴
者
と
被
謹
白
者
が
同
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
は
よ
り
嘘
を
暴
き
に
く
く
な
る
と
い
う
点
で
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
軽
犯
罪
法
条
土
台
勺
の
存
在
も
決
定
的
で
は
な
い
よ
う
に
巴
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
個
人
的
法
話
保
識
を
肯
定
す
る
の
は
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
点
が
一
白
'
あ
る
c

第
に
、
こ
こ
で
保
議
さ
れ
る
個
人
的
法
益
と
は
何

か
が
明
ら
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
第
一
に
保
設
の
必
要
性
が
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
前
者
の

問
い
は
、
被
究
者
の
示
詩
論
と
密
接
な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
。

ト
イ

y
の
州
人
的
法
益
保
護
説
の
論
者
に
よ
れ
ば
、
虚
偽
告
一
昨
界
で
保
護
さ
れ
た
何
人
的
法
誌
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
則
ら
か
で
な
く

と
も
構
成
要
刊
卜
な
ん
ら
問
題
は
な
い
と
い
う
わ
た
し
か
に
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
具
体
的
に
と
の
よ
う
な
法

一
m一

益
が
侵
吾
さ
れ
た
か
は
一
見
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
被
工
口
者
の
承
諾
の
問
題
を
も
顧
慮
す
れ
ば
事
情
は
川

な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
一
般
的
に
被
当
者
の
承
諾
は
、
行
為
の
み
で
は
な
く
給
米
に
対
し
て
も
お
こ
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

日

れ
て
い
る
の
で
、
仮
に
被
害
者
の
示
諾
は
有
効
に
虚
偽
告
訴
罪
の
成
立
を
阿
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
前
提
に
た
て
ば

(
個
人
的
法
話
保

議
説
・
重
層
的
保
護
説
)
、
こ
こ
で
い
う
粘
扶
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
に
お
い
て
重
層

的
保
設
説
が
、
被
害
者
の
同
意
が
右
効
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
そ
の
よ
う
な
個
人
的
法
析
が
処
分
別
能
か
を
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
批
判
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
繋
が
る
。

個
人
的
法
益
保
説
説
は
応
偽
生
日
訴
に
つ
い
て
被
謹
告
者
が
承
諾
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
純
に
虚
偽
告
訴
罪
の
成
立
を
排
除
す
る
が
、

そ
れ
は
な
お
適
切
な
指
置
で
は
な
い
の
で
あ
る
【
虚
偽
告
訴
釘
為
に
よ
る
個
人
の
利
益
侵
害
の
う
ち
ど
こ
ま
で
が
点
偽
告
訴
罪
で
保
護
さ
れ
、

ど
こ
か
ら
が
き
れ
な
い
の
か
コ
有
効
に
示
請
が
成
止
す
る
要
件
を
定
め
る
た
め
に
、
ま
ず
こ
の
間
泡
に
芥
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

北法;)8(4似))168月



そ
れ
で
は
応
偽
件
訴
罪
に
お
い
て
保
議
さ
れ
た
個
人
の
利
純
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
が
名
誉
や
身
体
の
白
山
、
身
体
の
{
一
古

全
性
あ
る
い
は
牛
ム
仰
の
侵
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
、
虚
偽
告
訴
が
功
を
奏
し
た
と
き
に
虚
偽
告
訴
者
に
名
誉
投
煩
罪
の
H
犯
や
、

ι広
川

祭
・
傷
申
七
日
界
川
守
の
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
、
り
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
点
偽
告
訴
罪
が
保
護
し

一附一

て
い
る
個
人
の
法
訴
は
、
そ
れ
肉
体
で
は
な
く
そ
れ
に
対
す
る
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
前
倒
し
の
保
護
は
実
際
に
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
庶
偽
件
訴
に
よ
っ
て
復
数
の
法
益
は
一
度
に
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
が
、
虚
偽
告
訴
と
い
う
手
段
の
法
益
の
危
殆
化
が
、
他
の
子
段
の
、

と
り
わ
け
行
為
者
自
ら
が
行
う
法
益
の
危
治
化
よ
り
も
特
別
危
険

で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
認
牛
円
者
は
確
か
に
同
家
と
い
う
強
力
な
存
杭
を
相
子
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
が
、

の
一
方
で
凶
門
家
は
決
し
て
応
偽
件
訴
者
の
話
を
鵜
芥
み
に
せ
ず
、
ム
円
ら
抱
先
を
お
こ
な
い
虚
一
百
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
努
力
す
る
で
あ
ろ

う
の
そ
う
す
る
と
こ
こ
で
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
個
人
の
法
益
は
各
々
の
構
成
要
件
に
よ
る
保
護
で
十
分
に
ま
か
な
わ
れ
て
お
り
、
点
偽
止
門
部
叶

と
い
う
千
段
に
限
ら
れ
た
予
備
段
階
に
お
け
る
そ
の
保
護
の
必
要
性
は
有
在
し
な
い
よ
う
に
以
わ
れ
る
の
で
あ
る
コ

ま
た
日
本
の
学
説
で
は
、
虚
偽
告
訴
罪
で
保
護
さ
れ
る
何
人
的
法
誌
は
た
と
え
ば
小
斗
に
刑
ポ
又
は
懲
戒
の
処
分
を
受
け
な
い
被
認
背
有

M
-

の
法
律
的
安
定
位
、
あ
る
い
は
よ
り
広
く
娘
丘
又
は
懲
戒
手
絞
き
の
対
象
と
さ
れ
な
い
こ
と
と
解
さ
れ
て
い
る
じ
し
か
し
、
生
命
・
身
体
・

名
誉
と
い
っ
た
具
体
的
な
法
誌
と
は
関
係
な
く
、
抽
象
的
な
意
味
で
の
刑
事
又
は
懲
戒
の
処
分
(
ま
た
そ
の
授
斉
)

の
対
象
に
な
ら
な
い
権

利
(
い
わ
ば
省
察
機
関
せ
に
疑
わ
れ
な
い
権
利
)
が
そ
の
よ
う
に
強
度
に
保
障
さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。
例
人
的
法
益
の
似
害
は
、

被有者の本譜 (2i 

五
際
に
同
家
機
関
が
当
該
何
人
に
あ
る
い
は
そ
の
環
境
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
働
き
か
け
を
起
こ
し
た
際
に
、

は
じ
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
c

さ
ら
に

H
本
と
ド
イ
ツ
の
通
説
で
あ
る
択
一
的
保
護
説
に
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
で
述
べ
た
よ
う
に
構
造
卜
の
難
点
が
あ
る
よ
う
に
出
わ
れ

る
コ
確
か
に
例
人
の
利
益
も
可
法
の
機
能
も
重
安
な
法
益
で
あ
っ
て

い
ず
れ
か
を
選
ぶ
こ
と
は
難
し
い
。
そ
し
て
重
層
的
保
護
説
を
と
れ Z二、

北法58(4-6111689



日見

ば
と
ち
ら
か
を
選
ん
だ
場
合
よ
り
も
そ
の
成
立
範
囲
は
狭
く
な
る
の
だ
か
ら
、
択

的
保
護
説
は
「
と
ち
ら
も
大
切
」
?
と
表
明
で
き
る
唯

の
見
解
と
い
え
よ
う
。
虚
偽
告
訴
行
為
が
凶
家
に
も
制
人
に
も
ダ
メ
ー
ジ
を
た
J

え
る
と
い
う
社
会
一
般
の
瑚
解
に
も
っ
と
も
当
て
は
ま
っ
て

4 

H附

い
て
、
最
も
安
斗
な
結
論
に
1

芭
せ
る
の
は
こ
の
説
で
あ
る

J

し
か
し
、
そ
れ
が
刑
法
の
構
成
要
件
の
請
と
な
る
と
疑
問
が
生
じ
る

J

京
偽
白

訴
罪
が
同
家
的
法
益
と
個
人
的
法
訴
を
と
も
に
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
4
J
定
さ
れ
て
い
る

そ
こ
で
の
法
定
川
は
一
つ
の
法
益
侵
害
分
の
そ
れ
で
は
な
い

一
つ
の
法
祈
侵
合
と
、
例
外
的
に
発
牛
す
る
そ
の
う
ち
一
つ
の
法
益
侵
害
が
、
同
じ
不
法

の
内
科
を
も
っ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
υ

一
つ
の
法
益
侵
半
口
に
よ
り
二
つ
分
の
法
採
似
合
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
は
不
当
で
あ
ろ

う
。
こ
の
点
で
択
一
的
保
設
説
も
適
切
で
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
州
人
的
法
/
耐
保
護
を
青
山
し
た
場
合
、
外
川
機
闘
に
附
け
た
慮
偽
告
訴
が
一
ヒ
二
条
を
構
成
し
な
く
な
る
と
い
う
処
罰
の

閉
山
出
土
、

!
l
l
 
日
円
本
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
な
ぜ
な
ら
そ
の
地
理
的
な
特
殊
性
ゆ
え
に
、

日
本
で
は
外
国
被

関
に
む
け
た
取
偽
許
訴
が
例
人
に
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
危
険
を
及
ぼ
す
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
つ

以
上
の
こ
と
か
ら
、
虚
偽
告
訴
詐
は
国
家
的
法
益
の
み
を
保
護
し
た
犯
罪
で
あ
り
、
被
害
者
の
示
諾
は
常
に
無
意
味
だ
と
い
、
つ
帰
結
が
導

か
れ
る
の
で
あ
る
c

いL[

ま
と
め

川
門
家
・
公
共
の
法
訴
と
例
人
の
法
益
が
と
も
に
保
議
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
犯
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
示
諾
の
有
効
件
に
つ
い
て
論

じ
る
際
に
は
、
ま
ず
、
個
人
的
法
訴
と
回
家
的
法
益
が
実
際
に
と
ち
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
梓
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
c

そ
れ
は
、
条
『
止
の
治
吊
や
刑
法
典
卜
の
分
類
、
、
文
一
百
や
こ
れ
ま
で
の
運
用
、
他
詐
と
の
競
合
関
係
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
ヒ
ン
ト
と
し

北法;)8(4-62)1690



て
、
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
c

と
り
わ
け
庇
偽
告
訴
罪
の
よ
う
に
、
州
人
的
法
，
八
は
の
内
一
行
が
明
ら
か
で
は
な
く
、
被
t
r
H

者
が
何
に
示
諾
L

て
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
構
成
に
は
疑
い
を
抱
く
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
ま
で
通
説
的
に
ギ
張
き
れ
て
き
た
択
的
保
設
説
に
は
法
技
術
的
な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
-
山
者
の
法
益
が
侵
害
き

れ
た
場
合
と
、
ど
ち
ら
か
一

h
が
侵
害
さ
れ
た
均
台
を
、
同
一
の
構
成
要
件
と
法
ど
刑
で
威
嚇
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
し
て
、
因
不
・
公
共
の
法
益
と
個
人
の
法
祈
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
き
に
は
、
ま
ず
そ
の
明
確
な

法
訴
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
凶
家
的
法
訴
の
み
の
保
識
が
認
め
ら
れ
、
被
当
者
の
承
諾

の
ム
日
効
性
が
端
的
に
台
定
き
れ
う
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
犯
罫
は
、
そ
も
そ
も
総
論
的
に
築
き
ト
げ
ら
れ
た
承
諾
論
の
テ

l
ゼ
の
射
桂

外
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
二
節

特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪

本
的
で
は
応
偽
生
日
訴
罪
と
同
様
に
、
国
家
・
公
共
の
利
益
と
個
人
の
利
/
耐
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
特
別
公
務
員
暴
行

九
五
条
一
項
は
「
裁
判
、
検
察
許
し
く
は
嘗
也
市
の
職
務
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
の
職
務
を
補
助

陵
出
罪
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
日
本
川
法

す
る
苫
が
、

そ
の
職
務
を
行
、
つ
に
当
た
り
、
被
告
人
、
被
疑
者
そ
の
他
の
者
に
対
し
て
暴
行
又
は
陵
辱
若
し
く
は
加
虐
の
行
為
を
し
た
と
き

被有者の本譜 (2i 

は
、
七
咋
以
下
の
懲
役
又
は
禁
鋼
に
処
す
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
二
項
は
「
法
令
に
よ
り
拘
品
一
ぺ
さ
れ
た
者
を
看
守
し
又
は
護
送
す
る
者
が
そ

の
拘
禁
さ
れ
た
者
に
対
し
て
暴
行
又
は
陵
虐
若
し
く
は
加
虐
の
行
為
を
し
た
と
き
も
、
前
項
と
川
様
と
す
る
一
と
嵐
{
疋
し
て
い
る
c

陵
辱
と

ぽ
聞

は
精
神
的
に
辱
め
、
加
虐
と
は
肉
体
的
に
背
痛
を
に
J

え
る
こ
と
で
暴
行
以
外
の
も
の
を
意
味
し
て
お
り
、
川
者
は
わ
い
せ
つ
罪
ギ
強
姦
罫
に

一
九
烹
条
に
該
当
す
る
行
為
が
そ
れ
ら
の
詐
の
構
成
要
件
に
当
て
は
ま
る
場
合
は
、
観
念
的
競
台
と
な
る
υ

あ
た
る
も
の
に
限
ら
れ
な
い
の
で
、

北法58(4-6311691



日見

本
節
は
、
国
家
的
利
益
と
個
人
的
利
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
、
λ
る
犯
罪
類
型
に
お
い
て
法
益
を
確
定
す
る
と
と
も
に
、

国
家
的
利
必
と
個
人
的
利
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
場
台
に
お
け
る
被
否
者
の
本
諾
の
性
質
、
成
立
要
件
に
つ
い
て
検
討
す
る
つ
こ
こ

4 

H附

で
は
議
論
の
題
材
と
し
て
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
を
選
択
し
て
い
る
が
、
本
罫
と
類
似
の
性
質
を
も
つ
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
刊
に
適
刷
可
能

な
一
般
原
則
を
導
く
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

な
お
日
本
に
お
い
て
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
界
に
関
す
る
議
論
は
判
例
評
釈
を
別
と
し
て
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
υ

ま

た
本
節
で
そ
の
議
論
を
参
問
、
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
罪
は
、
暴
行
・
加
虐
と
陵
辱
に
区
別
し
て
山
品
川
疋
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
あ
ら
か
じ
め
付
言
し
て
お
く
。

日
本
の
一
議
論

日
本
に
お
い
て
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
は
行
職
の
罪
と
し
て
同
家
的
法
訴
を
台
す
る
側
面
を
持
つ
一
方
で
、
何
人
の
法
誌
を
市
東
け
す
る

(
胤
)

側
而
を
も
っ
と
さ
れ
て
い
る
c

恥
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
が
汚
職
の
罪
の
一
類
型
と
し
て
刑
法
典
に
分
類
さ
れ
て
い
る
事
情
が
、
本
界
が

一的一

国
家
的
法
益
を
保
議
し
て
い
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
、
昭
和
一
一
年
の
改
正
で
法
定
刑
が
大
仰
に
引
き
卜
げ
ら
れ
た
こ
と
や
暴
行
陵
虐
行
為

が
化
傷
の
結
果
を

ι起
し
た
場
合
の
結
果
的
加
重
犯
規
定
(
一
九
六
条
)
の
存
在
が
、
個
人
的
法
論
の
保
設
を
推
測
さ
せ
る
の
で
あ
る
っ

そ
し
て
同
家
的
法
益
を
侵
存
す
る
ゆ
え
に
、
暴
行
陵
虐
に
関
す
る
被
害
者
り
本
諾
は
無
効
で
あ
る
ー
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
他
の
戦
権
濫
用
罪
が
職
権
の
熊
川
を
処
罰
す
る
の
に
刻
し
て
特
別
公
務
門
凶
暴
行
陵
出
罪
は
職
権
の
濫
用
を
罰
す
る
も

の
で
は
な
い
と
し
て
、
一
九
五
条
は
暴
打
陵
虐
の
対
象
と
な
る
個
人
の
生
命
身
体
を
保
護
法
益
と
す
る
個
人
的
法
益
の
み
に
対
す
る
罪
で

H
A
」

あ
る
と
す
る
見
解
も
あ
る
コ
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
従
弁
者
の
承
諾
は
有
効
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
ロ
さ
ら
に
、
川
家
的
・
個
人
的
利

北法;)8(4-64)1692



益
の
双
ι々
が
保
護
法
話
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
、
「
個
人
の
法
活
を
侵
害
す
る
場
ム
門
と
侵
害
し
な
い
場
ム
門
と
が
同
一
の
川
で
処
罰
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
合
用
で
あ
り
、
ま
た
、
職
権
を
濫
用
し
て
個
人
法
祈
を
市
南
ー
す
る
か
ら
こ
そ
、
職
権
濫
用
の
界
が
本
米
の
逮
捕
昨
禁
罪

の
で
あ
る
と
し
て
、
被
害
者
の
承
誌
を
有
効
と
す
る
見
解
も
あ
る

J

や
暴
行
罫
よ
り
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
松
拠
が
み
つ
け
ら
れ
る
」

こ
れ
ま
で
判
例
は
一
員
し
て
通
説
と
同
じ
?
げ
一
坊
を
と
っ
て
き
た
。
と
り
わ
け
最
近
で
は
、
東
京
高
裁
平
成
育
年
一
月
一
九

H
の
刈
決
(
以

下
、
平
成
一
五
年
判
決
と
略
す
)
が
あ
る
「
こ
の
事
奈
は
、

嘗
察
官
で
あ
っ
た
被
件
人
が
被
山
間
関
者
を
看
取
す
る
職
務
に
従
事
し
て
い
た
際
、

留
置
場
内
に
未
決
勾
留
巾
で
あ
っ
た
被
留
置
者

A
を
七
回
に
わ
た
っ
て
ぷ

J

淫
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、

A
が
被
告
人
に
ラ
ブ
レ

タ
ー
の
よ
、
つ
な
内
科
の
手
紙
を
山
し
て
い
た
等
の
宅
情
が
あ
り
、
被
白
人
側
か
ら
、
被
告
人
と

A
は
寸
い
に
好
意
な
い
し
恋
愛
感
情
を
抱
き
、

積
極
的
に
意
欲
し
て
性
?
父
を
重
ね
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
け
罪
に
い
う
「
陵
辱
若
し
く
は
加
虐
の
行
為
一
を
し
た
事
実
は
な
い
と
の
主
張

が
な
さ
れ
た
c

こ
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
某
づ
き
東
京
高
裁
は
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
保
護
法
益
は
「
第
一
次
的
に
は
、
公
務
執
行
の
適
正
と
こ

れ
に
対
す
る
国
民
の
伝
頼
で
あ
る
と
解
き
れ
る
」
た
め
に
、
陵
虐
の
意
味
に
つ
い
て
は
「
公
務
の
適

t
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
保

議
す
る
と
い
う
本
罪
の
趣
旨
に
昭
‘
り
し
て
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
一
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
川
悦
で
検
討
す
る
と
、
看
守
者
等
は
「
被
拘

禁
者
を
実
力
的
に
支
配
す
る
関
係
に
止
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
の
性
質
卜
、
被
拘
禁
者
に
対
し
て
職
権
違
反
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ

れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
持
は
、
こ
の
よ
う
な
看
守
者
等
の
公
務
執
行
の
適
正
を
保
持
す
る
た
め
、
看
守
者
等
が
、

一
般
的
、
類
型
的
に
み

被有者の本譜 (2i 

て
、
前
記
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
被
拘
染
者
に
対
し
、
精
神
的
又
は
肉
体
的
常
痛
を
与
え
る
と
苦
え
ら
れ
る
行
為
に
及
ん
だ
場
合
を
処
罰
す

る
趣
斤
で
あ
ワ
て
、
現
実
に
そ
の
相
手
方
が
承
諾
し
た
か
斉
か
、
精
神
的
え
は
肉
体
的
苦
桶
を
妓
ワ
た
か
品
目
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
解
す
る

の
が
相
当
で
あ
」
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
及
ん
だ
場
合
に
は
、
「
相
子
方
の
被
拘
禁
者
が
こ
れ
を
示
諾
し
て
お
り
、
精
神
的
又
は
肉

体
的
背
痛
を
被
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
公
務
の
執
行
の
適
d
と
こ
れ
に
対
す
る
凶
民
の
信
頼
を
保
護
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
見
た
場
合
に

北法58(4-65)11'，93



日見

は
、
本
罫
の
陵
虐
行
為
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
被
件
人
に
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
搾
の
成
立
を
み
と
め
た
。

こ
の
事
案
は
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
に
お
け
る
承
諾
の
有
効
性
が
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
「
陵
写
書
し
く
は
加
虐
の
行
為
」
を
光

4 

H附

川
止
す
る
か
と
い
う
形
で
問
題
と
な
っ
た
事
例
で
あ
る
が
、
東
尽
高
裁
は
、
通
説
と
川
様
に
、
本
罪
の
保
益
法
益
が
第
一
次
的
に
公
務
執
行
の

適
リ
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
で
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、

般
的
・
類
型
的
に
み
て
、
精
神
的
止
は
肉
体
的
に
背
痛
を
与
え
る
と
考
え

戸山」

ら
れ
る
行
為
に
対
し
、
実
際
に
そ
れ
が
被
害
苫
に
号
、
え
ら
れ
た
か
に
鑑
み
る
こ
と
な
く
本
維
を
適
用
で
き
る
と
し
た
c

ギ
成
一

4
午
判
決
は
、
当
該
判
例
の
許
釈
を
見
る
限
り
、
あ
る
程
度
の
ー
ペ
持
を
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る

と
、
こ
れ
ら
の
評
釈
は
結
論
的
に
は
判
例
に
与
す
る
が
、
理
論
的
に
は
全
く
異
な
っ
た
こ
と
を
宇
張
し
て
い
る
つ
平
成
一
五
午
判
決
は
、
特

別
公
務
員
暴
行
陵
虐
界
の
国
家
的
法
益
保
護
の
側
面
を
重
促
し
て
、
被
害
者
の
永
訴
の
有
効
性
を
育
{
止
し
た
の
で
あ
る
が
、
副
釈
の
多
く
は

破
批
あ
る
承
諾
に
基
づ
く
例
人
的
法
益
侵
害
の
危
険
を
重
視
し
て
、
被
害
者
の
示
読
の
布
効
性
を
ア
立
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

ギ
成
一

4
午
判
決
に
関
す
る
多
く
の
許
釈
が
個
人
的
法
益
保
護
の
側
而
を
重
要
机
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
論

者
が
、
「
陵
辱

ιし
く
は
加
虐
の
行
為
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
に
あ
た
っ
て
、
看
守
者
と
被
拘
U
D
M

者
の
よ
う
な
特
別
な
権
力
関
係
の
卜

で
は
「
同
意
を
何
て
行
、
っ
性
v

父
も
、
粕
神
的
又
は
肉
体
的
背
痛
を
生
じ
さ
せ
る
脱
が
な
い
と
は
い
え
な
い
一
と
い
っ
た
記
述
を
し
た
り
、
「
相

子
i

刀
が
精
神
的
苦
痛
を
感
じ
つ
つ
承
諾
・
川
意
し
て
い
た
場
台
、
承
諾
・
同
意
し
て
い
た
こ
と
に
よ
り
精
神
的
背
痛
を
感
じ
な
か
っ
た
場
合

の

μ別
は
極
め
て
微
妙
で
あ
り
、
実
質
的
差
異
は
な
い
こ
と
か
ら
、
前
者
の
み
が

『陵
虐
」
に中
l
た
る
と
解
す
る
の
は
適
切
で
な
い
コ
ま
た
、

絞
者
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
肴
バ
礼
者
ー
と
被
拘
禁
者
ー
と
い
う
一
方
が
圧
倒
的
優
位
に
立
つ
関
係
に
お
い
て
は
、

そ
の
承
諾
・
同

志
に
は
、
看
守
者
に
対
す
る
迎
合
や
お
も
ね
り
な
と
、
何
ら
か
の
取
抗
が
内
心
に
あ
る
可
能
性
が
板
め
て
両
く
、
承
諾
・
同
志
が
口
発
的
で

真
経
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
を
重
慢
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
い
っ
た
記
述
を
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
】
ま
た
こ
れ
ら

の
論
者
が
、
本
判
決
が
臼
ハ
体
的
事
情
を
捨
象
し
た
般
的
・
頬
型
的
な
考
察
に
よ
っ
て
看
取
者
が
被
拘
求
者
と
件
交
す
れ
ば
常
に
特
別
公
務

北法;)8(4-66)1694



員
暴
行
陵
虐
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
白
'
を
批
判
し
、
そ
れ
に
主
る
具
体
的
経
緯
や
双
方
の
関
与
の
程
度
等
は

l
分
に
解
明
さ
れ
る
必
安
が
あ

一
刻

一

る
と
王
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
を
士
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

戸
川
以
」

そ
の
一

h
で
、
平
成
育
年
判
決
に
正
面
か
ら
汗
定
的
な
態
度
を
と
る
見
解
も
存
在
す
る
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
判
例
の
論
理
を
川
H
く
と
、
た
と
え
ば
看
取
者
が
被
拘
品
川
者
を
勝
手
に
連
れ
山
川
し
て
公
園
で
デ
ー
ト
し
た
と
い
、
っ
域

合
で
も
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罫
が
成
げ
し
て
し
ま
う
ゆ
え
に
適
切
で
は
な
い
と
い
う
c

な
ぜ
な
ら
、
看
取
者
は
、
被
拘
佐
川
者
を
実
力
的

に
支
配
す
る
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
職
務
の
件
質
上
、
被
拘
禁
者
に
対
し
て
職
務
透
反
行
為
が
な
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
し
、

被
拘
林
市
者
を
勝
手
に
連
れ
山
す
こ
と
は
職
務
造
反
で
あ
り
、
拘
禁
す
る
側
が
拘
祭
さ
れ
る
側
を
デ

l
ト
に
誘
う
こ
と
は
、

般
的
、
知
型
的

に
見
て
、
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
被
拘
禁
苫
に
刈
し
、
精
神
的
又
は
肉
体
的
苦
痛
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
行
為
で
あ
っ
て
、
公
務
執
行

の
適
正
と
こ
れ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
害
す
る
か
ら
で
あ
る
υ

ま
た
、
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
に
任
音
叫
に
闘
守
し
た
苫
は
、
た
と
え
陵
辱
の

一
回
)

桐
子
ん
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
家
的
法
訴
を
害
す
る
共
犯
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
ゆ
え
に
、
被
害
者
の
川
意
の
右

一
般
が
「
被
拘
桂
川
者
に
対
し
、
精
神
的
止
は
内
休
的
苦
痛
を
守
え
る
と
考
え
ら
れ
る
行
為
」
だ
と
す
る
の
は
過

無
を
附
わ
ず
に
、
「
性
交
」

度
の
一
般
化
だ
と
い
う
の
で
あ
る
c

こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
判
例
が
単
純
に
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罫
の
国
家
的
法
益
保
譲
の
側
面
を
重
視
し
て
、
被
害
者
の
本
諾
の
無
効
件

を
導
い
た
点
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
説
に
基
づ
け
ば
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
(
と
り
わ
け
「
陵
辱
若
し
く
は
加
虐
の
行
為
」

被有者の本譜 (2i 

の
意
義
)

に
お
い
て
も
個
人
的
法
採
保
識
の
側
凶
は
あ
る
こ
と
に
な
る
、

つ
ま
り
被
存
者
の
不
誌
は
有
効
ー
と
な
り
う
る
。
確
か
に
身
柄
を
拘

東
さ
れ
て
い
る
者
に
は
拘
禁
す
る
側
の
用
不
尽
な
要
求
を
拒
否
す
る
去
の
白
由
は
認
め
が
た
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
本
罪
が
成
立

し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
逃
走
日
的
で
被
拘
禁
苫
の
ほ
う
か
ら
計
画
的
・
積
極
的
に
誘
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
「
陵
辱
若

L

r
M
 

く
は
加
症
の
行
為
」
に
あ
た
ら
な
い
と
い
う
帰
結
が
浮
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
コ

北法S8(4.¥ii)Hi9[j



日見

こ
の
見
解
は
、
確
か
に
他
の
評
釈
よ
り
も
料
八
一
明
に
お
い
て
被
害
者
の
承
諾
の
有
効
範
阿
が
広
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、
例
人
的
法
益
を

重
視
し
、
ゾ
人
被
枇
あ
る
承
誌
に
基
づ
く
制
人
的
法
益
侵
半
口
の
危
険
を
顧
慮
し
て
い
る
占
は
同
様
で
あ
っ
て
、
同
説
の
相
違
は
、
ど
の
よ
う
な

4 

H附

本
諾
に
彼
抗
が
あ
る
か
と
い
う
承
認
の
真
意
性
問
附
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
法
益
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
国
家
的
法
話
と
個
人
的
法
益
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
国
家
的
法

益
保
護
の
側
而
が
あ
る
ゆ
え
に
、
被
害
者
の
承
諾
が
犯
罪
を
困
却
す
る
叫
能
性
は
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
れ
し
か
し
最
近
の
傾
向
を
千
成
一

工
八
年
判
決
の
許
釈
か
ら
よ
み
と
く
と
、
む
し
ろ
限
抗
あ
る
承
諾
が
な
さ
れ
個
人
の
法
益
が
侵
合
さ
れ
る
同
能
性
が
向
い
こ
と
か
ら
そ
の
承
諾

を
い
止
効
と
す
る
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

ド
イ

y
の
議
論

ド
イ
ツ
に
は
、
円
本
で
三
う
特
別
公
務
只
暴
行
陵
虐
罪
に
あ
た
る
構
成
安
件
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
役
叩
を
果
た

す
川
尻
{
疋
が
い
く
つ
か
存
存
す
る
c

そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、

ド
イ
ツ
刑
法
一
今
二
章
「
性
的
自
由
に
刻
す
る
非
の
単
」

の
中
に
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
回

a
条
一
項
は
「
囚
人

又
は
官
署
の
命
令
に
よ
る
被
灼
求
者

ιし
く
は
施
設
に
い
る
患
者
や
救
助
が
、
必
要
な
者
五
三
与
早
口
三
ご
判
。
)

へ
の
性
的
虐
待
」
と
い
う
詐

名
で
「
向
己
に
そ
の
教
育
(
何
回

N
E
E
E
、
職
業
教
育

(EZEE-Em)
、
監
督
(
回

2
E
Z
E
Fロ
喧
百
四
)
、
看
護
(
回

5
2
5
E
が
委
ね
ら
れ

て
い
る
凶
人
若
し
く
は
い
日
警
の
命
令
に
基
づ
い
て
拘
禁
さ
れ
て
い
る
者
に
、
そ
の
地
位
を
濫
用
し
て
性
的
行
為
を
お
こ
な
っ
た
者
、
ゾ
人
は
肉

身
に
対
し
て
囚
人
や
被
拘
祭
者
に
そ
れ
を
お
こ
な
わ
せ
た
苫
は
一
月
以
上
五
年
以
下
の
自
由
刑
に
処
す
る
」
と
規
定
し
、
ま
た

七
川
b
条

一
項
で
は
「
公
務
上
の
地
位
を
利
用
し
た
性
的
虐
待
」
と
い
う
罪
名
で
「
刑
事
手
続
き
若
し
く
は
自
由
を
剥
奪
す
る
矯
正
や
保
交
の
処
一
分
又

北法;)8(4-68)1696



は
官
岩
の
命
令
に
よ
る
拘
佐
川
の
命
令
の
手
続
き
に
協
力
す
る
た
め
に
呼
ば
れ
た
公
務
員
と
し
て
、
そ
の
手
続
き
が
向
け
ら
れ
て
い
る
者
に
対

し
て
、

そ
の
千
続
き
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
た
依
存
性
を
濫
用
し
て
、
性
的
な
行
為
を
お
こ
な
っ
た
苫
又
は
自
身
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な

者
に
お
こ
な
わ
せ
た
者
は
一
月
以
卜
五
午
以
下
の
白
山
川
に
処
す
る
」
と
規
ー
足
し
て
い
る

J

こ
れ
ら
の
条
文
は
、
日
本
で
い
う
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
陵
辱
に
あ
た
る
品
分
で
あ
る
が
、

一
七
川

a
条
一
頃
は
必
ず
し
も
公
務
員

が
↓
丁
休
で
な
い
ん
ハ
で
、

日
本
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
い
る
c

ま
た
一
じ
四

b
条
一
項
は
別
別
公
務
員
よ
り
も
広
い
範
囲
が
そ
の
占
丁
休
と
な
る

占
…
で
、
ま
た
確
か
に
文
一
汗
上
は
公
務
員
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
が
、
公
務
員
の
地
位
は
一
七
四

b
条
一
項
の
人
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル

を
基
礎
付
け
る
の
で
は
な
く
、
特
別
な
依
存
関
係
を
形
づ
く
つ
一
て
い
る
メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
ひ
と
つ
に
過
ぎ
な
い
、

山」

の
地
位
は
構
成
要
件
該
当
行
為
を
構
成
す
る
一
要
素
に
過
ぎ
な
い

(
H
公
務
員
犯
罪
で
は
な
い
)
点
で
、
日
本
の
特
別
公
務
只
暴
行
陵
虐

(
山
川
河
分
)

つ
ま
り
公
務
員

持
と
は
異
な
っ
て
い
る
υ

さ
ら
に
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
詐
の
暴
行
の
郎
一
介
は
、

ド

f
ツ
で
は
刑
法
一
川
口
条
に
「
公
務
に
お
け
る
傷
官
ど
と
い
う
罪
名
で
「
職
務

の
執
行
中
耕
し
く
は
職
務
に
関
係
し
て
傷
者
を
お
こ
な
っ
た
止
は
お
こ
な
わ
せ
た
公
務
員
は
、

一
一
月
以
上
有
年
以
卜
の
自
由
刑
に
処
す
る
」

と
川
尻
{
疋
さ
れ
て
い
る
c

一
川
口
条
は
賄
賂
罪
等
と
共
に
ニ

O
中
「
公
務
に
お
け
る
罪
の
中

に
分
類
さ
れ
、
ま
た
第
六
次
川
法
改
正
以
降
、

三
凶
〈
〉
条
一
頃
は
未
巡
が
叫
制
的
で
あ
る
こ
と
を
、
同
今
二
点
は
、
刑
法
二
四
条
か
ら
一
一
九
条
の
傷
害
に
関
す
る
特
別
規
定
が
一
今
川
口
条

に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
-
こ
の
よ
う
な
規
定
が
三
回
口
条
引
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
υ

被有者の本譜 (2i 

以
上
の
よ
う
な
条
文
の
通
い
ゆ
え
に
、

け
本
の
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
議
論
に
際
し
て
ド
イ
ツ
の
学
説
を
参
考
に
す
る
こ
と
は
一
行
易

で
は
な
い
r

し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
条
?
え
の
解
釈
で
は

H
本
法
に
と
っ
て
も
分
に
示
唆
に
富
む
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
じ
ゆ
え
に
、

以
ド
t

で
は
こ
れ
ら
の
議
論
に
つ
い
て
約
介
し
て
い
き
た
い
〈
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日見

(
ニ
ド
イ

y
刑
法
一
じ
川

a
条
一
項

七
川

b
条

頃
の
議
論

一
七
川

a
条
一
項
と
じ
凶

b
条
項
は
い
ず
れ
も
性
的
白
白
を
似
害
す
る
罫
と
し
て
分
領
さ
れ
て
い
る
υ

4 

H附

一
七
川

a
条
一
頃
は
、
特
別
な
怪
力
関
係
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ゆ
え
に
、
決
ど
と
行
動
の
白
山
を
制
限
さ
れ
、
非
常
に
多
く
の
範
囲
で

行
為
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
苫
の
性
的
白
白
を
保
護
す
る
た
め
の
条
文
で
あ
る
。
し
か
し
通
説
に
よ
れ
ば
、
本
条
の
保
護
法
/
八
M

は
個
人
の

戸四

件
的
自
己
決
定
権
に
と
ど
ま
ら
ず
、
施
設
の
ス
ム
ズ
な
機
能
と
そ
れ
に
刻
す
る
公
共
の
信
頼
も
加
わ
る
c

少
数
説
は
、
そ
れ
が
反
射
効

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
理
山
で
、
通
説
が
主
張
す
る
保
護
法
訴
の
う
ち
公
共
の
信
頼
を
排
除
す
る
が
、
個
人
の
自
己
決
定
権
以
外
に
公
共
の

法
析
が
m
M
議
き
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
附
苫
は
そ
れ
ほ
ど
異
っ
た
見
解
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

通
説
・
少
数
説
が
ヒ
四

a
条
一
項
の
保
説
法
益
に
公
共
の
法
益
を
付
け
加
、
え
る
主
な
恨
拠
は
、
「
そ
の
地
位
を
濫
用
し
て
一

の?止一
一一はで

あ
る
c

こ
の
主
再
は
一
じ

N
b条
一
項
の
「
依
存
関
係
を
肱
川
し
て
」
と
い
う
文
↓
一
門
よ
り
も
広
い
、
具
体
的
な
例
人
の
円
己
決
定
権
を
捨
象

(
出
)

し
た
表
況
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
刊
を
充
足
す
る
た
め
に
必
ず
し
も
個
人
の
白
己
決
定
権
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
要

求
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
こ
と
か
ら
さ
ら
な
る
法
益
(
同
家
・
公
共
の
法
前
)

の
存
在
と
そ
の
独
自
の
悩
値
が
口
出
向
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
で
は
行
為
者
が
彼
の
地
位
に
よ
っ
て
与
、
え
ら
れ
た
機
会
を
利
用
す
る
こ
と
で
憐
成
要
件
が
充
足
さ
れ
、
被
害
者
の
同
立
が
あ
る
場
合
も
、

被
害
苫
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ィ
プ
を
と
っ
た
場
台
も
犯
罪
の
成
立
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
c

と
は
い
え
一
七
回

a
条
一
項
は
圧
倒
的
な
優
位
に
立
つ
苫
と
そ
れ
に
従
属
す
る
者
と
の
主
度
の
依
存
関
係
を
自
己
決
定
捨
象
の
前
提
と
し

て
い
る
条
文
な
の
だ
か
ら
、
承
諾
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
な
い
こ
と
は
む
し
ろ
条
文
の
r
止
一
門
に
反
す
る
だ
ろ
う
。

ゆ
え
に
一
ヒ
川

a
条
一
項
で

類
型
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
川
人
や
被
拘
禁
苫
の
高
い
依
有
牲
が
、
性
的
コ
ン
タ
ク
ト
に
切
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
き
に
は
承
諾
の
有

一

mJ

効
件
を
認
め
る
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
c

た
だ
し
そ
れ
は
一
般
的
に
は
-
向
者
の
聞
に
真
の
恋
愛
関
係
が
あ
っ
た
場
作
で
も
認
め
ら
れ
る

こ
と
は
な
く
、
極
め
て
例
外
的
な
事
例
、

た
と
え
ば
拘
禁
前
か
ら
犬
財
あ
る
い
は
締
約
者
で
あ
る
二
人
が
被
杓
祭
者
と
看
守
者
と
い
う
形
で

北法:J8(4'iO)lG開



山
川
」

再
会
し
た
と
い
っ
た
悲
劇
的
な
事
例
で
し
か
問
題
に
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
個
人
的
法
益
と
共
に
保
護
さ

山

れ
て
い
る
公
共
の
利
訴
に
つ
い
て
考
え
た
際
に
も
、
行
為
者
の
行
為
は
非
難
に
値
し
な
い
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

}
イ
ツ
の
判
例
に
は
七
凶

a
条
尽
の
保
護
法
益
に
つ
い
て
明
停
に
へ
師
じ
た
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、

戸山一

る
一
七
川
条
に
関
し
て
は
、
そ
の
保
護
円
的
に
つ
い
て
の
判
断
を
お
こ
な
っ
て
い
る
「

七
凶

a
条
反
の
前
身
で
あ

出口

zmけ
戸
甲
山
は
、
同
有
鉄
道
で
護
送
中
の
囚
人
が
自
ら
独
居
房
を
は
な
れ
護
送
を
担
巾
ー
し
た
二
人
の
盛
一
円
と
、
囚
人
自
身
の
イ
ニ
シ
ア

チ
ブ
で
性
交
渉
を
お
こ
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ポ
例
に
お
い
て

B
G
H
は
、
「
七
四
条
の
窓
義
は
、

そ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
依

存
者
を
そ
の
性
的
名
誉
の
侵
害
か
ら
保
設
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
有
効
な
方
法
で
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

条
に
あ
げ
ら
れ
た
闘
係
主
化
「
一
三
吉
田
主
主
と
付
き
合
い
(
回

2
Z
7
5
m
E
)
が
原
則
的
に
あ
ら
ゆ
る
性
的
影
響
か
ら
免
れ
て
い
る
と
き
に
の

み
あ
て
は
ま
る
r

従
っ
て
判
例
は
、
忠
者
あ
る
い
は
救
助
が
必
安
な
者
五
三

F
E号
立
胃
)

ヒ
|川

の
た
め
の
施
設
に
収
科
さ
れ
た
者
に
わ
い
せ

つ
目
的
で
虐
待
を
す
る
七
凶
条
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
胤
疋
の

H
的
が
、
公
的
な
州
院
の
道
徳
的
な
廉
潔
件
を
保
殺
す
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
施
設
に
つ
い
て
の
公
共
の
伝
頼
を
保
護
す
る
こ
と
に
も
あ
る
と
認
め
た

(
巾
略
)
。
合
察
官
と
彼
の
監
辞
・
肢
机
に
ゆ
だ
ね

ら
れ
た
既
決
囚
と
未
決
囚
と
の
問
に
存
在
す
る
関
係
に
つ
い
て
も
証
条
件
で
同
じ
考
慮
が
あ
て
は
ま
る
c

そ
の
よ
う
な
公
務
員
の
公
務
上
の

地
伶
と
結
び
つ
い
た
、
そ
し
て
一
定
の
条
件
下
で
直
按
的
な
身
体
的
暴
力
の
利
用
に
ま
で
い
た
る
強
力
な
権
力
ゆ
え
に
、
公
共
は
、
彼
が
そ

れ
を
た
だ
法
律
に
定
め
ら
れ
た
前
提
の
下
で
の
み
そ
し
て
法
律
で
訂
さ
れ
た

U
的
の
た
め
に
の
み
促
川

L
、
ま
た
必
要
と
あ
れ
ば
即
時
に
そ

被有者の本譜 (2i 

れ
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
信
頼
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
よ
う
な
保
証
は
醤
察
官
と
凶
人
ー
と
の
問
に
性
的
な
彩
響
が
作

用
す
る
と
す
ぐ
に

そ
れ
が
ど
ち
ら
か
ら
刷
給
さ
れ
た
の
か
を
問
わ
ず
に
尖
わ
れ
て
し
ま
う
c

あ
る
囚
人
は
ま
さ
に
肱
督
者

(
k
E
E
Z
Z
)
2
ω
2
5こ
に
性
的
に
接
近
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
白
白
と
優
遇
措
置
を
ね
よ
う
と
し
、
そ
し

一
m一

て
そ
れ
に
よ
っ
て
当
該
事
例
が
示
す
よ
う
に
必
安
不
叫
欠
な
秩
序
が
峠
だ
し
く
破
坊
さ
れ
仔
る
こ
と
を
経
験
が
教
え
て
い
る
」
と
述
べ
た
ロ

北法58(4-71)日開



日見

こ
の
判
示
で
も
っ
て

B
G
H
は
、
確
か
に
厳
潔
性
の
保
護
と
そ
れ
に
対
す
る
公
共
の
信
頼
を
保
護
法
純
で
あ
る
と
ま
で
は
明
言
し
て
い
な
い

が
、
そ
れ
で
も
胤
定
の

U
的
が
そ
こ
に
も
あ
る
こ
と
を
ボ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4 

H附

そ
の
う
え
で
B
G
H
は
構
成
要
刊
メ
ル
ク
マ
ー
ル
「
地
位
を
利
用
し
て
」
に
つ
い
て
は
、
「
公
務
上
の
地
位
が
行
為
者
に
わ
い
せ
つ
行
為
の
た

め
の
機
会
を
守
え
、
そ
し
て
そ
れ
を
彼
ら
が
公
務
L
L

の
地
伎
と
結
び
つ
い
た
義
務
侵
害
の
下
で
意
図
的
に
利
川
し
た
こ
と
で
十
分
で
あ
る
一
と

解
し
た
れ

し
か
し

E
m
z
p
N
S
が
定
め
た
「
地
位
の
利
川
」

メ
ル
ク
マ
ー
ル
白
体
は
、
現
在
で
は
よ
り
詳
細
な
検
討
を
要
す
る
も
の
だ
と
理
解

き
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
口
出
戸

Z
由民

5
3
4
3
で
は
、
刑
務
所
に
勤
務
し
て
い
た
肴
議
船
が
一
人
の
閃
人
の
協
力
の
下
独

い
拍
房
に
侵
入
し
、
そ
こ
で
彼
ら
と
性
父
渉
を
お
こ
な
ワ
た
と
い
う
事
例
に
お
い
て
、
以
卜
の
よ
う
な
理
由
で
「
そ
の
地
併
を
利
川
し
て
一

メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
排
除
さ
れ
た
c

「
行
為
者
が
責
任
を
負
っ
て
い
る
任
務
に
基
づ
い
て
閃
人
の
行
為
者
へ
の
依
存
関
係
が
著
し
け
れ
ば
著
し
い
ほ
ど
、
彼
に
与
え
ら
れ
た
囚

人
に
対
す
る
権
限
と
命
令
権
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
と
、
そ
こ
か
ら
行
為
者
が
彼
の
地
位
を
溢
用
し
た
こ
と
が
判
明
す
る
よ
う
な
特
別
な

状
況
の
証
明
は
通
協
は
必
要
が
な
い
じ
た
と
、
え
ば
川
人
を
監
視
す
る
責
任
の
あ
る
看
守
(
巧
山
内
喜
代
目
さ

E
一
)
メ
ン
バ
ー
の
場
合
に
は
、
普
通
、

公
務
上
の
地
位
が
彼
に
性
的
行
為
を
行
、
つ
機
会
を
提
供
し
た
こ
と
の
確
定
で
分
で
あ
ろ
う
れ
も
し
も
、
そ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
閥
係
の

範
刊
で
性
的
行
為
に
ム
土
っ
た
場
合
に
は
、
公
務
卜
の
地
伏
の
濫
用
は
類
、
ま
れ
な
事
例
に
お
い
て
し
か
台
定
さ
れ
え
な
い
。
反
対
に
囚
人
に
対

し
て
責
任
あ
る
者
の
権
限
が
さ
さ
い
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
弱
け
れ
ば
弱
い
ほ
ど
、

つ
ま
り
優
越
関
係
ー
と
従
属
関
係
に
よ
る
関
係
が

わ
ず
か
し
か
形
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
な
い
ほ
と
、
こ
の
よ
う
な
地
位
の
濫
用
の
受
け
入
れ
を
排
除
す
る
あ
る
い
は
よ
り
詳
釧
な
恨
拠
を

必
安
と
す
る
帰
結
に
主
る
よ
う
な
、
囚
人
の
件
的
行
為
へ
の
協
力
に
つ
い
て
行
為
者
の
地
位
が
主
要
で
は
な
か
っ
た
事
例
あ
る
い
は
そ
の
豆

要
性
が
背
景
へ
と
退
く
事
例
を
科
目
切
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
J

北法:J8(4.n)17ω
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ま
た
司
(
h
a
Z
出
お
さ
き
ふ
さ
に
お
い
て
も
、
作
業
療
法
グ
ル
ー
プ

人
が
数
度
に
わ
た
っ
て
性
交
渉
を
行
っ
た
と
い
う
事
楽
に
つ
い
て
、
前
述
の
判
例
と
同
じ
理
論
で

B
G
H
は

じ

凶

a
条
項
の
成
立
を
百

一一ノ「ず(リ
-
3
5
2口七一め唱己主)(リ)
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
広
牲
と
あ
る
凶

定
し
て
い
る
つ

こ
の
よ
う
な
二
つ
の
判
例
に
刻
し
て
は
、
「
そ
の
地
伶
を
濫
用
し
て

る
こ
と
に
つ
い
て
制
度
上
の
依
有
闘
係
の
あ
ら
ゆ
る
影
響
が
排
除
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

K
M
J
 

而
を
料
視
し
て
い
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
υ

の
文
言
を
排
除
す
る
状
川
仙
の
た
め
に
は
、
人
的
な
関
係
を
形
成
す

R
G
H
は
本
罪
の
公
共
の
利
必
保
護
の
側

な
お
ド
イ
ツ
刑
法
一
ヒ
川

a
条
一
項
と
け
本
刑
法
一
九
五
条
を
比
較
す
る
際
に
川

E
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

七
四

a
条

反

の
行
為
者
の
中
に
は
刑
務
所
や
拘
禁
施
設
に
赴
き
被
写
者
の
ケ
ア
を
す
る
看
護
上
や
療
法
ム
し
も
で
体
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
c

日
本
の
ね
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
で
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
る
公
務
員
の
範
凶
は
、
そ
の
よ
う
な
人
で
は
な
く
必
然
的
に
大
き
な
権
限
を

有
す
る
嘗
察
官
ヤ
肴
守
者
ら
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

円
本
刑
法
一
九
烹
条
で
問
題
と
な
る
範
圃
は
、
通
常
真
の
恋
愛
関
係
が
あ
っ
て
も
被
吾
者

の
承
誌
の
寺
町
き
れ
な
い
領
域
に
あ
た
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

卜
述
の
よ
う
に
一
七
回

a
条
一
泊
は
「
そ
の
地
位
を
濫
用
し
て
一
と
い
う
個
別
具
体
的
な
白
己
決
定
権
を
捨
象
す
る
文
一
百
が
川
い
ら
れ
て

い
る
ゆ
え
に
、
多
く
の
論
者
が
本
罫
に
お
い
て
は
個
人
の
円
己
決
定
梓
の
み
な
ら
ず
、
公
共
の
利
益
を
も
保
護
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
υ

そ

ー
し
宇
」

ι叶
J
?
レ
T
l
、

ォ
l
士

一
ヒ
川

h
条
一
頃
は
「
依
存
件
を
濫
用
し
て
」

の
文
一
円
が
川
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
例
別
貝
体
的
に
当
該
依

被有者の本譜 (2i 

存
状
泌
に
基
づ
き
何
人
の
性
的
向
己
決
定
権
が
伝
害
さ
れ
る
こ
と
を
安
求
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
つ

一
七
川

b
条
一
頃
の
保
説
法
益
は
、
通
説
に
よ
れ
ば
七
凶

a
条
頃
と
同
桜
に
、
第
に
吋
事
者
の
性
的
内
出
で
あ
り
、
第
一
に
そ
こ

怖

で
列
挙
さ
れ
て
い
る
千
続
き
の
際
の
国
家
権
か
む
伎
の
完
全
性
で
あ
り
、
第
一
に
そ
れ
に
対
す
る
公
共
の
信
頼
で
あ
る
】
し
か
し
卜
述
の

よ
う
な
正
百
の
た
異
ゆ
え
に
本
罪
の
保
護
法
リ
怖
を
個
人
の
性
的
自
白
の
み
と
す
る
見
解
も
有
力
で
あ
り
、
ま
た
通
説
の
立
場
か
ら
も
、
そ

北法S8(4.7311701
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川」

の
丈
↓
一
門
卜
、
個
人
の
性
的
白
山
の
侵
害
が
な
け
れ
ば
た
と
え
公
共
の
利
益
が
伝
合
さ
れ
て
も
犯
罪
の
此
煮
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
c

こ
の
よ
う
な
条
『
止
の
差
別
は
、
一
七
回

a
条
一
項
に
お
い
て
は
被
拘
禁
者
ら
と
行
為
者
と
の
聞
に
は
す
で
に
特
別
な
権

M
閃
係
が
あ
る
が
、

北法:J8(4'i4)1702

4 

H附

ヲ
」
し
/
)
、

一
仁
四

b
条
一
項
に
お
い
て
は
行
為
者
に
特
別
な
権
力
が
あ
る
と
い
、
つ
よ
り
は
、
久
市
r止
に
列
挙
さ
れ
た
苫
は
白
己
に
不
利
益
な
決
定
が
下
る

品川」

と
り
わ
け
回
由
が
剥
な
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
と
い
う
雫
枯
を
持
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
牛
じ
る
も
の
で
あ
る
c

そ
れ
ゆ
え
「
依
存
件
の
濫
用
」
は
、
行
為
者
が
明
示
的
・
黙
小
的
に
、

つ
ま
り
公
然
と
あ
る
い
は
密
か
に
当
事
者
に
刻
し
て
彼
が
何
ら
か
の

方
法
で
千
続
き
に
不
利
益
な
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
懸
念
を
起
こ
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
、
他
人
を
従
わ
せ
る
た
め
の
子
段
と
し
て
利
川
す
る

場
合
に
、
あ
る
い
は
手
続
き
が
不
利
に
運
ぶ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
心
事
者
の
す
で
に
存
杭
し
て
い
る
恐
れ
を
行
為
者
が
そ
の
人
に
有
利
な

彩
管
を
守
、
え
る
こ
と
を
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
利
川
し
た
喝
合
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
c

も
し
も
、
こ
の
よ
う
な
前
提
が
あ
る

の
で
あ
れ
ば
当
事
苫
と
行
為
者
の
性
的
コ
ン
タ
ク
ト
の
イ
ニ
、
ン
ア
チ
ブ
が
当
事
者
側
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
場
ム
円
で
あ
っ
て
も
、
依
有
牲
の
需

用
は
ト
作
十
れ
す
る
し
、
そ
の
一
応
で
一
七
四

a
条
項
の
場
合
と
は
貝
な
っ
て
、
真
の
恋
愛
関
係
で
あ
れ
ば
依
存
件
の
清
用
は
訂
{
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
つ

た
と
え
被
害
者
が
広
訴
し
た
と
し
て
も
「
依
存
牲
を
濫
用
し
て
一

“
 

本
諸
に
は
暇
抗
が
あ
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
の
一
方
で
、
「
依
存
性
を
濫
用
し
て
」
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
個
人
の
性
的
自
己
決
先
棒
の
保
護

つ
ま
り
本
条
は
、

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
充
日
比
さ
れ
る
か
ぎ
り
被
常
者
の

を
優
先
的
な
解
釈
の
某
準
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
共
の
利
益
が
似
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
個
人
の
利
益
似
害
が
な
け

れ
ば
構
成
安
打
は
充
足
さ
れ
な
い
、

つ
ま
り
、
真
意
で
な
さ
れ
た
示
誌
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

問
例
も
川
様
の
立
場
で
あ
り
、
被
害
者
の
承
諾
に
亘
製
作
を
認
め
て
い
る
よ
う
で
あ
る
c

以
上
の
こ
と
を
要
す
る
に
、

ド
イ
ツ
刑
法
一
七
回

a
条
一
項
と
一
七
回

b
条
一
項
は
、
そ
れ
が
相
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
に
分
類
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
通
説
で
は
さ
ら
に
国
d

本
・
公
共
の
利
益
を
も
保
護
す
る
規
定
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
特
別
な
権
力
関



係
に
あ
る
巾
l
事
者
同
上
の
性
的
閃
係
が
問
題
と
な
る
一
じ
四

a
条
一
項
は
「
そ
の
地
位
を
濫
用
し
て
」
と
い
う
ー
止
一
門
ゆ
え
に
犯
罪
成
立
の
た

め
に
仙
別
貝
体
的
な
個
人
の
性
的
自
己
決
定
権
の
侵
合
を
要
求
し
な
い
が
、

七
回
b
条

取

は

い
ま
だ
そ
の
よ
う
な
権
力
関
係
は
存
在

し
て
い
な
い
の
で
、
「
依
存
院
を
濫
用
し
て
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
個
人
の
性
的
自
己
決
ど
権
の
侵
常
を
安
求
す
る
こ
と
に
な
る

J

こ
の

こ
と
が
、

七
凶

a
条
頃
に
お
い
て
は
公
共
の
利
益
が

一1
仁
川
b
条
一
項
に
お
い
て
は
個
人
の
利
益
が
優
先
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
推
測
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
承
諾
論
に
影
響
を
守
え
て
い
る
の
で
あ
る
れ

(
一
)
ド
イ

y
刑
法
三
四

O
条
の
議
論

ド
イ
ツ
川
法
二
四
つ
条
(
公
務
に
お
け
る
傷
合
罪
)
は
、

H
本
に
お
け
る
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
う
ち
暴
行
の
部
分
を
処
罰
対
象
と

し
た
犯
罫
判
明
剖
で
あ
る
υ

当
該
条
文
の
概
略
は
前
述
し
た
が
、
そ
の
法
益
諭
は
、

九
九
八
汗
囚
灯
一
日
に
施
訂
さ
れ
た
第
六
次
刊
法
改
正

を
き
っ
か
け
に
大
き
く
変
化
し
た
。一

川
口
条
は
何
人
の
身
体
的
な
利
訴
と
国
家
の
伝
頼
と
い
う
公
共
の
利
益
を
保
設
す
る
胤
一
定
で
あ
り
、
行
為

者
の
公
法
的
義
務
を
被
常
者
は
肢
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
被
中
川
者
の
広
誌
は
重
要
で
は
な
い
と
す
る
の
が
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
c

灯一

し
か
し
、
三
凶
の
条
一
項
で
一
一
一
八
条
が
参
閉
山
さ
れ
、
被
害
者
の
承
諾
の
有
効
件
が
明
文
卜
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は

時
代
遅
れ
の
も
の
と
な
っ
た
-

第
?
ハ
次
刑
法
改
正

U
前
は
、

被有者の本譜 (2i 

一刻一

現
在
の
通
説
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
の
示
諾
は
一
一
八
条
に
よ
り
同
意
の
有
効
性
が
排
除
さ
れ
な
い
限
り
有
効
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の

(
問
)

帰
鮎
を
導
く
の
に
は
二
通
り
の
考
察
J

刀
法
が
あ
る

f

一
つ
は
、
二
…
山
口
条
の
保
説
法
託
を
個
人
の
そ
れ
の
み
と
解
す
る
方
法
と
、
二
川
口

条
の
保
護
法
益
は
個
人
的
法
益
と
国
家
的
法
訴
で
あ
る
が
、
両
者
の
関
係
は
重
層
的
で
あ
る
と
解
す
る
方
法
で
あ
る
〈
と
ち
ら
の
見
解
に

依
拠
し
て
も
そ
の
帰
結
は
同
総
で
あ
る
が
、
前
者
の
見
解
の
場
合
に
は
、
さ
ら
に
一
一
一
一
一
条
(
傷
合
罪
)

に
比
較
し
て
三
回

O
条
の
法
定
刑

北法S8(4.7S11703



日見

が
高
い
こ
と
を

H
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
の
こ
こ
で
は
、
職
務
義
務
違
以
か
ら
生
じ
た
高
め
ら
れ
た
川
罰
件
を
償
う
た
め

(
印
)

に
は
、
そ
う
で
な
い
場
令
に
既
存
の
量
刑
で
は
少
な
す
き
る
と
立
法
者
が
考
え
た
か
ら
だ
と
す
る
見
解
と
、
被
合
苫
の
抵
抗
可
能
性
が
減

少
す
る
と
い
っ
た
州
人
的
法
〆
耐
に
関
係
し
た
理
由
で
そ
の
高
い
量
刑
を
基
礎
付
け
る
見
解
が
あ
る
つ

4 

H附

一一川

O
条
に
州
人
的
法
ぷ
保
護
と
同
家
的
法
益
保
護
と
い
う
二
重
の
保
議
機
能
を
み
と
め
、
被

一山空

中
日
苫
の
承
諾
を
原
則
証
効
に
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
存
在
す
る
れ
そ
れ
は
、
三
川

O
条
一
今
項
の
純
阿
で
な
ん
と
か
そ
れ
を
基
礎
刊
け
よ
う

そ
れ
に
対
し
て
第
六
次
刑
法
改
正
後
も
、

と
す
る
立
場
と
、
条
文
自
体
の
改
正
を
要
求
す
る
1
4
場
と
に
分
か
れ
て
い
る
υ

り
刑
者
の
見
解
は
、

三
四

O
条
の
両
め
ら
れ
た
量
川
の
松
拠
は
傷
市
東
日
と
結
び
つ
い
た
通
常
は
公
的
な
利
益
を
侵
芹
す
る
義
務
リ
埋
反
で
あ
る
と

し
、
そ
の
こ
と
か
ら
ま
ず
三
凶

O
条
は
州
人
の
利
益
と
具
体
的
な
公
務
執
行
に
つ
い
て
の
公
共
の
利
託
を
保
護
す
る
構
成
要
円
で
あ
る
と
、
土

「日

張
し
た
仁
そ
し
て
一
二
条
を
加
重
す
る
一
一
今
刊
の
条
の
楕
成
要
件
は
傷
許
の
中
に
有
有
し
て
い
る
川
家
機
関
に
よ
る
侵
害
に
刑
法
的
に
則

確
に
対
抗
す
る
た
め
、
法
治
川
家
的
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
不
法
の
内
容
は
個
人
的
法
益
の
保
識
だ
け
で
は
十
分
に

カ
バ
ー
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
三
四

O
条
が
い
ま
だ
こ
の
肯
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
第
7

ハ
次
刑
法
改
正
の
政
府
系
で
一
四

O
条
を
削

お
J

除
す
る
提
案
が
な
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
条
が
維
持
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
一
四

O
条
が
個
人
的
法
益
保
護
の

M
定
に
な
っ
た
わ
け
で

は
な
い
こ
と
を
恭
礎
利
け
た
の
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
回
。
条
は
公
務
員
犯
罪
で
あ
り
、
許
人
利
さ
れ
た
公
務
員
の
行
為
の
限
界
は
公
法

日
)

だ
け
が
画
定
す
る
か
ら
、
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
で
は
承
諾
は
盤
効
と
な
る
。
一
図
。
条
二
項
の
参
照
規
定
の
重
要
性
は
、
こ
の
意
味
で
被

存
者
の
示
誌
に
限
り
相
対
化
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る

υ

他
方
後
者
の
見
解
は
、

一
国
-

一
四

O
条
二
日
以
が
二
一
八
条
ま
で
を
も
合
ん
だ
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
解
で
あ
る
と
主
張
し
た
じ
な
ぜ
な
ら
こ

の
条
主
の
i

リ
場
は
、
一
刊
の
条
は
も
は
ギ
公
務
員
犯
罪
で
は
な
く
、
公
務
員
に
対
し
て
は
被
合
者
の
抵
抗
可
能
性
が
減
少
さ
せ
ら
れ
る
の
で
、

制
人
の
保
護
を
補
強
す
る
の
に
役
立
つ
例
人
保
誕
の
規
定
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
根
拠
引
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で

北法:J8(4'iti) 1704 



あ
る
c

し
か
し
そ
れ
は
一
川
口
条
が
一

O
市
に
あ
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
て
お
り
、
将
来
的
に
は
川
玄
(
結
果
と
し
て
一
二
八
条
の
参
照
)
は

{
山
川

出
加
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
況
行
注
卜
は
、
公
務
に
お
け
る
傷
害
は
常
に
良
俗
に
反
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
凶

O
条
二
尽
の
適
切
な
述
川
は
リ
能
と
な
る
が
、

そ
の
こ
と
は
三
四

O
条
一
取
が
二
一
八
条
を
参
昭
、
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
か
ら
、

二
一
八
条
の
参
照
は
(
一
一
川
条
か
ら
一
二
九
条
の
問
に
偶
然

入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
意
味
で
と
思
わ
れ
る
が
)
編
集
上
の
ミ
ス
だ
っ
た
と
結
八
聞
付
け
て
い
る
c

立
法
苫
が
公
務
員
犯
罪
と
し
て
一
一
川

O
条
を
維
持
し
た
こ
と
に
鑑
み
て
も
、

な
お
、
現
行
刑
法
卜
で
は
そ
れ
に
関
す
る
判
例
は
い
ま
だ
同
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
つ

以
上
の
よ
う
に
現
行
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
条
正
か
ら
被
吾
苫
の
承
諾
の
有
効
性
を
容
易
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ま
だ
に
そ
の
適
川
吋
能
性
は
争
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
争
い
は
被
害
者
の
永
訴
に
関
す
る
条
?
止
の
な
か
っ
た
か
つ
て
の
条
文
下
で
は
な

お
さ
ら
激
し
い
も
の
で
あ
っ
た
c

そ
し
て

H
本
刑
法
に
は
こ
の
よ
う
な
条
文
は
な
く
、

二
回
。
条
一
一
今
項
制
定
前
の
ド
イ
ツ
の
議
論
は

H
本
の

談
論
の
た
め
に
非
情
に
有
用
な
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
っ
そ
れ
ゆ
え
以
卜
で
は
、

一二凶

O
条
二
項
が
一
二
八
条
を
参
出
す
る
川
の
二
回
。

条
の
法
訴
論
、
被
害
者
の
示
諾
の
有
効
性
に
関
す
る
議
論
を
紹
介
し
た
い
。

二
四
つ
条
に
個
人
の
利
益
保
説
と
公
共
の
利
/
耐
保
護
と
い
う
一
つ
の
側
山
を
認
め
、
被
害
者
の
広
訴
は
無
効
で

当
時
の
通
説
的
見
解
は
、

{附

あ
る
と
解
し
て
い
た
υ

な
ぜ
な
ら
ば
、
私
人
は
公
法
的
な
義
務
を
放
烹
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
れ
ま
た
一
今
回
。
条
を
個
人
的

被有者の本譜 (2i 

法
析
に
対
す
る
罪
に
分
類
し
た
論
者
で
さ
え
も
、
被
存
者
の
承
諾
に
関
し
て
は
、
公
務
員
の
義
務
追
反
が
二
二
ハ

a
条
(
尻
行
一
一
八
条
」

戸川

の
公
序
良
俗
造
反
に
あ
た
り
、
無
効
に
な
る
と
解
す
る
も
の
が
あ
っ
た
内

同
例
も
通
説
と
同
様
に
一
四

O
条
に
お
け
る
被
害
者
の
示
誌
を
無
効
と
考
え
て
お
り
、

た
と
え
ば
回

cz-ZJJ1]
沼
市
昨
日
仏
定
は
、
川
病

院
の
保
険
監
察
施
設
に
勤
務
し
て
い
た
被
告
人
が
、
脳
障
害
と
ア
ル
コ
ー
ル
を
原
同
と
し
た
青
一
仔
無
能
力
状
態
で
違
法
な
行
為
を
お
こ
な
い

に
対
し
て
金
品
と
引
き
換
え
に
酒
を
波
し
た
事
件
で
、
被
告
人
に
収
賄
罪
と
公
務
に
お
け
る
傷
合
罪
の
適
用
を

収
容
さ
れ
て
い
た
苫

(
S

し〉

北法S8(4./i)170日



日見

認
め
た
仁
こ
こ
で
の
傷
害
結
果
は
、
収
存
者
が
飲
酒
に
よ
っ
て
陥
町
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
で
あ
る
c

当
該
事
案
で
は
ま
ず
収
容
者
の
飲
酒
は

4 

H附

日
傷
行
為
で
は
な
い
か
と
被
告
人
側
か
ら
4
T
張
が
な
さ
れ
た
が
、

B
G
H
は
附
按
H
犯
あ
る
い
は
不
作
為
犯
が
成
立
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
、

“
 

そ
の
主
張
を
排
除
し
た
。
そ
し
て

「
被
告
人
の
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、

S
が
た
と
え
ば
傷
半
口
に
承
諾
し
て
い
た
と
い
、
つ
こ
と
に
左

右
さ
れ
な
い
c

な
ぜ
な
ら
公
務
員
に
守
え
ら
れ
る
べ
き
権
限
の
範
凶
は
公
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
て
、
被
常
者
の
同
意
は
二
四
つ
条
の

日
J

防

犯
罪
の
際
に
は
重
要
で
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
公
共
の
法
訴
保
護
の
側
凶
か
ら
被
害
者
の
示
請
を
叫
意
味
な
も
の
と
す
る
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
な
ぜ
職
務
表
務
違
反
に
す
ぎ
な
い

行
為
が
よ
り
重
い
一
一
川
口
条
の
不
法
を
基
礎
付
け
る
の
か
を
十
分
に
説
明
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
排
除
す
る

た
め
に
、
異
な
っ
た
洲
論
か
ら
通
説
・
判
例
と
同
じ
帰
結
を
導
く
更
な
る
見
解
も
で
挺
さ
れ
た
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
職
務
義
務
違
反
と
一
川

O
条
は
何
の
悶
係
も
な
く
、
三
四

O
条
で
保
護
さ
れ
た
同
家
公
共
の
法
益
は
公
務
の
適

戸
川
町

正
な
執
行
で
は
な
い
と
い
う
コ
な
ぜ
な
ら
ば
、
公
務
の
姐
正
な
執
行
は
同
家
と
公
務
円
以
の
内
部
的
法
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
懲
戒

一m
N

-

r

m

v

処
分
の
対
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
一
四

C
条
は
、
国
家
と
市
民
の
関
係
を
問
題
と
す
る
外
部
的
法
関
係
の
問
題
で
あ
る
寸

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
憲
法
的
あ
る
い
は
行
政
法
的
な
行
為
義
務
で
あ
っ
て
、
こ
の
義
務
は
碓
か
に
個
々
の
公
務
員
に
よ
っ
て
実
行
さ

れ
る
が
、
公
務
員
は
単
に
固
認
の
権
利
と
義
務
を
実
行
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
「
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
国
家
と
山
氏
の
外
部
的
法
閃
係
は
公

務
員
の
行
為
が
遺
法
で
あ
っ
た
と
し
て
も
存
在
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
国
家
は
責
伴
王
体
で
は
な
く
帰
属
、
土
体
で
あ
る
の
で
、
同
家
と

山
氏
の
外
部
的
法
関
係
に
お
け
る
公
務
員
の
不
法
行
為
は
、
川
」
窓
口
身
の
不
法
行
為
ー
と
な
る
。

つ
ま
り
、

三
四

O
条
の
際
に
は
公
務
員
は
国

家
と
山
民
の
外
部
的
法
関
係
に
お
い
て
例
人
の
法
益
を
似
害
し
て
お
り
、
彼
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
川
家
に
帰
京
さ
れ
る
不
法
行
為
を
犯
し

て
い
る
の
で
あ
る
〈

以
卜
の
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
こ
こ
で
の
個
人
的
法
益
の
似
害
は
、
川
崎
に
内
部
か
ら
の
同
家
へ
の
侵
合
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
基
本
位
の

北法:J8(4'i8)1706



擁
生
認
を
義
務
付
け
ら
れ
た
法
治
国
家
と
し
て
の
川
家
は
、
公
務
員
の
凶
家
に
帰
賛
さ
れ
る
形
で
の
基
本
権
侵
害
に
よ
っ
て
部
分
的
に
非
法
治

国
家
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
υ

廿
帯
木
権
は
、
法
治
国
家
の
本
質
的
な
楕
成
部
分
を
表
す
の
で
、
不
法
な
公
務
員
の
行
為
に
よ
る
基
本

権
侵
害
と
内
部
か
ら
の
国
家
へ
の
侵
害
は
不
り
分
に
関
係
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
茶
木
権
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
不
法
の
侵
合
は
、
川
時
に
法
治

国
家
と
い
う
そ
の
資
質
に
対
す
る
国
家
へ
の
μ
恒
常
に
な
る
の
で
あ
る
c

こ
の
意
味
で
、
一
一
四

O
条
に
該
当
す
る
行
為
に
は
個
人
の
法
話
侵

市
東
日
と
国
家
の
法
祈
侵
合
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
論
者
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
不
法
の
特
色
を
も
っ
公
務
員
犯
罪
に
お
い
て
、
被
害
者
の
承
諾
が
有
効
か
台
か
は
、

(
以
下
の
よ
う

な
)
多
日
比
的
な
側
而
か
ら
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。

の
表
別
で
あ
る
か
は
疑
わ
し
い
。
同

ま
ず
市
民
に
刻
す
る
川
家
機
関
の
優
越
牲
に
鑑
み
る
と
、
同
意
が
実
際
に
主
事
者
の

「
ム
円
律
件
一

志
の
自
律
牲
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
怖
に
同
志
が
顧
慮
す
る
に
仰
し
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
批
判
は
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

両
者
の
様
々
な
依
有
性
に
策
み
て
自
律
件
の
立
証
は
疑
わ
し
く
、

ほ
と
ん
ど
の
事
例
で
証
拠
不

l
分
に
な
コ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
ロ
そ
れ
ゆ
え

公
務
員
が
以
罪
判
決
を
、
つ
け
た
と
き
に
も
、
彼
が

mmや
り
同
意
を
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
残
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
法

治
国
家
に
と
っ
て
有
害
で
あ
る
じ
ま
た
、
公
務
只
が
法
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
権
限
を
川
意
で
補
お
う
と
す
る
こ
と
が
多
く
、
そ
う
す

る
と
許
人
科
さ
れ
る
強
制
と
司
容
さ
れ
な
い
強
制
の
限
界
が
確
認
で
き
な
く
な
る
こ
と
も
問
題
で
あ
る
「
さ
ら
に
同
意
で
公
務
員
の
権
限
を

被有者の本譜 (2i 

補
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
と
、
任
意
に
川
青
山
し
た
者
が
後
に
な
っ
て
か
ら
、
例
え
ば
損
害
賠
償
を
下
張
す
る
た
め
に
あ
る
い
は
嫌
い
な
公

一

mJ

務
員
に
牡
返
し
を
す
る
た
め
に
、
同
意
は
彼
に
強
制
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
危
険
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
う

い
っ
た
意
味
で
、
被
常
者
の
承
諾
の
有
効
性
を
認
め
る
こ
と
は
、
桜
々
な
危
険
を
伴
ワ
て
い
る
の
で
あ
る
c

ま
た
法
的
に
同
定
さ
れ
て
い
な
い
有
効
な
同
意
を
認
め
る
こ
と
は
、
国
家
の
訂
為
日
様
と
目
的
の
決
定
を
私
人
と
公
務
員
の
干
に
委
ね
る

こ
と
に
な
る
つ
し
か
し
公
務
員
の
例
人
的
法
益
の
位
台
に
つ
い
て
の
梓
限
は
憲
法
の
問
題
で
あ
っ
て
、
憲
法
に
よ
っ
て
引
か
れ
た
限
界
は

北法S8(4.7911707



日見

一司一

刑
法
を
も
拘
束
す
る
r

4 

H附

以
上
の
こ
と
か
ら
、
論
者
は
、
国
家
に
不
法
が
帰
京
す
る
犯
罪

(
m
E巳
己
正
常

-
E
Eね
え
己

-r)

刷
、

い
な
い
恨
り
、
被
害
者
の
本
諾
は
無
効
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
の
で
あ
る
。

に
お
い
て
は
、
法
が
そ
れ
を
規
定
し
て

こ
の
よ
う
に
、
第
六
次
刑
法
改
正
前
の
二
四
つ
条
は
、
国
家
的
法
/
八
国
ー
と
個
人
的
法
益
を
と
も
に
保
護
す
る
規
定
で
あ
っ
て
、
ま
た
被
害
者

の
承
諾
は
血
志
味
な
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
っ
た
。

tL 
てし
い r か
たLSlL 

O そ

の

方
-c 

一
凶
の
条
に
お
け
る
被
否
者
の
承
諾
は
有
効
で
あ
る
と
す
る
少
数
説
も
第
六
次
刑
法
改

d
前
か
ら
有
々
に
主
張
き

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
特
別
公
務
員
犯
罪
の
法
益
を
個
人
の
法
託
に
加
、
え
て
「
国
家
機
構
の
機
能
化
一
だ
と
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
被
中
日

高
の
承
諾
を
受
け
入
れ
る
こ
と
と
対
I

止
す
る
か
は
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
c

つ
ま
り
凶
家
的
法
話
保
識
を
根
拠
に
被
害
者
の
示
諾
の

無
効
性
を
下
張
す
る
者
は
、
同
時
に
市
民
の
同
意
が
単
に
公
務
員
犯
罪
の
構
成
要
件
の
中
で
共
に
保
護
さ
れ
て
い
る
国
家
的
な
機
関
の
機
能

付
能
性
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
を
も
、
土
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
、
つ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
服
務
胤
定
に
反
し
て
軍
医
に
献
血
を
中
し
山

へ
仙
川

た
兵
ム
し
は
、
む
し
ろ
医
附
業
務
の
遂
行
力
を
高
め
て
い
る
と
い
っ
た
ポ
品
川
か
ら
、
常
に
そ
の
よ
う
な
関
係
に
は
な
ら
な
い
と
、
土
張
し
た
じ

ま
た
こ
こ
で
加
え
ら
れ
る
法
益
が
「
公
共
の
信
頼
」
だ
と
し
て
も
、
公
務
執
行
の
適
法
件
の
信
頼
は
公
務
が
違
法
な
場
合
の
み
侵
害
さ
れ
、

ぷ

つ
ま
り
こ
こ
で
の
公
共
の
信
頼
は
同
次
的
な
性
質
し
か
も
っ
て
い
な
い
と
主
張
し
た
-

結
果
と
し
て
例
人
的
利
益
の
侵
害
に
左
右
さ
れ
る
、

公
共
の
信
頼
は
傷
害
が
違
法
で
あ
る
と
き
に
の
み
侵
存
さ
れ
う
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
決
定
す
る
の
は
個
人
的
法
益
の
正
当
化
事

山
で
あ
る
か
ら
、
「
純
粋
な
公
務
の
執
行
一
が
単
独
で
保
護
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
い
う
c

以
上
の
こ
と
を
要
す
る
に
、
結
局
個
々
の
事
例
に
お
い
て
、

一
刊
の
条
に
お
け
る
回
一
本
・
公
共
の
法
益
は
同
志
が
有
在
す
る
場
合
に
は
侵

直
行
さ
れ
な
い
件
質
で
あ
る
か
、
例
人
の
法
益
に
対
し
て
副
次
的
な
性
質
を
も
っ
に
過
き
な
い
か
ら
、
市
民
が
白
山
に
身
体
の
完
全
性
と
い
う

北法;)8(4以))17附



一附」

基
本
権
を
処
分
で
き
る
範
回
で
、

そ
の
有
効
作
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
υ

二
回

O
条
に
お
け
る
か
つ
て
の
ド
イ
ツ
の
通
説
は
、
虚
偽
告
訴
罫
で
い
う
と
こ
ろ
の
択
的
保
護
説
の
立
場
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
っ
公
務
に
お
け
る
傷
合
罪
で
は
州
人
の
身
体
的
な
完
全
性
と
適
正
な
公
務
の
執
行
と
い
っ
た
同
家
・
公
共
の
利
益
が
と
も
に
保

議
さ
れ
て
い
て
、
後
者
の
侵
害
を
正
山
化
で
き
な
い
ゆ
え
に
被
害
者
の
承
諾
は
無
効
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
有
力
説
は
個
人

的
法
益
保
護
説
あ
る
い
は
重
層
的
保
護
説
の
立
場
で
あ
っ
た
の
国
家
・
公
共
の
法
誌
は
少
な
く
と
も
個
人
の
そ
れ
と
は
独
止
に
保
護
さ
れ
る

こ
と
は
な
く
、

ゆ
え
に
被
許
者
の
承
諾
は
二
四

O
条
の
不
法
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
つ

私
見

(
ご
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
保
護
法
益

判
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
は
、
同
家
的
法
益
と
個
人
的
法
〆
ハ
M

が
と
も
に
保
議
き
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
犯
罪
数
型
の
ひ
と
つ
で
あ
る
つ

こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
広
訴
の
有
効
性
を
検
討
す
る
に
は
、
ま
ず
そ
の
保
護
法
誌
が
実
際
に
何
で
あ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
「

被有者の本譜 (2i 

判
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
に
お
い
て
、
個
人
の
法
益
が
保
護
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
特
別

fM~ 

が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
一

公
務
員
暴
行
陵
虐
罫
が
成
立
し
た
場
合
に
別
例
、
個
人
法
益
に
対
す
る
罪
(
た
と
え
ば
暴
行
罪
)

川
刷
」

九
六
条
に
個
人
的
法
援
に
関
係
し
た
私
米
的
加
重
犯
の
規
定
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
ロ

そ
れ
で
は
施
設
の
機
能
や
公
共
の
信
頼
と
い
っ
た
回
家
的
な
法
訴
は
と
う
で
あ
ろ
う
か
〈
こ
の
間
い
は
、
な
ぜ
判
別
公
務
員
票
行
陵
虐
罪

で
お
こ
な
わ
れ
た
暴
行
は
通
常
の
暴
行
制
作
よ
り
も
重
く
処
罰
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
が
明
ら
か
に
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ

北法S8(4.8111709



日見

で
は
、
行
為
者
が
公
務
同
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
接
の
根
拠
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
の
な
ぜ
な
ら
ば
仮
に
、
単
な
る
身
分
の
問
題
と
し
て
「
特

別
な
梓
成
の
与
え
ら
れ
て
い
る
公
務
員
が
暴
行
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
」
が
、
暴
行
界
の
加
重
事
由
に
な
っ
て
い
る
の
な
ら
ば
、

九
T
1
条一の

4 

H附

行
為
は
職
務
の
執
行
中
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
判
別
公
務
員
が
ふ
る
う
あ
ら
ゆ
る
暴
力
に
当
て
は
ま
る
だ
ろ
う
っ

こ
こ
で
孟
嬰
な
の
は
、

一
九
五
条
で
列
挙
さ
れ
た
行
為
者
が
公
務
執
行
中
に
暴
行
陵
虐
を
し
た
と
い
う
、
加
重
的
な
行
為
態
様
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
行
為
態
様
が
通
常
の
行
為
形
態
よ
り
も
重
く
処
山則
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
態
依
に
お
け
る
個
人
的
法
益
の
侵
合
あ
る
い
は
そ
の
危

険
が
通
常
の
犯
罪
構
成
要
判
(
た
と
え
ば
暴
行
・
傷
許
罪
)

で
カ
パ
ー
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い
か
ら
で
あ
ろ
う
か
つ
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
公
務
員
の
質
を
あ
る
程
度
保
証
す
る
制
度
と
環
境
の
整
っ
た
法
，

m同
家
的
な
現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
懸
念
は
き

ほ
ど

λ
き
な
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
公
務
の
正
常
な
執
行
平
施
設
の
機
能
、

そ
れ
に
対
す
る
公
共
の
信
頼
が
侵
合
さ
れ
る
こ
と
が
、
そ
れ
を
加
重
す
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
仁
川
法
典
の
分
類
、
は

材
料
に
し

か
す
ぎ
な
い
が

一
九
丘
条
が
汚
職
の
単
に
分
瀕
さ
れ
て
い
る
の
も
、

そ
う
い
う
理
山
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
に

録
み
る
と
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
で
は
施
設
の
機
能
・
公
共
の
信
頼
と
い
っ
た
国
A

ネ
・
公
共
の
法
益
も
保
設
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
じ

そ
れ
で
は
、
判
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
で
は
判
家
的
法
益
と
個
人
的
法
誌
の
ど
ち
ら
も
保
護
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

そ
の
関
係
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
υ

択
一
的
な
保
護
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
の
被
弁
者
の
承
諾
は
い
叫
志
味
で
あ
る
し
、
重
層
的
保
護
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
被
害
者
の
承
諾
は
有
効
で
あ
り
う
る
。
本
稿
で
は
後
者
の
立
坊
を
と
り
た
い

な
ぜ
な
ら
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
に
お
い
て

例
人
的
法
必
の
み
が
侵
害
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
で
処
罰
す
る
程
度
の
不
法
し
か
有
し
て
い
な
い

打
為
で
あ
っ
て
、
逆
に
国
家
的
法
訴
の
み
が
侵
合
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
特
別
公
務
員
暴
訂
陵
虐
界
で
胤
定
す
る
法
定
川
に

は
到
庭
及
ば
な
い
不
法
内
零
し
か
ム
制
さ
な
い
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
ロ

Jh
偽
告
訴
罪
で
も
王
張
し
た
と
お
り
、
条
文
が
ヱ
ア
疋
し

北法;)8(4-82)1710



て
い
る
不
法
の
内
科
は
、

二
つ
の
法
益
侵
害
分
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
r

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
即
出
に
被
害
者
の
本
請
は
常
に
有
効
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
最
近
の
円
本
学
説
が
特
別
公
務
只
暴
行
陵
虐
界
と
の
関
係
で
指
摘

L
、
ま
た
}
イ
ツ
学
説
が
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
四

a

条
一
頃
と
七
凶

b
条
頃
と
の
閥
係
で
川
提
と
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
の
被
害
者
の

p

本
誌
の
真
意
牲
は

疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
〔
被
害
苫
が
法
益
似
害
へ
の
示
請
に
よ
っ
て
法
益
(
あ
る
い
は
法
的
保
護
)
を
放
荒
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な

示
諾
が
被
半
口
有
の
自
己
決
定
の
表
明
で
あ
る
と
い
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本
条
で
は
類
、
剤
的
に
そ
れ
が
疑
わ
し
い
ぬ
ム
円
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
以
下
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
粁
干
の
検
討
を
お
こ
な
い
た
い
。

(
一
一
)
右
効
な
承
諾
の
た
め
の
要
件

本
一
栴
の
リ
場
に
よ
れ
ば
、
判
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
雑
は
国
家
的
法
託
と
個
人
的
法
益
を
主
層
的
に
保
設
し
て
い
る
つ
個
人
は
個
人
的
法
益

に
か
か
る
部
分
を
放
烹
す
る
こ
と
が
で
き
、
何
人
的
法
ぷ
侵
害
の
欠
如
は
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
の
成
!
止
自
体
を
台
ー
定
す
る

J

こ
の
求
訴
は
純
粋
に
個
人
的
法
援
に
関
係
し
た
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
他
の
犯
罫
と
同
桜
に
法
益
所
有
者
の

H
己
決
定
が
重
要

「的

一

で
あ
る
、
つ
ま
り
個
人
が
自
律
的
に
法
益
を
処
分
し
た

(
法
的
保
護
を
放
棄
し
た
)

と
い
え
る
こ
と
が
、
ム
引
効
な
本
諾
の
た
め
に
は
必
組

の
条
件
で
あ
る
コ
そ
し
て
本
条
の
永
一
諾
が
、
通
常
の

(
個
人
的
法
論
の
み
を
保
識
し
た
)
承
諾
と
川
な
る
点
は
、

一
白
…
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

被有者の本譜 (2i 

L
J
υ
 

中
4
7
rj

つ
ま
り
、
被
市
東
日
者
は
制
別
な
状
況
下
に
あ
り
、
ま
た
行
為
者
と
被
害
者
は
特
別
な
力
関
係
に
あ
る
の
だ
か
ら
、

そ
こ
で
な
さ
れ
た
本

誌
の
真
意
牲
は
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
c

と
り
わ
け
一
引
に
お
け
る
拘
禁
守
、
白
身
の
活
動
の
口
由
が
告
し
く
奪
わ
れ
た
状
況
で
は
、

迎
ム
円
や
お
も
ね
り
は
も
と
よ
り
、
被
拘
佐
川
者
が
真
意
で
な
し
た
と
出
い
込
ん
で
い
る
本
諾
に
も
、
椴
枇
が
入
り
込
ん
で
く
る
則
能
件
が
あ
る

で
ふ
め
ろ
、
つ
ロ

北法58(4-83)1711



日見

た
と
え
ば
干
成
一
五
年
判
決
に
お
い
て
は
、
被
拘
佐
川
者
は
外
国
人
で
あ
り
、
ま
た
同
宮
T

の
久
性
被
疑
苫
が
亡
く
な
り
、
柏
村
的
に
不
安
定

に
な
っ
て
い
た
っ
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
被
告
人
が
相
談
相
手
と
し
て
現
れ
れ
ば
、
通
1

川
市
な
ら
ば
好

E
を
抱
か
な
い
相
手
で
あ
っ
て
も
、

4 

H附

そ
の
よ
う
な
心
理
状
態
に
陥
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
っ
ま
た
そ
う
で
な
く
と
も
拘
禁
状
態
は
精
神
的
な
負
組
に
な
る
も
の
で
あ
る
し
、
看
守

者
ら
は
紋
拘
旭
川
者
ら
が
接
触
す
る
数
少
な
い
人
物
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
起
こ
り
う
る
永
誌
は
、
人
為
的
(
制
度
的
)
に
選
択
肢
が
狭

め
ら
れ
た
、
そ
も
そ
も
不
白
由
な
状
況
下
で
の
承
諾
と
い
え
る
υ

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
状
態
は
一
般
社
会
で
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
し
、

そ
の
承
諾
を
す
べ
て
証
効
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
国
家
的
な
強
制
制
度
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
制
度
を
用

い
る
国
家
の
責
伴
と
し
て
、
被
拘
祭
者
ら
の
真
の
性
的
口
己
決
定
権
を
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
内

ま
た
こ
の
よ
う
な
特
別
な
同
患
の
必
要
性
は
瑚
論
的
に
も
白
?
元
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
詳
細
は
次
半
で
述
べ
る
が
、
人
為
的
に
な

さ
れ
た
白
由
剥
存
状
況
(
強
制
状
況
)

下
で
の
承
諾
は
、
本
末
な
ら
ば
他
に
存
在
す
る
は
ず
の
選
択
肢
が
制
限
さ
れ
た
と
い
う
点
で
不
自
山

で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
強
制
状
川
が
承
誌
を
持
取
す
る
た
め
に
意
凶
的
に
作
出
さ
れ
た
場
合
に
は
ぷ
諾
は
常
に
無
効
で
あ
り
、
そ
れ
が
蛍
図

せ
ず
に
作
出
き
れ
た
場
合
に
は
作
向
者
は
可
能
な
限
り
不
自
由
な
不
誌
の
排
除
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
当
該
強
制
状
況
か
ら

逃
れ
る
方
法
が
他
に
な
い
場
ム
門
を
別
と
し
て
承
諾
を
利
川
し
て
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
c

そ
れ
を
本
条
に
当
て
は
め
る
と
、
国

家
が
作
山
川
し
た
自
由
剥
奪
状
況
と
肉
果
関
係
の
あ
る
本
諾
を
、
国
家
の
代
理
人
で
あ
る
公
務
員
は
利
川
し
で
は
な
ら
な
い
〔
そ
れ
に
も
か
か

に
該
当
す
る
行
為
を
お
こ
な
っ
た
も
の
は
、
当
該
条
文
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
る

わ
ら
ず
、
暇
痕
あ
る
示
諾
に
某
づ
い
て
一
九
五
条
(
二
項
)

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

停
か
に
、
拘
禁
状
態
に
あ
る
苫
の
こ
の
よ
う
な
回
己
決
定
は
す
べ
て
椴
抗
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
c

事
後
的
に
は
と
も
か
く
、

打
為
時
に
は
当
事
者
が
粘
神
的
背
痛
を
受
け
て
い
な
い
こ
と
は
大
い
に
あ
り
う
る
、
だ
ろ
う
〈
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
過
剰
と
も
い
え
る
パ
タ

l

ナ
リ
ズ
ム
的
な
従
拘
祭
者
の
保
設
は
、
拘
禁
と
い
う
制
度
を
ム
引
す
る
凶
の
責
任
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

北法;)8(4-84)1712



f
川
川

J

れ
る
の
で
あ
る
の

以
上
の
こ
と
を
要
す
る
に
、
確
か
に
用
弔
問
上
は
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
界
に
お
い
て
被
害
者
の
本
諾
が
そ
の
犯
罪
件
を
排
除
す
る
余
地
は

あ
る
が
、
木
条
一
頃
が
前
提
と
す
る
状
況
卜
で
は
、

そ
の
承
諾
の
真
意
院
は
高
度
の
茶
然
性
を
も
っ
て
再
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
実
質
的
に

は
被
害
者
の
本
諾
は
証
効
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
尚
度
の
蓋
然
性
が
裏
返
る
場
台
、

た
と
え
ば
拘
禁
以
前
に
夫
婦
や
婚
約
者
、
恋

人
同
士
で
あ
っ
た
被
拘
禁
者
と
看
守
者
と
の
聞
で
性
的
な
行
為
等
が
お
こ
な
わ
れ
た
場
台
は
、
そ
の
よ
う
な
強
制
状
川
が
被
中
日
者
の
示
請
の

真
意
性
に
な
ん
ら
影
響
を
あ
た
え
て
い
な
い
の
で
、
有
効
と
な
り
う
る
。

ま
た
嘗
察
官
等
の
公
務
を
対
象
と
し
た
九
烹
条
一
項
の
場
合
に
も
岡
山
仰
の
こ
と
が
あ
て
は
ま
る
。
こ
こ
で
は
警
察
官
ら
は
、
凶
家
に
よ
っ

て
強
度
の
権
力
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ヲ
て
、
こ
の
よ
う
な
権
力
は
取
抗
あ
る
被
害
者
の
永
訴
を
導
き
や
す
く
す
る
。
そ
し
て
川
家
は
、

国
家
の
代
理
人
と
し
て
の
公
務
員
が
、
白
ら
の
与
え
た
権
力
に
よ
っ
て
不

H
に
得
た
あ
小
諾
を
利
川
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
小
平
項
で
は
な
お
自
由
剥
存
状
態
に
な
い
市
民
を
も
そ
の
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、

一
頃
と
比
較
し
て
被
吾
者

の
真
の
自
由
は
な
お
残
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
項
で
は
一
頃
よ
り
も
許
細
に
、
被
当
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
を
加
味
し
て
特

別
公
務
員
の
権
限
と
被
害
者
の
承
諾
の
因
果
関
係
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仁
こ
の
凸
'
で
、

一
項
は
二
項
よ
り
も
被
害
者
の
承
諾
の
有

効
性
を
認
め
る
余
地
が
広
く
な
る
で
あ
ろ
う
c

ま
た
同
様
の
こ
と
が
法
益
侵
害
の
問
泡
だ
け
で
は
な
く
、
ギ
成
一

4
年
刊
決
で
争
わ
れ
た
構
成
要
件
メ
ル
ク
マ
ー
ル
「
陵
虐
」
に
お
い
て

被有者の本譜 (2i 

も
一
口
え
る
だ
ろ
う
。
「
陵
虐
」
ー
と
は
停
か
に
精
神
的
に
苦
痛
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
般
的
・
類
型
的
に
そ
の
よ
う
な
行
為
を

志
味
し
て
い
る
に
す
き
な
い
と
忠
わ
れ
る

f

な
ぜ
な
ら
ば
、
被
害
者
が
実
際
に

(
行
為
時
に
)
粘
神
的
背
痛
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

す
る
と
、
精
神
的
な
ー
快
忠
な
ど
に
よ
り
苦
痛
を
感
じ
に
く
い
者
の
保
護
が
同
難
と
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
「
陵
虐
」
と
は
、

般
的

類
型
的
に
見
て
そ
の
よ
う
な
苦
痛
を
守
え
る
行
為
般
で
あ
っ
て
、
個
人
の
人
防
相
梓
を
侵
害
す
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
例

北法58(4田川713



日見

別
具
体
的
な
例
人
法
訴
の
侵
害
と
「
陵
虐
」

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
被
告
苫
の
承
諾
の
範
阿
内
で
は
リ
ン
ク
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4 

H附

いし|

ま
と
め

川
家
的
法
益
と
州
人
的
法
祈
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
犯
罫
類
型
に
お
い
て
、
被
害
者
の
あ
小
諾
の
有
効
件
は
、
ま
ず
実

際
の
保
識
法
益
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
界
に
お
い
て
は
、
同
家
的

法
前
・
個
人
的
法
益
の
双
方
が
重
層
的
に
保
設
き
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
の
た
め
川
家
的
法
益
と
州
人
的
法
益
の
二
つ
が

侵
害
さ
れ
て
始
め
て
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罪
が
成
立
す
る
の
で
、
被
害
者
の
永
訴
に
よ
っ
て
個
人
的
法
訴
の
侵
害
が
欠
如
す
れ
ば
、
そ
れ

は
本
条
と
し
て
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
c

し
か
し
、
本
条
に
お
い
て
は
被
存
者
が
お
か
れ
て
い
る
特
別
な
状
況
、
あ
る
い
は
特
別
な
権
力
関
係
ゆ
え
に
、
被
害
者
の
ぷ
請
の
真
意
件

が
問
題
と
な
り
う
る
。
汁
事
者
間
の
権
力
の
差
や
被
究
者
が
お
か
れ
て
い
る
拘
祭
状
態
は
被
常
者
の
収
庇
あ
る
示
諾
を
類
型
的
に
朝
刊
き
や
す

く
す
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
社
会
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
作
り
出
し
た
同
一
家
は
、
廿
配
中
川
者
が
本
米
的
に
は
白
律
的
で
な
い
承
諾
を
表

叫
す
る
機
会
を
減
ら
す
よ
う
な
保
障
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
〔
つ
ま
り
被
害
者
の
H
山
を
剥
奪
す
る
状
況
を
作
附
し
た
判
家
の
代
用
人
(
公

務
員
)

は
、
こ
の
よ
う
な
抑
圧
状
況
か
ら
牛
じ
た
承
諾
を
用
い
て
侵
吾
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
抑
川
状
況
ゆ
え
の
承
諾
で

は
な
い
と
い
う
事
情
が
明
ら
か
で
は
な
い
限
り
、
す
べ
て
の
承
諾
を
拡
効
と
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
丙
皮
の
蓋
然
性
を
も
っ
て
そ
の
真

志
位
が
γ

川
口
之
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
推
定
は
国
家
の
責
任
と
し
て
正
当
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
c

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
知
型
的

な
承
諾
の
虹
効
が
く
つ
が
え
さ
れ
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
台
に
の
み
、
被
害
者
の
本
諾
は
右
効
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

u

北法;)8(4-86)1714



第
川
節

十升

川
家
・
公
共
の
法
訴
に
対
す
る
罫
と
被
五
苫
の
承
誌
の
関
係
は
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
国
家
・
公
共
の
法
益
と
個
人
の
法
話
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
構
成
史
件
に
つ
い
て
は
、

十
分
な
考
察
が
必
要
と
な
る
の

こ
の
よ
う
な
類
型
で
は
ま
ず
当
該
構
成
要
件
で
実
際
に
保
護
さ
れ
て
い
る
法
，
怖
は
何
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
虚
偽
百
一
亦
罪
の
よ
う
に
、
個
人
の
法
訴
を
保
護
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
実
際
に
は
同
家
・
公
共
の
法
益

の
保
誌
に
し
か
貢
献
し
て
い
な
い
犯
罪
を
発
見
し
、
結
果
と
し
て
被
害
苫
の
承
諾
の
有
効
性
を
ヴ
{
疋
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ

の
ん
ハ
に
つ
い
て
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
の
は
、
巾
I
該
構
成
安
件
の
川
法
典
上
の
一
分
知
で
あ
り
、
上
正
=
円
で
あ
り
、
法
定
刑
で
あ
り
、
ま
た
他

難
と
の
競
合
関
係
で
あ
る
。

他
方
、
特
別
公
務
員
暴
行
陵
虐
罫
の
よ
う
に
、
国
家
・
公
共
の
法
益
と
個
人
の
法
益
が
と
も
に
保
護
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
択

一
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
か
重
層
的
に
保
議
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

し
か
し
、

お
そ
ら
く
複
数
の
法
訴
を
保

議
す
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
構
成
要
件
に
お
い
て
、

そ
れ
は
重
層
的
に
保
議
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
白
状
d

で
あ
ろ
う
〔
こ
こ
で
は

の
法
益
侵
百
分
の
不
法
が
当
該
罪
の
不
法
だ
か
ら
で
あ
る
つ
ゆ
え
に
被
害
者
の
承
諾
の
余
地
は

l
分
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
-

被有者の本譜 (2i 

し
か
し
同
家
公
共
の
法
前
と
個
人
の
法
益
が
主
回
的
に
保
護
き
れ
て
い
る
均
合
に
は
、
存
ら
何
人
的
法
〆
耐
を
保
護
す
る
罪
と
比
較
し
て
、

そ
の
承
諾
の
有
効
性
に
関
し
て
更
な
る
考
慮
が
必
要
と
な
る
坊
台
が
あ
る
c

と
り
わ
け
公
務
員
が
、
土
体
と
な
っ
た
犯
罪
類
型
の
場
合
に
は
、

特
別
な
佐
々
関
係
な
ど
、
制
人
の
自
由
を
狂
わ
せ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
事
情
が
存
存
す
る
則
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る

F

こ
の
よ
う
な
事
情

は
、
承
諾
の
真
意
件
を
高
度
に
疑
う
要
素
と
な
り
う
る
ロ
被
害
者
の
長
の
白
白
を
保
護
す
る
た
め
に
、
そ
し
て
法
治
国
家
の
責
併
と
し
て
、

てJ

北法S8(4.8i)lilS



日見

場
ム
門
に
よ
っ
て
は
承
諾
の
真
意
作
が
類
、
羽
的
に
合
定
き
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
の
そ
し
て
、
こ
の
類
型
に
明
ら
か
に
あ
て
は
ま
ら
な

い
も
の
に
限
り
、
被
弁
者
の
承
諾
の
有
効
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
つ

北法;)8(4-88)1716
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H附

(
1
)
大
小
什
酉

『刑
円
以
講
義
総
論
(
罰
版
第
一
版
、
一

0
0七
、
成
文
忠
一
甘
九
頁
、
山
口
厚

i

刑
法
総
論
-
(
第
一
版
、
一

0
0七
、
有
叫
玄
関
)

一
五
凶
頁
以
卜
、
大
塚
仁

『刑
法
概
説
(
総
論
)
』
(
第
収
噌
補
版
、
一
ひ
っ
六
、
有
斐
閣
)
川
口

O
R、
佐
伯
仁
士
山
「
被

3
首
の
川
直
と
そ

の
周
辺

(
l
)
」
法
学
教
室
一
九
立
り
(
二

C
C
五
)
一
口
仁
民
、
斎
野
彦
弥
「
社
会
的
法
話
と
同
意
」
現
代
刑
事
法
五
九
号
(
一

C
C
川
)

四
七
負
。

~
2
R
N
U
回
、
六
-
コ
印
η

プ
C
コ
}
足
¥
印
の
プ
-
。
斗
雪
印
け
「
信
明
小
川
命
日
定
立
す
c
n
才
ヌ
c
ヨ
ョ
。
=
片
山
「
凶
叶
〉
C
2
炉
問
符
凶
C
己
申
/
~
C
「
ず
雪
コ
山
町
ωω
三一一ん斗コ

ω品
完

CHHロ山内コス

コリの『「
k
J
-
-
均
(
ソ
百
戸
口
(
ソ
門
司
2
-
回
巳

」戸
恥
〉
=
ロ
ロ
ぬ
F
N
(
)
{
)爪

y
叩
ド
戸
同
ユ
ロ
日
山
山
H
H
V
Z
三
勾
¥
国
三
怜
号
、
一
切
に
}
m
w
h目

1F己二人〆
-
Z
九
三
戸
巳
ロ
2
J
「
2
「
山
小
〉
戸
h
E
ぬ
〔

凶()C晶一ん巳コ

ω
叶
ω
一
ミ
ヨ
ん
句
。
~
y
-
コ
「
内
閣
二
)
い
立
問
符
日
]
欠
。
ロ
]
コ
}
勾
=
グ
声
「
-
]
〉
戸
】
コ
お
肉
。
-
匂
坦
¥
-
〈
C
円
m
u
N
-
ん
包
コ

-

-

A

L

『内匂へら午、へお町¥「戸、
"
h
命
誌
丸
一
命
才
「
σロムり
}μ

己ぬ臼

一
昨
青
山
h
H
R
F
E
〉
ニ
ぬ
の
ロ
ド
2
ロ
2
叶
E
「
い
〉
=
口
戸
ね
P
H
u
u
p
m
一
山
∞

(
)
4

ド

42HHEnr¥NNb匹目「門戸円円。
η
}
戸
「
〉
-
-
ぬ
の
缶
戸
口
己
叶

o--∞
〉
に
戸
ω
ぬ
の
H
F
)中
N一回斗ロ

-N↓『↓『』へへたさ守句叩ゴ《ユコゅのr↓げ〉--m勾召雪コぺ「」「三
-

M

〉戸-2《戸間巾]坦坦
f

叶
〉

-=η
-d司《一コ--一

(
2
)
向
田
貴
之
ほ
か
「
事
例
で
学
ぶ
刑
法
(
事
例
凶
(
2
)
)
」
法
学
教
宗
一
二
九
号
(
一

C
C七
)
九

一一
貝
、
よ
坂
「

『刑
法
概
副
(
各
論
)
』
(第

一
版
摘
一
訂
版
、
一
行
一
口
五
、
有
斐
開
)
凶
立
一
白
川
、
鷲
野
・
前
掲
論
丈
(
脚
正

7
i
)
)

五
一
頁
以
「
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
ド
イ
ソ
に
お
い
て
も
同
係
で
あ
る
戸
~
尚
一
E
a
F
P
E
C
Z
=
ヨ
士
)
)
一
〈
2
ち
ω
互
=
二
己
。

私
文
書
偽
造
に
お
け
る
示
諾
に
悶
し
て
は
大
谷
山
首

E

刑
法
講
義
持
論
-
(
新
版
第
二
版
、
一
心
。
七
、
成
i
J
人
主
)
凶
五
一
白
以
下
、
西
田
山

之

『刑
法
各
論
ド
(
第
川
版
、
一
心
。
七
、
弘
f

え
堂
)
三
凶
六
百
、
前
田
雅
町
民

i

刑
法
弁
品
品
義
』
(
市
凶
版
、
一

C
C七
、
点
京
大
学
問
版
会
)

四
阿
ハ
頁
、
松

H
孝
明

『刑
法
件
前
一
一
市
兵
-
(一

0
0
ハ
、
成
文
立
)
一
六
一
良
以
卜
、
川
端
博

『刑
円
以
各
論
概
決
(
第
三
版
、
一

0
0
三、

成
主
旦
)
二
?
ハ
八
白
川
、
福
田
ギ

『刑
法
各
論
'
(
ん
~
計
約
一
一
版
噌
補
、
ひ
っ
一
、
右
斐
悶
)
八
九
貞
を
参
照
。

一
方
で
、
内
同
丈
昭
「
名
義
人
の
卓
諾
と
文
書
偽
造
罪
の
成
否
」
附
修
一
九
六
号
二
九
八
二
人
民
は
、
「
社
会
的
法
益
・
同
家
的
法
，
八
正

に
関
す
る
犯
罪
に
あ
っ
て
も
、
理
論
的
に
は
、
構
成
員

『全
員
』
の
承
諾
が
あ
れ
ば
構
成
以
件
小
故
当
と
な
り
、
あ
る
い
は
、
違
法
性
が
阻
却



被有者の本譜 (2i 

さ
れ
る
可
能
性
は
存
存
す
る
」
と
し
て
、
そ
の
例
に
士
古
偽
造
罪
に
お
け
る
一
名
衣
人
の
承
諾
」
を
苧
げ
て
い
る
っ
こ
こ
で
の
承
諾
は
、
一
名

義
人
り
車
詰
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
は
い
る
が
、
名
義
人
が
ん
責
任
を
角
川
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
取
引
同
係
人
に
な
ん
ら
の
危
険
を
も
生
じ
さ

せ
る
こ
と
な
し
に
文
書
が
通
肘
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
「
関
係
占
一
(
社
会
)
が
「
承
認
一
し
て
い
る
こ
と
だ
と
解
き
れ
て
い
る
か
ら
、

止
確
に
は
「
関
係
者
(
社
会
)
の
本
詰
」
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
名
義
人
の
ぷ
諾
」
が
即
山
町
に
「
社
公
の
承
諾
」
に
繋
が
る

か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
{

(
3
)
ゆ
え
に
名
義
人
の
承
諾
は
、
文
書
偽
法
罪
の
成
行
に
な
ん
ら
影
響
を
も
た
ら
さ
な
い
場
人
門
も
あ
る
っ
た
と
え
ば
道
路
交
通
法
違
比
(
免
許
証

不
抗
川
市
)
の
交
通
事
刊
原
山
一
川
の
供
述
古
閑
に
、
本
人
の

H
Eを
得
て
別
人
の
わ
を
若
々
刊
し
た
被
告
人
が
私
?
げ
人
古
偽
造
平
に
同
わ
れ
た
事
例
に
お

い
て
、
景
決
町
石
六
年
阿
川
八
日
刑
集
一
一
立

7

R
七
は
、
本
件
供
述
舎
は
一
そ
の
主
害
の
性
蛍
ト
、
作
成
名
義
人
口
外
の
者
が
こ
れ
を
作

成
す
る
こ
と
は
法
令
上
計
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
十
竹
供
述
書
を
他
人
の
名
義
で
作
成
し
た
均
九
ロ
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
他
人
の
承
諾
を
得

て
い
た
と
し
て
も
、
私
丈
書
偽
造
罪
が
成
止
す
る
一
と
し
て
、
私
丈
書
偽
造
罪
の
成
止
を
一
認
め
た
c

(
4
)
佐
伯
・
前
掲
論
丈
(
抗
(

1

)

)

一
口
七
頁
、
消
灯
・
前
掲
前
主
(
げ
は

(1))
凶
七
頁
以
下
、
〕

(
5
)
大
塚
・
前
掲
古
(
注

(
2
ご
一
一
六
九
百
、
大
作
・
前
掲
古
(
注
(
っ
き
三
八
阿
向
日
以
下
、
品
川
出
前
掲
者
(
持

F
2
)
)

一
仁
心
頁
、
前
出

前
掲
書
(
門
出

(
2
)
)

一
六
九
頁
、
松
宮
前
掲
古
(
刊

(
2
)
)
一
一
一
一
利
頁
、
福
山
前
掲
再
「
出

(
2
)
)
I
ハ
立
頁
参
照

(
6
)
清
野
目
前
掲
論
文
(
作
(

1

)

)

力

O
R。

(
7
)
薪
野
・
前
財
論
文
(
注
(

1

)

)

利
口
氏
一

F
0
0
)
4
r
E

』

U
Z
2
ノ
ピ
戸
ペ
コ
》
三
恒
三
E
一戸《
FhJ
同

2
F
「『三
FHK三
円
高
サ
山
崎

3
E
T
J
E二》
2
2己
つ
『
ロ
ユ
ヌ
何
E
d
~
Z
E
m
-
-
E
h
p
m
戸、ミ
-hJFN
「R
Z

H

3

日

日

出

H

H

寸「『

(
9
)
訟
山
罪
的
ヘ
即
日
阜
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
回
藤
市
光
編

『
正
釈
刑
法

(
4
)
』
(
九
六
五
、
右
を
悶
)
二
i

ハ
一
向
八
〔
凶
山
格
〕
、
江
家
表
男
「
説

パ
門
罪
の
本
質
」
}
札
家
義
男
教
授
刑
事
法
論
I

人
生
川
行
委
員
余
編
江
家
義
男
教
綬
刑
事
法
八
州
文
集
(
九
五
九
、
早
稲
田
大
学
山
版
部
)
五

回
頁
以
下
を
参
問
、
。

(
川
山
)
岡
田
柄
太
郎
ー
日
本
刑
法
論
(
完
)
「
二
八
九
布
、
有
斐
問
中
円
一
房
)
八
六
五
頁
以
ト
っ

(
U
)
磯
部
四
郎

『改
T
I
刑
法
Ir
肝
ド
(
促
刻
版
、
九
九
五
、
七
山
社
)
一
五
五
民
、
田
中
T
I
身

a
改
止
刑
法
択
式
「
巻
』

同
)

i

ハ
七
川
氏

F
U
)
巾
嶋
晋
治

『現
行
刑
法
刈
比
改
辻
刑
法
草
案
理
山
』
(
一
八
八
九
、
有
斐
悶
再
一
房
)

一
七
一
頁
。

二
九
つ
八
、

向
山
米
書
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H附

(
日
)
磯
部
・
前
封
書
(
、
正
(
日
)
)

戸
川
口
磯
部
・
前
掲
古
(
正
(
日
)
」

(
日
)
大
場
茂
馬

『刑
法
各
論
ド
l

巻
h

(
住
(
日
)
)
六
七
凶
頁
。

(
川
)
団
藤
重
光

『刑
法
綱
要
名
品
』
(
第
一
一
一
版
、
一
九
九
心
、
創
文
社
」
一
口
一
九
百
八
、
石
川
才
顕
「
誕
仏
罪
罪
質

渋
々
什
論
-
(
九
七
八
、

H
林
古
院
新
牡
)
ム
川
良
、
江
家
・
剛
一
向
害
(
注
(
日
)
)
ハ
同
氏
以
下
=

(
訂
)
仏
家
目
前
掲
古
(
正
(
9
)
)
?
八
四
頁
、
一

(
日
出
)
石
川
・
前
財
古
(
正
(
日
)
)
五
一
頁
=

戸
山
町
)
行
仏
家
・
前
掲
古
(
、
正
(
9
)
」
f

ハ
四
頁
以
下

3

(
却
)
小
ル
険
性
得
雄
ほ
か
編

『刑
法
講
五
各
論
』
(
一
九
八
八
、
有
斐
閣
)
五
四
六
百
〔
神
山
敏
雄
〕
。

(
江
)
大
塚
仁
ほ
か
編

E

人
コ
シ
メ
ン
タ
ル
刑
法
第
8
幸
-
(
第
一
版
、
一
行
一
口
一
一
、
青
林
書
院
)
一
一
一
九
円
(
徳
河
義
典
ほ
か
〕
。

(
勾
)
叫
京
・
前
掲
古
(
出
(
日
」
)
仁
四
頁
、
凶
藤
・
前
掲
胃
(
作
(
川
ご
っ
九
貝
、
石
川
・
前
掲
古
(
出
(
日
出
」
)
五
二
員
。

(
お
)
岡
田
・
前
掲
古
(
正
「
日
)
)
八
六

I
H以
卜
=

(
弘
)
山
川
厚

『刑
法
各
論
'
(
補
一
副
版
、
二
ひ
っ
五
、
有
斐
閑
)
五
九
凶
員
以
、
岡
野
光
雄

『刑
法
攻
説
各
論
』
(
第
川
版
、
一
つ
の
一
今
一
、
成
丈

五
)
一
四
八
氏
、
橋
本
市
博
一
虚
偽
告
訴
等
の
罪
の
保
忍
法
益
と
危
険
概
念
」
現
代
刑
事
法
古
川
号
(
一

0
0
一
)
七
頁
以
卜
、

γ
川
京
信

『刑
法
弁
論
』
(
一
九
九
有
、
有
斐
閣
)
一
八
九
頁
、
大
塚
・
前
掲
古
(
注

(
2
)
)

八
一
一
民
、
大
谷
・
前
掲
事
(
注

(
2
こ
五
八
八
頁
、

西
岡
前
阻
害
(
正

(
2
)
)

四
一
八
頁
、
前
回
・
前
掲
出
(
日

(
2
)
)
T
札T
札
川
頁
、
悩
田
・
前
拘
害
(
注

(
2
)
)

一
九
一貝
以
卜
、
出
宮

市
掲
書
(

L

汀
(
9
)
)
一
ー
ハ
頁
以
下
、
神
山
市
掲
書
(

L

汀
(
却
)
)
ム
山
川
!
ハ
頁
以
「
、
徳
れ
ほ
か
削
掲
古
(
注
(
引
)
)
一
一
九
白

(
お
)
回
{
日
・
前
掲
古
(
リ
ー
は
戸
日
」
)
一
六
三
民
、
伸
山
・
剛
一
向
害
(
注
(
町
山
)
)
五
阿
?
ハ
白
ハ
{

(
小
山
)
田
宮
・
前
掲
古
(
、
出
「
9
)
)
一
六
一
一
一
良
一

(訂
)

l

八
日
は
・
、
削
掲
書
(
注
(

2

)

)

六
二
二
頁
、
大
作
目
前
掲
古
(
附
(

2

)

)

前
掲
害
(
山
間
(

2

)

)

計
五
四
頁
N
U
下
、
徳
れ
ほ
か
・
前
掲
害
(
注
(
引
)
)

蕊
)
大
塚
・
前
掲
古
(
、
正

(
2
)
」
f

ハ
一
一
一
一
貝
、
大
谷
・
前
掲
主
凶
(
注

(
2
」)
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一
一
石
川
有
良
一

一
一
台
万
民
、

U
中
・
前
掲
害
(
注
(
日
」
)
ハ
七
凶
民
、
中
嶋
・
前
掲
書
(
住
(
口
)
)
一
七

二
九
一
心
、
厳
松
堂
再
町
)
七
七
む
頁
以
下
、
械
部
前
掲
害
(
注
(
川
」
)
一
主
五
頁
、

一頁。
田
中
前
掲
書

初
回

γ
ほ
か
編

a
l品
川
門
刑

五
八
人
目
、

一九
一貝

五
八
人
民
、
徳
川
引
ほ
か
，
削
掲
吉
之
γ

出

内
問
前
拘
書
(
正
(

2

)

)

 

四
一
八
頁
、

前
出

(
引
」
)

一
一
九
貝
υ



被有者の本譜 (2i 

な
お
ト
八
塚
・
六
一
頁
に
よ
れ
ば
、
承
ぷ
に
も
と
づ
く
喉
偽
山
市
川
は
情
状
に
よ
り
可
制
的
違
法
性
が
み
と
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
{

戸
羽
)
阿
日
・
前
掲
古
(
正

(
2
)
」
凶
一
一
八
民
、
前
回
・
前
掲
害
(
注

(
2
」
)
五
石
凶

J

貝
υ

(
日
刊
)
ぞ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
見
解
が
外
国
へ
の
点
偽
告
訴
を
規
定
の
対
象
に
含
ま
な
い
ー
と
す
る
の
は
六
億
訂
ほ
か
前
掲
再
〔
所
(
引
)
)
一

四
頁
参
照
)
矛
盾
で
あ
る
。

(
む
)
小
人
判
ト
人

π年
一
一
月
一
口
円
刑
伝
一
八
・
一
五
六
六
。

(
刊
さ
大
判
大
二
年
石
川
月
日
刑
録
九
・
五
四
一
{
}

(
お
)
学
説
の
部
は
「
判
例
は
筋
が
通
っ
と
お
ら
ず
、
一
謹
告
罪
の
法
掃
の
多
一
五
性
を
有
罪
方
向
に
使
五
利
用
し
と
い
る
」
と
い
う
批
判
を
お
こ
な
っ

て
い
る
が
(
田
JH

前
掲
書
(
日
(

Q

U

)

)

一
ー
ハ
四
頁
)
、
ぞ
も
を
も
択
一
的
保
護
説
と
は
、
凶
家
的
法
益
と
個
人
的
法
益
の
と
ち
ら
か
一
方
で

も
侵
士
さ
れ
れ
ば
、
最
偽
川
川
γ

凶
兆
円
成
六
を
認
め
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
批
判
は
的
を
射
て
い
な
い
ο

(
込
)
田
{
巴
・
前
財
巴
(
、
出
(

9

)

)

一
六
六
氏
、
神
山
・

9

削
掲
害
(
注
(
却
)
)
五
阿
ハ
一貝
以
。

(
お
)
回
{
巴
・
前
掲
古
(
出

(
9
)
)

一
六
万

H
C

(
小
品
)
大
塚
・
剛
一
封
書
三
江

(2))
六
一
六
頁
、
大
作
・
前
掲
古
(
刊

(2))
五
八
八
四
、
内
問
・
前
出
向
書
(
注

F2))
四
一
八
頁
、
前
出

前
掲
胃
(
門
出
(

2

)

)

五
五
凹
頁
、
松
片
削
掲
害
(
注
(

2

)

)

四
有
利
頁
、
偲
汀
ほ
か
・
前
掲
古
「
所
(
幻
)
)
一
一

O
員
、
岡
野
前
掲

小
川
円
(
、
正
(
弘
)
)
三
凶
八
負
。

(
訂
)
江
家
・
前
財
古
(
、
正

(
9
)
)

七
一
頁
、
行
川
・
前
出
判
事
円
(
u
r
(

民
)
)
有
一
頁
)

ネ
山
)
平
野
龍

『刑
法
枕
説
』
(
一
九
七
七
、
車
尽
卜
入
学
問
版
会
)
一
九
一
八
頁
以
下
、
木
村
紘
一

h

刑
法
弁
論
L

(

一
九
万
八
、
法
正
村
)
一
一
二

一貝
、
福
出
・
前
掲
山
首
(
日
(

2

)

)

三
九
頁
N
M
l
、
同

u7
前
掲
害

3
d
(
9
)
)

一
六
六
頁
以
下
、
仲
山
前
掲

E
(
州
(
山
山
)
)
五
凶
i

ハ
一貝

以
下
、
岡
野
間
一
利
害
(
、
山
内
(
叫
)
)
三
四
九
頁
、
橋
本
・
前
掲
前
l
d
へ
(
か
(
社
)
)
=
良
、
平
川
・
前
掲
亭
門
(
か
(
川
此
)
)
一
八
九
頁
。
ま
た
、

山
口
・
前
相
向
者
(
保
戸
川
此
)
)
石
九
四
頁
以
下
も
同
日
で
あ
る
。

(
泊
)
橋
本
・
前
掲
論
丈
(
注
(
出
)
)
一
一
一
良
一

(
叫
)
仏
家
目
前
掲
古
(
正

(
9
)
)

七
一
頁
、
石
川
目
前
掲
亭
門
(
凶
(

V

U

)

)

五
頁
。

(
札
)
〈

E
E
E
P
4
N
日
間
2
r
E
E
E
円号亡。
-
2
E
S
4
R
E各
戸
程
E
P
E
C
b
E
n
z
E
F自
己
E
p
h
R
出
ミ
旦
山
内
F
H
P
正
2
H
G叶
F
m
u
k
u

H
D
3へ
2
P
E
小山台}戸コ玉三(山小山ト
Y
1
附
ナ
ヲ
)
一
=
ー
刊
誌
コ
主
w
h
a
s
h
町古司、一口x-TZ三

日

〔

J
d
r
J
-
2
5〔

ZEm--ロ
x-HP)寸
(

中

山

凶

Ad

(
以
下
、
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被有者の本譜 (2i 

同
込
ロ

ω

戸
古
川
)
円
三
日
町
、
〆
凶
戸
(
)
(
山
口
三
(
品
目
)
)
ヲ
出
仏
。

(同
)
C
C
え

h
E目
。
エ
ロ

h
E己
片

山

青

白

色

2
P
E
与
2】
J
Z
E以
内
町
ご
ね
三
五
(
抗
日
岱
や
印
門
口
出
)
占
」
ミ

ω
H
U岱
F
Nロ
ド

ト

2
h
E
3
ω
ω
C
(〉
ロ
ロ
(
山
岱
)
)
一
期

H
m
p

同
色
ロ
い
山

(日
)
=
=
5
q
p
F
Q
H
H
h叫
R
K
F
E
c
-
-弓
τ
-
o
E弓
ヨ
弓
包

2
F
-
R丁
2

4、
雪
包

u
f
z
-ぬ
Cコ
関
口
〉
-
沼
恒
叶

N
U
U

(
m
W
)

同

H苫
n
p
E
山
内

F
5【
同
日
口
出
(
〉
ロ
ロ
ド

(hニ
)
)
印

U
H
R口

(
出
)
ド
イ
y
刑
法
一
凶
立

d
条
一
項
一
り
「
間
追
っ
と
い
る
と
知
り
な
が
ら
官
界
若
し
く
は
パ
ハ
発
を
交
け
入
れ
る
梓
限
の
あ
る
機
関
に
、
違
法
な

行
為
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
敗
同
し
た
者
は
、
そ
の
行
為
が
一
六
凶
条
、
一
石
八
条
又
は
一
主
人

a
条
で
処
罰
さ
れ
な
い
と
き
は
、
一
年
以

十
の
白
山
刑
ソ
人
は
吊
令
に
処
す
る
」
な
お
五
人
条
は
犯
人
隠
陪
埠
を
、
二
五
八

a
条
は
公
務
に
お
け
る
犯
人
隠
陪
ハ
ル
を
規
定
し
て
い
る
。

(
m
M
)

見炉
2
n
p
E
山
内

E
o
p山
口
出
(
〉
ロ
ロ
(
れ
ニ
)
)
印

ω
H岱

(門間

)
T
E事
、

(
r
J
H
U
∞
叶
(
〉
ロ
旨
(
山
右
)
)
一
凶

c
b

(
川
凶

)
E
H
N
h
R
口
〉

-
2叶
(
〉
コ
ヨ
(
口
也
)
)
一

N
Uム

(
前
)
た
だ
し
、
紋
郭
告
朽
の
ぷ
ぷ
は
刑
円
以
一
六
合
条
の
権
利
を
紋
詞
告
若
か
ら
剥
奪
す
る
こ
と
に
な
る
(
〈
五
回
Z
G
G
E
¥
?と
た
戸

戸
山

O
(〉
=
ヨ
(
印
号
)
)
一
泣
]
出

f
司
《
}
コ
-
品
)

(
侃
)
同
常
時
、

PHR三

h
m
pき
M
L
E
R
N
E
R崎
、
匂
日
戸
円
三
百

n
F「
出

2

2丘
の
円
。
門
叶

2
7
N
〉

FFhzm川口

H中
∞
戸
。
閉
口
日
)
目

F
E
同
【

H
H
H
d
司
ミ
2
w
Y
E
山
内
一
】
円
。
仏
日

口
小
山
(
〉
口
三
(
品
目
)
)
ヲ
出
以
(
)
斗

(
門
別
)
ト

E
沼町
w
u
ω

戸

O
(
〉

E】
】
(
品
目
)
)
匂
出
品
ふ

(
m
m
)

同

H
E
G
P
E
P
-
=。
骨
円
(
引
出

(kJIロ
自

主

H))一
日

U
H
U

(
川
山

)
~
E名
、
六
位
位
。
(
〉
コ
ヨ
(
品
一
)
)
山
一
一

(

刊

)

同

H
E
n
p
E
山
内

FHC込
己

口

出

(kJIE戸
(
ー
ニ
)
)
印

UH1F

(
礼
)
ミ
a
q
p
E
T
Yユ
ズ
ゲ
吋

m
m
(
E
E
-
(
二
)
)
日

ω](凶

(
花
)
一
八
合
条
は
ん
川
原
罪
の
鋭
I

疋
で
あ
り
、
年
別
下
の
白
山
間
刑
V
へ
は
罰
金
が
規
定
さ
れ
て
い
る
一
一
一
一
条
は
傷
害
以
で
石
作
以
下
の
い
い
出
刑

止
は
罰
金
、
一
三
九
条
は
監
禁
ハ
ル
で
五
千
以
下
の
山
出
川
又
は
白
金
、
一
川
口
条
は
強
要
罪
で
三

1
以
の
自
白
川
又
は
罰
金
が
利
さ
れ
て
い
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被有者の本譜 (2i 

原
芥
は
個
人
の
法
益
の
欠
如
は
一
六
凶
条
で
は
な
く
一
同
五
d
条
の
、
地
用
に
導
く
と
し
て
何
人
的
法
益
保
烹
説
を
ほ
っ
て
い
た
っ

戸
間
山
)
ま
た
被
告
人
の
下
見
と
は
川
の
占
に
嫌
疑
が
か
か
っ
た
事
例
に
お
い
て
、

B
G
H
は
虚
偽
告
訴
罪
が
司
法
の
利
指
と
伺
人
の
利
性
の
保
護
に

貢
献
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
行
為
が
司
法
の
侵
中
玉
円
で
あ
る
限
り
、
(
中
川
附
)
そ
の
人
に
撤
疑
が
か
か
る
こ
と
を
予
見
し
て
い
な
か
っ
た

他
人
が
最
終
的
に
疑
わ
れ
た
こ
と
は
本
質
的
な
差
異
を
な
さ
な
い
」
と
し
て
市
偽
告
瓜
採
の
成
社
を
み
と
め
て
い
る
(
出
口
H
Z
F
3
2
(
)
)

(
的
)
エ
口
ニ
叩
け
口
一
出
町
一
品
∞

(川叩

)
h
R
aヘ
号
沿
時
、
六

ω
m
w
〔
)
(
人〆
ロ
旨
(
山
会
)
)
一
四

H
岱
品
目
♀
ロ
民
同
文
』
ロ
戸
(
)
(
〉
ロ
ロ
ド
(
印
。
)
)
掛
戸
合
併
同
色
ロ
山
一
口

2
E
W
Y
戸
戸
(
〕
(
〉
ロ
ロ
】
(
印
お

)
)
N
U
H

同
h
p
w
さ
に
ミ

戸
山

O
(〉
=
ヨ
(
寸
寸
)
)
一
-
∞
坦
(
)

之
、
4
m
v
N

戸
位
。

(

h

f

コ
ヨ
(
M
W

叶
)
)
ザ
]
日
出

ωコ

4r
ぜ
-ω
己ハリ

F
h
2
3
N
N
F
V
F
何
回
ロ
三
=
』
ね
戸
口
ぬ
=
ロ
ハ
一
回

Z
戸r
o
Dず
の
円
ロ
ロ
F
B
η

戸己

2
2
h
H
2
F
F
H
G
叶
C

印

Nω
口

戸
川
出
)
ヘ
ム
詰
九
¥
コ
ザ
君
ヌ
ロ
戸
(
)
(
〆

E
U
Z
u
g
-
干
主
一
回
ユ
ロ
日

(
川
出
)
た
だ
し
択
一
的
保
謀
説
に
依
拠
し
て
も
、
二
つ
の
条
正
の
存
在
が
従
わ
れ
る
こ
と
に
注
巨
す
べ
き
で
あ
る
(
〈

E
E
E
P
E
r
p
z
q

口
?
の
(
〉
ロ
旨
(
ム
H

)

)

出
出
ド
ゴ
日
)
。

(
川
出
)
ミ
ミ
~
た
d
p
-
=
出
。
才
「
O
己
宣
}
凸
印
(
〉
コ
コ

4
2
-
)
)
印

ω
一
(
)
司
、
内
科
切
な
叫
旬
、
一
戸

2
0
(
〉
コ
ヨ
士
一
)
)
山
山
∞
可
口
氏
。
~
1
J
P
M
¥
完
〔
唱
え
~
一
白
戸

O
(〉
=
ヨ
(
山
号
)

)

4

拡
]
品
プ
克
己
=

N
 

(
川
出
)
?
室
、州
、
〆
民
位
。
(
〉
コ
ヨ
三
]
)
)
守
山

ω∞

(町出

)
h
c
s
h主

ω
戸

C
(〉
ロ
ド
ロ

ZH))匂
出

土

)

4
r
k
L
μ
ニ
の
一
】
司
£
え
と
も
E
H
¥司
c
h
a戸
凶
戸
(
)
(
山
口
三
(
日
(
)
)
)
ヲ
昨
日
念
仏
ヲ
同
〔
一
口
出

(
M
m
)

ま
た
閉
刑
法
下
で
は
、
被
訳
告
者
が
虚
偽
告
訴
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
か
市
円
か
で
刑
が
異
な
っ
て
い
た
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
(
同

田

川

掲

主
凶
(
注
(
刊
ご
八
七
頁
参
出
)

(
訂
)
小
人
判
ト
九
三
年
一
刀
三
日
刑
録
一

0
・
。
一
〈
〉
一
、
大
塚
・
前
掲
書
(
L

江
戸
2

」
)
六
立
頁
、
大
谷
・
前
掲
古
(
保

(
2
)
)
T
1
八
九
頁
、

川
藤
・
前
閉
向
者
(
汁
(
叩
山
)
)
一
回
頁
、
徳
江
ほ
か
-
前
掲
書
(
、
汁
(
訂
)
)
三
凹
九
頁
、
山
口
・
前
掲
古
「
所
(
弘
)
)
甘
九
六
頁
=

(川出
)

l

八
日
は
・
、
削
掲
中
円
(
注

(
2
)
)

六
一
八
頁
、
大
作
目
前
掲
杏
(
注

(
2
)
)

五
九

O
R、
内
田
、
間
拘
書
(
注

(
2
こ
問
問
二
民
参
岡
山
、
一
ま

た
山
口
問
柑

J

千
円
(
山
間
(
引
)
)
五
九
七
一貝
以
下
は
、
本
罪
の
判
的
は
十
倒
的
違
法
法
素
で
は
な
く
、
処
罰
を
限
定
す
る
叫
件
で
あ
る
と
説
明

し
て
い
る
。

北法58(4-9511723



日見
4 

H附

(ω)
伊
藤
栄
樹
ほ
か
編

am釈
わ
別
刑
法
第
一
巻
準
刑
法
編
L

(

九
八
九
、
立
化
害
一房
)
九
一
百
円
、
稲
田
糾
明
ほ
か

ほ
か
編
ぷ
汗
併
特
別
刑
法
7
風
俗
・
軽
犯
罪
編
』
(
第
一
版
、
一
九
八
一
八
、
自
林
舎
院
)
八
一
八
頁
。

(
瑚
)
伊
藤
ほ
か
前
掲
書
(
附
(
川
町
)
)
ん
凶
頁
、
稲
同
ほ
か
削
掲
害
(
注
p
m
m
)
)

九
口
氏
、

(
川
)
た
だ
し
、
法
詳
伝
有
は
実
質
的
な
構
成
記
件
成
当
性
を
決
定
す
る
上
で
重
叫
な
要
素
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
重
裂
で
な
い
と
言
い
切
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
手
正

-
Z去
芦
口
〉
一
泊
∞
斗
(
〉
コ
ヨ
(
口
也
)
)
凶
三
)
{

(m)
山
中
敬

『刑
法
総
論
l
-
(
一
0
0
0、
成
正
堂
)
一
口
四
頁
、
内
藤
議

『刑
法
講
義
総
論
(
中
ご
二
九
八
ハ
、
有
玄
関
)
有
九
一
-
員
、

人
谷
・
前
掲
す
円
(
件
(

1

)

)

一
六
一
頁
、
佐
伯
目
前
掲
論
文
(
注
(

1

)

)

一
一
一
一
員
。

己
主
£
~
認
可
h
ト
H
R守
E
w
口
戸
。
。
互
の
}
三
回
ぞ
の
回
目
己
に
山
口
}
百
回
与
の
H
何
戸
口

44---五
=
口
ね
回
目
出
「
』
戸
円
円
。
。
}
戸
「
H
U
m
v
吋
∞
∞
]
F
h
R
v
r
~
r
w
N
3
u
m
岸
川
戸

C
(
~ピ
ピ
巨
(
ド
)
)
〈
O
円
ず
の
日

鉱
山
出
『
『
同
ユ
己
主
一
旬
、
E
N
E
(
)
(
~
J
E
E
(
日
)
)
官
山
一
回
ユ
己
主
一
日
号
P

E
〔)(〉
E(H))ヲ
〈
号
即
日
戸
空
門
戸

H
3
2
N
H
1
J
h
E
2
5呂志()))ヲ出

N
N
 こ

の
点
は
危
険
引
受
け
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
(
臨
谷
毅
「
紋
合
計
の
危
険
引
受
け
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
品
四
万
巻
一
号
(
一

0
0
六
)

一
八
ー
ハ
頁
、
深
町
背
也
「
危
険
引
乏
け
品
に
つ
い
て
一
本
郷
法
政
紀
以
九
号
戸
一

coo-)
一
一
一
一
ー
じ
頁
幻
卜
参
出
」

(m)
主
際
何
人
的
法
話
保
護
説
を
採
る
シ
コ
ミ
ァ
ド
ホ
イ
ザ
l
は
、
虚
偽
告
訴
以
を
抽
象
的
危
険
犯
と
理
解
し
て
い
る
広
三
三
主
主
5
2
4

戸
山

O
(
〉=ヨ

(33))一
四
円
民
主
け
れ
二
月
ユ
コ
出
)
、

(
山
川
)
本
村
・
前
財
古
(
、
正
(
叩
品
)
)
一
一
二
一
氏
以
卜
=

戸
川
山
)
田
宮
・
前
掲
古
(
正

(
9
)
」
一
六
万
民
、
平
野
・
前
掲
害
(
注
(
お
」
)
一
一
九

O
J貝
υ

ま
た
個
人
的
法
益
の
内
科
と
し
て
明
記
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
よ
坂
前
同
書
(
附
(

2

)

)

六
一
頁
は
、
こ
こ
で
侵
害
さ
れ
る
個
人
の
利
揺
を
私
生
活
の
平
信
と
去
現
し
て
い
る
。

(
川
)
大
塚
・
前
掲
古
(
出

(
2
)
)
f
ハ
一
川
良
、
削
回
・
前
掲
主
凶
(
注

(
2
ご
五
六
一
良

(
即
)
大
塚
仁
ほ
か
編

『ト
八
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
第
日
巻
L

(

第
一
版
、
一

0
0
六
、
青
林
書
院
」
一
一

O
貞
〔
+
日
間
佑
紀
ほ
か
〕
、
原
因
保
「
将
別
公

務
員
暴
れ
段
戸
採
の
主
義
と
課
題
」
現
代
刑
事
法
一
九
号
(
一

0
0
一
)
川
ハ
頁
、
坑
問
汁
必
「
特
別
公
務
貝
暴
行
段
戸
搾
と
強
制
わ
い
せ
つ

罪
V
ん
は
強
姦
ハ
汁
と
の
関
係
及
び
そ
の
訴
訟
法
上
の
問
題
」
出
島
法
学
一
口
巻
三
号
(
一
九
九
七
)
一
員
、
大
啄
前
掲
亭
門
(
体
(

2

)

)

?

ハ

四
頁
、
ト
八
谷
前
伺
詰
(
川
(

2

)

)

主
九
九
頁
=

同
)
大
塚
・
前
掲
書
(
注
三
)
」
六
一
同
一
頁
、
大
谷
・
前
掲
吉
宗
陀
(

2

)

)

特
犯
罪
法
」
平
野
能
一
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、

内
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前
伺
書
(
、
正
(

2

)

)

四
四

頁
、
川
端
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前
掲
害
(
↓
げ
(

2

)

)

一
今
ハ
四
頁
、
岡
野
・
前
掲
1
4

円
(
汁
(
川
崎
)
)
三
五
六
頁
、

戸
川
山
)
両
日
・
前
掲
古
(
正

(2)
」
凶
四
二
負
。

(
山
)
同
町
田
・
前
倒
論
文
(
詐
(
即
)
)
囚

T
A
H

(
出
)
団
良
市
光
編
、
什
釈
刑
法

(
4
)
-
(

九
六
五
、
有
斐
関
)
一
九
一
頁
[
件
川
盛
大
〕
、
人
採
・
前
掲
書

(
H

前
掲
書
(
↓
げ
(

2

)

)

計
九
九
頁
、
古
出
ほ
か
・
前
掲
書
(

L

F

(

即
)
)
一
二
〈
〉
頁
。

(
山
)
平
川
・
前
掲
古
(
、
出
「
剖
)
)
ハ
れ
頁
以
下
)

(
山
)
神
山
目
前
掲
古
(
正
(
却
)
)
五
4
4
二

IR。

(
山
川
)
判
例
時
報
一
八
一
一
立
守
一
計
七
一貝
以
卜
=
本
刊
倒
的
評
釈
は
、
橋
本
雄
太
郎
一
判
北
」
刊
例
時
限
一
九

0
0
号
(
二

0
0
五
)
一
一
一
頁
以

十
、
松
H
孝
明
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
立
九
五
号
(
一
ひ
っ
四
)
一
一
民
、
小
川
新
一
「
判
批
」
研
修
六
!
ハ
カ
号
(
一

0
0
三
)
一
七
民

以
下
、
北
岡
市
心
此
「
刊
批
一
警
察
公
論
五
八
巻
五
回
勺
(
一

C
C
一
」
ハ
れ
頁
が
あ
る
c

(
山
)
判
例
は
伝
統
的
に
こ
の
よ
う
な
止
場
に
斗
ツ
て
い
る
と
い
え
よ
う
(
大
判
大
一
五
年
一
け
一
方
川
法
律
羽
聞
一
利
川
五
口
一
頁
参
照
)
。

(
出
)
橋
本
・
前
掲
論
文
二
げ
(

μ

)

)

一
一
一
一
一
頁
、
小
川
・
前
掲
前
主
(
注
(
出
」
)
一
口
頁
以
下
、
北
同
前
掲
諭

T
J

人
(
注
(
出
ご
六
九
頁
。

(
山
)
橋
本
・
前
掲
論
丈
(
注
(
出
)
)
一
一
一
一
一
頁

(
山
)
小
川
目
前
掲
論
文
(
作
(
川
川
)
)
一

O
R以
。
ま
た
北
岡
・
前
掲
論

f
J

入
(
注
(
川
)
)
?
ハ
九
頁
も
同
己
円
で
あ
る
。

(
山
)
こ
の
よ
う
な
視
占
の
芹
異
ゆ
え
に
一
本
判
決
は
、
本
罪
が
危
険
犯
で
あ
る
こ
と
を
端
的
に
刊
一
ボ
し
た
も
の
で
あ
る
」
(
北
岡
-
前
同
論
正
(
出

(

μ

)

)

六
九
頁
)
ー
と
い
う
分
析
は
適
切
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
ο

こ
れ
は
個
人
的
法
益
を
考
え
た
場
A

円
で
あ
っ
て
、
川
l

成
一
十
九
年
判
次
は
凶

家
的
法
括
的
侵
害
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、

(m)
小
川
・
前
掲
論
丈
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L

Y

U

(

山
川
)
)
一
円
、
北
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・
前
掲
論
文

(
H
(
出
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六
九
良

(
国
)
松
宮
・
前
掲
論
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げ
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一
一
二
頁
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(
以
)
松
宮
・
前
掲
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丈
(
注
(
山
山
)
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頁
)

(
邸
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首聖

(自)翌-<c但刀法tむ忌ω長時三羽ぜ程にとよ吋 ο い "\J C似野~[:t布?いニ時~~おお占44判や;<'i'!::以吋中イフ制蛍三体 言
や や90 三

Trondle/}'ischer. Strafgesetzbuch unc¥ :¥ebengesetze， 54. Aufla貯 2007，~174a ， llc¥n. 2; J(/αus Lμubenthαl， Sexualstraftaten，ザ

2000， Rdn. 283: LI1('加川/Kuhl，乱 a.O(.Anm.(8日)j， 81748， Rdn.l; Lαulhulle， a.a.O.(.Anm.(124)j， 81748， Rdn.l; 弔
~令

/μd川町た加伽η凹附C仰叫?州f

( 包) ll'，、，/μIωち's/H!ο附， in: S出vslcma乱山11日5町chc目rK01川孔川1皿11l山cn臥I孔la町r.8. j人¥u[[凶ag昨c，2004， 8174a， Rdr江1.2:λ:'o，u長白4山μUfIμw:h丸./Scluひ四，d山e1'/;¥1，白“2口t山 /d. S出lra[仕rc凹ch飢】孔lBc 

おondererTeil Teilb;旧仁11， 9. Auflage. 2003. ~19. Hdn， 3 

(笥)Lィlufhul九 a.a.O.{.Anm.(124))，~174a ， Rdn. 14; Lenckne〆'Pcrfl山 /Eisele，a.a.O.(.Anm.(125))， ~174a ， Rdn. 6: Tγ'ondle/Fi:icher， 

礼日 0.(.'¥om.(126))，e174a， Rdn. 10; Lαulwnlhal. SCXll乱lぉlra[l叫ぐn(i¥nrn.(126))，Rdn. :301ff.; H'ollers/1J，ογ1t，礼 a.O.(i¥nm.(127))， 

~l74a，日dn. 2;日αurachi古chroed円/Mau削 ld，a.a.O.(Anm.(127))，告19，Rdn. 13 

(宮)Lμ1[1.川 tthal.Dcr sLra[rcchtlichc SChUlz Gcfan停 ncrund Vcrwahncrνor scxucllcn Ubcr即日[cn，in: Fcslschrifl [u1' Ka1'l 

Ileinz Gossel， 2002， S. 366; ders，日e文ualstraftaten(Anm.(126)1.I~òn. 301 

(言)Lαckner/Kuhl， a.a.O.(Anlll.(8:-3))自174，1.Rdn. 4: Lαufhulle， a斗 O.(Anlll.(124))古174，1.Rdn. 14: L川lc1mer/P肘刊η/Ei.sele

a.a.O.(Anm.(125))長17-1a.Rdn. 6: J"αube況が同1，Sexualst口dtaten(Anm.(1261).Rdn. 301: lFolters/lforn礼礼 O.(Anm.(127))

~174a ， Rdn. 7; Al，αωach/Schroedel/Mu.it ロld，a.a.O.(..!¥nlll.(127)) ~19 ， Rdn. 13 

ぽ)Vg1. Larわu:r/，λuhl，社礼 O.(Anm.(幻))， s174a， Rdn. 4; Lαubrnlhαl， Scxualslraflalcn(i¥nm.( 126))， Rdn. :-lO2 

(自)布4耳戸空Lと芸者|以巨ぉ喋 国土4与円七吋峨t<~刊宮|以 E峨 1 . .~誌とよ年型同 )(:J ~ト-'.:;q二ゴペ〆 E￥ 11m也君2!C c与三E

(:tvlisbrauchi J P台。v翌と宕「号~l2C¥uslll1lzl1ng) J ';-'.-fu'や ~Ü

ほLI叫 fhutte，a.a.O.(Anm.(12--1))，詩171礼 I':ntste h u ngsgesc h i c h te;日f山町内/Schroeder/"Hai叩 /d.aa.O.(Anm(I27))， ~ 19肘 n

1 

(詰)日c;nSt2， 93， 91 

〔苔) BGHSl 2， 93， 95 

(01) Tr，制 dle/Fisr:her，日礼 0.(Anm.(126))， s174人 Rdn.10; L川 benlhal.in: (知山じ 1~ 1'.s. (λnm.(129))， S. ::l66 
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(言)μrわler/Kuhl.a.a.O.(Anm.(83))， ~174b ， Rdn. 1;μ町 knげノルrron/E山 le.a.a.O.(Anm.(125))， ~174b ， Rdn. 1; Trundle/F凶 cher，

礼社 O.(Anm.(126))，S174b， Rdn. 2: Laulwltlhal， ScxualslγafLaLcn(Anm.(12G)l， Rr1n. ::l06 

例記 1 -'，l~"様|国 '{J' 時'88世帯主税治会♂ヰ1割く E己主答申会益三-.J42~~生当' リけや~<'\哨~C'"エ~.，い遺憾f三:調会占会益三ヤトO

， J~J :1 ':"'i 時 (VgL WοlleYS/HIωη!乱 8.0.(..i¥nm.(127))，9174b， Rdn. 2) u 

(~旨ヨ ) I川d訓旬ぜ'fhut附h

1，告雪 ) ll~，、~ollバ山lμ的iμc口/HI.斤 1， a.8.0.(1¥r凶1叩m.(127)リ)自174b. Rdl斗1.2 

(吉)¥'gl， JAnc的打/Perγ'on/1川 e/e.a礼 O，(Anm.(125)1.gI7--1!J， Rdn. 2 

(言)L(wfhu.lle， a.a.O.(Anm.(124)). ~17 4b. Rdn. 9: Lenchner/Pemm/Eisele， a.8.0.(An111.(125))， ~ 17 4b， Rdn. 7; Trundle/Fischer， 

礼 礼 0.(九nm.(126))，8174h， Rr1n. 4; Lαu!J川 lhal.Scxllal叫rafl礼lcn(Anm.(12G))，Rr1n. :--n9: ll'ollrrs/JIorn礼礼 O.(i¥nm.( 12 7))， ，174b， Rdn. 8 

(ヨ)Lαufhulle， a.a.O.(.!¥nm.(124))， e174b， Rdn. 9: Lenckner/PeJ'!οη/Eisele， a.8.0.(.i¥nm.(125))， e174b， Rdn. 7: Lα川 叫lhal

Sexualstraftatぞn(Allm.(126))，l<dll. 320: HoltcrsノHorH，a.a.O.(Anm.(127))，詩 17--1b，I<dn. 8; .Maurach/Schroeder/.Mauωld， 

a.8.0.(.Anm.(127))， 819， Rcln. 17 

(笥)J"eHc!?η円 '/PerrOl1/Fise!e，a.a，O.(Anm，(125))令長 17-1b. Rdn. 7; T.αubentha 1. Sexll als tra fta ten (A n m，( 1 26))φRdn，320 

MIμurach/Schroeuer/Al，山山ld，8.8.0.(Anm.(127))， S19， Rdn. 17 

lヨ)W<>l/円お/JI(斤η!礼 a.O.(/¥nm.(127))，S174b， Rdn. .srf 

(ヨ)ll'olters/Horn. a.a.O.(Anm.(127)l. 8174b， Rdn. 2 

(ヨ)BGHSl R， 24; BGHSl 9， t:J 

三j 区司士主 ふJE::.o蝶 J!i'込 ふJE::1!jE ]1，耳~.-JjJ~臣{~れJ~ jJ 二心主tê3C~~や4zpP 引苫 S~~(コ当「引終E:52君主~

"'8'-¥ h V T<II1ITム F 当社，.'"'" ~ド*.>;1)ミヰドニ品会や 410

(笥)J"ac!?n町 StrafgesetiとbllChmit Er1al巾了ungen，22. Auf1age， 1997令長3--10，Rdn.-1: i吋ndle，Strafgesetzbuch ll11【1Nebenge問廿札

48..AuHa貯， 1997，9340，Rdn. 1;仁川ncr，in: Schonkc/Schrodcr Stra[gcsct山LlchKOll1ll1Cnlar， 23. .AuHagc， 1988， Rdn. 5; 

JIi附九 in;Lcipzig:cr Kommcntar. 10. i¥uflagc， 198札苦:--l40，Rr1n. 1; Zipf， 礼 a.O.(Anm.(90))，S. 24 
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首聖

(旨) ιャト匡部 11'<点 l援仲平812:::，0;附叫¥J控相いやJ{.-fJ ç.心榊ざ時)8~こ持治区串~ ~l .，.p長長~<S'ト叫往 èL lt\ヤ時刻'"~斗 告
→ 

G r{'制定己、ご三宮J イJ.，.，+l G~時時」 云

(言)仁'ra.Jner/ふternberg-Liel叩 in:Schδnke/Scluδd町， 2006目340.Rdn. 5: Trondle/Fisc恥 r.a.a.O.(Anm.(126)). ~340. Rdn. 7 『

電子

(ヨ)H，昨日/WIοllers.Svstcmalischcr Komll山 山 に 7..AuIla肌 2002，{H40. Rdn. B: Ll1ckner/Kuhl. a乱O.(.Anm.(幻)).e:-340. Rdn. 4; 話
I叩 1ηZぱdle/ル弘7九 円 町hω飢:

( 呂) Tη7吋仙θ白如nぱdlいe/Pれ15訂ch恥2νU什r.a.a.O.(仏，:'¥r江111川1.(126リ哨)片)， e:140， Rdn. 1; H，ο 川 /1日1ο'ollμeJ口'5.a.3.0.( 主'¥r江叩1m.(14:リ川}月))， e:140， Rdn. 2b 

(再)C1W即 r/Stemb(γJ[-Lie加η {l，a.O，(Anm.(1'18))，33，"10， Rdn， 5 

Vgl. 3uch H，ο171/1lοlle日， a.3.0.(Anm.{149))， ~340. Rdn. 8 

(~) JJo川 /lFollers，礼 a.O.(九nm.(149))，e::l40， Rdn. 2b 

(自)Trondle/Fisch川 a.a.O.(Anm.(126))，，340，日dn.7 

(~) Hirsr:h， in: Lcipzigcr Kりmロlcntar，11. .Auf1agc， 1999， e:HO， Rdn. 1: Chrislil1nJag付， Dic Dcliktc炉原cnLc bcn und 

kOl'perliche Ln可ersehrtheitnach dem 6. StntfrechtsrぞformgぞSぞtz-[':in Leitfaden fur Studillm llnd Prilxis， JllS 2000， :38 

(自)Hir5ch， a.a.O.(Anm.(154))， 8:-340， Rdn. 1 

(富)品。 ¥JEi翌二円山41Jユヰ2<4能斗兵士ト94三割，ii::;iト士三回""-.(卦OJ二かど， ~呈-<g部恰 C'"刊[-tH.p団令時点幣正、ミ記出量当， 1 ~ムJ

E;JJf- 8案f三士号、こ悩斗吋ゃいき長X1.J~ 1，〆ニ時ペ

(~) JIir町 h，ピ1λ0.(九nm.(154))，3:-)40， Rdn. 1i'i 

(笥)Hirsch. a.a.O.(Anm.(154)). 3340. Rdn. 15 

(呂)]，何代 a.a.O.(.Anm.(1i'i4))，:泊

(~雪雪 ) J片a何rω飢:

(言)]，ルh抑g肝c凶に a.a.O.(仏」λ'¥n山立m.(1i'i4剖)片)， :~B 

VgL allch Ifir町 h.a礼 O.(Anm，(15'1)).33"10. Hdn， 15 

〔宮)記(当) !;;~\~ 

l翠)S"削tulhduser.川 O，(Anm.(66)).1. Kapiし11.Rdn. 20 
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昨
日
ポ
え
守

(当) V凶 .1nre!ung/1Feidelnann.Bcslcchlichkcil und Forc!crung cincr Sclbslschadi停tng川~，Iaßrcgcl刊11乙 ug -BGH. NJW 1日83.

462， ]uS 19約4.:')9:') 

("'1) BGH. NJW 1983.462.463 

(書)己」ト)巴字e:士f ∞斗三-Jjj;主主担f';'R申告 Uイ」川J..J\J ..，;;J ゃいi2!主同三号宕陸送主今、"ilC{~--'いミトQt;;V--'-'t岳会F ペ0";;;トヤ4 主手十こ

珂な昨毛1、~~粍司E岩f'; CJ，<哀号吋 ~L~~:fヨヰ~-'Jヤ時 IJ --\J~\，J柄引。

..:.~~~批判 E当権~J :!::2êE :$G":'~ :;跡~Ý:竺崎時る， 111 望10掛G4主主会J<~ 持母nn: c 縦揺$~担制E 斗終宮ど寺霊J喝。

日GnSt3， 3-19.)。

(包)Heinz IIαXl1er， NCLlC Tcndcnzcn im Bcrc凶 dcrAmLsdcliktc， ZRP 1975， 277 

(，富) j:'-ーも 4ヘー主主ザ~十時ト) G'c~~主t;3:相智斗さ"司n~ S; E]{~主主主主斗豆ヤ時情緒不暗時。回係主主聖EE格子E斗勾二いさ'EItキf. ...¥，J 

<，n復旧二 E亙法iJ.fu時 'K註:宝部亙法 Onnerrechrsverhaltnis)I 判 区隠ムj 岳民 E豆半iJ.fu時「さと詰Ef王室法

し'¥uscrrccht川 町hallnisiJ J.. J~らぷ冨杓ζF 圭与士~ (-:í嫁【巴 G .t;:i<g.t} t茎~+R~' 眼目割〈認斗尚早v華*~柑ド議室ZE品与J斗'巡勾

当tヨ:tlig雨時ユ当、と当:tlig.(~<..:'í認可 UE-)ぷ) C1.と持キギ総品JJ~L~~量--'\J ユ{.'。

(言)lFagner， ZRP 1973(.Anm.(167))， 277 

(言)Wαgner，ZRP 1975(Anm.(167))， 277 

(巴) ll'([，.I[l1e1'， ZRP 1972i(.Anm.(167)). 278 

(S) 日 吋 附 ZRP197o(へnm.(167))，27お

(包)引堂土1!j!{'[卦三三~~!~' <'í僚とよ兵士吋と阻む〈卦争調和E#i;:..;::t ~J --HJ堅fぜれ!~ド二~()

(~) Heinz IIαglter， ，.!¥ml、vcrbrcchcn，1975， S. ;-3(12 

(巴) ¥ ¥αg町 r.Amts¥ぞrbrech刊 (Acm.(17.1)).S. 362 

(告)lFagl1cr， ，Amls、crbrcchcn(Anm.(174))，日 :1ci 211 

(巳)Wαgn円 Amtsverbrechen(Anm，(17，'1)).S， 363 

〔芭)ll'uxner， .!¥mLsvcrbrcchcn(Anm.(174))， S. 363 

(::3) ll'agnrr， Amlsvcrbrcchcn(Anm.(174)). S. ;-lG4 
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す
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と
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す
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さ
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す
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、
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に
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型
的
に
肖
定
す
る
の
は
勝

T
な
憶
測
に
す
き

な
い
と
し
つ
つ
、
基
本
格
の
保
議
が
ゑ
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
議
会
は
、
市
用
の
危
険
が
あ
る
範
岡
、
た
と
え
ば
凶
人
の
H
E
の
際
に
は
、
任
意

ItiJと58(4・1(2)1730



刊
に
つ
い
て
の
不
確
実
性
を
排
除
す
る
適
切
な

T
段
と
し
て
、
同
志
の
任
意
刊
と
ア
続
き
に
関
す
る
児
定
を
v

父
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
、
一
定
の
留
保
を
認
め
て
い
る
(
み
き
吉
是
戸
以
〔
)
(
〉
目
玉
三

ZH))
小
山
主
目
)
。

〔
付
記
〕

本
稿
は
北
海
道
大
学
審
査
凶
向
上

で
あ
る
つ

被有者の本譜 (2i 

(法
f
d

工
学
位
論
文
(
一
つ
つ
七
年
1

三
川
一
一
日
間
H
H
J
)

「
被
害
者
の
承
ぷ

i
各
論
的
考
察
一
に
補
筆
し
た
も
の

北法58(4-10:;)1731




