
［
研
究
ノ
ー
ト
］

新
社
会
防
衛
論
に
関
す
る
ノ

ー
ト

後

藤

正

弘

、
新
社
会
防
衛
論
と
主
観
主
義
刑
法

　
マ
ル
ク
・
ア
ソ
セ
ル
の
新
社
会
防
衛
論
が
出
現
し
た
時
、
あ
る
客
観
主
義
刑
法
学
者
は

　
「
こ
れ
で
主
観
主
義
刑
法
は
そ
の
前
途
を
目
的
行
為
論
で
遮
ら
れ
、
後
方
か
ら
は
新
社
会
防
衛
論
に
よ
っ
て
追
撃
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

主
観
主
義
刑
法
は
何
処
へ
行
く
の
か
」
と
評
論
し
た
。
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主
観
主
義
と
目
的
行
為
論
の
関
係
は
木
村
亀
二
先
生
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
目
的
行
為
論
を
主
観
主
義
に
よ
っ
て
取
入
れ
る
こ
と
に
ょ
り
、

今
日
の
主
観
主
義
は
目
的
行
為
論
の
上
に
構
成
さ
れ
こ
れ
が
今
日
の
目
的
行
為
論
の
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
目
的
行
為
論
と

主
観
主
義
の
機
械
的
結
合
で
は
な
く
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
行
為
論
と
木
村
博
士
の
そ
れ
と
で
は
一
致
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
。
例
え
ば

不
作
為
犯
論
で
あ
る
。
ま
た
主
観
主
義
に
立
っ
て
い
て
も
目
的
行
為
論
に
な
じ
ま
な
い
考
え
も
少
数
説
で
は
あ
る
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
以
前
小
論
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
何
れ
に
せ
よ
今
日
主
観
主
義
と
目
的
行
為
論
は
融
合
し
た
状
態
に
あ
る
と
考
え

ら
れ
少
く
と
も
客
観
主
義
の
立
場
か
ら
批
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
目
的
行
為
論
は
主
観
主
義
の
「
前
途
を
遮
る
も
の
」
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

い
。
む
し
ろ
当
初
は
客
観
主
義
の
立
場
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
い
た
目
的
行
為
論
は
今
旧
で
は
主
観
主
義
義
に
立
つ
も
の
、
あ
る
い
は
主
観
主
義



説
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

論

　
そ
れ
で
は
主
観
主
義
の
前
途
を
遮
る
も
の
と
し
て
の
目
的
行
為
論
に
つ
い
て
は
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
、
主
観
主
義
を
後
方
か
ら
「
追
撃
す
る

も
の
と
云
わ
れ
る
新
社
会
防
衛
論
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
新
社
会
防
衛
論
は
主
観
主
義
と
対
立
し
、
こ
れ
と
批
判
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先

の
客
観
主
義
刑
法
学
者
は
そ
う
云
っ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
当
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
新
社
会
防
衛

論
の
成
立
か
ら
見
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

二
、
新
社
会
防
衛
論
の
成
立
と
そ
の
主
張

　
先
に
述
べ
た
客
観
主
義
刑
法
学
者
の
主
張
に
よ
れ
ば
新
社
会
防
衛
論
は
近
年
現
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ア
ン
セ
ル
の
論
述
に
よ
れ
ば

新
社
会
防
衛
論
は
遥
か
に
遠
い
起
源
を
も
っ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
簡
単
に
こ
れ
を
述
べ
て
み
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
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ア
ン
セ
ル
に
よ
れ
ば
社
会
防
衛
思
想
の
最
も
古
い
起
源
は
ギ
リ
シ
ヤ
の
プ
ラ
ト
ン
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
牢
獄
が
当
蒔
は
未
決
監

に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
批
判
し
、
未
決
監
、
既
決
監
お
よ
び
「
悔
悟
の
家
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
三
分
す
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
。
こ

の
内
、
第
二
の
も
の
は
改
善
不
能
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
の
も
の
は
可
改
善
能
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
善
可
能
者
に

対
す
る
外
分
は
一
種
の
保
安
処
分
で
あ
り
、
社
会
防
衛
思
想
に
基
く
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
古
代
シ
ナ
刑
法
や
イ
ス
ラ
ム
法
に
も
同
様
の
思

想
が
見
え
、
中
世
ヨ
ー
・
ッ
パ
の
ヵ
・
リ
ナ
法
典
一
七
六
条
の
予
防
拘
禁
も
こ
れ
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
罪
刑
法
定
主
義
の
主
張
者
ベ
ッ
カ
リ
ヤ
は
一
方
に
お
い
て
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
や
カ
ン
ト
の
古
典
主
義
刑
法
思
想
に
発
展
し
た
が
、
ベ
ッ
カ

リ
ア
の
基
本
思
想
は
人
間
性
の
尊
重
で
あ
り
、
刑
罰
体
系
の
近
代
化
に
よ
る
社
会
防
衛
の
思
想
を
も
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古
典
主
義
は

十
九
世
紀
に
至
り
ミ
ッ
テ
ル
マ
イ
ヤ
ー
、
ビ
ン
デ
ィ
グ
、
べ
ー
リ
ン
グ
に
よ
り
新
古
典
主
義
に
発
展
し
た
が
、
ベ
ッ
カ
リ
ヤ
の
残
し
た
他
の
一



つ
の
思
想
は
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
、

発
展
し
た
の
で
あ
る
。

リ
ス
ト
、
フ
ェ
リ
ー
の
実
証
主
義
的
社
会
防
衛
論
や
マ
コ
ノ
キ
ー
ー
ブ
・
ッ
ク
ウ
ェ
イ
の
監
獄
改
良
運
動
へ
と

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
新
社
会
防
衛
論
は
突
如
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ャ
以
来
受
継
が
れ
て
来
た
社
会
防
衛
思
想

が
、
従
来
の
社
会
防
衛
論
や
新
古
典
主
義
を
批
判
し
つ
つ
現
れ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
社
会
防
衛
論
と
対
立
す
る
も
の
で
は

な
く
、
い
わ
ば
こ
れ
ま
で
の
社
会
防
衛
論
の
基
礎
に
立
ち
つ
つ
新
し
い
主
張
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
な
る
点
を
従
来
の
社
会
防
衛
論

に
対
し
て
批
判
す
る
か
、
ま
た
新
古
典
主
義
と
の
関
係
は
ど
う
か
、
と
い
う
点
を
検
討
す
れ
ば
新
社
会
防
衛
論
の
立
場
は
よ
り
明
確
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
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三
、
新
社
会
防
衛
論
の
消
極
的
、
批
判
的
側
面

　
新
社
会
防
衛
論
の
理
論
的
基
礎
は
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
古
典
主
義
ま
た
は
新
古
典
主
義
に
対
す
る
批
判
と
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
次
の

実
証
主
義
に
対
す
る
批
判
と
が
新
社
会
防
衛
論
の
消
極
的
、
批
判
的
側
面
と
よ
ば
れ
る
。

　
ま
ず
新
古
典
主
義
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
云
え
ば
、
新
社
会
防
衛
論
の
新
古
典
主
義
に
対
す
る
反
発
は
新
社
会
防
衛
論
は
一
切
の
形
而
上

学
な
い
し
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
想
を
否
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
新
社
会
防
衛
論
は
犯
罪
を
人
間
的
事
実
と
し
て
そ
の
行
為
者
の
人
格
の

表
明
と
し
て
考
え
る
。
ゆ
え
に
犯
罪
と
い
う
客
観
的
な
観
念
に
主
観
的
諸
要
素
を
あ
わ
せ
た
「
犯
罪
の
主
体
」
と
い
う
観
念
を
つ
け
加
え
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
裁
判
に
つ
い
て
は
法
定
の
刑
罰
の
機
械
的
配
分
で
は
な
く
、
一
の
社
会
的
行
動
と
し
て
理
解
し
裁
判
を
相
対
的
な
も

の
と
考
え
る
の
で
、
こ
の
点
で
も
新
古
典
主
義
と
異
な
る
。

次
に
新
社
会
防
衛
論
と
実
証
主
義
1
こ
れ
ま
で
の
社
会
防
衛
論
ー
と
の
相
違
点
は
何
処
に
あ
る
か
。
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説論

　
ア
ソ
セ
ル
は
先
ず
第
一
に
新
社
会
防
衛
論
は
実
証
主
義
的
決
定
論
を
は
っ
ぎ
り
と
排
撃
す
る
、
と
い
う
。
・
ン
ブ
・
i
ゾ
の
生
物
学
的
宿
命

論
、
フ
ェ
リ
ー
の
社
会
的
必
然
論
そ
の
他
先
天
的
素
質
と
い
う
概
念
な
ど
も
す
べ
て
排
斥
さ
れ
る
。

　
ア
ン
セ
ル
は
こ
れ
ま
で
の
社
会
防
衛
論
の
代
表
者
と
し
て
、
一
般
に
云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
フ
オ
ン
・
リ
ス
ト
を
挙
げ
ず
ア
ド
ル
フ
・
プ
リ

ン
ス
を
挙
げ
る
。
そ
の
理
由
は
リ
ス
ト
の
理
論
は
法
解
釈
学
に
重
点
が
置
か
れ
社
会
防
衛
の
理
論
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
そ
し
て
プ
リ
ン
ス
が
自
由
意
思
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
議
論
は
犯
罪
に
対
す
る
戦
と
い
う
合
理
的
社
会
的
行
動
の
履
践
に
と
っ
て
無
関
係
で

あ
る
こ
と
を
始
め
か
ら
明
記
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
ン
セ
ル
は
こ
れ
を
批
判
す
る
。
そ
れ
は
新
社
会
防
衛
論
は
「
人
間
の
自
由
に
非

常
に
大
は
ば
に
地
歩
を
認
め
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
新
社
会
防
衛
論
は
哲
学
的
に
は
自
由
意
思
を
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て

も
誇
張
で
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
そ
の
理
由
と
す
る
処
は
、
少
く
と
も
犯
罪
人
を
含
め
て
す
べ
て
の
人
間
が
必
然
的
に
自
己
の
う
ち
に
有
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
責
任
と
い
う
生
れ
な
が
ら
の
感
情
の
認
識
、
活
用
、
展
開
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
も
同

説
で
あ
る
。

　
第
二
点
と
し
て
新
社
会
防
衛
論
は
社
会
防
衛
論
の
主
張
す
る
、
犯
罪
人
を
慣
習
犯
罪
人
、
機
会
犯
罪
人
、
激
情
犯
罪
人
と
い
う
よ
う
に
は
っ

き
り
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
つ
こ
と
に
反
対
す
る
。
犯
罪
の
動
態
論
を
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
第
三
点
と
し
て
は
、
新
社
会
防
衛
論
は
自
由
意
思
お
よ
び
責
任
の
観
念
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
退
け
は
し
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
実
証
主
義
が

無
視
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
の
一
連
の
道
徳
的
価
値
を
ま
ず
刑
事
政
策
に
、
つ
い
で
刑
法
の
う
ち
に
ふ
た
た
び
導
き
入
れ
る
。
そ
し
て
人
問
が

そ
の
仲
間
達
に
対
し
て
負
う
「
義
務
」
と
い
う
考
え
を
発
展
さ
せ
、
社
会
的
道
徳
を
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
あ
や
ま
ち
」
貯
日
Φ
と
い
う

概
念
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か
し
こ
れ
は
在
来
の
道
義
的
責
任
や
実
証
主
義
の
い
う
客
観
的
責
任
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
考
え
を
推

し
進
め
れ
ば
保
安
処
分
を
一
つ
の
行
政
処
分
と
み
た
り
、
司
法
処
分
と
み
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
保
安
処
分
に
も
法
定
主
義
が
守
ら
る
べ

き
こ
と
に
な
る
Q

　
プ
リ
ン
ス
に
対
す
る
批
判
を
も
少
し
述
べ
よ
う
。
プ
リ
ソ
ス
の
所
説
に
よ
れ
ば
応
報
刑
論
は
十
九
世
紀
末
に
お
び
た
だ
し
い
累
犯
の
増
加
を
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生
ぜ
し
め
た
が
こ
れ
は
絶
対
主
義
に
よ
り
刑
罰
を
課
し
た
こ
と
に
基
く
。
刑
罰
は
市
民
の
生
命
、
身
体
、
財
産
の
保
護
を
目
的
と
し
て
相
対
的

に
行
わ
る
べ
ぎ
で
あ
り
、
そ
の
基
準
は
犯
罪
人
の
危
険
性
に
置
か
れ
る
。
犯
罪
人
の
危
険
性
を
考
え
る
と
、
精
神
異
常
者
と
慣
習
犯
罪
人
は
正

常
者
と
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
危
険
性
」
は
法
律
的
観
念
で
あ
り
医
学
的
な
も
の
で
は
な
い
。
保
安
処
分
や

不
定
期
刑
は
危
険
性
に
基
い
て
科
さ
れ
る
が
、
同
時
に
個
人
の
自
由
の
保
障
を
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
司
法
処
分
の
他
に
例

え
ば
都
市
の
ス
ラ
ム
街
取
払
い
運
動
の
よ
う
な
行
政
的
予
防
的
処
分
も
必
要
で
あ
る
。

　
以
上
が
プ
リ
ン
ス
の
主
張
の
骨
旨
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
危
険
性
の
概
念
で
あ
り
、
こ
れ
に
短
期
自
由
刑
の
廃
止
や
裁
判
所
の
過
度
の
寛
大

さ
に
対
す
る
反
掻
が
併
せ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
プ
リ
ン
ス
理
論
を
ア
ン
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　
ま
ず
自
由
意
思
の
問
題
に
つ
い
て
は
プ
リ
ン
ス
は
こ
れ
は
刑
法
、
刑
事
政
策
と
は
無
関
係
な
形
而
上
学
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
こ

の
点
は
ア
ン
セ
ル
も
同
説
で
あ
る
。
し
か
し
プ
リ
ン
ス
は
自
由
意
思
の
問
題
を
斥
け
る
と
同
時
に
責
任
の
概
念
を
も
不
明
確
な
も
の
に
し
て
し

ま
っ
た
。
新
社
会
防
衛
論
で
は
犯
罪
人
に
対
す
る
再
社
会
化
の
処
分
と
し
て
は
犯
罪
人
の
自
制
心
を
取
り
も
ど
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

責
任
と
い
う
概
念
を
再
び
取
り
入
れ
る
。

　
プ
リ
ン
ス
の
刑
事
政
策
上
の
主
張
は
一
九
三
〇
年
の
ベ
ル
ギ
ー
の
社
会
防
衛
法
に
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
多
く
は
「
受
動
的
な
防
衛
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
精
神
異
常
者
に
対
し
て
も
そ
の
無
害
化
を
は
か
る
こ
と
に
の
み
つ
と
め
て
い
て
、
積
極
的
に
治
療
、
改
善
し
よ
う
と
し
て

い
な
い
。
あ
た
ら
し
い
社
会
防
衛
は
精
神
異
常
者
や
慣
習
犯
罪
人
ば
か
り
で
な
く
、
少
年
犯
そ
の
他
す
べ
て
の
犯
罪
人
に
対
し
、
積
極
的
に
改

善
、
援
護
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
プ
リ
ン
ス
理
論
の
中
心
は
危
険
性
の
概
念
で
あ
る
。
危
険
性
概
念
は
一
九
三
六
年
キ
ュ
ー
バ
、
一
九
三
〇
年
イ
タ
リ
ー
、
一
九
三
七
年
ス
イ

ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
法
典
に
取
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
個
人
の
も
つ
危
険
性
な
る
も
の
が
識
別
可
能
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
人
間
の
行
為

が
犯
罪
人
の
人
格
の
表
現
で
あ
る
と
す
れ
ば
人
間
の
人
格
を
基
礎
と
し
て
刑
法
観
を
樹
て
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
人
格
の
持
つ
反
社
会
性
や
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危
険
性
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
出
生
や
徴
表
か
ら
決
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
科
学
的
方
式
に
従
っ
て
客
観
的
に
決
定
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
新
し
い
、
社
会
防
衛
論
は
プ
リ
ン
ス
の
理
論
に
拘
束
さ
れ
ず
、
こ
れ
を
超
え
て
積
極
的
方
策
を
進
め
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
人
の
判
決
前
調
査
の
制
度
ー
－
こ
れ
は
新
社
会
防
衛
論
の
成
果
の
一
つ
ー
ー
の
．
こ
と
ぎ
は
そ
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
が
社
会
的
個
人
的
動
態

論
に
よ
っ
て
犯
罪
人
の
人
格
を
と
ら
え
て
ゆ
く
新
社
会
防
衛
論
の
理
論
で
あ
る
。

　
プ
リ
ン
ス
と
共
に
か
っ
て
の
実
証
主
義
的
社
会
防
衛
論
の
理
論
的
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
の
理
論
で
あ
る
。

　
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
の
理
論
は
、
第
一
に
犯
罪
、
行
為
と
い
う
概
念
に
代
え
る
に
犯
罪
主
体
の
社
会
的
、
生
物
学
的
、
心
理
学
的
人
格
の
概
念
を

以
て
す
る
こ
と
、
第
二
に
主
観
的
反
社
会
性
と
い
う
こ
と
を
基
本
的
観
念
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
れ
に
伴
い
、
刑
罰
と
い
う
概
念

は
排
さ
れ
て
個
人
を
社
会
化
す
る
処
分
i
社
会
防
衛
処
分
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
に
な
る
。
（
牧
野
説
の
主
観
主
義
は
、
一
、
折
衷
的
相
当
因
果
関
係

説
、
二
、
認
識
説
、
三
、
徴
表
説
－
危
険
性
、
四
、
反
社
会
性
－
社
会
防
衛
処
分
の
四
点
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
第
三
の
徴
表
説
は
プ
リ
ン
ス
、
第
四
点
は
グ

ラ
マ
テ
ィ
カ
に
基
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
直
接
に
は
リ
ス
ト
、
フ
ェ
リ
ー
に
因
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
を
つ
き
つ
め
る
と
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ

に
至
る
と
思
わ
れ
る
。
）
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こ
の
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
に
対
す
る
ア
ン
セ
ル
の
批
判
は
次
の
点
を
挙
げ
る
。

　
第
一
に
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
が
主
張
す
る
反
社
会
的
主
体
の
概
念
を
以
て
基
礎
と
し
、
「
純
粋
な
行
為
者
法
」
に
よ
り
刑
法
体
系
を
こ
わ
す
こ
と

に
反
対
す
る
。
ま
た
犯
罪
を
反
社
会
的
行
為
に
、
刑
罰
を
防
衛
処
分
に
呼
び
替
え
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。

　
第
二
は
ア
ン
セ
ル
は
責
任
と
い
う
概
念
を
重
視
し
、
こ
れ
と
刑
事
政
策
の
目
的
の
た
め
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
。
ア
ン
セ
ル
は
在
来
の
社
会

防
衛
論
を
承
け
受
ぎ
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
古
典
主
義
の
云
っ
て
い
た
責
任
概
念
を
復
活
さ
せ
、
ま
た
実
証
主
義
の
主
張
の
行
き
過
ぎ
を
緩
和

さ
せ
よ
う
し
と
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
目
的
は
刑
事
政
策
を
よ
り
積
極
化
活
澱
化
な
ら
し
め
ん
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。



　
か
く
し
て
新
社
会
防
衛
論
は
法
解
解
釈
学
か
ら
発
し
た
新
古
典
主
義
が
、
犯
罪
を
法
律
問
題
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と
を
非
難
す
る
と
同

時
に
、
実
証
主
義
が
犯
罪
性
の
徴
表
に
対
す
る
裁
量
的
行
動
を
主
張
し
て
刑
法
や
刑
事
訴
訟
法
に
よ
る
保
障
を
破
っ
た
こ
と
を
も
非
難
す
る
。

そ
し
て
犯
罪
が
法
律
的
定
義
に
帰
る
こ
と
勧
告
す
る
の
で
あ
る
。

新社会防衛論に関するノート

　
　
　
　
四
、
新
社
会
防
衛
論
の
積
極
的
建
設
的
側
面

　
（
【
）
非
法
律
化
論
ー
法
律
論
主
義
の
行
き
過
ぎ
の
修
正

　
新
古
典
主
義
の
法
律
論
主
義
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
た
。
そ
れ
は
古
典
主
義
が
実
証
主
義
と
の
論
争
を
通
じ
て
、
か
っ
て
の
補

助
科
学
を
刑
法
論
と
同
格
の
も
の
に
ま
で
引
上
げ
、
ま
た
刑
法
論
を
技
術
的
法
律
論
に
発
展
せ
し
め
た
。
た
と
え
ば
未
遂
論
は
十
九
世
紀
後
半

の
諸
法
典
に
お
い
て
実
行
の
着
手
と
予
備
の
区
別
に
つ
い
て
詳
細
な
技
術
的
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
反
っ
て
裁
判
官
に
よ
り
危

険
性
の
重
視
や
主
観
的
標
準
の
採
用
と
い
う
反
対
の
方
向
を
と
る
に
到
ら
し
め
た
。

　
ま
た
不
能
犯
の
概
念
は
絶
対
不
能
と
相
対
不
能
の
区
別
に
つ
い
て
入
念
な
微
妙
な
区
別
を
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
が
技
術
的

に
過
ぎ
た
結
集
は
フ
ラ
y
ス
で
は
不
能
犯
概
念
が
捨
て
ら
れ
、
一
九
三
〇
年
の
イ
タ
リ
ア
刑
法
典
で
は
危
険
性
に
つ
い
て
の
み
論
ぜ
ら
れ
保
安

処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
に
到
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
法
律
論
主
義
の
行
ぎ
過
ぎ
は
、
詳
細
に
過
ぎ
る
刑
法
上
の
概
念
や
、
仮
説
や
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
断
言
に
対
す
る
反
嬢
を
生
ぜ
し

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
刑
法
論
自
体
も
多
く
の
刑
事
政
策
の
内
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
（
刑

法
上
の
仮
説
の
例
と
し
て
共
犯
の
従
属
性
が
挙
げ
ら
れ
る
）

（
二
）
新
し
い
刑
事
政
策

新
社
会
防
衛
論
の
積
極
的
側
面
の
第
二
は
犯
罪
人
に
対
す
る
積
極
的
態
度
で
あ
る
。

こ
れ
は
第
一
の
非
法
律
論
主
義
と
表
裏
一
体
を
な
す
も
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の
で
あ
る
。
犯
罪
人
は
も
は
や
晒
罪
、
復
讐
、
応
報
の
た
め
裁
判
に
付
さ
れ
る
べ
ぎ
で
は
な
い
。
新
社
会
防
衛
論
は
ま
ず
第
一
に
犯
罪
人
の
人

格
を
考
慮
し
、
科
学
的
系
統
的
に
研
究
す
る
。
こ
の
点
で
は
実
証
主
義
と
一
致
す
る
。
実
証
主
義
と
異
る
の
は
犯
罪
人
を
単
に
生
物
学
的
精
神

的
存
在
と
し
て
見
る
以
上
に
、
社
会
的
存
在
な
い
し
権
利
の
主
体
と
し
て
見
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
犯
罪
人
の
再
社
会
化
を
考
え
る
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
犯
罪
行
為
を
客
観
的
に
切
り
離
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
人
間
に
返
す
こ
と
は
現
代
刑
事
学
の
所
与
の
一
つ
で
も
あ
り
、
こ
の
点

に
関
す
る
限
り
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
行
為
論
ー
行
為
を
主
体
の
積
極
的
人
格
の
表
現
と
す
る
ー
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
犯
罪
行
為
を
人
格
と
結
び
付
け
て
考
え
る
と
い
う
新
社
会
防
衛
論
の
主
張
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
司
法
処
分
と
行
政
処
分
、
あ
る
い
は
前

司
法
的
段
階
と
後
司
法
的
段
階
を
厳
格
に
区
分
す
る
よ
う
な
刑
法
、
刑
事
訴
訟
法
観
の
変
更
を
要
求
す
る
。
具
体
的
に
は
判
決
前
の
犯
罪
人
の

社
会
調
査
制
度
の
必
要
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
特
に
少
年
犯
の
場
合
に
そ
う
で
あ
る
。

　
刑
罰
と
保
安
処
分
の
区
別
に
つ
い
て
は
古
典
主
義
と
実
証
主
義
の
間
に
根
本
的
な
対
立
が
あ
っ
た
。
ビ
ン
デ
ィ
y
グ
等
の
古
典
主
義
は
二
元

主
義
を
主
張
し
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
決
定
論
に
基
く
実
証
主
義
は
一
元
主
義
を
主
張
し
た
。
絶
対
的
な
実
証
主
義
に
立
て
ば
刑
罰
と
い
う
こ
と
は

考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
実
定
刑
罰
体
系
の
現
代
的
進
化
は
応
報
的
制
裁
も
非
刑
罰
的
処
置
i
保
安
処
分
i
も
犯
罪
予
防
の
目
的
の
た
め
利
用
し
よ
う
と

し
て
い
る
。
両
者
を
組
合
せ
る
こ
と
、
例
え
ば
罰
金
刑
と
試
験
観
察
を
併
科
す
る
こ
と
は
有
効
な
処
分
で
あ
る
。
刑
罰
に
も
予
防
的
効
果
は
あ

る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
問
題
は
二
元
主
義
か
一
元
主
義
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
「
刑
罰
」
と
か
「
保
安
処
分
」
と
か
名
づ
け
る
こ
と
な
く
そ

の
ど
ち
ら
の
方
法
を
も
と
り
う
る
よ
う
に
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
犯
罪
の
危
険
性
あ
る
も
の
に
事
前
に
刑
罰
を
科
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
犯
罪
予
測
の
技
術
が
未
進
化
の
現
在
は
反
対
説
が
強

い
。
し
か
し
浮
浪
、
乞
食
、
売
春
等
累
犯
が
予
測
さ
れ
る
も
の
に
対
し
て
は
予
防
処
分
を
な
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
犯
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罪
人
に
対
し
、
刑
罰
あ
る
い
は
保
安
処
分
を
適
宜
科
し
得
る
よ
う
に
す
る
こ
と
は
い
わ
ば
犯
罪
を
「
非
犯
罪
化
」
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
非
犯
罪
化
と
い
う
こ
と
は
新
古
典
主
義
等
の
法
律
論
に
対
す
る
「
非
法
律
論
化
」
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
居
り
新
社
会
防
衛
論
の
主

要
な
主
張
で
あ
る
。
新
社
会
防
衛
論
に
と
っ
て
も
犯
罪
と
は
法
律
に
よ
っ
て
重
罪
ま
た
は
軽
罪
と
名
付
け
ら
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で

は
古
典
主
義
の
立
場
を
守
る
も
の
で
あ
る
。
グ
ラ
マ
テ
ィ
カ
が
犯
罪
を
単
に
反
社
会
性
と
見
た
の
と
は
異
る
。
し
か
し
新
社
会
防
衛
論
は
新
古

典
主
義
と
異
り
犯
罪
概
念
の
法
的
分
析
で
は
満
足
し
な
い
。
そ
し
て
切
り
離
さ
れ
た
犯
罪
概
念
で
は
な
く
人
格
と
結
び
付
い
た
犯
罪
概
念
を
主

張
す
る
。

五
、
新
社
会
防
衛
論
に
お
け
る
責
任
概
念

新社会防衛論に関するノート

　
新
社
会
防
衛
論
の
理
論
構
造
を
右
の
よ
う
に
述
べ
て
来
た
が
特
に
問
題
と
な
る
責
任
概
念
に
つ
い
て
ア
ン
セ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

責
任
概
念
を
ど
の
様
に
定
め
る
か
は
刑
法
理
論
の
基
礎
で
あ
る
が
責
任
概
念
は
四
種
に
大
別
で
き
る
。

　
第
一
は
外
的
因
果
関
係
か
ら
生
ず
る
責
任
で
あ
っ
て
行
為
者
は
因
果
関
係
あ
る
限
り
す
べ
て
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
。
タ
リ
オ
の
刑

や
原
始
的
裁
判
で
と
ら
れ
た
責
任
観
で
あ
る
。
第
二
は
行
為
者
の
自
由
の
体
系
で
あ
っ
て
刑
事
責
任
を
自
由
意
思
、
自
由
選
択
の
上
に
ぎ
ず
き

あ
げ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
、
カ
ノ
ソ
法
、
十
八
世
紀
の
合
理
主
義
の
責
任
概
念
で
あ
る
。

　
道
義
的
責
任
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
三
は
決
定
論
者
の
責
任
概
念
で
あ
る
。
決
定
論
で
は
責
任
－
自
由
と
い
う
関
係
を
否
定
す
る
。
し
た
が

っ
て
そ
こ
に
あ
る
責
任
概
念
と
は
社
会
か
ら
防
衛
処
分
を
う
け
る
と
い
う
法
定
責
任
で
あ
る
。
こ
の
法
定
責
任
－
1
社
会
的
責
任
は
道
義
的
責

任
と
は
げ
し
く
無
益
な
対
立
を
く
り
返
す
。
そ
こ
で
第
四
の
立
場
は
新
古
典
主
義
者
等
の
責
任
と
い
う
概
念
を
回
避
し
、
帰
責
性
の
概
念
で
満

足
し
よ
う
と
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
説
に
対
し
ア
ン
セ
ル
の
責
任
概
念
は
よ
り
具
体
的
、
積
極
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
「
責
任
は
個
人
が
自
己
の
人
格
が
そ
の
行
為
の
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う
ち
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
も
っ
と
適
切
に
云
え
ば
こ
れ
を
自
覚
す
る
こ
と
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
」

自
分
の
責
任
を
自
覚
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
他
人
も
ま
た
責
任
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
責
任
の
内
容
を
な
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
責
任
を
自

覚
す
る
主
体
は
人
格
で
あ
る
か
ら
、
責
任
は
人
格
の
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
責
任
概
念
を
定
め
る
理
由
は
犯
罪
と
責
任
の
自
覚
を
結
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
行
刑
に
お
け
る
威
嚇
の
観
念
を
よ
み
が
え
さ
せ

る
こ
と
に
あ
る
。

　
犯
罪
人
に
社
会
的
な
圧
力
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
彼
の
社
会
復
帰
の
為
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
新
社
会
防
衛
論
は
実
証
主
義
同
様
に
責
任

無
能
力
者
に
対
す
る
刑
事
裁
判
官
に
よ
る
処
分
を
要
求
す
る
が
、
こ
れ
は
非
刑
罰
的
な
教
育
的
処
分
で
あ
る
。

六
、
社
会
防
衛
論
の
評
価

　
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
マ
ル
ク
・
ア
ン
セ
ル
の
新
社
会
防
衛
論
は
我
国
に
於
て
も
種
々
の
反
響
を
呼
ん
で
い
る
が
、
目
的
行
為
論
が
同

時
に
出
現
し
た
た
め
か
未
だ
こ
れ
に
対
す
る
定
評
と
い
う
も
の
は
な
い
様
で
あ
る
。
冒
頭
に
の
べ
た
様
に
こ
れ
を
客
観
主
義
刑
法
論
に
基
く
も

の
で
あ
り
、
主
観
主
義
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
客
観
主
義
か
ら
の
見
解
も
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
様
に
こ
の
よ
う
な
見

解
は
新
行
会
防
衛
論
の
一
面
を
の
み
捉
え
る
も
の
で
当
っ
て
い
な
い
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
社
会
防
衛
論
の
成
立
の
と
こ
ろ
で
見

て
き
た
よ
う
に
こ
の
理
論
は
社
会
防
衛
論
の
思
想
の
一
態
様
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
新
社
会
防
衛
論
は
責
任
概
念
や
自
由

意
思
に
於
て
客
観
主
義
、
新
古
典
主
義
に
類
似
す
る
説
を
主
張
し
て
居
り
、
こ
の
点
で
客
観
主
義
理
論
と
見
る
説
も
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
新
社
会
防
衛
論
は
非
法
律
論
主
義
を
主
張
す
る
こ
と
で
客
観
主
義
を
批
判
し
て
居
り
、
非
犯
罪
化
を
主
張
す
る
こ
と
で
主
観
主
義
と
主

張
を
一
に
し
て
い
る
。
し
か
し
主
観
主
義
！
ー
実
証
主
義
の
責
任
概
念
を
消
極
的
で
あ
る
と
し
て
積
極
的
責
任
概
念
を
主
張
し
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
新
社
会
防
衛
論
は
主
観
主
義
ー
実
証
主
義
の
立
場
か
ら
ど
う
批
判
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ン
セ
ル
の
叙
述
は
極
め
て
博
識
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で
あ
り
フ
ラ
ソ
ス
法
系
統
の
多
く
の
引
用
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
を
詳
細
に
研
究
し
な
け
れ
ば
ア
ン
セ
ル
の
主
張
は
理
解
さ
れ
な

い
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
も
ア
ソ
セ
ル
の
主
張
の
大
略
で
あ
っ
て
そ
の
全
体
を
紹
介
す
る
為
に
は
今
後
多
く
の
研
究
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
に
は
ド
イ
ツ
法
と
違
っ
て
極
め
て
刑
事
政
策
的
に
具
体
的
に
必
要
な
多
く
の
論
拠
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
一
を
検
討
し
な
け
れ
ば

ア
ン
セ
ル
の
批
判
と
は
云
え
な
い
。
こ
こ
に
は
そ
の
批
判
の
方
向
を
示
し
て
見
る
だ
け
で
あ
る
。

　
（
一
）
法
律
論
化
に
対
す
る
反
機

　
新
古
典
主
義
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
刑
法
概
念
、
擬
制
を
設
定
し
て
い
る
こ
と
は
哲
学
的
要
請
に
基
く
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
概
念
を

固
定
化
し
、
詳
細
な
法
律
論
的
分
析
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は
刑
事
政
策
と
し
て
の
刑
法
論
と
し
て
は
排
斥
さ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
新
社
会
防
衛
論
も
主
観
主
義
も
同
説
で
あ
る
。
未
遂
犯
や
、
共
犯
の
従
属
性
に
つ
い
て
こ
れ
は
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
二
）
非
犯
罪
化
の
主
張

　
犯
罪
行
為
を
行
為
者
人
格
と
結
び
付
け
、
同
時
に
こ
れ
を
人
格
の
徴
表
と
考
え
、
こ
れ
に
対
す
る
処
分
を
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
の
み
と
考
え

る
こ
と
に
反
対
す
る
新
社
会
防
衛
論
の
主
張
は
主
観
主
義
の
主
張
と
一
致
す
る
。
責
任
の
主
体
を
人
格
と
し
行
為
と
は
し
な
い
事
も
同
様
で
あ

る
。　

（
三
）
自
由
意
思

　
自
由
意
思
を
肯
定
し
こ
れ
を
行
刑
に
も
利
用
し
よ
う
と
い
う
新
社
会
防
衛
論
の
主
張
は
肯
定
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
、
ア
ン
セ
ル
の
責
任
は
責

任
を
自
覚
す
る
意
識
で
あ
り
、
い
わ
ば
主
観
的
責
任
で
あ
っ
て
自
由
意
思
の
認
識
を
根
拠
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
犯
罪
人
の
自
制
心
を
取
り
戻
す
た
め
に
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
点
ア
y
セ
ル
は
自
由
意
思
論
不
必
要
論
プ
リ
ン
ス
お
よ
び
新
古
典
主
義
を
退
け
て
い
な
が
ら
ア
ン
セ
ル
自
身
も
自
由
意
思
が
存
在
す
る

と
も
不
存
在
と
も
云
わ
ず
、
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
云
う
の
で
あ
る
。
必
要
性
は
物
を
存
在
せ
し
め
た
り
、
不
存
在
な
ら
し
め
な
い
。
こ
の
点

ア
ン
セ
ル
説
は
論
理
が
逆
で
あ
る
。
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説論

　
こ
の
点
は
実
証
主
義
の
云
う
如
く
自
由
意
思
は
否
定
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
自
由
意
識
は
小
生
の
考
え
で
は
規
範
的
責
任
と
し
て
可
罰
的

責
任
と
は
別
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。

　
　
（
註
）
　
（
ア
ン
セ
ル
新
社
会
防
衛
論
に
つ
い
て
は
吉
川
経
夫
氏
訳
一
粒
社
版
に
よ
っ
た
。
）
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