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説論

は
じ
め
に

　
最
高
裁
の
判
断
に
は
、
近
時
、
顕
著
な
二
つ
の
方
向
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
、
刑
法
上
の
違
法
性
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ

る
可
罰
的
違
法
性
に
対
す
る
消
極
的
態
度
で
あ
り
、
二
つ
は
、
刑
法
上
の
適
法
性
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
に
対
す
る
積
極
的
態
度
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

あ
る
。
そ
こ
で
、
順
次
、
こ
の
二
つ
の
方
向
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

（
1
）
藤
木
・
刑
法
講
義
総
論
一
二
九
ー
三
〇
頁
は
、
刑
法
上
の
違
法
性
も
刑
法
上
の
適
法
性
も
、
い
ず
れ
も
ひ
ろ
い
意
味
で
の
違
法
性
の
相
対
性
の
間
題
と

　
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
前
者
は
、
可
罰
的
違
法
性
の
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
刑
法
上
の
要
保
護
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
別
個
に
考
察

　
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
　
刑
法
上
の
違
法
性

　
e
　
刑
法
上
の
違
法
性
の
二
つ
の
側
面

　
周
知
の
ご
と
く
、
刑
法
上
の
違
法
性
に
つ
い
て
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
指
導
的
判
例
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
一
年
の
一
〇
・
二
六
全
逓
東
京

中
郵
事
件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
〇
巻
八
号
九
〇
一
頁
）
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
公
労
法
一
七
条
一
項
違
反
の
争
議
行
為
（
全
逓
労
組
役
員

ら
の
説
得
に
よ
る
郵
政
職
員
の
職
場
離
脱
）
を
し
て
、
郵
便
法
七
九
条
一
項
の
構
成
要
件
（
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
が
こ
と
さ
ら
に
郵
便

の
取
扱
い
を
し
な
い
こ
と
）
に
該
当
す
る
行
為
を
し
た
場
合
、
労
組
法
一
条
二
項
の
刑
事
免
責
の
適
用
が
あ
る
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
の
点

こ
の
一
〇
・
二
六
判
決
は
、
公
労
法
一
七
条
一
項
に
違
反
し
て
争
議
行
為
を
し
た
者
に
対
す
る
刑
事
制
裁
に
つ
い
て
、
　
「
現
行
の
公
労
法
は
特

別
の
罰
則
を
設
け
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
公
労
法
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
争
議
行
為
禁
止
の
違
反
に
つ
い
て
、
刑
事
制
裁
は
こ
れ
を
科
さ

な
い
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
公
労
法
三
条
で
、
刑
事
免
責
に
関
す
る
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
を
排
除
す
る
こ
と
な
く
、

こ
れ
を
争
議
行
為
に
も
適
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
趣
旨
を
裏
づ
け
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
は
、
憲
法
二
八
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刑法上の違法性と適法性

条
の
保
障
す
る
労
働
基
本
権
尊
重
の
根
本
精
神
に
の
っ
と
り
、
争
議
行
為
の
禁
止
違
反
に
対
す
る
効
果
ま
た
は
制
裁
は
必
要
最
小
限
度
に
と
ど

め
る
べ
き
で
あ
る
と
の
見
地
か
ら
、
違
法
な
争
議
行
為
に
関
し
て
は
、
民
事
責
任
を
負
わ
せ
る
だ
け
で
足
り
、
刑
事
制
裁
を
も
っ
て
臨
む
べ
き

で
は
な
い
と
の
基
本
的
態
度
を
示
し
た
も
の
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
…
…

　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
公
労
法
三
条
が
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
し
て
い
る
の
は
、
争
議
行
為
が
労
組
法
一
条
一
項
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
た
ん
な
る
罷
業
ま
た
は
怠
業
等
の
不
作
為
が
存
在
す
る
に
と
ど
ま
り
、
暴
力
の
行
使
そ
の
他

の
不
当
性
を
伴
わ
な
い
場
合
は
、
刑
事
制
裁
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
公
共
企
業
体
等
の
職
員
の
す
る

争
議
行
為
に
つ
い
て
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
を
否
定
し
、
争
議
行
為
に
つ
い
て
正
当
性
の
限
界
の
い
か
ん
を
論
ず
る
余
地
が
な
い
と
し
た
判

例
（
最
判
昭
和
三
八
年
三
月
一
五
日
刑
集
一
七
巻
二
号
二
三
頁
）
を
明
示
的
に
変
更
し
た
。

　
こ
れ
は
、
す
く
な
く
と
も
公
労
法
上
の
違
法
が
た
だ
ち
に
刑
法
上
の
刑
罰
と
い
う
法
律
効
果
を
伴
う
違
法
を
基
礎
づ
け
え
な
い
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
独
自
の
「
刑
法
上
の
」
違
法
（
可
罰
的
違
法
）
を
認
め
た
も
の
と
い
え
る
。
た
だ
、
判
決
の
い
う
「
刑
罰
の
対
象
と
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
趣
旨
が
、
公
労
法
上
違
法
で
あ
れ
ば
、
刑
法
上
も
違
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
違
法
性
が
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
違
法
の
程
度
に

達
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
公
労
法
上
違
法
で
は
あ
っ
て
も
、
刑
罰
を
科
す
る
に
適
し
な
い
違
法
で
あ
っ
て
、
刑

法
上
は
違
法
で
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
白
で
な
い
。
松
田
裁
判
官
の
「
公
共
企
業
体
等
の
職
員
の
行
な
う
争
議

行
為
は
、
公
労
法
上
違
法
で
は
あ
る
と
し
て
も
、
争
議
行
為
と
し
て
正
当
な
範
囲
に
と
ど
ま
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
右
の
違
法
性
は

刑
罰
法
規
一
般
の
予
定
す
る
違
法
性
、
す
な
わ
ち
可
罰
的
違
法
性
の
程
度
に
は
達
し
て
い
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
補
充
意
見

か
ら
み
る
と
、
多
数
意
見
は
、
前
者
の
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
性
」
　
（
違
法
性
の
強
弱
）
と
い
う
意
味
で
の
可
罰
的
違
法
性

論
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
奥
野
・
草
鹿
・
石
田
裁
判
官
の
「
筍
も
あ
る
法
律
に
よ
っ
て
一
切
の
争
議
行
為
が
禁
止

せ
ら
れ
、
違
法
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
他
の
法
域
に
お
い
て
、
そ
れ
が
適
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
け
だ
し
行
為
の
違

法
性
は
す
べ
て
の
法
域
を
通
じ
て
一
義
的
に
決
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
公
労
法
上
違
法
と
さ
れ
た
行
為
が
刑
事
法
上
違
法
性
を
欠
く
と
い
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説馨ム
百岡

う
こ
が
ご
と
き
は
理
論
上
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
反
対
意
見
か
ら
み
る
と
、
多
数
意
見
は
、
後
者
の
「
刑
罰
に
適
さ
な
い
違
法

性
」
　
（
違
法
性
の
相
対
性
）
と
い
う
意
味
で
の
可
罰
的
違
法
性
論
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
こ
の
点
、
平
野
教
授
は
、
可
罰
的
違
法
性
の
側
面
を
「
民
事
法
上
あ
る
い
は
行
政
法
上
は
違
法
で
あ
っ
て
も
、
刑
法
上
は
違
法
で
な
い
」
と

い
う
意
味
で
の
「
刑
法
的
違
法
」
と
「
刑
法
的
に
も
違
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
違
法
性
が
軽
微
で
あ
る
た
め
に
、
可
罰
的
で
な
い
」
と
い
う
意
味

で
の
「
狭
義
の
可
罰
的
違
法
性
」
と
を
分
け
、
こ
の
一
〇
・
二
六
判
決
は
刑
法
的
違
法
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
　
「
一
厘
事
件
」
の

「
零
細
ナ
ル
反
法
行
為
」
の
理
論
（
大
判
明
治
四
三
年
一
〇
月
二
日
刑
録
一
六
輯
一
六
二
〇
頁
）
は
狭
義
の
可
罰
的
違
法
性
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
〇
・
二
六
判
決
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
　
「
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
行
為
（
郵
便
物
不
取
扱
い
の
行
為
）
が
ス

ト
ラ
イ
キ
に
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
と
、
ス
ト
ラ
イ
キ
そ
の
も
の
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
に

対
す
る
制
裁
と
し
て
は
、
解
雇
と
い
う
民
事
制
裁
に
と
ど
め
、
刑
事
制
裁
は
科
さ
な
い
と
し
た
法
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
処
罰

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
ロ

す
べ
き
で
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
れ
ば
、
一
〇
・
二
六
判
決
は
「
刑
罰
に
適
さ
な
い
違
法
」
の
意
味
で
の

可
罰
的
違
法
性
論
を
と
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
奥
野
裁
判
官
等
の
反
対
意
見
に
み
ら
れ
る
「
違
法
性
の
統
一
性
」
論
と
は
明
ら

か
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
公
労
法
上
は
争
議
権
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
法
上
は
争
議
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
平
野
教
授
は
、
他
の
法
域
で
違
法
で
あ
っ
て
も
、
刑
法
上
は
「
適
法
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
、
と
は
い
わ
れ
て
い
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
的
違
法
な
い
し
刑
罰
に
適
す
る
違
法
の
考
え
方
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
刑
法
上
違
法
で
な
い
こ
と
が
他
の
法
域
で
の

違
法
性
を
失
わ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
他
の
法
域
で
の
違
法
性
が
刑
法
上
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
え
な
い
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
伯
博
士
は
、
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
に
対
す
る
反
対
論
の
要
旨
は
、
　
「
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
は
全
法
秩
序
を
通
じ
て

一
つ
で
あ
る
べ
き
違
法
の
統
一
性
を
否
定
し
バ
ラ
バ
ラ
に
し
て
し
ま
う
か
ら
い
け
な
い
…
…
つ
ま
り
、
そ
れ
は
民
法
、
労
働
法
、
行
政
法
上
の

違
法
と
は
無
関
係
な
刑
法
独
自
の
違
法
性
を
認
め
、
刑
法
上
は
違
法
だ
け
れ
ど
も
民
法
上
は
適
法
で
あ
る
（
ま
た
は
そ
の
逆
）
と
い
う
こ
と
が

あ
り
う
る
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
は
お
か
し
い
。
け
だ
し
、
違
法
と
は
全
法
秩
序
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、
全
法
秩
序
を
通
じ
て
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統
一
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
刑
法
的
に
は
適
法
だ
が
、
労
働
法
上
は
違
法
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
と
し
た
う
え
、
違
法
が
全
法
秩
序
を
通
じ
て
統
一
的
だ
と
い
う
こ
と
は
可
罰
的
違
法
性
論
は
一
度
も
否
定
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ

っ
て
、
　
「
公
労
法
上
禁
止
さ
れ
た
争
議
行
為
に
も
な
お
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
そ
れ
を
適
法
化
す
る
と
い
う
ま
で

の
意
味
で
は
な
く
て
、
暴
力
の
行
使
も
な
く
、
も
し
民
間
の
労
働
者
が
や
っ
た
の
な
ら
ば
、
ま
っ
白
の
適
法
な
争
議
行
為
と
し
て
通
る
も
の
な

ら
ば
、
公
労
法
上
の
争
議
禁
止
に
違
反
す
る
と
い
う
意
味
で
違
法
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
違
法
、
す
な
わ
ち
可
罰

的
違
法
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ
り
」
、
違
法
は
全
法
秩
序
を
通
し
て
統
一
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
違
法
が
統
一
的
だ
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

は
決
し
て
違
法
は
ど
こ
で
で
も
同
じ
色
彩
、
同
じ
濃
度
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
」
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
と

く
に
可
罰
的
違
法
性
論
が
違
法
性
の
統
一
性
論
と
矛
盾
し
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
〇
・
二
六
判
決
は
、
「
刑
罰
を
科
す
る
に

値
す
る
程
度
の
違
法
」
の
問
題
、
い
い
か
え
れ
ば
、
公
労
法
上
違
法
で
あ
る
か
ら
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
可
罰
的
違
法
で
は
な
い
、
と
し
た

も
の
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
違
法
が
統
一
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
色
彩
（
質
）
同
じ
濃
度

（
量
）
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
に
言
及
さ
れ
て
い
る
点
で
、
や
は
り
平
野
教
授
と
同
じ
く
、
こ
れ
を
「
刑
罰
に
適
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

る
違
法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
」
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
質
的
に
も
量

的
に
も
、
公
労
法
上
違
法
で
あ
れ
ば
当
然
（
同
質
同
量
で
）
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
（
刑
法
上
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
う
る
）
と
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
反
対
意
思
の
い
う
違
法
性
の
統
一
性
論
と
は
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
一
方
、
荘
子
教
授
は
、
一
〇
・
二
六
判
決
を
、
　
「
違
法
の
程
度
に
も
強
弱
が
あ
る
と
い
う
考
え
を
基
礎
と
し
て
労
働
法
上
の
違
法
と
刑
法
上

の
違
法
と
を
あ
き
ら
か
に
区
わ
け
し
た
指
導
的
判
例
」
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、
違
法
強
弱
論
（
違
法
性
二
元
論
）
は
、

「
法
域
を
異
に
す
る
法
条
間
に
お
い
て
一
方
を
違
法
と
し
た
ば
あ
い
に
他
方
を
直
ち
に
違
法
と
し
て
刑
事
責
任
を
問
い
う
る
か
と
い
う
観
点
か

ら
、
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
違
法
の
程
度
を
間
題
と
す
る
」
の
に
対
し
て
、
可
罰
的
違
法
性
論
は
、
　
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違

法
を
そ
な
え
て
い
な
い
行
為
は
、
そ
も
そ
も
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
と
し
て
も
考
え
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
に
発
し
、
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説論

犯
罪
論
体
系
上
の
問
題
と
し
て
展
開
さ
れ
た
」
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
、
違
法
強
弱
論
は
、
広
義
の
労
働
刑
法
（
通
常
の
刑
事
実
体
法
規
）

一
般
に
お
け
る
遠
法
判
断
に
際
し
て
つ
ね
に
と
ら
れ
る
、
「
労
働
法
規
範
の
正
当
化
機
能
を
考
慮
し
つ
つ
、
労
働
法
規
範
と
市
民
刑
法
規
範
と

の
綜
合
的
判
断
に
立
脚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
的
態
度
」
に
即
応
し
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
可
罰
的
違
法
性
論
は
、

「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
を
構
成
要
件
該
当
判
断
の
次
元
か
ら
違
法
判
断
の
次
元
に
移
し
か
え
て
用
い
る
場
合
に
も
、
そ
の

違
法
判
断
は
き
わ
め
て
平
面
的
で
あ
っ
て
、
労
働
法
規
範
の
正
当
化
機
能
を
十
二
分
に
配
慮
す
る
態
度
に
欠
け
る
き
ら
い
が
あ
る
、
と
い
わ
れ

ハ
ヰ
マ

る
。
ま
た
、
争
議
行
為
な
ど
の
団
体
行
動
は
、
「
単
な
る
部
分
的
違
法
に
よ
っ
て
労
働
法
上
違
法
と
さ
れ
る
」
場
合
、
「
労
働
法
秩
序
に
よ
り

全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
法
上
違
法
と
さ
れ
る
」
場
合
、
刑
法
上
の
違
法
と
さ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
が
、
労
働
法
上
の
全
体

的
違
法
が
そ
の
ま
ま
刑
法
上
の
違
法
に
転
化
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
法
秩
序
の
角
度
か
ら
良
俗
違
反
と
さ
れ
た
に
し
て
も
、
刑
法
上
の
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

法
は
刑
罰
を
科
さ
れ
る
べ
き
高
度
の
良
俗
違
反
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
労
働
法
上
の
違
法
と
刑

法
上
の
違
法
と
の
相
違
は
、
違
法
性
の
程
度
の
差
と
し
て
だ
け
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
〇
・
二
六
判
決
も
、
公
労

法
上
違
法
で
あ
れ
ば
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
　
（
可
罰
的
違
法
）
に
達
し
た
と
は
い

え
な
い
と
の
考
え
方
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
れ
ぼ
、
荘
子
教
授
の
い
わ
れ
る
違
法
判
断

の
次
元
に
移
し
か
え
ら
れ
た
可
罰
的
違
法
性
論
と
な
ん
ら
変
わ
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
違
法
強
弱
論
は
、
公
労
法

上
違
法
で
あ
れ
ば
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
違
法
性
の
統
一
性
と
調
和
し
、
ま
た
、
刑
法
上
違
法
で

あ
っ
て
も
た
だ
ち
に
可
罰
的
違
法
と
は
い
え
な
い
と
す
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
労
働
基
本
権
の
刑
事
制
裁
に
よ
る
制
限
は
必
要
や
む
を
え
な

い
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
と
す
る
態
度
と
も
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
違
法
強
弱
論
に
よ
る
と
、
公
労
法
上
違
法
な
争
議
行
為
は
、

刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
具
体
的
事
情
の
も
と
で
可
罰
的
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
争
議
行
為
じ
た
い
が
、
部
分
的
に
で
は
あ

る
が
可
罰
的
違
法
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
争
議
行
為
不
処
罰
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
公
労
法
上

違
法
な
争
議
行
為
は
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
他
の
違
法
性
を
強
め
る
具
体
的
事
情
（
政
治
的
目
的
、
暴
力
、
国
民
生
活

一20一



刑法上の違法性と適法性

全
体
の
利
益
に
対
す
る
障
害
）
が
少
し
で
も
あ
れ
ば
、
可
罰
的
違
法
と
な
る
と
す
る
契
機
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
〇
・
二
六
判
決
は
、
「
労
働
基
本
権
は
、
た
ん
に
私
企
業
の
労
働
者
だ
け
に
つ
い
て
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
公
共
企

業
体
の
職
員
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
国
家
公
務
員
や
地
方
公
務
員
も
、
憲
法
二
八
条
に
い
う
勤
労
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
以
上
、
原
則
的
に
は
、

そ
の
保
障
を
受
け
る
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
国
民
生
活
全
体
の
利
益
の
保
障
と
い
う
見
地
か
ら
の
制
約
を
当
然
の
内
在
的
制
約
と
し
て
内
包
し

て
い
る
も
の
と
は
い
え
、
そ
の
制
限
は
、
合
理
性
の
認
め
ら
れ
る
必
要
最
小
限
度
の
も
の
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
と
く
に
、
勤
労
者
の

争
議
行
為
等
に
対
し
て
刑
事
制
裁
を
科
す
る
こ
と
は
、
必
要
や
む
を
え
な
い
場
合
に
か
ぎ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る
基
本
的
態
度
に
つ
い

て
は
明
白
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
可
罰
的
違
法
性
論
は
、
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
の
意
味
で
あ
る
の
か
、
「
刑
罰

に
適
す
る
違
法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
」
の
意
味
で
あ
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。

　
⇔
　
　
「
刑
罰
に
適
す
る
違
法
」
の
考
え
方

　
そ
し
て
、
一
〇
・
二
六
判
決
の
考
え
方
を
、
「
刑
罰
に
適
す
る
違
法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
」
の
意
味
で
徹
底
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
が
、

昭
和
四
四
年
の
四
・
二
都
教
組
勤
評
反
対
闘
争
事
件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
二
巻
五
号
三
〇
五
頁
）
お
よ
び
四
・
二
全
司
法
労
組
仙
台
支
部
事

件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
三
巻
五
号
六
八
五
頁
）
で
示
さ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
の
し
ぼ
り
」
論
で
あ
る
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
い
ず
れ

も
、
組
合
役
員
ら
の
行
為
が
、
公
務
員
法
に
い
う
違
法
な
争
議
行
為
（
国
公
法
九
八
条
二
項
、
地
公
法
三
七
条
唄
項
）
の
あ
お
り
行
為
（
国
公

法
一
一
〇
条
一
項
一
七
号
、
地
公
法
六
一
条
四
号
）
に
あ
た
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
、
都
教
組
事
件
判
決
で
は
、
①
地
方
公
務
員
の

職
務
の
公
共
性
の
程
度
に
も
強
弱
が
あ
り
、
ひ
と
し
く
争
議
行
為
と
い
っ
て
も
種
々
の
態
様
の
も
の
が
あ
る
か
ら
、
1
地
方
公
務
員
の
行
為
が

地
公
法
三
七
条
一
項
で
禁
止
す
る
争
議
行
為
に
該
当
し
、
し
か
も
、
違
法
性
の
強
い
場
合
も
あ
れ
ば
、
2
違
法
性
の
比
較
的
弱
い
場
合
も
あ

り
、
3
ま
た
、
実
質
的
に
は
右
条
項
に
い
う
争
議
行
為
に
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
る
、
②
ま
た
、
地
方
公
務
員
の
行
為
が
地
公
法
で
禁
止
す
る

争
議
行
為
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
争
議
行
為
そ
の
も
の
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
な
い
同
法
六
一
条
四
号
の
趣

旨
な
ど
か
ら
み
て
、
公
務
員
と
し
て
の
義
務
違
反
を
理
由
と
し
て
、
当
該
職
員
を
懲
戒
処
分
の
対
象
者
と
し
、
ま
た
は
そ
の
職
員
に
民
事
上
の
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説弧両閃

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
争
議
行
為
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
刑
事
制
裁
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
⑧
し
た
が
っ
て
、
地

公
法
六
一
条
四
号
は
、
争
議
行
為
じ
た
い
が
違
法
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
、
そ
の
よ
う
な
違
法
な
争
議
行
為
の
あ
お
り
行
為

で
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
刑
事
罰
を
も
っ
て
の
ぞ
む
違
法
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
、
④
な
お
、
あ
お
り
行
為
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
態

様
が
あ
り
、
そ
の
違
法
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
、
そ
の
違
法
性
の
程
度
に
は
強
弱
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
う
る
が
、
こ
と
に
争
議
行
為

そ
の
も
の
を
処
罰
の
対
象
と
し
て
い
な
い
地
公
法
六
一
条
四
号
の
趣
旨
か
ら
い
っ
て
も
、
争
議
行
為
に
通
常
随
伴
し
て
行
わ
れ
る
行
為
は
、
争

議
行
為
禁
止
に
違
反
す
る
意
味
に
お
い
て
違
法
な
行
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
争
議
行
為
の
一
環
と
し
て
の
行
為
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
、
処
罰
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
、
ま
た
、
全
司
法
事
件
判
決
で
も
、
「
あ
お
り
行
為
等
を
処
罰
す
る

に
は
、
争
議
行
為
そ
の
も
の
が
、
職
員
団
体
の
本
来
の
目
的
を
逸
脱
し
て
な
さ
れ
る
と
か
、
暴
力
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
不
当
な
圧
力
を
伴
う

と
か
、
社
会
通
念
に
反
し
て
不
当
に
長
期
に
及
ぶ
な
ど
国
民
生
活
に
重
大
な
支
障
を
及
ぼ
す
と
か
等
違
法
性
の
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
の
ほ

か
、
あ
お
り
行
為
等
が
争
議
行
為
に
通
常
随
伴
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
要
す
る
」
と
し
て
、
争
議
行
為
じ
た
い
の
違
法

性
の
強
さ
と
そ
れ
に
対
す
る
あ
お
り
行
為
の
違
法
性
の
強
さ
と
の
二
つ
が
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
「
刑
事
罰
を
も
っ
て
の
ぞ
む
違
法
性
」
が
あ
る

と
す
る
二
重
の
し
ぼ
り
論
が
展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
重
の
し
ぼ
り
論
は
、
と
く
に
違
法
性
の
強
弱
を
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
公
務
員
法
上
の
違
法
と
刑
法
上
の
違
法
と
は

強
弱
は
あ
っ
て
も
重
な
り
合
う
の
で
あ
っ
て
、
公
務
員
法
上
違
法
で
あ
れ
ば
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す

る
程
度
の
違
法
」
（
可
罰
的
違
法
）
に
は
達
し
な
い
と
す
る
考
え
方
、
を
と
っ
て
い
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
一
〇
・
二
六
判
決
で
は
、
ま

ず
「
お
よ
そ
」
郵
政
職
員
に
対
す
る
争
議
行
為
の
禁
止
は
合
憲
か
を
問
題
に
し
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
の
ち
に
、
公
労
法
違
反
の
争
議
行
為
に
は

労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
か
が
問
わ
れ
た
た
め
、
公
労
法
上
の
違
法
は
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
が
、
た
だ
ち
に
可
罰
的
違
法
で
は
な
い

と
い
う
考
え
方
を
と
る
余
地
も
十
分
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
四
・
二
両
判
決
で
は
、
労
働
基
本
権
を
保
障
す
る
憲
法
二
八
条
か
ら
、
直

接
公
務
員
法
に
い
う
あ
お
り
行
為
の
処
罰
の
合
憲
性
が
間
題
と
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
職
務
の
公
共
性
を
も
つ
公
務
員
の
、
ど
の
よ
う
な
態
様
の
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刑法上の違法性と適法性

争
議
行
為
を
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
あ
お
っ
た
場
合
に
、
刑
事
制
裁
は
合
憲
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
“
Q

・
二
六
判
決
よ
り
一
そ
う
「
刑
罰
に
適
す
る
違
法
性
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
性
」
の
考
え
方
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
違
法
性
の
強
弱
に
言
及
し
た
点
は
、
か
え
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
識
を
裏
書
き
す
る
も
の
と
さ
え
い
え
る
。

　
㊧
　
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
の
考
え
方

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
労
働
法
上
の
違
法
な
い
し
行
政
法
上
の
違
法
と
刑
法
上
の
違
法
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
可
罰
的
違
法
性
の
考
え

方
は
、
昭
和
四
八
年
の
四
・
二
五
全
農
林
警
職
法
反
対
闘
争
事
件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
）
を
契
機
と
し
て
、
大
き
く
変

更
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
四
・
二
五
判
決
は
、
①
国
公
法
九
八
条
五
項
、
一
一
〇
条
一
項
一
七
号
の
解
釈
に
関
し

て
、
公
務
員
の
争
議
行
為
等
禁
止
の
措
置
が
違
憲
で
は
な
く
、
ま
た
争
議
行
争
を
あ
お
る
等
の
行
為
に
高
度
の
反
社
会
性
が
あ
る
と
し
て
罰
則

を
設
け
る
こ
と
の
合
理
性
を
肯
認
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
②
「
公
務
員
の
行
な
う
争
議
行
為
の
う
ち
、
同
法
に
よ
っ
て
違
法
と
さ
れ
る
も
の

と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
区
別
を
認
め
、
さ
ら
に
違
法
と
さ
れ
る
争
議
行
為
に
も
違
法
性
の
強
い
も
の
と
弱
い
も
の
と
の
区
別
を
立
て
、
あ
お

り
行
為
等
の
罪
と
し
て
刑
事
制
裁
を
科
さ
れ
る
の
は
そ
の
う
ち
違
法
性
の
強
い
争
議
行
為
に
対
す
る
も
の
に
限
る
と
し
、
あ
る
い
は
ま
た
、
あ

お
り
行
為
等
に
つ
き
、
争
議
行
為
の
企
画
、
共
謀
、
説
得
、
懲
漁
、
指
令
等
を
争
議
に
い
わ
ゆ
る
通
常
随
伴
す
る
も
の
と
し
て
、
国
公
法
上
不

処
罰
と
さ
れ
る
争
議
行
為
自
体
と
同
一
視
し
、
か
か
る
あ
お
り
等
の
行
為
自
体
の
違
法
性
の
強
弱
ま
た
は
社
会
的
許
容
性
の
有
無
を
論
ず
る

こ
と
は
、
い
ず
れ
も
、
と
う
て
い
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
、
⑧
こ
の
よ
う
な
「
不
明
確
な
限
定
解
釈
は
、
か
え
っ
て
犯
罪
構
成
要
件
の

保
障
機
能
を
失
わ
せ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
明
確
性
を
要
請
す
る
憲
塗
一
二
条
に
違
反
す
る
疑
い
す
ら
存
す
る
」
、
④
「
も
し
公
務
員
中
職
種

と
職
務
内
容
の
公
共
性
の
程
度
が
弱
く
、
そ
の
争
議
行
為
が
国
民
全
体
の
共
同
利
益
に
さ
ほ
ど
の
障
害
を
与
え
な
い
も
の
に
つ
い
て
、
争
議
行

為
を
禁
止
し
、
あ
る
い
は
そ
の
あ
お
り
等
の
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
の
当
を
得
な
い
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
行
為
に
対
す
る
措

置
は
、
公
務
員
た
る
地
位
を
保
有
さ
せ
る
こ
と
の
可
否
と
と
も
に
立
法
機
関
に
お
い
て
慎
重
に
考
慮
す
べ
き
立
法
問
題
で
あ
る
」
、
⑤
四
・
二

全
司
法
判
決
は
、
本
判
決
に
お
い
て
判
示
し
た
と
こ
ろ
に
抵
触
す
る
限
度
で
変
更
を
免
れ
な
い
、
と
し
た
。
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も
っ
と
も
、
全
司
法
事
件
判
決
の
先
例
と
な
っ
た
一
〇
・
二
六
全
逓
中
郵
事
件
判
決
は
、
明
示
的
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ

こ
の
四
・
二
五
判
決
で
は
、
一
〇
・
二
六
判
決
と
同
じ
く
、
憲
法
二
八
条
の
労
働
基
本
権
の
保
障
は
公
務
員
に
も
及
ぶ
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ

れ
は
「
お
の
ず
か
ら
勤
労
者
を
含
め
た
国
民
全
体
の
共
同
利
益
の
見
地
か
ら
す
る
制
約
を
免
れ
な
い
」
と
し
て
、
一
〇
・
二
六
判
決
の
内
在
的

制
約
論
に
比
べ
て
、
国
民
全
体
の
共
同
利
益
が
強
調
さ
れ
て
い
る
点
で
、
労
働
基
本
権
の
制
約
原
理
に
対
す
る
基
本
的
態
度
の
相
違
が
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

る
こ
と
は
否
め
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
四
・
二
五
判
決
は
、
国
公
法
コ
○
条
一
項
一
七
号
の
罰
則
の
合
理
性
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
　
「
国

公
法
九
八
条
五
項
が
…
…
公
務
員
の
争
議
行
為
お
よ
び
そ
の
あ
お
り
行
為
等
を
禁
止
す
る
の
は
、
勤
労
者
も
含
め
た
国
民
全
体
の
共
同
利
益
の

見
地
か
ら
す
る
や
む
を
え
な
い
制
約
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
八
条
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、
お
よ
そ
公
務
員
の
争
議

行
為
一
切
を
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
の
合
憲
性
を
肯
定
し
た
う
え
、
つ
ぎ
に
、
　
「
公
務
員
の
争
議
行
為
の
禁
止
は
、
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
何
人
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
禁
止
を
侵
す
違
法
な
争
議
行
為
を
あ
お
る
等
の
行
為
を
す
る
者
は
、
違
法
な
争
議
行
為
に
対

す
る
原
動
力
を
与
え
る
者
と
し
て
、
単
な
る
争
議
参
加
者
に
く
ら
べ
て
社
会
的
責
任
が
重
い
の
で
あ
り
…
…
そ
の
者
に
対
し
と
く
に
処
罰
の
必

要
性
を
認
め
て
罰
則
を
設
け
る
こ
と
は
、
十
分
に
合
理
性
が
あ
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
国
民
全
体
の
共
同
利
益
論
と
原
動
力
論
と
が
、

全
司
法
事
件
判
決
の
二
重
の
し
ぼ
り
論
を
否
定
す
る
論
理
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
。
一
つ
は
、
行
政
法

上
違
法
で
あ
れ
ば
、
当
然
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
違
法
性
の
統
一
性
の
肯
定
で
あ
り
、
二
つ
は
、
刑
法
上
の
違
法
は
社
会
的
責
任
の
加

重
に
よ
っ
て
可
罰
的
違
法
に
転
化
す
る
と
す
る
違
法
性
の
強
弱
論
の
肯
定
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
四
・
二
五
判
決
は
、
「
刑
罰
に
適
す
る
違

法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
」
の
意
味
で
の
可
罰
的
違
法
性
論
を
否
定
し
た
に
と
ど
ま
り
、
「
刑
罰
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
と
い
う
意
味
で

の
可
罰
的
違
法
性
論
ま
で
認
め
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
判
決
が
、
「
な
お
、
公
務
員
の
団
体
行
動
と
さ
れ
る
も
の
の
な
か
で
も
、
そ
の
態

様
か
ら
し
て
、
実
質
が
単
な
る
規
律
違
反
と
し
て
の
評
価
を
受
け
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
煽
動
等
の
行
為
が
国
公
法
二
〇

条
一
項
一
七
号
所
定
の
罰
則
の
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
り
、
ま
た
、
右
罰
則
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
っ

て
も
、
具
体
的
事
情
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
法
秩
序
の
精
神
に
照
ら
し
許
容
さ
れ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
ぎ
は
、
刑
法
上
違
法
性
が
阻
却
さ
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刑法上の違法性と適法性

れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
点
、
あ
る
い
は
、
あ
お
り
行
為
者
に
は
単
な
る
機
械
的
労
務
の
提
供
者
等

が
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
点
は
、
争
議
行
為
の
態
様
、
あ
お
り
行
為
の
態
様
、
具
体
的
事
情
の
面
で
も
、
「
刑
罰
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
レ

の
考
え
方
の
は
た
ら
く
余
地
を
認
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
四
・
二
五
判
決
が
形
式
的
厳
格
主
義
に
逆
行
し
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
（
8
）

と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
　
「
刑
罰
に
適
す
る
違
法
性
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
性
」
と
い
う
刑
法
上
の
独
自
の
違
法
性
の
考
え
方
を
否
定
し

て
、
お
よ
そ
公
務
員
の
争
議
行
為
一
切
の
一
律
禁
止
を
合
憲
と
し
た
う
え
、
そ
れ
に
対
す
る
原
動
力
と
な
っ
た
者
を
一
律
処
罰
す
る
こ
と
は
、

す
く
な
く
と
も
違
法
判
断
の
形
式
化
の
傾
向
を
示
も
の
と
い
え
る
し
、
労
働
基
本
権
の
保
障
か
ら
導
か
れ
た
争
議
行
為
不
処
罰
の
原
則
な
い
し

争
議
行
為
参
加
者
不
処
罰
の
原
則
か
ら
の
大
幅
な
後
退
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
四
・
二
五
判
決
の
方
向
は
、
昭
和
四
九
年
の
二
・
六

猿
仏
事
件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
八
巻
九
号
三
九
三
頁
）
を
経
て
、
昭
和
五
一
年
の
五
・
二
一
岩
教
組
学
テ
事
件
最
高
裁
判
決
（
刑
集
三
〇
巻

五
号
コ
七
八
頁
）
に
引
き
継
が
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
・
二
都
教
組
事
件
判
決
も
明
示
的
に
変
更
さ
れ
た
。

（
1
）
平
野
・
刑
法
総
論
皿
一
二
七
－
二
二
一
頁
。

（
2
）
佐
伯
「
可
罰
的
違
法
性
」
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
の
理
論
四
三
八
－
九
頁
。

（
3
）
佐
伯
「
可
罰
的
違
法
序
説
」
前
掲
書
二
〇
i
六
頁
参
照
。

（
4
）
荘
子
・
労
働
刑
法
総
論
一
四
三
ー
八
一
頁
、
一
ー
六
頁
。

（
5
）
荘
子
・
前
掲
書
二
二
一
－
六
頁
。

（
6
）
藤
木
「
公
務
員
の
争
議
行
為
と
刑
事
罰
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
六
巻
七
号
二
二
－
四
頁
。

（
7
）
米
田
「
可
罰
的
違
法
性
と
最
近
の
最
高
裁
判
例
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
三
七
号
一
九
頁
。
な
お
、
藤
木
・
前
掲
論
文
二
六
－
七
、
頁
。

（
8
）
米
田
・
同
、
板
倉
「
可
罰
的
違
法
性
の
理
論
の
新
局
面
」
警
察
学
論
集
二
九
巻
七
号
七
五
－
六
頁
。
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二
　
刑
法
上
の
適
法
性

　
e
刑
法
上
の
適
法
性
の
概
念

　
「
刑
法
上
の
違
法
性
」
は
、
他
の
法
域
で
違
法
で
あ
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
刑
事
制
裁
の
対
象
と
な
る
違
法
が
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
し
、
刑

法
上
独
自
の
違
法
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
広
義
の
可
罰
的
違
法
性
論
）
。
そ
し
て
、
こ
の
広
義
の
可
罰
的
違
法

性
論
は
、
さ
ら
に
、
「
刑
事
制
裁
の
対
象
と
な
る
違
法
」
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
他
の
法
域
で
違
法
で
あ
れ
ば
刑
法
上
も
違
法
で

あ
る
が
、
た
だ
ち
に
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
解
す
る
「
狭
義
の
可
罰
的
違
法
性

論
」
と
、
こ
れ
を
他
の
法
域
で
違
法
で
あ
っ
て
も
刑
法
上
は
違
法
で
「
な
い
」
こ
と
が
あ
り
う
る
と
い
う
意
味
に
解
す
る
「
刑
罰
に
適
す
る
違

法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違
法
」
の
考
え
方
と
に
分
か
れ
る
が
、
近
時
、
最
高
裁
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
す
く
な
く
と
も
後
者
の
「
刑
罰
に
適

す
る
違
法
」
の
考
え
方
を
否
定
し
、
広
義
の
可
罰
的
違
法
性
論
に
対
し
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
消
極
的
な
態
度
を
と
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
「
刑
法
上
の
適
法
性
」
と
は
、
刑
法
上
の
保
護
の
客
体
に
つ
い
て
、
他
の
法
域
で
の
違
法
性
を
帯
有
す
る
か
ら
と
い
っ
て

た
だ
ち
に
刑
法
上
の
保
護
の
必
要
性
（
要
保
護
性
）
ま
で
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
刑
法
上
独
自
の
適
法
性
概
念
を
認
め
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
刑
法
上
の
適
法
性
概
念
」
は
、
わ
が
国
で
は
、
と
く
に
刑
法
九
五
条
一
項
の
狭
義
の
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職

務
行
為
の
適
法
性
な
い
し
要
保
護
性
を
め
ぐ
る
間
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
、
ド
イ
ッ
で
も
、
執
行
公
務
員
に
対
す
る
反
抗
罪
（
≦
髭
R
ω
9
鼠

鵬
お
窪
　
く
o
房
胃
9
ざ
お
号
＄
ヨ
3
）
を
規
定
す
る
ド
イ
ッ
刑
法
旧
一
二
二
条
の
い
う
「
そ
の
職
務
の
適
法
な
執
行
に
際
し
て
」
（
ぎ
鎚
巽

需
。
辟
目
農
蒔
窪
》
信
昌
ゴ
お
ω
巴
ま
ω
｝
目
8
。
・
）
な
い
し
一
九
七
〇
年
五
月
二
〇
日
の
刑
法
改
正
第
三
法
律
（
U
葺
8
ω
O
霧
。
9
　
N
弩

国
亀
9
旨
α
霧
o
。
胃
鑑
話
畠
3
に
よ
る
改
正
後
の
新
こ
三
条
三
項
の
い
う
「
職
務
行
為
が
適
法
で
な
い
（
巳
。
鐸
お
9
琶
農
蒔
）
と
き

は
、
行
為
は
本
条
に
よ
っ
て
罰
さ
れ
な
い
。
行
為
が
適
法
で
あ
る
と
誤
信
し
た
と
き
も
、
同
じ
で
あ
る
」
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
を
め

ぐ
る
間
題
と
し
て
争
わ
れ
て
い
る
。
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刑法上の違法性と適法性

　
も
っ
と
も
、
刑
法
上
の
適
法
性
概
念
は
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
・
要
保
護
性
に
か
ぎ
っ
て
、
問
題
と
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
財
産
犯
に
お
け
る
保
護
法
益
、
と
り
わ
け
窃
盗
罪
の
保
護
法
益
を
め
ぐ
る
本
権
説
と
所
持
説
の
対
立
の

な
か
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
判
例
は
、
当
初
、
刑
法
二
四
二
条
の
自
己
の
財
物
に
対
す
る
他
人
の
占
有
に
つ
い
て
、
本
権
説
に
立
っ
て
、
そ
の

占
有
は
権
原
す
な
わ
ち
本
権
に
基
づ
く
占
有
に
か
ぎ
る
と
し
、
担
保
に
供
せ
ら
れ
た
恩
給
証
書
の
占
有
は
、
占
有
者
が
適
法
に
そ
の
占
有
権
を

も
っ
て
所
有
者
に
対
抗
で
き
な
い
か
ら
、
窃
盗
罪
の
成
立
は
な
い
と
し
て
き
た
（
大
判
大
正
七
年
九
月
二
五
日
刑
録
二
四
輯
二
二
九
頁
）
。

と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
に
な
っ
て
か
ら
、
判
例
は
、
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
を
担
保
に
供
し
た
後
右
証
書
の
所
有
者
が
欺
岡
手
段
を
用
い
て
右
証
書

を
交
付
さ
せ
た
事
案
に
つ
い
て
、
「
法
令
上
公
傷
年
金
の
受
領
権
を
担
保
に
供
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
結
果
、
被
告
人
が
T
か
ら
金
員

を
借
受
け
る
に
際
し
、
自
己
の
所
有
に
か
か
る
国
鉄
公
傷
年
金
証
書
を
担
保
と
し
て
同
人
に
差
入
れ
た
こ
と
が
無
効
で
あ
る
と
し
て
も
、
同
人

の
右
証
書
の
所
持
そ
の
も
の
は
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
詐
欺
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
認
め
（
最
判
昭
和
三
四
年
八
月
二
八

日
刑
集
二
二
巻
一
〇
号
二
九
〇
六
頁
）
、
前
掲
大
正
七
年
九
月
二
五
日
大
審
院
判
決
を
変
更
し
、
さ
ら
に
、
被
告
人
が
自
動
車
一
台
を
譲
渡
担

保
と
し
て
受
け
取
り
実
質
上
そ
の
所
有
権
を
取
得
し
た
後
債
務
者
た
る
会
社
に
使
用
さ
せ
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
会
社
が
会
社
更
生
手
続
開
始

決
定
を
受
け
た
た
め
、
右
自
動
車
も
管
財
人
が
占
有
を
つ
づ
け
て
い
た
際
、
被
告
人
が
第
三
者
を
介
し
て
こ
の
自
動
車
を
運
転
さ
せ
て
運
び
去

っ
た
事
案
に
つ
い
て
も
、
他
人
の
事
実
上
の
支
配
を
侵
害
し
た
と
こ
ろ
に
窃
盗
罪
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
（
最
判
昭
和
三
五
年
四
月
二
六

日
刑
集
一
四
巻
六
号
七
四
八
頁
）
。
こ
れ
は
、
実
体
的
な
権
利
（
本
権
）
に
基
づ
か
な
い
と
い
う
意
味
で
民
事
上
不
法
な
占
有
で
あ
っ
て
も
、

所
有
権
者
の
意
思
に
よ
り
平
穏
に
与
え
ら
れ
た
占
有
な
い
し
は
取
戻
権
が
行
使
さ
れ
る
ま
で
の
管
財
人
の
占
有
は
、
平
穏
な
占
有
あ
る
い
は
一

応
理
由
の
あ
る
占
有
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
刑
法
上
は
適
法
な
占
有
と
し
て
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で

　
　
た
ロ

き
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
趣
旨
は
、
私
人
の
所
持
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
隠
匿
物
資
に
つ
き
詐
欺
罪
の
成
立
を
認
め
た
判
決
（
最
判

昭
和
二
四
年
二
月
一
五
日
刑
集
三
巻
二
号
一
七
五
頁
）
、
あ
る
い
は
日
本
人
の
所
持
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
占
領
軍
物
資
に
つ
き
恐
喝
罪
の
成
立

を
認
め
た
判
決
（
最
判
昭
和
二
五
年
四
月
二
日
刑
集
四
巻
四
号
五
二
八
頁
）
の
な
か
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
法
律
上
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所
有
な
い
し
所
持
を
禁
じ
ら
れ
た
禁
制
品
で
あ
っ
て
も
、
行
政
処
分
を
も
っ
て
こ
れ
を
没
収
し
そ
の
支
配
力
を
奪
わ
れ
る
ま
で
は
、
私
人
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

の
占
有
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
考
え
方
に
立
っ
て
、
刑
法
上
の
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
刑
法
上
の
適
法
性
の
問
題
は
、
国
家
意
思
の
円
滑
・
迅
速
な
実
現
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
家
的
利
益
と
、

国
家
権
力
に
よ
る
市
民
的
自
由
の
不
法
な
侵
害
に
対
す
る
実
力
に
よ
る
反
抗
の
権
利
と
の
対
立
拮
抗
の
な
か
で
、
も
っ
と
も
深
刻
と
な
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
、
狭
義
の
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
な
い
し
要
保
護
性
の
問
題
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
も
、

最
高
裁
は
、
前
述
し
た
ご
と
く
、
刑
法
上
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
積
極
的
な
態
度
を
示
す
に
い
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
◎
　
刑
法
上
の
適
法
性
の
二
つ
の
側
面

　
刑
法
上
の
適
法
性
に
つ
い
て
は
、
　
「
適
法
性
の
動
態
的
考
察
」
と
い
う
面
と
「
対
内
的
対
外
的
法
律
関
係
」
と
い
う
面
の
、
二
つ
の
側
面
が

あ
る
。

　
①
　
動
態
的
考
察
方
法
　
最
高
裁
が
、
と
く
に
動
態
的
考
察
方
法
を
と
っ
た
と
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、
昭
和
二
七
年
の
三
．
二
八
検
査
章

不
携
帯
事
件
判
決
（
刑
集
六
巻
三
号
五
四
六
頁
）
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
収
税
官
吏
が
所
得
税
に
関
す
る
調
査
の
た
め
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
を
検
査
す
る
際
に
携
帯
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
検
査
章
を
携
帯
し
な
か
っ
た
場
合
、
右
収
税
官
吏
の
検
査
行
為
は
公
務
の
執
行
と
い
え
る

か
ど
う
か
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
暴
行
・
脅
迫
は
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
す
る
か
ど
う
か
、
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
の
点
、
こ
の

三
・
二
八
判
決
は
　
①
検
査
章
の
携
帯
を
義
務
づ
け
る
所
得
税
法
施
行
規
則
六
三
条
は
、
　
「
専
ら
、
物
件
検
査
の
性
質
上
、
相
手
方
の
自
由
及

び
権
利
に
及
ぼ
す
影
響
の
少
な
か
ら
ざ
る
を
顧
慮
し
、
収
税
官
吏
が
右
の
検
査
を
為
す
に
あ
た
り
、
自
ら
の
判
断
に
よ
り
又
は
相
手
方
の
要
求

が
あ
る
と
き
は
、
右
検
査
章
を
相
手
方
に
呈
示
し
て
そ
の
権
限
あ
る
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
方
の
危
惧
の
念
を
除
去
し
、
検

査
の
円
滑
な
施
行
を
図
る
た
め
、
特
に
検
査
章
の
携
帯
を
命
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
条
は
単
な
る
訓
示
規
定
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
」
、

②
「
殊
に
相
手
方
が
検
査
章
の
呈
示
を
求
め
た
の
に
対
し
、
収
税
官
吏
が
之
を
携
帯
せ
ず
又
は
携
帯
す
る
も
呈
示
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
相

手
方
は
そ
の
検
査
を
拒
む
正
当
の
理
由
が
あ
る
も
の
と
認
む
べ
き
で
あ
る
」
、
⑧
し
か
し
、
　
「
収
税
官
吏
の
前
記
検
査
権
は
右
検
査
章
の
携
帯
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刑法上の違法性と適法性

に
よ
っ
て
始
め
て
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
な
い
」
、
④
し
た
が
っ
て
、
　
「
相
手
方
が
何
等
検
査
章
の
呈
示
を
求
め
て
い
な
い
の
に
収
税
官
吏
に
お

い
て
偶
々
こ
れ
を
携
帯
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
直
ち
に
収
税
官
吏
の
検
査
行
為
を
そ
の
権
限
外
の
行
為
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
は
な

い
」
、
と
し
て
、
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
。
こ
れ
は
、
所
得
税
法
施
行
規
則
六
三
条
を
単
な
る
訓
示
規
定
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ロ

公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
点
で
、
従
来
の
有
罪
論
と
は
そ
の
理
論
構
成
を
異
に
し
て
い
る
と
い
え
る
し
、
収
税
官
吏
の
検
査
章
携
帯

義
務
違
反
か
ら
、
た
だ
ち
に
職
務
行
為
の
刑
法
上
の
要
保
護
性
が
な
い
と
は
し
な
い
で
、
こ
れ
を
相
手
方
の
検
査
章
呈
示
の
要
求
の
有
無
と
か

か
わ
ら
せ
て
い
る
点
で
、
動
態
的
考
察
方
法
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
こ
れ
に
つ
い
て
、
藤
木
教
授
は
、
　
「
こ
れ
は
、
職
務
の
要
保
護
性
に
関
し
、
形
式
的
要
件
違
反
の
場
合
に
は
、
相
手
方
の
異
議
申
立
の
有
無

に
よ
っ
て
判
断
し
よ
う
と
い
う
方
向
を
示
す
も
の
で
、
動
態
的
な
考
察
方
法
で
あ
り
、
現
行
憲
法
下
の
、
国
民
主
権
の
下
に
お
け
る
公
務
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ペ
レ

能
率
的
遂
行
の
要
請
と
少
数
者
の
異
議
権
の
保
障
と
の
調
和
点
と
し
て
適
切
な
基
準
を
示
し
た
も
の
」
と
し
て
、
評
価
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か

し
、
一
方
、
佐
伯
博
士
は
、
本
判
決
が
、
類
似
の
事
案
に
つ
い
て
訓
示
規
定
論
を
展
開
し
た
大
審
院
判
例
（
大
判
大
正
一
四
年
三
月
…
二
日
刑
集

四
巻
一
八
七
頁
、
大
判
大
正
一
四
年
五
月
七
目
刑
集
四
巻
二
七
六
頁
）
と
は
異
な
り
、
右
の
施
行
規
則
六
三
条
の
規
定
は
単
な
る
訓
示
規
定
で

は
な
い
と
し
た
点
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
　
「
ひ
と
た
び
検
査
章
携
帯
の
規
定
を
、
訓
示
規
定
で
な
い
と
し
た
以
上
は
、
そ
れ
に
違
反
し
た
不
携

帯
に
つ
い
て
、
相
手
方
か
ら
の
責
問
が
な
い
限
り
、
な
お
職
務
行
為
と
し
て
鍛
疵
な
ぎ
も
の
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
の
は
、
不
徹
底
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
不
携
帯
は
、
重
大
な
方
式
違
反
で
あ
っ
て
、
相
手
方
の
責
問
が
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
す
べ
き

で
は
な
い
か
。
更
に
、
ま
た
所
得
税
法
六
三
条
は
、
収
税
官
吏
に
対
し
て
、
い
か
に
も
検
査
の
抽
象
的
権
限
を
与
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
ロ

査
の
具
体
的
権
限
は
、
検
査
章
の
携
帯
に
よ
っ
て
始
め
て
生
ず
る
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
が
、
更
に
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、

批
判
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
本
判
決
は
、
①
単
な
る
訓
示
規
定
違
反
と
は
い
え
な
い
重
大
な
方
式
違
背
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
②

検
査
権
は
検
査
章
の
携
帯
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
賦
与
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
お
よ
び
⑧
検
査
章
の
不
携
帯
と
い
う
澱
疵
は
顕
在
化
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一29一



説論

　
②
　
　
「
対
内
的
対
外
的
法
律
関
係
」
の
考
え
方
　
こ
の
三
・
二
八
検
査
章
不
携
帯
事
件
最
高
裁
判
決
の
よ
う
に
、
法
令
上
重
大
な
方
式
遠
背

が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
刑
法
上
の
要
保
護
性
を
認
め
よ
う
と
す
る
方
向
は
、
か
た
ち
を
変
え
て
昭
和
四
八
年
の
五
・
二
五
春
闘
仙
台
駅
事
件

最
高
裁
判
決
（
刑
集
二
七
巻
五
号
二
一
五
頁
）
の
な
か
に
も
、
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
事
案
は
、
被
告
人
は
、
昭
和
三
九
年
の
春
闘
に
際
し
、
仙
台
駅
対
策
本
部
長
よ
り
、
本
件
当
目
午
前
六
時
か
ら
仙
台
駅
構
内
に
お
い
て
、
組

合
員
の
行
動
の
監
視
、
違
法
行
為
の
阻
止
お
よ
び
排
除
等
の
任
務
に
従
事
す
べ
き
こ
と
を
内
容
と
す
る
職
務
命
令
を
受
け
ビ
ラ
は
が
し
行
為
に

従
事
中
の
労
働
課
職
員
A
に
対
し
、
午
後
二
時
四
〇
分
頃
、
暴
行
を
加
え
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
一
審
判
決
は
、
傷
害

罪
の
ほ
か
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
た
が
、
原
判
決
は
、
こ
れ
を
破
棄
し
て
自
判
し
、
傷
害
罪
の
み
の
成
立
を
認
め
た
。
原
判
決
が
公

務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
認
め
な
か
っ
た
理
由
の
骨
子
は
、
右
A
に
つ
き
適
用
が
あ
る
と
解
す
べ
き
労
基
法
三
二
条
一
項
は
そ
の
本
質
上
強
行

規
定
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
違
反
す
る
行
為
は
た
と
い
労
働
者
の
同
意
な
い
し
承
諾
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
も
許
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ

る
か
ら
、
同
人
が
本
件
当
日
受
け
た
労
働
時
間
に
制
限
を
付
さ
な
い
趣
旨
で
の
職
務
命
令
の
う
ち
右
条
項
所
定
の
一
日
八
時
間
を
超
え
る
労
働

を
命
ず
る
部
分
は
、
同
人
の
こ
れ
に
対
す
る
同
意
な
い
し
承
諾
の
い
か
ん
に
か
か
わ
り
な
く
右
条
項
に
違
反
す
る
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
重
大

な
違
法
性
を
帯
び
る
命
令
を
も
っ
て
し
て
は
同
人
の
右
時
間
超
過
の
職
務
執
行
を
適
法
な
ら
し
め
る
具
体
的
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
は
で
き
ず

結
局
、
同
人
は
本
件
当
日
八
時
間
の
労
働
時
間
の
限
度
を
超
え
て
職
務
を
執
行
し
う
る
具
体
的
権
限
を
有
し
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、

同
人
は
本
件
当
日
六
時
か
ら
引
き
つ
づ
き
職
務
に
従
事
し
て
い
た
の
で
、
そ
の
労
働
時
間
は
午
後
二
時
を
も
っ
て
終
了
し
、
本
件
暴
行
の
加
え

ら
れ
た
同
日
午
後
二
時
四
〇
分
こ
ろ
に
は
す
で
に
職
務
執
行
の
具
体
的
権
限
を
有
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
の
時
点
に
お
け
る
同
人
の
職
務
執
行

は
適
法
性
を
欠
き
、
こ
れ
に
対
す
る
被
告
人
の
本
件
所
為
は
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
こ
の
五
・
二
五
判
決
は
、
　
「
右
命
令
が
同
人
に
対
し
、
前
記
の
職
務
に
従
事
す
べ
き
労
働
関
係
上
の
義
務
を
課
す
る
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
反
面
、
右
職
務
を
執
行
す
る
権
限
を
も
付
与
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
労
働
基
準
法

三
二
条
一
項
は
、
就
労
時
間
の
点
で
労
働
者
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
使
用
者
対
労
働
者
間
の
労
働
関
係
に
つ
い
て

一30一
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使
用
者
を
規
制
の
対
象
と
す
る
強
行
規
定
で
あ
る
が
、
右
の
目
的
と
関
わ
り
の
な
い
、
労
働
者
と
そ
の
職
務
執
行
の
相
手
方
そ
の
他
の
第
三
者

と
の
間
の
法
律
関
係
に
た
だ
ち
に
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
し
て
み
る
と
、
本
件
職
務
命
令
に
右
強
行
規
定
の
違
反
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
意
に
か
ん
が
み
、
そ
の
違
反
は
右
命
令
の
う
ち
前
記
A
に
対
し
て
就
労
を
拘
束
的
に
義
務
付
け
る
部
分
の
効
力
に

影
響
を
及
ぼ
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
職
務
執
行
の
権
限
を
付
与
す
る
性
質
の
部
分
に
つ
い
て
の
効
力
に
ま
で
消
長
を
き
た
す
べ
き
理
由
は
な
い

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
本
件
に
お
け
る
右
A
の
職
務
行
為
は
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
具
体
的
権
限
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
認
め
る
の
に
十
分
で
あ
る
」
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
て
自
判
し
、
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
を
も
認
め
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
使
用
者
対
労
働
者
間
の
、
い
わ
ぼ
対
内
的
な
就
労
を
拘
束
的
に
義
務
づ
け
る
労
働
関
係
と
、
労
働
者
と
第
三
者
と
の
間
の
、
い
わ

ば
対
外
的
な
職
務
を
執
行
す
る
権
限
を
付
与
す
る
法
律
関
係
と
を
区
別
し
、
両
者
は
た
が
い
に
独
自
性
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
部
分

の
効
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
強
行
規
定
違
反
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
違
法
性
は
後
者
の
部
分
の
効
力
に
ま
で
影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を

示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
本
判
決
は
、
法
令
上
の
重
大
な
毅
疵
が
あ
っ
て
も
、
権
限
付
与
規
定
違
反
が
な
い
か
ぎ
り
、

刑
法
上
の
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
で
、
前
掲
三
・
二
八
検
査
証
不
携
帯
事
件
判
決
と
同
じ
方
向
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る

が
、
さ
ら
に
対
内
的
対
外
的
法
律
関
係
の
考
え
方
を
と
っ
た
点
で
、
新
た
な
展
開
を
示
し
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
㊧
　
批
判
的
検
討

　
で
は
、
こ
の
よ
う
な
動
態
的
考
察
方
法
あ
る
い
は
対
内
的
対
外
的
法
律
関
係
の
考
え
方
を
と
っ
た
最
高
裁
判
決
の
方
向
は
、
ど
の
よ
う
に
評

価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
こ
こ
で
、
刑
法
上
の
適
法
性
な
い
し
要
保
護
性
の
考
え
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
再
検
討
し
て
み
る
必

要
が
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ッ
刑
法
旧
一
二
二
条
の
「
そ
の
職
務
の
適
法
な
執
行
に
際
し
て
」
と
か
、
新
一
コ
ニ
条
三
項
の
「
職
務
行
為
が
適
法
で
な

い
と
き
は
、
そ
の
行
為
は
本
条
に
よ
っ
て
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
っ
た
規
定
の
形
式
を
と
ら
ず
、
た
だ
「
職
務
ヲ
執
行
ス
ル
ニ
当
リ
」
と
規
定
す

る
に
と
ど
め
る
現
行
刑
法
九
五
条
一
項
の
も
と
で
も
、
そ
の
職
務
が
適
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
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説論

　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
の
適
法
性
は
、
法
令
上
の
適
法
性
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
得
）

か
ら
、
　
「
刑
法
上
」
の
適
法
性
な
い
し
要
保
護
性
も
ま
た
、
ド
イ
ッ
の
判
例
・
通
説
と
同
じ
よ
う
に
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
、
刑
法
上
の
適
法
性
の
要
件
と
し
て
は
、
通
常
、
①
そ
の
行
為
が
公
務
員
の
「
抽
象
的
（
一
般
的
）
職
務
権
限
」
に
属
す
る
こ
と
、

②
そ
の
行
為
が
公
務
員
の
「
具
体
的
権
限
」
内
に
あ
る
こ
と
（
具
体
的
職
務
行
為
の
法
律
上
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
）
、
③
職
務
行
為
の

有
効
要
件
で
あ
る
「
重
要
な
方
式
」
を
履
ん
で
い
る
こ
と
、
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
、
た
と
え
ば
、
①
執
行
官
は
強
制
執
行
を
す
る
権
限
を
有
し

く
裁
判
所
法
六
二
条
三
項
、
民
訴
五
三
一
条
）
、
鉄
道
公
安
職
員
は
日
本
国
有
鉄
道
の
列
車
、
停
車
場
そ
の
他
輸
送
に
直
接
必
要
な
鉄
道
施
設

内
の
場
所
に
か
ぎ
っ
て
捜
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
鉄
道
公
安
職
員
の
職
務
に
関
す
る
法
律
一
条
・
二
条
）
が
、
こ
の
よ
う
な
事
物
的
．
場

所
的
に
職
務
上
行
い
う
る
範
囲
（
抽
象
的
職
務
権
限
）
の
制
限
を
こ
え
て
な
す
行
為
は
、
そ
も
そ
も
職
務
の
執
行
と
さ
え
い
い
え
な
い
と
さ
れ
、

②
現
行
犯
逮
捕
を
な
す
に
は
、
刑
訴
二
二
一
条
の
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
を
要
し
、
執
行
官
が
強
制
執
行
を
な
す
に
あ
た
っ
て
は
債
権
者
の
委

任
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
（
民
訴
五
三
三
条
）
、
こ
の
よ
う
な
要
件
を
具
備
し
な
け
れ
ば
具
体
的
権
限
を
欠
く
と
さ
れ
、
③
公
判
廷
外
に
お

け
る
差
押
え
ま
た
は
捜
索
は
、
裁
判
所
の
発
す
る
差
押
状
ま
た
は
捜
索
状
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
ず
（
刑
訴
一
〇
六
条
）
、
そ
の
執
行
を
な
す
に
は

処
分
を
受
け
る
者
に
こ
れ
を
提
示
し
（
同
法
三
〇
条
）
、
か
つ
一
定
の
者
を
立
ち
合
わ
せ
る
こ
と
を
要
す
る
（
同
法
一
二
二
条
以
下
）
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

こ
の
よ
う
な
手
続
を
履
践
し
な
け
れ
ば
原
則
と
し
て
重
大
な
方
式
違
背
と
な
る
と
さ
れ
る
。

　
な
お
、
適
法
性
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ッ
で
も
、
①
公
務
員
は
、
事
物
的
（
鍔
畠
葎
ぽ
）
、
場
所
的
に
（
警
象
畠
）
権
限
が
あ
る
こ

と
、
②
本
質
的
な
形
式
（
譲
。
・
・
窪
注
9
。
閨
驚
邑
8
穿
α
け
窪
）
を
遵
守
す
る
こ
と
、
⑧
裁
量
（
守
β
霧
窪
）
に
任
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
そ

の
裁
量
を
義
務
に
適
合
さ
せ
て
（
鳳
一
一
3
茜
。
9
臨
）
行
使
す
る
こ
と
（
義
務
に
適
合
し
た
吟
味
の
結
果
が
客
観
的
に
誤
っ
て
い
る
か
ど
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ほ
ゾ

は
、
職
務
行
為
の
適
法
性
と
は
関
係
が
な
い
）
、
の
三
つ
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前
述
の
要
件
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
と
い
え
よ

う
。

　
さ
ら
に
、
刑
法
上
の
適
法
性
の
「
判
断
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
①
裁
判
所
が
法
令
を
解
釈
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
す
る
「
客
観
説
」
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②
当
該
公
務
員
が
適
法
と
信
じ
て
な
し
た
行
為
で
あ
れ
ば
適
法
と
解
し
て
よ
い
と
す
る
「
主
観
説
」
、
⑧
一
般
人
の
見
解
を
標
準
と
し
、
一
般

人
の
見
解
に
お
い
て
い
ち
お
う
公
務
員
の
職
務
執
行
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
適
法
と
解
し
て
よ
い
と
す
る
「
折
衷
説
」
が
あ
る
が
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
レ

般
に
は
、
主
観
説
は
、
　
「
公
務
員
の
信
念
に
よ
っ
て
、
違
法
な
職
務
執
行
が
適
法
な
職
務
執
行
に
転
化
す
る
わ
け
は
な
い
」
か
ら
、
こ
れ
を
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

持
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
と
さ
れ
、
折
衷
説
は
、
何
を
も
っ
て
「
一
般
人
」
と
す
る
か
が
明
ら
か
で
な
く
、
基
準
の
明
確
性
を
欠
く
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ヲ

結
局
、
客
観
説
が
妥
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
客
観
説
と
い
っ
て
も
、
　
「
適
法
・
合
法
は
行
為
当
時
の
状
況
に
も
と
づ
い
て
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
レ

観
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
事
後
的
な
純
客
観
的
な
判
断
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
ゆ
る
や
か
な
客
観
説
）
。

　
そ
こ
で
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
通
説
に
ょ
れ
ば
、
①
抽
象
的
職
務
権
限
を
欠
く
行
為
に
つ
い
て
は
、
刑
法
上
の
適
法
性
を
論
ず
る
余
地
が
な

い
か
ら
、
そ
の
存
否
の
判
断
は
、
純
客
観
的
な
事
後
的
判
断
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
、
②
純
客
観
的
な
事
後
的
判
断
に
よ
っ
て
軽
微
な
方
式
違

背
に
す
ぎ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
つ
ね
に
刑
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
る
、
③
逮
捕
状
に
よ
る
逮
捕
の
場
合
の
「
罪
を
犯
し
た
こ
と

を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
」
　
（
刑
訴
一
九
九
条
一
項
）
の
よ
う
に
、
具
体
的
権
限
を
付
与
す
る
要
件
事
実
が
「
嫌
疑
」
で
あ
る
場
合
、
あ

る
い
は
準
現
行
犯
人
の
逮
捕
の
場
合
の
「
罪
を
行
い
終
っ
て
か
ら
間
が
な
い
と
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
と
き
」
（
同
法
二
二
一
条
項
）
の
よ
う

に
、
具
体
的
権
限
を
付
与
す
る
要
件
事
実
に
「
裁
量
の
余
地
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
真
犯
人
あ
る
い
は
現
行
犯
人
と
誤
認
し
た
と
し
て
も
（
事

後
的
に
客
観
的
事
実
に
一
致
し
な
く
て
も
）
、
行
為
当
時
誤
認
す
る
よ
う
な
客
観
的
状
況
が
存
在
し
た
と
認
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
職
務
行
為
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぼ
レ

刑
法
上
の
保
護
の
対
象
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
問
題
は
、
①
事
後
的
に
根
拠
法
令
上
の
違
反
ま
た
は
重
要
な
方
式
違
背
が
認
め
ら
れ
る
が
、
行
為
当
時
公
務
員
が
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た

か
、
許
さ
れ
る
と
誤
解
し
て
い
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
刑
訴
二
〇
一
条
二
項
七
三
条
三
項
に
よ
る
逮
捕
状
の
緊
急
執
行
に
際
し
て
、
た
ん
に
罪

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

名
と
令
状
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
旨
を
告
げ
れ
ば
足
り
る
と
誤
解
し
た
場
合
）
、
②
事
後
的
に
重
要
な
方
式
違
背
が
認
め
ら
れ
る
が
、
行
為
当
時

相
手
が
責
問
し
な
か
っ
た
た
め
こ
れ
が
顕
在
化
し
な
か
っ
た
場
合
（
た
と
え
ば
、
前
掲
検
査
章
不
携
帯
事
件
）
、
⑧
職
務
担
当
公
務
員
（
下
命

者
）
と
職
務
執
行
公
務
員
（
受
命
者
）
と
を
異
に
し
、
前
者
の
職
務
命
令
が
重
大
な
違
法
性
を
帯
有
す
る
場
合
（
た
と
え
ば
、
前
掲
春
闘
仙
台
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駅
事
件
）
で
あ
る
。

　
こ
の
点
、
ド
イ
ッ
で
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
執
行
公
務
員
の
法
律
の
錯
誤
は
非
難
し
え
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
（
事
実
の
錯
誤
は
非
難
し
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
レ

る
場
合
に
の
み
）
、
客
観
的
に
違
法
な
職
務
行
為
を
刑
法
上
適
法
に
し
え
な
い
、
と
い
わ
れ
、
②
に
つ
い
て
は
、
上
級
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
執

行
行
為
を
な
す
警
察
官
は
、
上
司
の
命
令
の
適
法
性
を
吟
味
す
る
権
限
も
義
務
も
な
い
か
ら
、
抽
象
的
職
務
権
限
を
有
す
る
上
司
か
ら
与
え
ら

れ
た
一
見
し
て
違
法
で
あ
る
こ
と
が
明
白
と
は
い
え
な
い
命
令
を
、
「
適
法
で
あ
る
と
信
じ
て
」
法
的
形
式
を
履
ん
で
執
行
し
た
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

た
と
い
事
後
的
な
審
査
で
上
司
が
事
実
を
誤
認
し
た
こ
と
が
分
っ
た
と
き
で
も
、
そ
の
行
為
は
適
法
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
公
法
と
ま
っ
た
く
切
り
離
さ
れ
た
刑
法
上
の
適
法
性
概
念
は
支
持
で
き
な
い
、
む
し
ろ
、
公
法
上
の
原
則
に

し
た
が
っ
て
、
執
行
行
為
の
拘
束
性
（
く
R
獣
巳
ま
算
。
5
に
着
眼
す
べ
き
で
あ
り
、
執
行
行
為
は
、
公
法
上
拘
束
的
で
あ
れ
ば
刑
法
上
適

法
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
市
民
は
無
効
な
国
家
行
為
に
対
し
て
だ
け
適
法
な
反
抗
が
で
き
る
、
し
た
が
っ
て
、
職
務
行
為
が
「
重
大
か
つ
法
律

の
素
人
に
も
明
白
な
毅
疵
」
を
帯
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ

れ
に
よ
れ
ば
、
執
行
公
務
員
の
錯
誤
が
事
実
の
錯
誤
で
あ
る
か
法
律
の
錯
誤
で
あ
る
か
は
重
要
で
は
な
く
、
ま
た
、
市
民
と
執
行
公
務
員
と
の

外
部
関
係
と
上
司
と
部
下
と
の
内
部
関
係
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
前
者
の
外
部
関
係
だ
け
が
客
観
的
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　
　
（
別
）

な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
①
～
③
の
事
例
は
、
い
ず
れ
も
明
白
な
最
疵
と
は
い
え
な
い
と
し
て
、
刑
法
上
の
適
法

性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ

　
と
こ
ろ
で
、
公
法
上
の
「
有
効
性
」
と
刑
法
上
の
「
適
法
性
」
と
を
同
視
し
よ
う
と
す
る
見
解
は
、
わ
が
国
で
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
レ

し
、
そ
れ
は
、
執
行
行
為
が
当
然
に
無
効
の
と
き
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
刑
法
上
も
違
法
で
あ
る
と

い
う
か
ぎ
り
で
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
行
政
行
為
の
公
定
力
と
刑
法
上
の
適
法
性
と
を
同
視
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
妥
当

と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
り
わ
け
、
現
行
刑
法
が
、
ド
イ
ッ
刑
法
新
二
三
条
四
項
の
よ
う
な
職
務
行
為
の
適
法
性
の
錯
誤
に
つ
き
刑
罰
の
減

免
・
阻
却
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
こ
と
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
動
態
的
考
察
方
法
あ
る
い
は
対
内
対
外
的
法
律
関
係
の
考
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刑法上の違法性と適法性

え
方
を
と
っ
た
最
高
裁
判
例
は
、
こ
の
「
重
大
か
つ
法
律
の
素
人
に
も
明
白
な
毅
疵
」
の
考
え
方
の
方
向
を
示
し
て
い
る
か
に
み
え
る
。

（
1
）
井
上
・
刑
法
学
各
則
九
一
－
三
頁
、
平
野
「
窃
盗
罪
の
被
害
法
益
」
判
例
演
習
刑
法
各
論
一
九
一
頁
、
小
野
「
自
己
の
財
物
に
つ
い
て
、
窃
盗
罪
は
ど

　
う
い
う
条
件
の
下
に
成
立
す
る
か
」
警
察
研
究
三
三
巻
一
号
一
一
一
頁
、
藤
木
・
刑
法
各
論
三
八
頁
。
も
っ
と
も
、
民
法
上
の
「
占
有
権
」
は
事
実
的
な

　
占
有
の
状
態
を
権
利
と
し
て
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
点
か
ら
す
れ
ぼ
、
判
例
は
、
民
法
上
の
要
保
護
性
と
刑
法
上
の
要
保
護
性
と
を
一
致
さ
せ
る
方
向
を

　
示
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
（
牧
野
・
刑
法
各
論
（
下
）
五
九
四
頁
参
照
）
。

（
2
）
井
上
・
前
掲
書
九
三
頁
、
牧
野
・
前
掲
書
五
九
一
－
五
頁
。

（
3
）
佐
伯
「
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
」
判
例
演
習
刑
法
各
論
七
頁
。

（
4
）
藤
木
「
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
の
適
法
性
」
法
曹
時
報
二
四
巻
七
号
二
一
二
三
頁
。

（
5
）
佐
伯
・
前
掲
判
例
演
習
一
二
頁
。

（
6
）
佐
伯
・
同
参
照
。

（
7
）
江
藤
「
労
働
基
準
法
所
定
の
労
働
時
間
の
制
限
を
超
え
る
公
務
の
執
行
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
一
号
八
O
頁
以
下
、
同
・
続
刑

　
法
判
例
百
選
三
〇
頁
以
下
、
参
照
。

（
8
）
荘
子
教
授
は
、
吉
川
教
授
が
適
法
性
必
要
説
に
対
す
る
「
有
力
な
反
対
説
」
と
し
て
小
野
説
（
刑
法
講
義
各
論
二
〇
頁
）
を
あ
げ
て
い
る
こ
と
（
「
公

　
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
」
総
合
判
例
研
究
叢
書
刑
法
㈲
八
一
頁
）
に
つ
い
て
、
「
し
か
し
、
『
適
法
性
』
と
い
う
概
念
を
公
務
執
行
妨
害
罪
と

　
し
て
保
護
す
る
に
足
り
る
性
格
と
し
て
考
え
れ
ば
、
こ
の
『
適
法
性
』
の
存
否
に
つ
い
て
は
、
全
く
対
立
が
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
小
野
博
士
の
所

　
説
で
も
…
…
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
『
適
法
性
』
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
て
い
る
（
「
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務

　
行
為
の
適
法
性
」
木
村
博
士
還
暦
論
文
集
刑
事
法
学
の
基
本
問
題
（
下
）
七
八
八
－
九
頁
。
な
お
、
七
九
〇
頁
注
一
七
参
照
）
。

（
9
）
藤
木
・
前
掲
論
文
一
二
〇
九
頁
。
そ
の
ほ
か
、
団
藤
・
刑
法
網
要
各
論
四
五
頁
等
参
照
。

（
1
0
）
職
務
行
為
の
適
法
性
は
、
ド
イ
ッ
で
は
、
特
別
の
刑
法
上
の
要
件
に
し
た
が
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
っ
て
、
行
政
法
上
の
原
則
は
標
準
と
は

　
な
ら
な
い
（
ω
o
匹
口
犀
Φ
あ
o
げ
＆
q
o
♪
ω
嘗
鉱
α
q
Φ
器
訂
び
言
ザ
（
囚
o
旨
目
①
旨
胃
y
一
〇
。
●
》
亀
ど
這
刈
伊
oo
ヒ
鯨
）
と
い
わ
れ
、
ま
た
、
こ
の
刑
法
上
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の
適
法
性
の
概
念
は
、
行
政
法
上
の
適
法
性
概
念
に
対
し
て
、
二
三
条
の
刑
事
政
策
的
意
義
を
考
慮
し
て
、
判
例
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
も
の
で

　
あ
っ
て
、
原
則
と
し
て
、
形
式
的
適
法
性
だ
け
を
問
題
と
し
、
実
質
的
な
正
当
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
　
（
U
お
富
♪
聾
轟
赫
＄
9
さ
q
o
ダ

　
ω
ω
。
》
岳
ご
お
鳶
｝
ω
6
9
）
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
刑
法
上
の
適
法
性
概
念
（
2
轟
貯
8
辟
顕
畠
R
閃
9
耳
目
農
蒔
ぎ
溶
害
謁
ユ
諏
）
を
と
っ
た

　
最
近
の
判
例
と
し
て
、
O
ピ
O
凶
銭
笏
旨
ザ
9
d
暮
。
o
。
●
o
。
●
一
零
♪
2
一
ゑ
一
S
♪
曽
合
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
最
近
で
も
、
刑
法
上
の
適
法
性
概

　
念
を
否
定
す
る
見
解
が
、
マ
イ
ヤ
！
（
崔
o
岩
♪
U
R
閃
譜
ユ
庸
山
R
国
①
o
騨
目
農
蒔
竃
詳
q
R
》
旨
け
器
ρ
怨
ビ
罐
挫
ρ
α
＄
惚
誌
》
富
・

　
ω
ω
幹
O
切
｝
ワ
q
ミ
ご
刈
㌣
同
o
o
蒔
α
）
や
ワ
ー
グ
ナ
ー
（
ミ
帥
鵬
け
Φ
び
U
富
幻
Φ
o
ゲ
歴
目
鋤
ゆ
蒔
犀
Φ
詳
α
Φ
婦
》
旨
諺
鈴
β
ω
帥
び
瓢
β
鵬
｝
｝
q
ω
ご
刈
黛
ω
b
蒔
）
等
に

　
ょ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
、
法
令
上
の
軽
微
な
蝦
疵
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
刑
法
上
も
違
法
で
あ
っ
て
保
護
さ
れ
な
い
、
と
い
う
の
で
は

　
な
く
、
違
法
で
は
あ
る
が
拘
東
的
な
　
（
器
畠
諺
＆
警
蒔
煮
霞
霞
”
巳
一
畠
）
　
執
行
行
為
は
、
一
律
に
、
刑
法
一
二
二
条
三
項
の
意
味
に
お
け
る
適
法
な

　
（
3
0
簿
目
農
蒔
）
職
務
行
為
と
み
な
す
べ
き
で
あ
る
（
寓
亀
①
♪
僧
ρ
ρ
｝
ω
」
o
。
＆
）
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
法
と
公
法
と
の
調
和
を
は
か
ろ

　
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
1
）
吉
川
「
公
務
執
行
妨
害
罪
の
問
題
点
」
刑
法
講
座
五
巻
六
八
ー
九
頁
。

（
12
）
ω
畠
α
艮
o
－
ω
。
年
ま
o
♪
帥
・
帥
●
O
こ
ω
．
露
昼
＜
α
Q
一
・
冴
き
F
U
器
ω
零
鉱
α
q
①
ω
①
欝
言
畠
賄
母
量
の
U
o
暮
ω
畠
①
幻
Φ
一
。
F
一
。
。
●
卜
鼠
一
4

　
一
㊤
ω
ご
ω
る
oo
O
抄

（
1
3
）
滝
川
・
刑
法
各
論
二
六
七
頁
。

（
餌
）
伊
達
「
公
務
執
行
妨
害
罪
」
刑
事
法
講
座
四
巻
六
七
五
ー
六
頁
参
照
。

（
15
）
吉
川
・
前
掲
論
文
七
〇
頁
。

（
拾
）
団
藤
・
前
掲
書
四
五
頁
。
な
お
、
大
塚
・
注
釈
刑
法
四
八
八
頁
。

（
17
）
現
行
犯
人
逮
捕
に
つ
き
、
通
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
中
山
「
公
務
執
行
妨
害
罪
に
お
け
る
職
務
行
為
の
適
法
性
」
法
学
教
室
二
号
四
六
頁
参
照
。

　
な
お
、
荘
子
・
前
掲
論
文
八
〇
五
頁
参
照
。

（
侶
）
福
岡
高
判
昭
和
二
七
年
一
月
一
九
日
刑
集
五
巻
一
号
一
二
頁
参
照
。
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（
19
）
ω
。
ま
旨
。
あ
。
ぼ
ま
。
♪
鋤
●
帥
●
9
ω
●
§
。
＜
的
一
。
蓄
α
q
β
①
が
ρ
斜
P
ω
』
罧
●

（
2
0
）
＜
。
q
一
●
男
。
g
。
ぎ
u
R
巨
写
憲
ω
畠
①
劇
①
｛
①
匡
ω
Φ
目
鳳
蹄
α
q
Φ
ひ
呂
毛
一
。
謡
。。
。
㌍
ミ
譜
昌
①
が

（
2
1
）
箒
旨
ツ
ρ
ρ
P
ω
」
。
。
野
＜
σ
q
一
。
ぎ
。
q
昌
①
ツ
韓
。
”
●
P
ω
．
§
搾

（
22
）
谷
口
「
公
務
の
執
行
に
対
す
る
反
抗
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
六
号
三
〇
1
四
頁
。

（
2
3
）
団
藤
・
前
掲
書
四
五
頁
。

ρ
90
●
O
こ
ω
。
認
臼

四
　
ま
　
と
　
め

刑法上の違法性と適法性

　
最
高
裁
の
二
つ
の
方
向
、
す
な
わ
ち
刑
法
上
の
違
法
性
に
対
す
る
消
極
的
な
方
向
と
刑
法
上
の
適
法
性
に
対
す
る
積
極
的
な
方
向
と
は
、
一

見
、
違
法
性
の
相
対
性
を
一
方
で
否
定
し
、
他
方
で
肯
定
す
る
よ
う
に
み
え
る
か
ぎ
り
で
、
矛
盾
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
以
上

の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
刑
法
の
謙
抑
主
義
の
後
退
と
刑
法
上
の
要
保
護
性
の
強
化
と
し
て
と
ら
え
る
か
ぎ
り
、
両
者
は
ま
っ
た
く
共

通
し
た
方
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
第
一
に
、
刑
法
上
の
違
法
性
、
す
な
わ
ち
広
義
の
可
罰
的
違
法
性
に
つ
い
て
、
　
「
刑
罰
に
適
す
る
違
法
」
な
い
し
「
刑
法
的
違

法
」
の
意
味
を
排
除
し
、
こ
れ
を
「
刑
罰
を
科
す
る
に
値
す
る
程
度
の
違
法
」
の
意
味
に
と
ど
め
る
こ
と
は
、
違
法
概
念
の
抽
象
化
．
形
式
化

を
も
た
ら
す
だ
け
で
な
く
、
か
え
っ
て
処
罰
の
範
囲
を
不
明
確
に
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
第
二
に
、
刑
法
上
の
適
法
性
に
つ
い
て
、

動
態
的
考
察
方
法
を
と
る
こ
と
じ
た
い
は
評
価
で
き
る
に
し
て
も
、
法
令
上
の
重
大
な
違
法
性
を
帯
有
す
る
場
合
に
つ
い
て
ま
で
、
動
態
的
考

察
方
法
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
の
範
囲
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
反
省
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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