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一
、
絶
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a
、
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理
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b
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罪
理
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二
、
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義
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判

　
　
a
、
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論

　
b
、
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別
予
防
理
論
（
以
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二
、
刑
罰
の
有
意
義
性
と
無
意
義
性

五
、
刑
罰
の
意
義

　
　
A
、
処
罰
を
行
う
共
同
体
に
と
っ
て
の
罰
す
る
こ
と
の
意
義

　
意
義
と
い
う
も
の
は
つ
ね
に
あ
る
者
に
と
っ
て
の
意
義
で
あ
る
か
ら
、
国
家
が
処
罰
す
る
こ
と
に
果
し
て
意
義
は
あ
る
の
か
と
い
う
最
も
普

遍
的
な
間
い
は
、
そ
の
意
義
を
享
受
し
う
る
よ
う
な
あ
る
集
合
的
主
体
を
仮
定
し
た
と
き
に
の
み
正
し
く
提
起
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
集
合

的
主
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
た
だ
一
つ
、
処
罰
を
行
う
共
同
体
自
身
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
現
代
の
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
語
文
化
圏
の
精

神
状
況
の
徴
候
を
帯
ぴ
た
共
同
体
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
般
的
に
刑
罰
の
意
義
を
間
う
こ
と
は
、
個
人
の
直
接
の
意
義
体
験
を
対
象
と
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
解

答
を
得
る
た
め
に
は
徹
底
的
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
処
罰
す
る
こ
と
の
あ
ら
ゆ
る
側
面
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
り
、
同

時
に
、
意
義
と
は
外
か
ら
の
体
験
の
意
義
で
は
な
く
、
共
同
体
自
身
の
行
為
の
意
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
肝
に
命
じ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
に
は
、
意
義
概
念
の
本
質
を
成
す
あ
ら
ゆ
る
要
素
か
ら
い
っ
て
、
国
家
が
罰
す
る
と
い
う
行
為
の
道
徳
的
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る

と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
為
に
意
義
が
み
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
客
観
的
価
値
、
こ
の
場
合
は
つ
ま
り
道
徳
的
価
値
が
実
現
さ
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れ
る
場
合
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
処
罰
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は

刑
罰
に
対
し
て
責
任
を
負
い
う
る
か
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
最
も
普
遍
的
意
義
へ
の
間
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、

そ
れ
は
言
う
ま
で
も
な
く
前
述
の
想
定
さ
れ
た
集
合
的
主
体
に
と
っ
て
の
意
義
ば
か
り
か
、
国
家
の
刑
罰
全
体
に
つ
い
て
熟
考
し
、
そ
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
価
値
と
同
じ
価
値
を
体
験
す
る
す
べ
て
の
者
に
と
っ
て
も
体
験
可
能
な
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
答
え
は
、
伝
統
的
な
刑
罰
理
論
の
中
に
既
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
理
論
を
検
討
し
、
そ
の
上
に

立
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
考
察
を
押
し
進
め
よ
う
。

　
　
一
　
刑
罰
理
論
批
判

　
　
　
一
　
絶
対
主
義
批
判

　
　
　
　
⑥
　
正
義
理
論

　
刑
罰
概
念
の
解
明
か
ら
だ
け
で
も
、
「
応
報
主
義
理
論
」
、
「
応
報
思
想
」
、
「
応
報
刑
主
義
」
と
い
う
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
る
表
現
は
、
こ
れ

を
た
だ
刑
罰
は
「
応
報
目
的
」
を
持
つ
と
い
う
意
味
に
の
み
理
解
す
る
な
ら
、
何
ら
の
実
り
も
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
刑
罰
は
概

念
か
ら
判
断
す
る
と
ど
の
み
ち
応
報
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
う
考
え
て
こ
そ
、
何
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は

刑
罰
と
い
う
形
で
害
悪
に
害
悪
で
報
い
る
の
か
を
間
う
て
は
じ
め
て
、
そ
の
問
い
は
理
に
か
な
っ
た
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
「
応

報
主
義
理
論
」
は
通
例
正
し
い
応
報
の
理
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
が
処
罰
す
る
の
は
正
義
の
た
め
だ
と
い
う
こ
と

を
も
意
味
し
て
い
る
。
要
す
る
に
こ
の
理
論
は
、
応
報
主
義
理
論
と
い
う
よ
り
「
正
義
理
論
」
と
い
っ
た
方
が
よ
い
の
で
あ
る
。
刑
罰
は
正
義

の
た
め
に
奉
仕
し
、
こ
の
世
に
正
義
を
産
み
出
す
と
い
う
の
が
こ
の
理
論
の
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
そ
れ
は
目
的
の
如
何
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
絶
対
的
」
刑
罰
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
無

条
件
の
道
徳
的
価
値
が
実
現
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
こ
の
場
合
、
「
責
任
は
等
し
く
負
う
べ
き
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
そ
の
者
の
行
為
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に
相
応
し
い
も
の
を
す
べ
て
の
者
に
加
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
あ
る
種
の
刑
罰
の
目
的
が
間
題
と
さ
れ
て
い

て
も
、
こ
の
理
論
の
「
絶
対
性
」
は
何
一
つ
変
わ
り
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
例
え
ば
貧
困
者
の
救
済
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
慈
悲

の
た
め
に
な
さ
れ
る
と
か
、
こ
の
世
に
は
慈
悲
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
言
っ
て
み
て
も
、
慈
悲
の
（
絶
対
的
）
道
徳
的
価
値
が
（
相
対
的
）

目
的
を
表
わ
し
は
し
な
い
よ
う
に
、
刑
罰
は
正
義
の
た
め
に
科
さ
れ
る
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
刑
罰
は
目
的
に
奉
仕
す
る
と
は
見
な
さ
れ

な
い
。
正
義
は
、
慈
悲
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
無
条
件
に
わ
れ
わ
れ
を
義
務
づ
け
て
い
る
道
徳
的
価
値
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
概
念
は
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
行
為
を
決
意
す
る
と
こ
ろ
の
、
価
値
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
つ
ま
り
刑
罰
の
意
義
は
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
平
均
的
正
義
（
冒
ω
埣
壁
8
ヨ
ヨ
昇
呂
奉
）
（
刑
罰
と

い
う
害
悪
に
よ
っ
て
犯
罪
は
再
ぴ
等
し
く
均
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
）
を
実
現
す
る
こ
と
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、

何
世
紀
も
の
時
の
流
れ
の
中
で
、
刑
罰
が
多
く
の
犯
罪
を
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
平
均
化
し
た
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
一
八
世
紀

に
は
ま
だ
死
刑
が
科
せ
ら
れ
て
い
た
重
大
な
窃
盗
も
、
今
日
で
は
一
般
に
自
由
刑
で
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
上
、
例
を
あ
げ
る
こ
と

も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
実
は
正
義
理
論
と
矛
盾
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
正
義
は
あ
ら
ゆ
る
時
代
を
通
じ
て
の
絶
対
的
な
根
本
基
準
を

与
え
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
少
な
く
と
も
世
俗
的
正
義
の
観
念
は
そ
う
い
う
も
の
を
与
え
は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
歴
史
上
の
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
が
正
し
い
と
見
な
す
も
の
が
、
そ
の
時
代
に
と
っ
て
正
し
い
の
で
あ
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
上
記
「
法
学
論
集
」
第
二
六
巻
一

号
一
七
〇
頁
の
へ
ー
ゲ
ル
の
見
解
を
参
照
の
こ
と
）
。

　
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
当
に
正
義
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
処
罰
す
る
の
か
と
い
う
間
い
は
、
依
然
と
し
て
残
る
。
こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
、

慈
悲
を
か
け
る
こ
と
、
真
実
を
述
べ
る
こ
と
、
誠
実
で
あ
る
こ
と
、
信
頼
す
る
こ
と
等
の
、
他
の
道
徳
的
要
請
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
直
接
個
人
に
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
い
う
刑
罰
は
国
家
的
共
同

体
の
使
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
個
人
が
、
児
童
や
青
少
年
の
教
育
者
と
し
て
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
、
処
罰
は
明
ら
か

に
正
義
の
た
め
に
行
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
教
育
と
い
う
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
真
の
教
育
者
な
ら
誰
で
も
、
罰
し
な
い
で
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許
す
か
、
あ
る
い
は
ま
た
過
ち
を
全
く
無
視
す
る
場
合
に
、
時
と
し
て
そ
の
目
的
に
ず
っ
と
早
く
近
づ
け
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
犯
罪
の
告
発
に
よ
っ
て
、
証
人
と
し
て
の
供
述
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
裁
判
官
と
し
て
の
関
与
に
よ
っ
て
等
の
、
国
家
の
刑
罰
に

寄
与
す
る
場
合
に
起
こ
り
う
る
個
人
の
義
務
は
、
刑
罰
が
あ
ら
か
じ
め
共
同
体
の
任
務
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
は
じ
め
て
間
題
と

な
り
う
る
。

　
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
ー
こ
れ
こ
そ
が
間
題
で
あ
る
が
1
正
義
の
た
め
に
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
こ
と
を
、
目
的
と
は
か
か
わ
り
な
く
国
家

と
い
う
共
同
体
の
任
務
だ
と
感
じ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
1
事
情
が
い
か
に
異
な
っ
て
い
て
も
ー
⊥
示
教
的
共
同
体
の
構
成
員
が
宗

教
上
の
基
礎
を
も
つ
一
定
の
義
務
の
履
行
を
目
的
に
と
ら
わ
れ
ず
に
必
要
な
も
の
と
感
じ
て
い
る
よ
う
に
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
そ
の
子
供
を
洗

礼
に
連
れ
て
行
く
こ
と
、
宗
教
上
の
結
婚
を
す
る
こ
と
等
を
義
務
と
感
じ
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
）
。
国
家
刑
罰
の
諸
現
象
を
ー
か
か
る

宗
教
上
の
諸
現
象
を
宗
教
的
価
値
の
観
点
か
ら
捉
え
る
場
合
と
同
じ
よ
う
に
無
条
件
に
1
国
家
は
刑
罰
と
い
う
形
で
正
義
を
実
現
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
命
令
の
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
正
義
と
い
う
価
値
の
実
現
に
対
す
る
人
間
の
不
完
全
さ
か
ら
の
み
生
ず
る
諸
々

の
制
約
は
、
む
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
ら
間
題
と
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
の
場
合
、
特
に
真
剣
に
受
け
と
め
る
必
要
の
あ
る
驚
く
ほ
ど

高
い
「
暗
数
」
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
暗
数
に
は
結
果
と
し
て
、
国
家
の
刑
罰
の
圧
倒
的
不
公
平
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
、
「
刑
罰
を
受
け
る
こ
と
は
ま
る
で
く
じ
に
当
た
る
よ
う
な
も
の
だ
」
と
言
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
処
罰
さ
れ
た
一
個
の
窃
盗
の
か

げ
に
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
二
十
個
の
窃
盗
が
、
処
罰
さ
れ
た
一
個
の
堕
胎
の
か
げ
に
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
百
個
も
し
く
は
そ
れ
以
上
の
堕
胎
が
、

処
罰
さ
れ
た
一
個
の
供
述
罪
の
か
げ
に
同
じ
く
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
彩
し
い
こ
の
種
の
偽
証
が
、
い
や
そ
れ
ば
か
り
か
、
処
罰
さ
れ
た
一
個
の

故
意
に
よ
る
殺
人
罪
の
か
げ
に
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
少
な
く
と
も
三
個
な
い
し
五
個
の
殺
人
罪
が
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
移
し
い
法
律
違
反
は
、
ま
っ
た
く
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
に
し
て
も
立
証
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
処
罰
さ
れ

ず
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
犯
罪
の
暗
数
が
人
間
の
認
識
の
不
完
全
さ
に
起
因
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
点
か
ら
生
ず
る
国
家
の
刑
罰
の
不
公

平
を
正
義
理
論
に
対
し
て
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
想
は
現
実
に
は
達
成
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
に
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も
か
か
わ
ら
ず
人
間
の
行
為
を
こ
の
よ
う
な
理
想
の
達
成
に
向
か
わ
し
め
る
こ
と
と
は
何
ら
矛
盾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
共

同
体
が
正
義
と
い
う
も
の
を
正
義
理
論
が
言
う
よ
う
に
真
摯
に
受
け
と
め
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
多
く
の
力
を
刑
事
訴
追
に
注
ぐ
べ
き
で
あ
り
、

よ
り
真
剣
な
犯
罪
捜
査
に
よ
っ
て
暗
数
を
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
考
え
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
典
に
は
ー
ド
イ
ツ
刑
法
典
だ
け
で
は
な
い

が
1
正
義
の
要
請
を
完
全
に
充
足
で
き
る
場
合
に
も
、
必
ず
し
も
そ
の
要
請
を
満
足
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
規
定
が
存

在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
で
は
、
た
と
え
ば
器
物
損
壊
、
窃
盗
、
故
殺
の
未
遂
犯
を
処
罰
す
る
が
、
軽
微
な
傷
害
、
不
法
監
禁
、
背

任
の
未
遂
犯
を
処
罰
し
な
い
。
過
失
傷
害
、
過
失
に
よ
る
偽
誓
は
処
罰
す
る
が
、
過
失
に
よ
る
器
物
損
壊
、
過
失
に
よ
る
宣
誓
し
な
い
で
す
る

供
述
は
処
罰
し
な
い
。

　
非
常
に
多
く
の
場
合
に
、
被
害
者
も
し
く
は
そ
の
他
の
権
利
者
の
告
訴
を
ー
ど
の
よ
う
な
理
由
で
あ
れ
ー
処
罰
条
件
と
し
て
い
る
（
侮

辱
、
誘
惑
、
器
物
損
壊
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
）
。
夫
婦
間
の
窃
盗
は
つ
ね
に
不
処
罰
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
夫
婦
間
の
詐
欺
、
背
任

は
、
被
害
者
の
告
訴
が
あ
れ
ば
処
罰
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
上
の
効
果
の
点
で
多
く
の
差
異
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
差
異
に
つ
い
て
法
律

の
専
門
家
は
、
確
か
に
大
抵
の
場
合
、
立
派
な
理
由
を
持
ち
出
す
術
を
心
得
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
断
じ
て
処
罰
が
正
義
に
も
と
づ
い
て

行
わ
れ
る
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
に
不
正
義
を
甘
受
せ
し
め
る
よ
う
な
理
由
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
そ
の
他
に
も
ま
た
、
し
ば
し
ば
処
罰
を
放
棄
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
の
者
の
行
為
に
相
応
し
い
も
の
」
を
す
べ
て
の
者
に

加
え
る
こ
と
を
放
棄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
で
も
非
常
に
頻
繁
に
、
（
同
様
の
こ
と
は
、
す
で
に
以
前
か
ら
外
国
で
も
見
う
け
ら
れ
る

が
）
一
九
五
三
年
以
来
、
（
た
と
え
ば
事
後
的
恩
赦
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
）
裁
判
所
の
判
決
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
最
初
の
う
ち

は
九
月
未
満
の
、
最
近
で
は
二
年
以
下
の
自
由
刑
の
執
行
が
、
保
護
観
察
の
た
め
に
延
期
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
か
に
正
義
に
か
な
っ
た

刑
が
科
せ
ら
れ
よ
う
と
も
、
刑
の
執
行
の
完
全
な
停
止
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
久
し
い
以
前
か
ら
、
公

訴
の
時
効
な
ら
ぴ
に
刑
の
時
効
の
制
度
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
行
の
ド
イ
ツ
刑
法
に
よ
れ
ば
、
窃
盗
に
よ
っ
て
た
と
え
多
く
の
金
銭
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や
財
物
を
入
手
し
て
も
、
犯
行
後
五
年
経
過
し
た
の
ち
に
そ
の
行
為
が
発
覚
し
、
そ
の
時
点
で
は
じ
め
て
訴
追
が
開
始
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
者

は
も
は
や
処
罰
さ
れ
な
い
。
ま
た
自
己
の
行
為
を
三
〇
年
間
、
被
害
者
の
自
殺
も
し
く
は
事
故
死
に
う
ま
く
偽
装
し
た
殺
人
犯
も
処
罰
さ
れ
な

い
。
そ
の
他
に
、
訴
訟
経
済
上
の
理
由
か
ら
あ
る
い
は
国
家
的
理
由
か
ら
、
刑
事
訴
訟
手
続
を
停
止
す
る
多
数
の
訴
訟
法
上
の
規
定
が
存
在
す

る
（
と
く
に
、
か
な
り
の
数
の
政
治
犯
の
場
合
に
。
す
な
わ
ち
「
訴
訟
手
続
を
遂
行
す
る
こ
と
が
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
と
っ
て
重
大
な
不
利

益
も
し
く
は
危
険
を
招
来
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
訴
追
が
そ
の
他
の
重
大
な
公
共
の
利
益
に
反
す
る
よ
う
な
場
合
」
が
そ
う
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第
一
五
三
条
C
）
。

　
最
後
に
な
お
わ
れ
わ
れ
は
、
き
わ
め
て
多
く
の
犯
罪
が
既
に
は
じ
め
か
ら
全
く
刑
罰
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。

確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
、
謀
殺
、
故
殺
、
強
盗
、
窃
盗
等
々
を
処
罰
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
世
の
悪
は
果
し
て
刑
法
典
が
規
定
す
る
犯
罪
の
中
に

だ
け
存
在
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
法
秩
序
の
内
部
に
お
い
て
さ
え
、
結
果
的
に
処
罰
さ
れ
な
い
多
く
の
法
律
違
反
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば

権
利
者
が
、
し
ば
し
ば
窃
盗
に
よ
る
よ
り
も
多
く
の
損
害
を
契
約
上
の
義
務
不
履
行
に
よ
っ
て
被
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

し
ば
し
ば
、
損
害
を
与
え
た
者
に
弁
償
の
手
段
が
欠
け
て
い
る
た
め
、
権
利
者
は
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
そ
の
損
害
を
弁
償
し
て
も
ら
え
な
い
場

合
す
ら
あ
る
）
。
そ
し
て
他
に
も
わ
れ
わ
れ
が
多
く
の
悪
や
破
廉
恥
を
全
く
処
罰
せ
ず
に
放
置
し
て
い
る
場
合
が
無
数
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ

の
た
め
に
命
を
落
す
よ
う
な
例
さ
え
も
あ
る
結
婚
生
活
や
家
庭
に
お
け
る
精
神
的
崩
壊
、
親
族
の
一
人
が
他
の
親
族
を
犠
牲
に
し
て
私
腹
を
肥

や
す
親
族
間
の
遺
産
横
領
な
ら
び
に
こ
れ
に
類
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
金
銭
上
の
利
己
主
義
、
友
人
間
の
裏
切
り
や
不
誠
実
、
生
徒
に
対
す
る

教
師
の
悪
意
、
試
験
官
の
不
正
、
公
務
員
の
官
職
売
買
－
国
家
の
刑
罰
に
お
い
て
こ
の
世
で
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
が
間
題
で
あ
る
な
ら
、

わ
れ
わ
れ
は
些
細
な
窃
盗
や
器
物
損
壊
を
処
罰
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
行
為
も
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

わ
れ
わ
れ
が
、
こ
の
よ
う
に
す
べ
て
を
処
罰
し
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
疑
間
を
発
し
た
だ
け
で
既
に
国
家
は
決
し
て
正
義
の
た

め
に
処
罰
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
到
底
こ
の
世
で
は
そ
の
者
の
行
為
に
相
応
し
い
も
の
が
す
べ
て
の
人
の
身
に
加
え
ら
れ
て
は
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
事
実
、
多
く
の
人
間
は
、
少
な
く
と
も
死
後
の
と
あ
る
世
界
に
は
人
間
の
不
完
全
さ
に
よ
っ
て
も
、
時
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訳翻

効
や
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
的
な
限
界
設
定
に
よ
っ
て
も
制
限
さ
れ
な
い
応
報
的
正
義
が
存
在
す
る
と
い
う
希
望
を
も
っ
て
み
ず
か
ら
を
慰

め
て
い
る
。

　
要
す
る
に
国
家
刑
罰
の
諸
現
象
は
、
わ
れ
わ
れ
が
正
義
の
た
め
に
処
罰
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
き
わ
め
て
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
立
法
者
や
裁
判
官
が
、
個
々
の
刑
事
判
決
に
お
け
る
実
定
法
上
の
刑
罰
の
確
定
や
法
定
刑
の
決
定
な
い
し
は
量
刑
に
お
い

て
、
正
義
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
厳
密
に
眺
め
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
で
す
ら
、

国
家
の
刑
罰
を
導
い
て
い
る
正
義
が
い
か
に
図
式
的
で
あ
る
か
が
分
か
る
。
現
実
に
等
し
い
重
さ
の
害
悪
で
等
し
い
重
さ
の
犯
罪
に
報
い
よ
う

と
す
れ
ば
、
刑
罰
は
お
そ
ら
く
、
そ
の
害
悪
が
罰
せ
ら
れ
る
者
に
と
っ
て
ど
れ
ほ
ど
の
重
み
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。
つ
ま
り
同
じ
自
由
刑
で
あ
っ
て
も
、
公
務
員
、
日
雇
い
労
務
者
、
幾
人
か
の
小
さ
な
子
供
の
い
る
母
親
、
若
い
未
婚
の
女
店
員
、
感

受
性
の
強
い
性
格
の
人
、
強
靱
な
性
格
の
人
、
粘
液
質
の
人
、
行
動
的
で
向
う
見
ず
の
人
等
々
に
よ
っ
て
、
害
悪
の
重
さ
は
同
じ
で
は
な
か
ろ

う
。
そ
し
て
、
罰
せ
ら
れ
る
者
の
資
産
に
応
じ
て
科
さ
れ
る
金
額
が
異
な
る
罰
金
刑
の
場
合
で
さ
え
、
裕
福
な
者
が
一
万
マ
ル
ク
を
失
う
こ
と

の
方
が
貧
し
い
者
が
一
〇
〇
マ
ル
ク
を
失
う
よ
り
も
痛
み
を
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
正
義
が
い
わ
ば
外
面
的
に
ま
ず
ま
ず

の
も
の
と
思
わ
れ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
き
わ
め
て
図
式
的
な
正
義
に
も
甘
ん
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
害
悪
と
し

て
科
し
て
い
る
も
の
は
一
般
に
害
悪
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
既
に
刑
罰
の
概
念
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
、
そ
の
他
の
不
正
義
は
多
く
の
場
合
ご
く
単
純
な
現
実
の
事
実
か
ら
し
て
避
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
二
五
歳
の
殺

人
犯
に
と
っ
て
の
終
身
監
禁
は
、
七
五
歳
の
殺
人
犯
に
と
っ
て
の
終
身
監
禁
よ
り
も
は
る
か
に
永
く
続
く
と
い
う
不
正
義
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
国
家
の
刑
罰
を
正
義
の
た
め
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
行
為
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

わ
れ
わ
れ
が
刑
罰
の
実
際
に
お
い
て
遭
遇
す
る
、
そ
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
場
合
に
も
し
ば
し
ば
修
正
し
よ
う
と
し
な
い
諸
現
象
は
、
刑
罰

を
絶
対
的
に
理
解
す
る
す
べ
て
の
正
義
理
論
に
矛
盾
す
る
。
間
題
は
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
理
論
が
ー
い
ず
れ
に
し
て
も
他
な
ら
ぬ
ド
イ

ツ
刑
法
理
論
に
お
い
て
1
広
く
是
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
理
由
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
ド
イ
ツ
人
は
、
お
そ
ら
く
物
事
を
理
想
化
す
る
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情
熱
に
対
し
て
並
並
な
ら
ぬ
素
質
を
持
っ
て
お
り
、
ま
た
正
義
は
、
明
ら
か
に
そ
の
情
熱
に
お
い
て
第
一
の
席
を
占
め
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

（
「
正
義
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
人
の
特
質
で
あ
り
、
幻
影
で
あ
る
」
と
ゲ
ー
テ
は
言
っ
て
い
る
が
、
謂
れ
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
）
。
理
論
と
体
系

が
な
お
役
に
た
つ
な
ら
、
カ
ン
ト
や
へ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
の
よ
う
に
人
を
納
得
さ
せ
時
代
を
越
え
て
真
理
で
あ
る
言
葉
の
数
か
ず
が
今
日
も
ま
だ

見
い
出
さ
れ
る
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
甘
ん
じ
て
諸
現
象
の
と
ら
わ
れ
な
い
考
察
を
放
棄
す
る
。
1
そ
れ
に
加
う
る
に
、
正
義
の
追
求
が
事
柄

の
性
質
か
ら
し
て
あ
ら
ゆ
る
法
の
適
用
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
つ
ま
り
法
規
の
解
釈
か
ら
個
々
の
量
刑
ま
で
責
任
あ
る

者
た
ち
を
導
く
も
の
は
他
な
ら
ぬ
正
義
の
理
念
で
あ
り
、
そ
し
て
個
々
の
刑
事
訴
訟
手
続
き
の
結
果
に
正
義
が
感
じ
ら
れ
る
と
、
は
じ
め
て
世

間
一
般
は
満
足
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
は
裁
判
官
を
、
そ
し
て
裁
判
官
は
自
分
自
身
を
ー
よ
り
大
き
な
尊
厳
を
意
識
し
て
、
場

合
に
よ
っ
て
は
そ
う
思
う
方
が
職
務
を
楽
に
担
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
気
持
ち
を
少
し
ば
か
り
抱
い
て
1
正
義
の
た
め
に
処
罰
す
べ
く
、

そ
れ
故
ま
さ
に
神
の
正
義
を
行
う
こ
と
に
関
与
す
べ
く
委
任
さ
れ
て
い
る
と
思
い
た
が
っ
て
い
る
こ
と
は
、
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。

　
し
か
し
、
個
々
の
刑
罰
に
お
い
て
す
べ
て
の
正
義
を
追
求
す
る
に
は
、
要
す
る
に
共
同
体
が
犯
罪
に
は
刑
罰
で
報
い
る
こ
と
を
、
も
し
く
は

こ
の
よ
う
な
伝
統
的
反
作
用
を
堅
持
す
る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
決
断
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
刑
罰
の
諸
現
象
を
冷
静
に
考
察
す
れ

ば
、
こ
の
決
断
は
ー
い
ず
れ
に
し
て
も
今
日
で
は
ー
わ
れ
わ
れ
の
正
義
追
求
の
努
力
の
現
れ
で
あ
る
と
は
理
解
し
難
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
現
代
の
精
神
生
活
の
諸
現
象
を
確
認
し
無
条
件
に
分
析
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
り
え
て
、
た
と
え
ば
、
た
し
か
に
見
栄
え
の
す
る

ま
た
処
罰
す
る
者
の
良
心
を
な
だ
め
る
に
は
適
し
て
い
る
が
、
現
実
性
を
欠
く
よ
う
な
類
い
の
意
義
を
、
国
家
の
刑
罰
に
与
え
る
こ
と
は
問
題

と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
i

　
む
ろ
ん
、
正
義
理
論
だ
け
で
絶
対
的
刑
罰
論
を
全
体
と
し
て
退
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
国
家
の
刑
罰
は
、
犯
罪
者
に
蹟
罪

の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
道
徳
的
義
務
を
無
条
件
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
出
て
き
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
㈲
瞭
罪
理
論

　
刑
罰
は
犯
罪
者
に
と
っ
て
「
正
し
い
瞭
罪
（
鴨
冨
魯
＄
ω
穿
器
）
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
大
抵
は
、
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「
順
罪
」
（
曽
『
o
）
と
は
、
悪
し
き
意
味
に
お
け
る
（
ぎ
目
巴
曽
ヨ
冨
昌
o
日
）
報
復
（
悪
に
報
い
る
に
悪
を
も
っ
て
す
る
）
以
外
の
な
に
も

の
を
も
意
味
し
て
い
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
そ
の
こ
と
を
、
刑
罰
の
概
念
お
よ
び
正
義
理
論
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
で
見
て
い
る
。
「
彼
は
そ

の
こ
と
を
償
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
は
、
こ
の
場
合
「
そ
の
者
は
報
復
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
殺
人
行
為
に
対
す
る
賄
罪
」
と
は
、

し
た
が
っ
て
殺
人
行
為
に
対
す
る
刑
罰
の
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
賊
罪
に
は
全
く
別
の
意
味
も
あ
る
（
そ
し
て
、
よ
く
そ
れ
が
こ
の
言
葉
の
唯
一
の
意
味
で
あ
っ
て
、
報
復
を
賄
罪
と
同
一
視
し
て

　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

は
困
る
と
い
わ
れ
る
）
。
中
世
高
地
ド
イ
ツ
語
で
は
「
ω
ま
器
」
は
、
判
決
、
裁
判
、
平
和
、
和
解
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ

の
語
群
は
「
な
だ
め
る
」
を
意
味
し
て
い
た
。
「
曽
ぎ
2
の
意
味
と
し
て
今
日
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
に

神
の
復
讐
を
避
け
る
、
侮
辱
さ
れ
た
者
の
気
持
ち
を
な
だ
め
る
、
破
壊
さ
れ
た
秩
序
を
回
復
す
る
と
い
う
目
的
で
、
罪
を
償
う
、
侵
さ
れ
た
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

法
を
償
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
あ
る
者
が
苦
悩
を
甘
受
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
者
自
身
と
神
と
が
、
ま
た
こ
の
世
と
が
和
解
し

た
と
言
う
か
わ
り
に
、
わ
れ
わ
れ
は
「
賊
罪
が
な
さ
れ
た
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
「
賄
罪
」
を
、
こ
の
理
論
は
、
無
条
件
に
道
徳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
61
）

的
価
値
を
有
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
瞭
罪
者
の
道
徳
的
行
為
の
意
味
に
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
絶
対
的
刑
罰
観
に
お
け
る
「
賄
罪
」
は
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
絶
対
的
刑
罰
観
に
つ
い
て
見
た
が

（
「
法
学
論
集
」
第
二
六
巻
一
号
一
七
一
頁
）
、
こ
の
刑
罰
観
は
、
刑
罰
に
お
い
て
賄
罪
と
同
時
に
和
解
の
可
能
性
を
犯
罪
者
に
与
え
る
べ
き
で

あ
る
と
い
う
点
に
、
罰
を
下
す
共
同
体
に
と
っ
て
の
刑
罰
の
意
義
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
正
義
理
論
の
場
合
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
こ
の

見
解
が
国
家
刑
罰
の
諸
現
象
と
合
致
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。

　
こ
の
理
論
で
は
、
ま
ず
第
一
に
以
下
の
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
道
徳
的
行
為
と
し
て
の
願
罪
を
犯
罪
者
の
自
由
意
思
か
ら
可
能
に

し
よ
う
と
す
る
刑
罰
は
、
論
理
的
必
然
と
し
て
（
そ
の
者
が
み
ず
か
ら
裁
判
官
の
前
に
裁
き
を
求
め
て
行
く
に
せ
よ
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た

後
に
納
得
し
て
そ
の
執
行
を
求
め
る
に
せ
よ
）
、
行
為
者
が
賊
罪
を
望
む
場
合
に
の
み
科
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
確
認
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
無
視
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
少
な
く
と
も
行
為
者
が
賄
罪
と
し
て
認
め
さ
え
す
れ
ば
よ
い
情
況
を
強
い
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る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
ー
そ
う
い
う
場
合
で
も
、
個
人
の
最
も
崇
高
な
道
徳
的
領
域
に
対
し
て
、
腰
罪
を
必
要
と
す
る
行
為
が
い
つ

存
在
し
、
照
罪
の
可
能
性
を
い
つ
行
為
者
に
強
い
る
か
を
決
定
す
る
の
が
、
他
な
ら
ぬ
国
家
と
い
う
共
同
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
頗

る
疑
間
な
点
と
し
て
残
る
。
正
義
理
論
に
と
っ
て
不
利
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
国
家
の
刑
罰
の
幾
つ
か
の
要
因
を
、
こ
こ
で
も
挙
げ
る

こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
順
罪
の
可
能
性
を
行
為
者
に
未
遂
や
過
失
犯
の
場
合
に
認
め
て
い
る
犯
罪
が
あ
る
一
方
で
、
他
方
に
は
そ
れ
を
認

め
な
い
犯
罪
が
あ
る
の
は
何
故
な
の
か
。
被
害
者
の
告
訴
が
な
い
場
合
に
ー
い
や
、
そ
も
そ
も
公
訴
の
時
効
が
成
立
し
さ
え
す
れ
ば
、
行
為
者

の
蹟
罪
の
欲
求
を
無
視
す
る
犯
罪
が
存
在
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。
い
な
、
公
共
の
利
益
が
も
た
ら
さ
れ
な
い
場
合
に
、
刑
事
訴
追
を
し
な
い

犯
罪
が
存
在
す
る
の
は
何
故
な
の
か
。
「
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
」
（
匡
壁
B
①
轟
ω
冒
Φ
一
畠
Φ
）
の
原
則
は
、
行
為
者
に
賦
罪
の
可
能
性

を
認
め
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
調
和
す
る
の
か
ー
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
彼
は
刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
犯
罪
に
こ
そ
、
特
別
の
呵
責
を
感

じ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
ま
た
罪
と
蹟
罪
の
概
念
を
幾
ら
か
で
も
真
剣
に
考
察
す
る
な
ら
、
瞭
罪
の
可
能
性
を
い
つ
同
胞
に
与
え
る
べ

き
か
、
あ
る
い
は
い
つ
強
制
す
べ
き
か
、
ま
た
い
つ
そ
れ
を
し
な
い
か
を
、
処
罰
す
る
国
家
が
決
定
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
不
遜
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
蹟
罪
の
可
能
性
を
強
い
る
こ
と
が
善
行
だ
と
い
う
の
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
と
し
て
も
、
そ
の
時
々
の
隣
人

に
こ
の
善
行
を
施
し
、
ま
た
隣
人
を
刑
事
裁
判
所
に
連
れ
て
行
く
こ
と
が
、
焦
眉
の
道
徳
的
命
令
と
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
若
い
頃

の
プ
ラ
ト
ン
は
、
物
事
を
事
実
そ
の
よ
う
に
見
て
お
り
、
そ
し
て
友
人
を
、
病
気
の
と
き
に
医
者
に
連
れ
て
行
く
よ
う
に
、
不
正
な
行
為
を
し

た
と
き
に
は
裁
判
官
の
と
こ
ろ
に
連
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
）
。
し
か
し
今
日
で
は
、
隣
人
愛
か
ら
親
族
や
友
人
を
警
察
や

裁
判
所
に
訴
え
る
者
、
あ
る
い
は
も
し
そ
う
し
な
け
れ
ば
良
心
に
疾
し
さ
を
感
じ
る
者
を
見
つ
け
出
す
の
は
、
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ

し
て
、
こ
の
点
か
ら
、
蹟
罪
理
論
が
現
代
の
精
神
現
象
に
い
か
に
相
応
し
く
な
い
か
が
分
か
る
。
い
な
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
ド
イ
ツ
刑
法
典
は
、

い
わ
ゆ
る
親
族
に
対
す
る
人
的
犯
罪
庇
護
を
不
処
罰
に
し
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
き
わ
め
て
現
実
に
即
し
た
措
置
だ
と
考
え
て
い
る

ー
す
な
わ
ち
、
た
と
え
そ
れ
以
外
の
庇
護
は
処
罰
さ
れ
よ
う
と
も
、
犯
行
後
に
親
族
を
処
罰
か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
行
為
す
る
者
は
処
罰

さ
れ
な
い
（
ド
イ
ツ
刑
法
第
二
五
七
条
第
一
項
な
ら
び
に
第
二
項
）
。
そ
し
て
同
じ
く
、
裁
判
所
の
面
前
で
の
偽
り
の
供
述
は
、
右
の
例
の
場
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合
よ
り
も
犯
情
が
軽
い
と
判
断
さ
れ
る
の
も
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
（
い
な
、
場
合
に
よ
っ
て
は
不
処
罰
と
さ
れ
る
）
。
「
行
為
者
が
、
親
族

も
し
く
は
自
分
自
身
に
つ
い
て
裁
判
所
に
よ
る
刑
事
処
罰
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
、
虚
偽
の
供
述
を
し
た
と
き
」
（
同
一
五
七
条
）
が
そ

れ
に
当
た
る
。
犯
罪
者
と
親
密
な
間
柄
に
あ
っ
て
、
犯
罪
者
が
法
律
違
反
に
対
す
る
刑
罰
を
甘
受
す
る
こ
と
に
そ
の
者
の
救
済
を
認
め
る
人
々

は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
出
頭
し
て
自
分
に
罪
の
あ
る
こ
と
を
告
白
す
る
よ
う
犯
罪
者
の
心
を
動
か
す
努
力
を
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
か
か
る
考
察
の
す
べ
て
か
ら
、
国
家
の
刑
罰
は
、
あ
ら
ゆ
る
観
点
か
ら
し
て
、
犯
罪
者
が
道
徳
的
に
罪
を
賊
う
た
め
に
科
せ
ら
れ
る
も
の
と

は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
を
真
剣
に
考
察
す
れ
ば
、
崇
高
な
内
面
性
に
発
す
る
道
徳
的
行
為
に
焦
点
を
置
く

よ
う
な
仕
方
で
は
、
き
わ
め
て
外
面
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
刑
罰
の
意
義
を
理
解
で
き
な
い
。
そ
こ
で
残
る
間
題
は
、
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
何
故
瞭
罪
理
論
が
多
方
面
で
是
認
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
に
も
、
正
義
理
論
で
の
よ
う
に
、
立
派
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
哲
学
的
思
惟
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
誤
っ
て
そ
れ

を
刑
罰
全
体
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
特
に
、
罰
す
る
者
1
わ
れ
わ
れ
は
み
な
そ
の
一
人
で
あ
る
ー
を
犯
罪
者
に
善
行
を
施
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
砿
）

て
い
る
と
い
う
気
持
ち
に
さ
せ
、
良
心
を
軽
く
す
る
の
に
き
わ
め
て
適
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
か
で
も
賊
罪
理
論
に
つ
い
て
き
ま
っ
て
引

用
さ
れ
る
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
法
哲
学
の
命
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
刑
罰
に
お
い
て
「
犯
罪
者
は
理
性
的
な
者
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
」
。

こ
の
命
題
に
見
ら
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
刑
罰
に
お
い
て
か
か
わ
る
の
は
、
（
精
神
病
患
者
や
、
い
わ
ん
や
動
物
と
は
異
な
り
）
理
性
的
存

在
と
し
て
道
徳
的
価
値
の
妥
当
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
承
認
す
る
者
の
道
徳
的
か
つ
精
神
的
過
ち
で
あ
る
と
す
る
認
識
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
も
、
い
み
じ
く
も
、
罪
あ
る
者
は
そ
の
責
任
を
と
る
権
利
が
あ
り
、
責
任
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
大
き
な
道
徳

的
善
、
す
な
わ
ち
自
己
の
人
間
性
を
犠
牲
に
す
る
の
だ
と
言
っ
て
い
る
。
1
さ
ら
に
、
罪
あ
る
者
を
許
す
者
は
、
そ
の
者
の
責
任
能
力
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）

め
な
い
わ
け
だ
か
ら
、
心
の
奥
底
で
そ
の
者
に
対
し
て
罪
を
犯
し
て
い
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
刑
罰
に
お
い
て
犯
罪
者
を
尊
敬
す
る
と
い
う
思
想
が
刑
罰
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
正
当
性
を
有
し
て
お
り
、
そ
れ
が
刑
罰
の
意
義
の

一
側
面
を
成
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
正
当
性
の
す
べ
て
を
誤
っ
た
も
の
に
し
た
く
な
け
れ
ば
、
こ
の
思
想
を
刑
罰
全
体
の
根
本
原
理
に
し
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て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
本
当
に
犯
罪
者
に
対
す
る
尊
敬
の
ゆ
え
に
処
罰
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
刑
罰
を
無
条
件
に
善

行
の
施
し
と
見
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
犯
罪
者
を
尊
敬
す
る
こ
と
の
み
が
間
題
で
あ
る
な
ら
、
犯
罪
者
を
「
赦
す
」
こ
と
も
で
き

る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
（
た
と
え
ば
犯
罪
者
に
は
責
任
は
な
い
、
と
い
う
通
例
の
意
義
に
お
け
る
）
責
任
阻
却
の
場

合
の
よ
う
に
責
任
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
責
任
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
隣
人
愛
と
い
う
現
実
に
即
し
た
行
為
に

よ
っ
て
そ
の
責
任
を
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
瞭
罪
理
論
は
、
国
家
共
同
体
の
制
度
と
し
て
の
刑
罰
の
意
義
と
い
う
間
題
の
答
え
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
蹟

罪
理
論
は
、
む
し
ろ
既
に
科
さ
れ
た
刑
罰
か
ら
出
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
処
罰
さ
れ
る
者
の
側
に
立
っ
て
考
察
し
、
害
悪
と
し
て
科
さ
れ
る
こ

の
よ
う
な
刑
罰
に
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
の
意
義
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
特
に
同
胞
の
魂
の
救
済
に
努
め
る
人
々
や
、
何

か
あ
る
害
悪
に
見
舞
わ
れ
た
人
々
に
ー
た
と
え
そ
れ
が
病
気
や
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
精
神
的
苦
悩
や
他
な
ら
ぬ
法
律
違
反
に
対
す
る
刑
罰
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
64
）

あ
れ
ー
意
義
体
験
の
道
を
開
こ
う
と
す
る
人
々
が
、
し
ば
し
ば
、
こ
の
蹟
罪
の
思
想
に
飛
び
つ
く
の
は
、
偶
然
で
は
な
い
。
と
く
に
キ
リ
ス

ト
教
神
学
の
側
か
ら
刑
罰
の
瞭
罪
の
視
点
を
取
り
あ
げ
る
の
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
i
む
ろ
ん
、
そ
の
場
合
は
多
く
が
、
蹟
罪
思
想
を
制
度
と

し
て
の
刑
罰
に
す
り
替
え
、
そ
の
結
果
、
現
代
に
お
け
る
刑
罰
の
諸
現
象
を
も
は
や
正
し
く
評
価
で
き
な
い
視
点
に
立
っ
て
い
る
の
だ
が
。

　
す
べ
て
の
絶
対
主
義
理
論
は
、
つ
ね
に
「
科
さ
れ
た
」
刑
罰
の
み
を
考
察
し
、
そ
し
て
1
正
義
を
志
向
す
る
裁
判
官
の
立
場
か
ら
で
あ
れ
、

最
も
幸
運
な
場
合
に
は
、
刑
罰
の
意
義
を
蹟
罪
に
見
い
出
す
こ
と
の
で
き
る
罰
せ
ら
れ
た
者
の
立
場
か
ら
で
あ
れ
、
刑
罰
を
可
能
な
か
ぎ
り
意

義
あ
る
も
の
と
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
偏
見
の
な
い
考
察
が
示
す
よ
う
に
、
処
罰
す
る
こ
と
全
体
の
意
義
の
基
盤
は
、
こ
の

よ
う
な
部
分
的
意
義
体
験
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
が
処
罰
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
か
と
い
う
間
い
に
対
し

て
は
、
科
さ
れ
な
か
っ
た
刑
罰
を
も
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
の
み
、
適
切
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
る
な
ら
、
多
く
の
場
合
に
最
初

か
ら
刑
罰
の
対
象
に
し
て
い
な
い
、
少
な
く
と
も
刑
罰
を
科
し
て
い
な
い
こ
と
に
は
、
い
か
な
る
意
義
が
あ
る
の
か
と
問
う
て
は
じ
め
て
、
適

切
に
答
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
多
く
の
場
合
に
も
、
絶
対
主
義
理
論
に
よ
れ
ば
刑
罰
を
科
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い

一315一



訳翻

う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
て
は
じ
め
て
、
全
体
と
し
て
の
刑
罰
が
間
い
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。

部
分
的
側
面
と
そ
れ
に
み
あ
っ
た
意
義
体
験
を
考
察
す
る
前
に
当
然
答
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
相
対
主
義
理
論
を
取
り
上
げ
よ
う
。

こ
の
間
い
は
、
刑
罰
の

　
　
　
二
　
相
対
主
義
批
判

　
　
　
　
＠
　
一
般
予
防
理
論

　
一
目
見
て
な
る
ほ
ど
そ
う
だ
と
思
う
が
、
一
般
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
が
、
こ
の
理
論
の
奇
妙
な
運
命
で
あ
る
。
こ
の
理
論
は
、
絶
対

主
義
と
は
対
照
的
に
、
刑
罰
の
、
き
わ
め
て
実
際
的
な
合
目
的
性
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
つ
ま
り
刑
罰
は
、
一
般
的
な
威
嚇
に
よ
っ
て
犯
罪
を

防
止
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
み
な
、
子
供
の
頃
か
ら
教
育
的
威
嚇
を
体
験
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
の
態
度
は
随
分
左
右
さ
れ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
国
家
的
共
同
体
も
、
か
か
る
厳
格
な
威
嚇
に
よ
っ
て
犯
行
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
の
は
事

実
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
威
嚇
理
論
に
は
道
徳
上
の
間
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
特
に
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
り
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
威
嚇

理
論
の
間
題
は
、
他
の
者
が
不
法
を
犯
さ
な
い
た
め
に
他
者
を
処
罰
す
る
、
す
な
わ
ち
人
を
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
利
用
す
る
点
で
あ
る
。

「
裁
判
に
よ
る
刑
罰
は
…
…
決
し
て
単
に
他
者
の
善
を
促
進
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
…
…
科
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人

は
決
し
て
単
に
他
者
の
意
図
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
な
い
し
、
ま
た
物
権
の
対
象
と
も
混
同
さ
れ
え
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）

の
者
の
生
得
の
人
権
が
、
そ
の
者
を
保
護
す
る
」
1
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
。
i
よ
く
引
用
さ
れ
る
一
節
で
あ
り
（
本
書
で
も
既
に
上

記
「
法
学
論
集
」
第
二
六
巻
一
号
一
六
七
頁
で
引
用
し
て
い
る
）
、
へ
ー
ゲ
ル
の
刑
罰
観
も
、
こ
れ
と
大
差
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
刑
罰
の

概
念
や
尺
度
が
、
そ
の
者
の
行
為
自
体
か
ら
捉
え
ら
れ
な
い
な
ら
、
同
様
に
犯
罪
者
が
無
害
化
さ
れ
る
べ
き
有
害
な
動
物
と
み
な
さ
れ
な
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

ら
、
あ
る
い
は
威
嚇
と
改
善
が
刑
罰
の
目
的
と
さ
れ
る
な
ら
」
犯
罪
者
は
刑
罰
に
お
い
て
理
性
的
存
在
と
み
な
さ
れ
て
い
な
い
。
今
日
、
一
般

一316一
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（
6
7
）

予
防
に
つ
い
て
は
、
「
い
ず
こ
に
お
い
て
も
も
は
や
刑
罰
の
決
定
的
な
正
当
化
理
由
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お

そ
ら
く
か
か
る
疑
念
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
カ
ル
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
出
版
さ
れ
た
最
新
の
刑
法
概
説
に
お
い
て
さ
え
、
刑
罰
理
論
に
つ
い
て
は
ほ
ん

の
数
行
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
に
、
威
嚇
理
論
は
短
い
文
章
で
で
は
あ
る
が
、
他
者
の
安
寧
の
た
め
に
他
の
者
を
処
罰
す
る
と
い
う
文
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
）

で
、
無
用
の
も
の
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
心
理
学
的
見
地
か
ら
も
、
今
日
「
威
嚇
理
論
」
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。
威
嚇
理
論
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
「
威
嚇
理
論
が
正
し
く
な
い
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
刑
罰
の
威
嚇
の
強
化
も
し
く
は
増
大
に
よ
っ
て
、
犯
罪
を
い
つ
の
日
か
根

絶
す
る
、
あ
る
い
は
ま
た
厳
し
く
抑
制
す
る
と
い
う
希
望
は
、
少
な
く
と
も
幻
想
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
希
望
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
根
本
思
考

は
正
し
く
な
い
。
普
通
、
犯
罪
の
決
意
は
、
す
る
か
し
な
い
か
の
理
由
を
理
性
的
に
比
較
考
量
す
る
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
仮

に
実
行
前
に
考
量
が
な
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
行
為
者
が
考
量
す
る
の
は
、
刑
罰
の
程
度
で
は
な
く
、
発
覚
の
危
険
に
つ
い
て
で
あ

　
（
6
9
）

る
」
と
。

　
け
れ
ど
も
、
か
か
る
理
由
に
よ
っ
て
国
家
の
刑
罰
を
一
般
予
防
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
否
定
し
う
る
か
は
、
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
こ
の
よ

う
な
反
論
に
お
い
て
は
、
刑
罰
の
威
嚇
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
か
っ
た
行
為
を
考
え
る
代
わ
り
に
、
刑
罰
の
威
嚇
に
よ
っ
て
阻
止
さ
れ
な
か
っ
た

個
々
の
「
な
さ
れ
た
」
行
為
を
過
度
に
考
え
す
ぎ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
ー
「
犯
罪
行
為
を
犯
さ
な
い
が
た
め
に
」
（
ま
竃
9
8
旨

『
）
1
と
い
う
セ
ネ
カ
の
言
葉
だ
け
で
、
予
防
理
論
を
あ
ま
り
に
も
字
義
通
り
に
、
す
な
わ
ち
予
防
理
論
は
あ
た
か
も
犯
罪
そ
の
も
の
を
こ
の

世
か
ら
除
去
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
、
理
解
す
る
傾
向
が
生
み
だ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
フ
ォ
イ
エ
ル

バ
ッ
ハ
の
き
わ
め
て
合
理
主
義
的
思
想
は
、
事
実
あ
き
ら
か
に
こ
の
観
念
に
由
来
す
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
違
法
行
為
「
一
般
」
を
阻
止
す
べ
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）

で
あ
る
な
ら
、
」
心
理
的
強
制
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
久
し
い
以
前
か
ら
刑
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
犯

罪
は
依
然
と
し
て
犯
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経
験
が
あ
る
が
故
に
、
ま
た
短
期
自
由
刑
に
よ
る
よ
り
も
長
期
自
由
刑
に
よ
る
方
が
心
を
そ
そ
る
犯

罪
を
阻
止
で
き
る
と
す
る
観
念
が
あ
る
が
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ま
り
に
も
容
易
に
、
こ
の
理
論
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
厳
し
く
、
し
か
も
残
酷
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な
刑
罰
の
威
嚇
と
執
行
の
み
を
重
視
し
て
い
る
と
結
論
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
刑
罰
を
一
般
予
防
的
に
理
解
す
る
思
想
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

今
日
も
な
お
、
絶
え
ず
こ
の
よ
う
な
観
念
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
刑
罰
の
目
的
を
一
般
予
防
に
求
め
る
こ
と
が
多
く
の
人
々
に
拒
否
さ
れ
る
の
も
、
驚
く
に
あ
た
ら
な
い
。
人
間
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
合
理
主
義
的
な
ロ
ボ
ッ
ト
人
間
の
よ
う
に
は
行
動
し
な
い
。
人
間
は
、
自
己
の
犯
罪
の
利
害
得
失
を
冷
静
に
考
量
し
た
り
は

せ
ず
、
し
ば
し
ば
一
瞬
の
う
ち
に
深
く
考
え
も
せ
ず
に
行
動
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
と
り
わ
け
犯
罪
と
い
う
利
益
の
た
め
に
刑
罰
と
い
う

不
利
益
を
甘
受
す
る
の
で
は
な
く
、
犯
行
を
決
意
す
る
場
合
に
は
、
き
ま
っ
て
そ
の
行
為
が
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
自
分
が
犯
人
で
あ
る
こ

と
が
、
発
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
。
刑
罰
が
そ
の
者
に
と
っ
て
十
分
に
重
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
は
な
く
ー
た
い
て

い
は
刑
罰
の
重
さ
な
ど
全
然
知
り
は
し
な
い
1
全
く
処
罰
さ
れ
ず
に
す
む
こ
と
を
信
じ
て
、
ま
た
妨
害
さ
れ
ず
に
犯
行
の
成
果
を
享
受
す
る

こ
と
を
信
じ
て
行
為
す
る
の
で
あ
る
。
（
少
し
ば
か
り
前
に
、
あ
る
大
都
市
の
幹
線
道
路
で
警
察
が
覆
面
の
速
度
取
締
り
を
行
っ
た
と
き
、
ひ

と
り
の
利
口
な
市
民
が
、
警
察
官
が
す
ぐ
に
は
気
づ
か
な
い
手
段
に
よ
っ
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
に
こ
の
検
間
を
事
前
に
知
ら
せ
た
。
速
度
違

反
に
科
さ
れ
る
刑
罰
は
そ
れ
ほ
ど
重
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
む
ろ
ん
ド
ラ
イ
バ
ー
た
ち
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
捕
ま
る
こ
と
を

は
っ
き
り
自
覚
し
て
、
制
限
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
を
出
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
）
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
は
可
能
な
か
ぎ
り
厳
し
い
刑
罰
の
威
嚇

と
刑
罰
と
に
よ
っ
て
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
す
べ
て
の
一
般
予
防
理
論
は
、
甚
だ
し
く
想
像
力
に
欠
け
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
般
予
防
理
論
は
、
逮
捕
さ
れ
て
有
罪
と
さ
れ
た
行
為
者
の
、
換
言
す
れ
ば
確
実
な
刑
罰
を
目
前
に
し
て
、
む
ろ
ん
今
で
は
軽
い
刑
罰

よ
り
も
重
い
刑
罰
の
方
が
辛
い
と
感
じ
て
い
る
行
為
者
の
立
場
か
ら
出
発
し
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
現
に
行
為
を
行
っ
て
い
る
行
為
者
の

置
か
れ
て
い
る
状
況
は
一
般
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
i
な
ぜ
な
ら
、
行
為
者
は
普
通
、
刑
罰
の
威
嚇
の
厳
し
さ
を
考
え
た
り
は
せ
ず

i
逮
捕
さ
れ
な
い
と
い
う
期
待
や
、
犯
罪
行
為
の
結
果
を
享
受
で
き
る
と
い
う
期
待
を
抱
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
言
い
分
の
中
に
一
般
予
防
理
論
に
対
す
る
も
っ
と
も
な
疑
念
が
見
い
出
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
が
単
に
こ
の
理
論
の
完

壁
主
義
的
外
観
に
向
け
ら
れ
て
い
る
疑
念
に
す
ぎ
な
い
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
予
防
理
論
で
は
、
国
家
共
同
体
の
営
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み
に
は
刑
罰
が
存
在
し
、
刑
罰
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
が
行
わ
れ
る
と
い
う
前
提
か
ら
つ
ね
に
出
発
し
て
、
ー
個
々
の
事
件
に
お
け

る
刑
罰
の
威
嚇
と
刑
の
量
定
の
視
点
か
ら
1
犯
罪
を
防
止
す
る
に
は
ど
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
問
題
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

は
な
い
。
罰
を
下
す
共
同
体
に
と
っ
て
処
罰
す
る
こ
と
に
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
る
の
か
を
間
う
こ
と
に
は
、
処
罰
す
る
こ
と
に
果
し
て
意
義

は
あ
る
の
か
、
と
い
う
も
う
一
つ
の
問
い
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
般
予
防
理
論
の
批
判
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
刑
罰
を
前
提
と
す
べ

き
で
は
な
く
、
全
く
処
罰
し
な
い
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
す
べ
て
の
刑
罰
が
明
日
廃
止
さ
れ
る
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
そ
の
場
合
に
予
想
さ
れ
る
状
況
は
、
容
易
に
目
の
前
に
浮
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
誰
か
が
、
他
人
の
自
転
車
を
許
可
な
く
持
っ
て
行
く
気
を
起
こ
し
た
と
し
よ
う
。
自
転
車
の
持
ち
主
は
、
逃

げ
る
泥
棒
を
み
つ
け
る
。
彼
は
警
察
に
窃
盗
の
被
害
届
を
出
す
が
、
処
罰
す
べ
き
行
為
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
、
警
察
は
最
初
か
ら
民
事

裁
判
所
に
行
く
よ
う
指
示
す
る
。
民
事
裁
判
所
は
泥
棒
に
自
転
車
の
返
還
を
命
ず
る
。
し
か
し
泥
棒
は
執
行
官
に
自
転
車
を
渡
さ
ず
、
執
行
官

を
殴
り
倒
す
。
そ
こ
で
、
つ
い
に
自
転
車
の
持
ち
主
は
、
助
力
し
て
く
れ
る
勇
敢
な
男
た
ち
の
一
団
を
み
つ
け
る
。
泥
棒
は
打
ち
す
え
ら
れ
、

自
転
車
は
持
ち
主
に
戻
る
。
だ
が
す
ぐ
後
に
泥
棒
が
数
人
の
仲
間
と
自
転
車
の
持
ち
主
の
と
こ
ろ
に
現
わ
れ
、
力
ず
く
で
ま
た
し
て
も
自
転
車

を
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
最
後
に
は
、
盗
ま
れ
る
こ
と
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
た
持
ち
主
は
、
次
の
機
会
に
自
分
で
ど
こ
か
か
ら
他
人
の
自
転

車
を
持
っ
て
来
て
し
ま
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
悪
し
き
お
手
本
は
良
き
習
慣
を
だ
め
に
す
る
」
か
ら
で
あ
る
。
泥
棒
の
グ
ル
ー
プ
は
、
ま
す
ま
す

大
き
く
な
っ
て
い
く
…
…
云
々
。
ー
そ
の
光
景
は
、
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
く
描
写
し
て
も
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
国
家
機
関
が
機
能
し
て
い

る
こ
と
を
前
提
と
す
る
現
時
点
で
は
む
ろ
ん
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
光
景
の
恐
ろ
し
さ
は
今
な
お
十
分
に
信
愚
性
を
持
ち
続
け

て
い
る
。
刑
罰
を
廃
止
し
た
後
の
裁
判
所
や
執
行
官
や
警
察
を
、
ど
う
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
に
残
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
強

者
の
権
利
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
が
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
放
火
、
強
姦
、
住
居
侵
入
、
謀
殺
、
故
殺
が
公
然
と
行
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
結
果
は
、
万
人
に
対
す
る
万
人
の
闘
争
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
攻
撃
か
ら
の
防
御
の
た
め
に
団
結
す
る
個
々
の
集
団
の
内
部
で
し
か
闘
争
は

止
ま
ず
、
そ
の
場
合
で
も
集
団
に
属
す
る
者
た
ち
の
ひ
と
り
が
集
団
の
規
律
を
守
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
起
き
れ
ば
、
こ
の
集
団
の
内
部
で
再

一319一



訳翻

び
力
と
排
除
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
i
そ
し
て
、
そ
こ
に
再
び
わ
れ
わ
れ
が
見
い
だ
す
も
の
は
、

古
代
ゲ
ル
マ
ン
人
に
お
け
る
よ
う
な
状
態
で
あ
り
、
個
々
の
集
団
間
で
の
血
讐
と
そ
れ
に
付
随
す
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
以
外
の
帰
結
は
、

も
は
や
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
国
家
の
刑
罰
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
事
態
が
こ
ん
な
風
に
展
開
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
事
態
を
こ
の
よ
う
に
見
る
の
は
、

そ
う
考
え
ら
れ
る
と
い
う
ば
か
り
で
な
く
、
経
験
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
1
ー
ま
だ
国
家
機
構
や
刑
罰
を
知
ら
な
い
諸
民
族
の
幼
年
時
代
の
経

験
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
上
の
す
べ
て
の
転
換
期
、
こ
と
に
革
命
の
場
合
の
、
あ
る
い
は
軍
事
上
の
出
来
事
に
続
く
過
渡
期
の
経
験
に
も
と
づ

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
で
あ
れ
、
行
為
者
が
刑
事
訴
追
を
恐
れ
る
必
要
の
な
か
っ
た
時
は
事
態
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
ナ
チ
ス
時
代

の
特
殊
犯
罪
も
例
外
な
く
、
完
全
な
刑
の
免
除
を
信
じ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
現
代
に
お
い
て
も
、
明
臼
な
例
証
が
あ
る
。
た
と
え

ば
以
下
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
あ
る
ド
イ
ツ
の
大
都
市
で
、
酒
酔
い
運
転
者
の
数
が
短
期
間
に
急
増
し
た
。
そ
れ
は
、
日
刊
紙
が
、
道
路
交

通
規
則
の
当
該
処
罰
規
定
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
無
効
と
さ
れ
た
、
と
報
じ
た
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
一
九
六
九
年
一
〇

月
に
、
カ
ナ
ダ
の
都
市
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
の
警
察
官
、
消
防
士
の
（
ほ
ぽ
一
日
半
に
わ
た
る
）
ス
ト
ラ
イ
キ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
、
あ
の
印

象
的
な
実
例
が
そ
う
で
あ
る
。
あ
の
日
々
の
日
刊
紙
や
テ
レ
ビ
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
報
道
は
、
総
じ
て
信
用
し
て
も
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の

ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
僅
か
数
時
間
で
、
カ
ナ
ダ
最
大
の
都
市
を
「
お
よ
そ
三
三
〇
年
の
こ
の
都
市
の
歴
史
上
、
最
も
深
刻
な
暴
動
状
態
に
」
陥
れ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
激
し
い
強
盗
の
襲
撃
、
略
奪
、
放
火
が
行
わ
れ
た
。
な
か
で
も
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
は
、
（
乗

客
を
空
港
に
送
迎
輸
送
す
る
独
占
権
を
公
認
さ
れ
て
い
た
）
乗
合
自
動
車
企
業
に
対
し
て
、
そ
の
車
庫
に
放
火
す
る
と
い
う
「
示
威
運
動
」
を

し
た
。
そ
の
際
に
は
、
撃
ち
合
い
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
開
始
後
、
数
時
間
の
う
ち
に
、
ギ
ャ
ン
グ
の
群
が
銀
行
一
〇
行
を

襲
撃
し
た
。
何
百
人
も
の
人
々
が
、
こ
の
都
市
の
街
路
を
群
を
な
し
て
彷
径
し
、
商
店
を
荒
し
、
放
火
し
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
国
家
の
刑
罰
は
、
犯
罪
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
非
常
に
大
幅
に
阻
止
す
る
ー
む
ろ
ん
、
そ
の
場
合
、
人
々
に
必
ず
し
も
特
別
の

法
の
知
識
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、
処
罰
さ
れ
る
危
険
を
冒
さ
ず
に
は
き
わ
め
て
多
く
の
も
の
を
な
し
え
な
い
と
す
る
、
ご
く
一
般
的
な
、
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は
っ
き
り
し
た
意
識
が
人
々
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
犯
罪
一
般
を
防
止
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
に
も

や
は
り
犯
行
を
行
う
者
は
、
ほ
と
ん
ど
常
に
発
覚
し
な
い
こ
と
を
あ
て
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ー
推
定
と
し
て
の
犯
罪
科
学
上

の
暗
数
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
ー
際
だ
っ
て
多
く
の
犯
罪
が
事
実
、
発
覚
を
免
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
共
同
体
に
お
け
る
刑
罰
の
一
般
予
防

的
効
果
を
問
題
に
す
る
者
は
、
国
家
の
刑
罰
の
伝
統
的
な
状
態
か
ら
出
発
せ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
「
な
さ
れ
た
」
犯
罪
を
重
視
し
て
、
犯

罪
は
防
止
し
う
る
か
と
か
、
犯
罪
を
ど
の
よ
う
に
防
止
す
べ
き
か
を
間
う
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
行
為
に
対
し
て
一
切
の
刑
罰

は
科
さ
な
い
と
い
う
状
態
を
前
提
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
い
か
に
多
く
の
犯
罪
が
国
家
の
刑
罰
に
よ
っ
て
防
止
さ
れ
て
い
る
か

ー
と
り
わ
け
国
家
の
刑
罰
が
存
在
し
な
け
れ
ば
公
然
と
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
あ
る
い
は
ま
た
必
ず
発
覚
す
る
と
い
う
危
険
に
お
い
て
（
厳

密
に
は
、
そ
の
場
合
、
全
く
そ
の
危
険
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
）
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
犯
罪
が
防
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

想
起
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
刑
罰
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
犯
罪
は
お
お
っ
ぴ
ら
に
や
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
つ
も
ひ
そ
か
に
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
事
態
だ
け
は
生
み
出
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
国
家
の
刑
罰
が
一
般
に
威
嚇
に
よ
っ
て
犯
罪
の
実
行
を
阻
止
す
る
の
に
い
か
に
決
定
的
で
あ
る
か
が
分
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
の
効
果
の
た
め
に
処
罰
す
る
こ
と
に
も
意
義
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
処
罰
す
る
こ
と
に
意
義
が
あ
る
か
の
問
題
に
、
再
び

立
ち
返
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
以
上
の
す
べ
て
の
考
察
の
の
ち
に
、
少
な
く
と
も
次
の
こ
と
は
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
威
嚇
に
よ
っ
て
各
種
の
犯

罪
を
、
こ
と
に
犯
罪
が
公
然
と
行
わ
れ
る
こ
と
を
阻
止
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
目
す
る
か
ぎ
り
は
、
国
家
の
刑
罰
の
有
意
義
性
は
疑
い
え

な
い
も
の
で
あ
る
。
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