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序

人
間
の
尊
厳
と
相
対
的
無
期
刑

国
連
が
可
決
し
た「
死
刑
廃
止
を
め
ざ
す
、
市
民
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
の
第
二
選
択
議
定
書
」（IC

C
P
R
,
1989

年
）

は
、
今
日
、
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
死
刑
廃
止
条
項
に
ま
で

１
）

育
て
、
そ
の
一
方
で
、
東
ア
ジ
ア
の
死
刑
存
置
国
に
対
し

て
も
多
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
大
韓
民
国
で
は
、
一
九
八
九
年
以
降
に
お
い
て
一
件
の
死
刑
執
行
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
韓
国
の
死

目

次

序

人
間
の
尊
厳
と
相
対
的
無
期
刑

一．

死
刑
違
憲
論

㈠

韓
国
憲
法
第
三
七
条
二
項
の
意
義

㈡

台
湾
の
「
絶
対
的
死
刑
条
項
」
批
判

㈢

政
治
犯

二．

死
刑
制
限
論

㈠

中
国
の
非
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
制
限

㈡

国
際
規
約「
最
も
重
大
な
犯
罪
」（th

e m
o
st serio

u
s crim

es

）

の
厳
格
解
釈

三．

死
刑
に
代
わ
る
べ
き
刑
罰

㈠

中
国
の
「
死
緩
刑
」
に
よ
る
代
替

㈡

韓
国
に
お
け
る
「
絶
対
的
終
身
刑
」
の
提
唱

結

結
び
に
代
え
て
…
…
死
刑
囚
の
権
利
と
「
司
法
的
寛
容
」

）
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刑
廃
止
運
動
は
確
か
な
結
実
を

２
）

み
せ
、
実
定
法
化
の
う
ね
り
と
な
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
に
は
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
特
別
法
案
」

が
国
会
議
員
の
過
半
数
の
署
名
を
も
っ
て
韓
国
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
会
期
満
了
の
た
め
法
案
は
不
成
立
に
終
わ
っ
た
が
、
国
会
議
員
の

過
半
数
が
死
刑
廃
止
に
賛
同
し
た
と
い
う
事
実
は
、
死
刑
に
代
わ
る
代
替
刑
問
題
の
行
方
が
不
明
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
の
国
に
死
刑
廃
止

が
早
晩
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
さ

３
）

せ
る
。
ま
た
台
湾
に
お
け
る
死
刑
執
行
数
は
、
一
九
九
八
年
に
三
二
人
で
あ
っ
た
も
の
が
、

二
〇
〇
二
年
に
は
九
人
に
ま
で
減
少
し
て
い
る
。
今
日
、
人
権
擁
護
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
絶
対
的
死
刑
に
対
す
る
改
正
案
が
検
討
さ
れ
、

「
人
権
基
本
法
」
が
国
会
へ
上
程
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
十
一
月
の
『
死
刑
廃
止
に
関
す
る
台
湾
法
務
部
の
方
針
』
に
よ
れ
ば
、「
台

湾
政
府
は
、
人
権
は
国
家
の
基
盤
で
あ
る
と
考
え
、
死
刑
に
関
す
る
法
制
度
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
り
検
討
し
て
き
た
。
…
…
政
府
は
目

下
の
対
策
と
し
て
死
刑
の
対
象
範
囲
を
縮
小
す
る
た
め
、
絶
対
死
刑
か
ら
選
択
的
死
刑
へ
の
移
行
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
ま
た
、
死
刑
の

完
全
廃
止
へ
向
け
て
死
刑
の
代
替
案
も
実
現
さ
せ
る
」
と
声
明
し
て

４
）

い
る
。
こ
の
よ
う
な
台
湾
の
動
向
は
、
対
岸
の
社
会
主
義
中
国
が
も

つ
死
刑

５
）

制
度
と
は
際
立
っ
た
相
違
を
み
せ
て
い
る
。

韓
国
や
台
湾
に
お
け
る
死
刑
廃
止
論
の
根
底
に
み
ら
れ
る
の
は
「
人
間
の
尊
厳
」（d

ig
n
ity

 
o
f
 
m
a
n
,W
u
rd
e
 
d
es
 
M
en
sch

en
,

d
ig
n
ita
s h
o
m
in
is

）の
思
想
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
両
国
の
優
れ
た
死
刑
廃
止
論
者
沈
在
宇
教
授
、
蘇
俊
雄
教
授
な
ど
の
主
張
に
は
、
カ

ン
ト
哲
学
に
導
か
れ
た
確
固
と
し
た
「
人
間
の
尊
厳
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、

人
間
は
人
格
（p
erso

n
a

）
と
し
て
自
己
目
的
的
存
在
で
あ
り
、
人
格
の
本
質
は
自
律
性
に
あ
る
、
と
す
る
。
こ
こ
に
自
律
性
と
は
、
人

間
が
自
己
の
理
性
を
通
じ
て
、
自
己
立
法
、
自
己
処
分
、
自
己
目
的
設
定
な
ど
を
自
律
的
に
す
る
こ
と
の
道
徳
的
自
由
を
意
味
し
、
こ
の

道
徳
的
自
由
を
駆
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
理
性
的
能
力
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
人
間
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
が
宿
っ
て
い
る
。
こ

の
人
間
を
目
的
と
し
て
尊
重
す
る
こ
と
な
く
、
単
純
な
手
段
と
し
て
利
用
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
律
性
に
根
拠
す
る
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
と
し
て
の
死
刑
は
、
人
間
を
国
家
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
、

）
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人
間
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
侵
害
す
る
刑
罰
制
度
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
説
い
て
い
る
。
こ
の
立
場
こ
そ
、

ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
（G

u
sta
v R

a
d
b
ru
ch

）
が
超
個
人
主
義
的
な
権
威
主
義
国
家
に
よ
る
死
刑
制
度
を
批
判
す
る
さ
い
の
、
そ
の
根
底
に

す
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で

６
）

あ
る
。

こ
の
「
人
間
の
尊
厳
」
の
思
想
が
、
す
で
に
実
定
法
上
の
礎
石
と
な
り
憲
法
上
の
原
則
と
な
っ
て
久
し
い
。
と
く
に
ド
イ
ツ
連
邦
共
和

国
基
本
法
第
一
条
が
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可
侵
で
あ
る
。
こ
れ
を
尊
重
し
、
か
つ
、
保
護
す
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
国
家
権
力
の
義
務
で

あ
る
」
と
規
定
し
、
さ
ら
に
第
一
〇
二
条
は
、「
死
刑
は
廃
止
さ
れ
た
も
の
と
す
る
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ

う
し
た
規
定
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
死
刑
の
再
導
入
は
法
律
に
よ
っ
て
行
え
な
い
ば
か
り
か
、
基
本
法
第
七
九
条
三
項
が
第
一

条
等
の
基
本
原
則
の
変
更
は
許
さ
れ
な
い
と
す
る
規
定
と
相
俟
っ
て
、
も
は
や
死
刑
廃
止
は
確
固
た
る
も
の
と
な
っ
た
。

法
実
証
主
義
下
の
不
法
な
人
権
侵
害
を
経
験
し
た
ド
イ
ツ
は
、
こ
の
よ
う
に
「
人
間
の
尊
厳
」
を
憲
法
の
原
理
に
据
え
て
死
刑
廃
止
に

踏
み
切
っ
た
が
、
併
せ
て
一
九
四
九
年
に
そ
の
代
替
刑
と
し
て
「
仮
釈
放
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
」
を
施
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
果
た

し
て
死
刑
囚
に
対
す
る
「
仮
釈
放
の
な
い
」
刑
罰
は
人
間
の
尊
厳
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。
こ
の
間
、
ド
イ
ツ
で
は
、
三

〇
年
に
お
よ
ぶ
真
摯
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
末
、
つ
い
に
一
九
七
八
年
に
至
り
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
し
た

の
で
あ
る
。
い
わ
く
、

も
と
よ
り
、
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
終
身
刑
の
選
択
は
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
終
身
刑
で
あ
ろ
う
と
そ
の
執
行

に
際
し
て
人
間
の
尊
厳
を
破
壊
す
る
よ
う
で
あ
れ
ば
違
憲
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
た
と
え
そ
れ
が
終
身
刑
に
処
さ
れ
た
者
で
あ
っ

て
も
、
本
質
的
に
は
再
び
自
由
を
と
り
も
ど
す
可
能
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
終
に
一
九
八
一
年
、
ド
イ
ツ
第
一
九
回
刑
法

改
正
に
お
い
て
、
改
め
て
人
間
の
尊
厳
を
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
死
刑
代
替
刑
と
し
て
「
仮
釈
放
の
可
能
な
相
対
的
無
期
刑
」
が

導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
五
年
以
上
の
刑
の
執
行
と
再
犯
の
可
能
性
が
な
い
と
い
う
条
件
を
満
た
す
場
合
に
限
っ
て
、
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終
身
刑
に
仮
釈
放
が
適
用
さ
れ
現
在
に
至
っ
て

７
）

い
る
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
死
刑
代
替
刑
が
導
入
さ
れ
て

８
）

い
る
。

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
相
対
的
無
期
刑
へ
の
進
展
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
東
ア
ジ
ア
の
死
刑
廃
止
に
向
け
た
法
改
革

に
確
か
な
影
響
を
与
え
、
そ
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
中
国
に
お
け
る
死
刑
廃
止
へ
の
道
程
に
は
い
ま
だ
厳
し
い
も
の
が
み

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
経
済
犯
罪
な
ど
非
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
の
適
用
は
、
中
国
の
死
刑
制
度
の
特
色
を
よ
く
表
わ
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
中
国
に
は
、
パ
ン
ダ
の
毛
皮
の
闇
取
引
、
密
輸
し
た
者
を
死
刑
に
処
す
る
『
パ
ン
ダ
の
密
輸
者
お
よ
び
毛
皮
の
闇
取
引
、
密
輸

出
し
た
犯
罪
者
に
対
し
て
法
律
に
よ
り
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
』（
一
九
八
七
年
、
最
高
人
民
法
院
）
が
あ
る
。
こ
の
『
通

知
』に
対
し
て
人
間
の
尊
厳
を
説
く
研
究
者
に
よ
っ
て
鋭
い
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
こ
の
規
定
は
、
野
生
動
物
を
保
護
す

る
重
要
性
を
一
面
的
に
強
調
し
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
人
間
に
対
す
る
保
護
を
軽
視
し
、
一
人
の
人
間
の
命
が
一
枚
の
パ
ン
ダ
の
毛
皮

に
劣
る
と
い
う
こ
と
を
宣
布
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
人
間
と
動
物
、
人
間
と
財
産
を
比
べ
、
ど
ち
ら
が
重
要
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の

価
値
は
動
物
や
財
産
よ
り
貴
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
主
義
国
家
は
人
民
の
国
で
あ
る
か
ら
、
人
間
を
も
っ
と
も
よ
く
保
護

し
、
人
間
の
価
値
を
尊
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
刑
事
立
法
や
司
法
解
釈
に
お
い
て
、
人
間
を
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
貫
徹
す
べ

き
で
あ

９
）

ろ
う
」
と
。
こ
の
訴
え
に
は
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
刑
廃
止
論
の
原
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
拙
訳
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
死
刑
廃
止
論
考
」
㈠

㈡

㈢
に
編
ま
れ
た
中
国
、
韓
国
、
台
湾
の
諸
説
を
中
心
に
、
そ
の

国
々
に
固
有
な
死
刑
廃
止
の
問
題
点
を
と
り
あ
げ
て
、
一．

死
刑
違
憲
論
、
二．

死
刑
制
限
論
、
三．

死
刑
に
代
わ
る
べ
き
刑
罰
と
し
て

中
国
の
死
緩
刑
を
検
討
し
、
結
び
に
代
え
て
、
死
刑
囚
に
対
す
る
再
審
請
求
権
、
恩
赦
請
求
権
を
め
ぐ
っ
て
「
司
法
的
寛
容
」
を
提
唱
し
、

中
国
、
韓
国
、
台
湾
に
お
け
る
死
刑
廃
止
へ
の
道
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

）

六

三
六
六

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



註

１
）

欧
州
連
合
憲
法
協
議
会
の
「
欧
州
憲
法
草
案
」（
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
第
二
部
「
連
合
基
本
権
憲
章
」
第
二
条
「
生
命
権
」
は
、
つ
ぎ
の
よ

う
に
規
定
す
る
。「
①
す
べ
て
の
人
間
は
生
命
へ
の
権
利
を
有
す
る
。
②
何
人
も
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
ま
た
は
執
行
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。」
こ
の
こ

と
は
、
ご
く
近
い
将
来
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
す
べ
て
が
死
刑
廃
止
国
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
見
さ
せ
る
。
バ
イ
テ
ル
石
川
・
ア
ン
ナ
（
二
〇
〇
三
）

一
六
〇
。

２
）

金
日
秀
（
一
九
八
九
）
一
五
六
〜
一
六
七
。
国
連
で
は
五
年
以
上
の
死
刑
執
行
停
止
は
「
事
実
上
の
廃
止
国
」
に
い
れ
て
お
り
、
韓
国
は
事
実
上

の
廃
止
国
に
名
を
連
ね
て
い
る
。
菊
田
幸
一
（
二
〇
〇
五
）
三
〇
三
。

３
）

韓
寅

（
一
九
九
九
）
八
〇
。
翻
訳
に
伴
う
原
著
者
の
補
足
「
最
近
の
情
勢
」（
二
〇
〇
四
）
参
照
。
韓
国
の
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
特
別
法
案
」

に
つ
い
て
は
宋
台
植
訳
（
二
〇
〇
一
）
を
参
照
。

４
）

死
刑
廃
止
に
関
す
る
台
湾
法
務
部
の
方
針
」（
二
〇
〇
三
・
一
一
）
年
報
・
死
刑
廃
止
〇
四
、
二
四
九
〜
二
五
〇
。
こ
の
よ
う
な
改
革
に
大
き
な
影

響
を
与
え
た
も
の
に
、「
台
湾
死
刑
廃
止
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
」（
二
〇
〇
一
・
六
・
二
四
〜
二
六
）
の
天
主
教
輔
仁
大
学
国
際
学
術
研
討
会
報
告
論
文

集
（
二
〇
〇
一
）
が
あ
る
。

５
）

中
国
の
死
刑
制
度
概
要
と
死
刑
条
項
の
運
用
実
態
に
つ
い
て
は
、
宇
田
川
幸
則
（
二
〇
〇
四
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

６
）

沈
在
宇
教
授
（
一
九
九
八
）
一
二
四
。G

u
sta
v R

a
d
b
ru
ch
(1973)

258ff.

台
湾
の
蘇
俊
雄
教
授
（
二
〇
〇
〇
）
九
二
〜
九
三
は
超
個
人
主
義
法

律
観
に
お
け
る
死
刑
制
度
を
批
判
し
て
い
る
。
犯
罪
者
の
良
心
と
い
か
に
向
き
合
う
か
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
教
育
刑
主
義
に
つ
い
て
、R

a
d
b
ru
ch

(1961)a
,
50ff.

７
）
「
希
望
の
な
い
人
間
は
、
何
ら
意
味
の
あ
る
こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
刑
罰
も
ま
た
そ
の
理
念
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
こ
れ
は
、

「
仮
釈
放
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
」
を
否
定
し
、「
仮
釈
放
の
あ
る
相
対
的
終
身
刑
」
を
説
く
Ａ
・
カ
ウ
フ
マ
ン
の
言
葉
で
あ
る
。A

rth
u
r K

a
u
fm
a
n
n

(1976)
1ff.

第
二
〇
次
刑
法
変
更
法
律
に
よ
っ
て
、
最
短
服
役
期
間
は
一
五
年
と
定
め
ら
れ
た
。（
第
五
七
条
ａ

一
項
一
号
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
相

対
的
終
身
刑
へ
の
経
緯
、
と
く
に
「
一
九
七
七
年
連
邦
憲
法
裁
判
所
判
決
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
田
中
開
（
一
九
八
三
）
五
三
に
詳
し
い
。

８
）

jea
n Im

b
ert

(1993)
106.

一
九
八
一
年
の
第
八
一
｜
九
〇
八
ｂ
号
法
で
、「
死
刑
は
廃
止
さ
れ
」、「
死
刑
を
予
定
し
て
い
た
現
行
法
の
条
文
に
お

い
て
は
、
こ
の
刑
の
援
用
は
当
該
犯
罪
の
性
質
に
応
じ
て
終
身
懲
役
刑
ま
た
は
終
身
禁
固
刑
の
援
用
に
代
え
ら
れ
る
」
と
規
定
し
た
。
そ
し
て
、
一

定
の
条
件
の
下
で
（
一
五
年
執
行
経
過
後
仮
釈
放
後
）
釈
放
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。（
刑
事
訴
訟
法
第
七
二
九
条
三
項
。）
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
ベ
ー
ル
（
一

）

七

三
六
七

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



九
九
七
）
一
二
二
。
死
刑
制
度
の
世
界
と
日
本
の
現
状
に
つ
い
て
、
辻
本
衣
佐
（
二
〇
〇
一
）
九
七
に
よ
る
。

９
）

李
雲
龍
・
沈
徳

（
一
九
九
二
）
一
三
〇
。

一．

死
刑
違
憲
論

こ
こ
に
死
刑
違
憲
論
と
は
、
刑
法
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
死
刑
条
項
が
当
該
国
の
憲
法
の
人
権
規
定
等
に
違
反
し
て
い
る
と
い
う
主
張

で
あ
っ
て
、
死
刑
廃
止
論
の
も
っ
と
も
根
本
的
か
つ
原
則
的
問
題
で

10
）

あ
る
。
死
刑
違
憲
論
は
台
湾
や
韓
国
に
お
い
て
積
極
的
に
説
か
れ
て

い
る
が
、
社
会
主
義
中
国
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
死
刑
違
憲
論
を
展
開
す
る
論
考
は
少
な
い
と
い
え
よ
う
。
た
だ
最
近
、
中
国
で
憲
法
に

「
国
民
は
生
命
権
を
有
す
る
」、「
残
酷
な
刑
罰
は
こ
れ
を
禁
止
す
る
」等
の
条
項
が
な
い
の
は
、
憲
法
上
の
欠
陥
で
は
な
い
か
、
と
問
う
果

敢
な
主
張
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
人
劉
仁
文
教
授
は
、
こ
れ
ら
の
条
項
を
憲
法
に
規
定
し
、
ま
た
憲
法
裁
判
所
を
設
立

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
の
制
限
な
い
し
廃
止
を
推
進
す
べ
き
だ
と
訴
え
て

11
）

い
る
。
以
下
で
は
、
韓
国
と
台
湾
に
お
け
る
違
憲
議
論
の

一
側
面
を
概
観
し
た
い
。

註

10
）

早
く
か
ら
木
村
亀
二
（
一
九
四
八
）
に
よ
っ
て
、
憲
法
の
平
和
主
義
と
死
刑
制
度
の
「
深
刻
な
矛
盾
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

11
）

劉
仁
文
（
二
〇
〇
四
）
三
四
。

三
六
八

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴

）

八

）
夫

木

敬

行
ず
れ
た

枠
ト
ル
★

ら
こ
の

★



㈠

韓
国
憲
法
第
三
七
条
二
項
の
意
義

ま
ず
、
韓
国
憲
法
一
〇
条
は「
す
べ
て
国
民
は
、
人
間
と
し
て
の
尊
厳
と
価
値
を
有
し
、
幸
福
を
追
求
す
る
権
利
を
有
す
る
。
国
家
は
、

個
人
の
有
す
る
不
可
侵
の
基
本
的
人
権
を
確
認
し
、
こ
れ
を
保
障
す
る
義
務
を
負
う
」
と
定
め
て
い
る
。
さ
ら
に
第
一
二
条
一
項
は
「
す

べ
て
国
民
は
人
身
の
自
由
を
有
す
る
（
略
）」、
第
三
七
条
一
項
「
国
民
の
自
由
と
権
利
は
、
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
の

下
に
、
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」、
同
第
二
項
は「
国
民
の
す
べ
て
の
自
由
と
権
利
は
、
国
家
安
全
保
障
、
秩
序
維
持
ま

た
は
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
必
要
な
場
合
に
限
り
、
法
律
に
よ
る
制
限
が
可
能
で
あ
る
が
、
制
限
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
自
由
と
権
利

の
本
質
的
な
内
容
を
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。

沈
在
宇
教
授
は
い
う
。
第
一
二
条
一
項
に
い
う
「
人
身
の
自
由
」
は
ま
さ
に

生
命
権
の
自
由

を
前
提
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
生
命
権
は
、
憲
法
第
三
七
条
一
項
の
「
国
民
の
権
利
」
は
、「
憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
理
由
の
下
に
軽
視
さ
れ
る
こ
と
が

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
る

憲
法
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い

権
利
の
一
つ
に
み
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
の
生
命

権
は
そ
の
制
限
対
象
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
の
制
限
範
囲
に
す
ら
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
生
命
権
は
絶

対
的
に
不
可
分
な
人
権
と
し
て
、
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
れ
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ

て
生
命
権
に
関
す
る
そ
の
規
定
は
、
つ
ね
に
「
自
由
と
権
利
の
本
質
的
内
容
を
侵
害
」（
第
三
七
条
二
項
後
段
）
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
死
刑
は
人
間
の
生
命
権
を
侵
害
す
る
刑
罰
と
し
て
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で

12
）

あ
る
。
こ
の
主
張
こ
そ
、
韓
国
に
お
け

る
数
多
く
み
ら
れ
る
死
刑
違
憲
論
の
基
調
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

さ
ら
に
、
軍
法
法
廷
に
お
い
て
一
定
の
条
件
を
前
提
に
死
刑
の
宣
告
を
例
外
的
に
認
め
て
い
る
韓
国
憲
法
第
一
一
〇
条
第
四
項
の
「
但

し
書
き
」
に
関
す
る
批
判
が
み
ら
れ
る
。
許
一
泰
教
授
は
、
こ
の
「
但
し
書
き
」
は
、
な
に
よ
り
も
憲
法
の
根
本
精
神
な
い
し
根
本
規
範

と
い
え
る
憲
法
第
一
〇
条
と
第
三
七
条
二
項
の
但
し
書
き
か
ら
み
て
、
憲
法
上
の
矛
盾
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
憲
法
の
根
本
精
神
は

）

九

三
六
九

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



人
間
の
尊
厳
へ
の
保
障
で
あ
り
、
尊
厳
へ
の
保
障
が
人
間
の
生
命
尊
重
を
前
提
に
し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
に
反
す
る
従
属
的
条
文
で
あ
る

第
一
一
〇
条
第
四
項
に
「
但
し
書
き
」
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
裁
判
所
の
多
数
意
見
が
こ
れ
を
死
刑
制
度
の
合
憲
性
の
根
拠
と
み

な
す
に
は
無
理
が
あ
る
。
確
か
に
、
憲
法
一
一
〇
条
四
項
の
「
但
し
書
き
」
も
ま
た
憲
法
的
地
位
を
も
つ
法
規
範
で
あ
る
に
せ
よ
、
こ
れ

を
も
し
合
憲
と
認
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
上
位
規
定
た
る
憲
法
の
根
本
価
値
の
保
護
規
定
、
す
な
わ
ち
第
一
〇
条
と
第
三
七
条
二
項
に

反
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で

13
）

あ
る
。
韓
国
の
死
刑
違
憲
論
に
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
条
の
「
人
間
の
尊
厳
は
不
可

侵
で
あ
る
」
を
継
承
し
た
韓
国
憲
法
第
一
〇
条
に
対
す
る
深
い
確
信
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

註

12
）

沈
在
宇
（
一
九
九
八
）
一
二
三
、
一
二
六
。
韓
国
の
死
刑
違
憲
論
は
、
憲
法
裁
判
所
の
死
刑
合
憲
決
定
に
対
す
る
批
判
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
批
判
は
、
死
刑
を
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
生
命
権
の
制
約
と
し
て
正
当
化
で
き
る
か
が
問
わ
れ
る
。
だ
か

日
本
の
「
内
在
的
制
約
説
」
に

み
ら
れ
る
「
公
共
の
福
祉
」
を
人
権
に
内
在
す
る
限
界
の
問
題
と
し
て
論
及
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
平
川
旨
信
（
一

九
九
六
）
七
五
を
参
照
。

13
）

許
一
泰
（
一
九
九
八
）
四
九
九
〜
四
五
〇
。

㈡

台
湾
の
「
絶
対
的
死
刑
条
項
」
批
判

台
湾
に
み
ら
れ
る
死
刑
違
憲
論
に
は
、
二
つ
の
類
型
が
あ
る
。
一
つ
は
死
刑
条
項
の
違
憲
性
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
台
湾
に
特

徴
的
な
「
死
刑
条
項
の
絶
対
性
」、
す
な
わ
ち
「
唯
一
的
死
刑
」
の
違
憲
性
を
訴
え
る
も
の
で
あ
る
。

先
ず
、
死
刑
条
項
そ
の
も
の
が
憲
法
を
逸
脱
し
て
い
る
と
す
る
論
拠
に
、
中
華
民
国
憲
法
一
五
条
に
定
め
る
「
人
民
の
生
存
権
、
労
働

権
お
よ
び
財
産
権
は
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
規
定
、
お
よ
び
第
二
三
条
の
「
以
上
の
各
条
に
列
挙
し
た
自
由
お
よ
び
権
利

）

一
〇

三
七
〇

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



は
、
他
人
の
自
由
を
妨
害
す
る
こ
と
を
防
止
し
、
緊
急
避
難
を
回
避
し
、
社
会
秩
序
を
維
持
し
、
ま
た
は
公
共
の
利
益
を
増
進
す
る
た
め

に
必
要
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
法
律
を
以
っ
て
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
を
掲
げ
る
。
こ
れ
ら
の
条
文
を
厳
格
に
解
釈
す
れ
ば
、

ま
さ
に
第
二
三
条
後
段
に
い
う
「
制
限
」
の
意
味
は
、
こ
れ
が
決
し
て
「
剥
奪
」
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
台
湾
で
は
人
命

を
剥
奪
す
る
死
刑
は
違
憲
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
い
ま
や
禁
止
す
る
こ
と
は
当
然
で

14
）

あ
る
、
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
聖
彭
斐

検
事
の
主
張
は
、
現
下
の
台
湾
の
死
刑
違
憲
論
に
一
定
の
根
拠
を
与
え
て
い
る
。

つ
い
で
、
台
湾
に
お
け
る
「
絶
対
的
死
刑
条
項
」
は
、
海
賊
致
死
罪
（
刑
法
第
三
三
三
条
三
項
）、
海
賊
強
姦
罪
、
身
代
金
目
当
て
の
誘

拐
殺
人
（
刑
法
第
二
三
四
条
、
第
三
四
八
条
一
項
）
等
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
条
項
に
該
当
す
る
す
べ
て
の
犯
罪
行
為
は
、

犯
罪
情
況
を
問
わ
ず
一
律
に
死
刑
に
処
す
る
と
い
う
も
の
で

15
）

あ
る
。
蘇
俊
雄
教
授
は
絶
対
的
死
刑
に
つ
い
て
威
嚇
刑
を
阻
止
す
る
観
点
か

ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
い
わ
く
、

一
般
予
防
主
義
か
ら
み
れ
ば
、〞
唯
一
死
刑
〝は
一
般
大
衆
を
威
嚇
し
、
犯
罪
を
阻
止
す
る
こ
と
を
立
法
目
的
と
す
る
。
唯
一
死
刑
の
立

法
で
は
、
そ
の
犯
罪
の
動
機
、
手
段
、
態
様
、
結
果
を
問
わ
ず
、
常
に
生
命
権
を
剥
奪
す
る
方
法
を
以
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
そ
の
人
権
に
対
す
る
侵
犯
は
極
度
に
達
す
る
。
も
し
、
そ
の
目
的
が
犯
罪
を
威
嚇
し
阻
止
す
る
こ
と
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ

の
威
嚇
や
阻
止
の
効
果
は
い
っ
た
い
ど
う
か
。
こ
の
こ
と
に
何
ら
の
具
体
的
な
科
学
的
証
明
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
者
の
主
観

的
な
推
量
に
よ
っ
て
威
嚇
阻
止
の
目
的
を
お
よ
そ
達
成
で
き
る
と
す
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
は
生
命
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
確

定
で
曖
昧
模
糊
と
し
た
威
嚇
阻
止
の
効
果
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

16
）

な
い
、
と
。
威
嚇
刑
に
対
す
る
疑
義
は
台
湾
で
も
広
く
証
明

し
尽
く
さ
れ
て
い
る
。

罪
刑
相
当
の
原
則
、
立
法
上
の
比
例
の
原
則
か
ら
、〞
絶
対
的
死
刑
〝を
批
判
す
る
者
に
李
震
山
教
授
が
い
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る

死
刑
廃
止
論
に
立
脚
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
刑
法
は
罪
責
の
原
則
に
拘
束
さ
れ
、
個
々
の
刑
罰
は
犯
罪
行
為
の

）

一
一

三
七
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



重
大
さ
、
お
よ
び
犯
罪
者
の
罪
責
の
範
囲
と
は
適
当
に
比
例
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
罪
刑
相
当
の
原
則
）
の
で
、
法
治
国
家
の

刑
法
は
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
刑
罰
（a

b
so
lu
te S

tra
fen

）
を
拒
み
、
相
対
的
（rela

tiv
e

）
な
、
あ
る
い
は
不
完
全
な
（u

n
v
o
llsa

n
d
ig
e

）

刑
罰
を
と
り
、
裁
判
官
に
犯
罪
行
為
と
罪
責
に
つ
い
て
、
衡
平
を
考
慮
す
る
機
会
を
与
え
る
が
、
死
刑
、
と
り
わ
け
唯
一
死
刑
は
、
絶
対

的
刑
罰
の
具
体
的
な
象
徴
に
ほ
か
な
ら
ず
、
法
治
国
家
の
原
理
に
違
反
し
て

17
）

い
る
、
と
。
李
震
山
教
授
に
と
っ
て
死
刑
そ
の
も
の
は
、
人

権
の
本
質
的
内
容（M

en
sch

en
rech

tsw
esen

sg
eh
a
lt

）は
侵
害
さ
れ
な
い
と
い
う
原
則
に
反
し
、
正
当
性
を
失
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
し
て
、
立
法
に
お
い
て
絶
対
的
死
刑
を
認
め
る
こ
と
は
、
憲
法
第
二
三
条
の
必
要
性
の
原
則
、
換
言
す
れ
ば
、
立
法
上
の
比
例
原
則
に

反
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

註

14
）

聖
彭
斐
（
一
九
九
七
）
四
〇
八
。

15
）
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
台
湾
法
務
部
の
方
針
」
年
報
・
死
刑
廃
止
二
〇
〇
四
に
よ
れ
ば
、「
強
盗
管
理
処
罰
法
」
が
廃
止
さ
れ
（
二
〇
〇
二
年
一
月

三
〇
日
）、
誘
拐
殺
人
罪
に
つ
い
て
は
、
絶
対
死
刑
か
ら
、
死
刑
ま
た
は
終
身
刑
へ
と
改
正
さ
れ
た
。

16
）

蘇
俊
雄
（
二
〇
〇
〇
）
九
四
。

17
）

李
震
山
（
二
〇
〇
一
）
一
二
三
。

㈢

政
治
犯

死
刑
違
憲
論
に
関
す
る
最
後
の
論
点
は
、「
政
治
犯
」と
さ
れ
た
者
に
対
す
る
処
刑
で
あ
る
。
人
々
に
思
想
の
自
由
や
表
現
の
自
由
等
を

基
礎
と
す
る
政
治
活
動
の
自
由
が
長
く
否
認
さ
れ
て
い
た
東
ア
ジ
ア
の
現
代
史
を
顧
み
る
と
、
と
く
に
韓
国
に
お
け
る
死
刑
の
政
治
的
濫

用
、
政
治
犯
に
対
す
る
処
刑
の
悲
劇
は
、
必
ず
や
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

18
）

ろ
う
。
な
か
で
も
分
断
国
家
と
い
う
韓
国
に
特
殊

）

一
二

三
七
二
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刑
廃
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夫
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な
政
治
状
況
が
、
政
治
犯
と
い
う
〞
人
為
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
冤
罪
〝
を
も
た
ら
し
た
と
す
る
許
一
泰
教
授
の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

「
死
刑
制
度
の
存
在
は
、
権
威
主
義
的
統
治
を
続
け
て
き
た
韓
国
に
お
い
て
、
権
威
主
義
的
政
府
が
権
力
強
化
を
主
な
目
的
と
し
て
、
些
細

な
事
件
を
政
治
的
に
大
事
件
の
ご
と
く
捏
造
し
て
死
刑
宣
言
を
行
い
、
虚
偽
の
操
作
に
よ
っ
て
民
主
主
義
者
や
政
敵
を
除
去
し
、
持
続
的

に
政
権
を
掌
握
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
」
と
指
摘

19
）

す
る
。

一
方
、
韓
寅

教
授
も
「
韓
国
に
お
け
る
死
刑
の
実
態
」
を
検
証
し
、
い
わ
く
、
①
執
権
勢
力
が
政
治
的
反
対
勢
力
を
粉
砕
す
る
た
め
、

死
刑
が
政
治
的
テ
ロ
ル
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
②
裁
判
の
適
法
性
が
正
常
に
保
障
さ
れ
な
い
情
況
、
ま
さ
に
非
常
事
態
を
利
用
し

て
司
法
権
が
極
め
て
萎
縮
し
た
場
合
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
る
。
③
死
刑
の
執
行
が
驚
く
べ
き
ス
ピ
ー
ド
で
実
施
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
政

治
的
目
的
を
速
や
か
に
達
成
し
よ
う
と
す
る
意
図
、
救
命
運
動
の
可
能
性
を
事
前
に
封
鎖
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
、
と
論
じ
て

20
）

い
る
。

両
教
授
の
指
摘
か
ら
す
れ
ば
、
国
会
議
員
の
過
半
数
の
支
持
を
得
て
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
特
別
法
案
」
が
韓
国
国
会
に
上
程
さ
れ
た
背

景
が
判
然
と
し
よ
う
。

後
述
す
る
よ
う
に
、
中
国
の
死
刑
制
度
の
特
色
を
現
す
も
の
に
「
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
制
度
が
あ
る
。
台
湾
で
は
、
こ
の
制
度
に
対

し
て
普
及
す
べ
き
制
度
と
し
て
肯
定
す
る
立
場
が
見
ら
れ
る

21
）

反
面
、
鋭
い
批
判
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
の
司
法
が
行
政
か
ら
独
立
し

て
い
な
い
状
況
の
下
で
、
死
刑
が
異
端
分
子
に
対
処
す
る
武
器
、
報
復
の
道
具
と
化
し
て
お
り
、
そ
の
反
対
に
特
権
分
子
に
対
す
る
「
執

行
猶
予
つ
き
死
刑
」
を
科
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
の
執
行
を
回
避
さ
せ
る
可
能
性
も
見
ら
れ
る
。
も
し
中
国
共
産
党
が
こ
の
制
度
を
恣

意
的
に
運
用
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
人
間
の
尊
厳
を
侮
辱
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な

22
）

い
か
、
と
。
い
ま
も
っ
て
死
刑
の
政
治
的
濫

用
は
、
東
ア
ジ
ア
の
み
な
ら
ず
、
世
界
に
お
け
る
廃
絶
す
べ
き
最
大
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
思
想
に
対
す
る
処
罰
は
決
し
て
許
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。

）
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註

18
）

韓
国
で
は
、
か
つ
て
政
治
犯
と
し
て
死
刑
判
決
を
受
け
た
経
験
を
も
つ
金
大
中
氏
が
大
統
領
に
就
任
（
一
九
九
八
）
し
て
以
降
、
そ
の
後
の
大
統

領
も
こ
れ
を
継
承
し
死
刑
の
執
行
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。
韓
国
の
政
治
犯
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
、
許
一
泰
教
授
は
六
・
二
五
当
時
の
「
漢
江
鉄

橋
爆
破
事
件
」
等
を
詳
細
に
紹
介
し
、
韓
国
で
は
こ
う
し
た
誤
判
は
少
な
く
な
い
と
し
て
、
韓
国
の
裁
判
官
の
三
五
％
が
一
回
以
上
の
誤
判
経
験
が

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
許
一
泰
（
一
九
九
八
）
四
五
六
（
一
八
）。
こ
の
他
、「
政
治
的
手
段
と
し
て
の
死
刑
制
度
」
を
指
摘
し
た
金
政

友
（
一
九
九
九
）
一
一
〇
〜
一
一
一
。

19
）

許
一
泰
（
一
九
九
八
）
四
五
七
。

20
）

韓
寅

（
一
九
九
九
）
六
〇
。

21
）

甘
添
貴
（
一
九
八
〇
）
一
二
。

22
）

蔡

銘
（
一
九
七
八
）
一
〇
二
。
李
震
山
（
二
〇
〇
一
）
一
三
〇
。

二．

死
刑
制
限
論

「
我
が
国
の
死
刑
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
適
用
を
厳
格
に
制
限
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
我

が
国
で
は
、
死
刑
を
制
限
す
る
こ
と
が
当
面
の
急
務
と
な
っ
て
い
る
。
死
刑
の
廃
止
は
刑
罰
の
緩
和
が
前
提
と
な
る
。
刑
法
の
改
革
を
行

い
、
し
だ
い
に
刑
罰
の
残
虐
性
を
緩
和
し
、
死
刑
廃
止
を
議
事
日
程
に
載
せ
る
よ
う
に

23
）

す
る
。」
こ
れ
は
中
国
を
代
表
す
る
刑
法
研
究
者
、

陳
興
良
教
授
の
見
解
で
あ
っ
て
、
中
国
に
お
け
る
死
刑
制
限
論
の
一
角
を
占
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
な
か
で

作
俊
教
授
に
よ
っ
て
、
死

刑
司
法
の
公
正
な
執
行
の
た
め
に
、
刑
事
裁
判
官
が
「
法
律
を
厳
格
に
遵
守
し
、
外
部
か
ら
の
妨
害
を
排
除
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
」
が
説

か
れ
、
こ
れ
が
死
刑
を
制
限
す
る
た
め
の
一
つ
の
指
標
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値

24
）

す
る
。
中
国
で
は
、「
裁
判
官
法
」（
一
九
九
五

）

一
四

三
七
四

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



年
制
定
）
が
空
文
化
し
て
い
る
実
態
が
指
摘
さ
れ

25
）

よ
う
。

死
刑
廃
止
へ
の
経
路
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
中
国
の
死
刑
制
限
論
に
は
、
大
略
、
二
つ
の
内
容
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
ず
、
中

国
に
お
い
て
「
非
暴
力
的
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
の
適
用
を
廃
止
し
よ
う
」
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
他
は
国
連
の
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的

権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（IC

C
P
R

）
第
六
条
二
項
の
「
死
刑
を
廃
止
し
て
い
な
い
国
に
お
い
て
は
、
死
刑
は
、
…
…
最
も
重
大
な
犯
罪

に
つ
い
て
の
み
科
す
る
こ
と
が
で
き
る
」（in co

u
n
tries w

h
ich h

a
v
e n

o
t a
b
o
lish

en
d th

e d
ea
th p

en
a
lty
,
sen

ten
ce o

f d
ea
th

 
m
a
y b

e im
p
o
sed o

n
ly fo

r th
e m

o
st serio

u
s crim

es

）
に
つ
い
て
、
こ
の
解
釈
と
適
用
を
明
確
に
し
て
、
中
国
に
お
け
る
死
刑
制

限
論
の
基
準
に
す
え
よ
う
と
す
る
訴
え
で
あ
る
。

註

23
）
「
当
為
性
の
面
か
ら
言
え
ば
、
私
は
死
刑
廃
止
論
者
で
あ
る
が
、
存
在
性
の
面
か
ら
は
死
刑
存
置
論
者
で
あ
る
。
も
っ
と
正
確
に
言
え
ば
、
私
は
死

刑
制
限
論
者
で
あ
る
。」
陳
興
良
（
二
〇
〇
三
）
三
六
九
。

24
）

作
俊
（
二
〇
〇
二
ａ
）
一
四
一
。
今
日
、
中
国
に
お
け
る
最
も
体
系
的
な

死
刑
制
限
論

は

作
俊
（
二
〇
〇
一
）
の
著
作
で
あ
ろ
う
。
と

く
に
同
著
二
四
一
〜
。

25
）

鈴
木
賢
（
二
〇
〇
一
）
二
三
九
以
下
。
鈴
木
賢
教
授
は
、
裁
判
官
法
第
八
条
に
い
う
、
裁
判
官
の
権
利
と
し
て
「
法
に
よ
り
案
件
を
審
理
し
、
行

政
機
関
、
社
会
団
体
、
個
人
の
干
渉
を
受
け
な
い
」
と
す
る
条
項
が
お
よ
そ
空
文
化
し
て
い
る
こ
と
を
突
い
て
い
る
。

㈠

中
国
の
非
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
制
限

ま
ず
経
済
犯
罪
な
ど
非
暴
力
的
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
廃
止
を
説
く
趙

志
教
授
の
主
張
に
傾
聴
し
よ
う
。
い
わ
く
、

中
国
の
刑
事
政
策
の
理
念
は
「
で
き
る
か
ぎ
り
殺
さ
な
い
、
死
刑
の
執
行
を
慎
重
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
死
刑
を
執
行
し
な
く

）

一
五

三
七
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



て
も
よ
い
場
合
に
は
、
死
刑
を
執
行
し
て
は
な
ら
な
い
」（
少
殺
・
慎
殺
・
可
殺
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
毛
沢
東
に
よ
る
「
政
策
に
関
し
て
」

（
一
九
四
八
）以
来
、
一
貫
し
て
い
る
も
の
で

26
）

あ
る
。
だ
が
、
一
九
九
七
年
の
刑
法
改
正
に
お
い
て
は
、
法
定
の
最
高
刑
が
死
刑
で
あ
る
非

暴
力
犯
罪
は
四
四
種
に
の
ぼ
り
、
全
死
刑
数
六
九
％
を
占
め
て
お
り
、
と
く
に
経
済
犯
罪
や
財
産
犯
罪
な
ど
の
非
暴
力
犯
罪
に
ま
で
広
く

死
刑
を
適
用
し
て
い
る
現
実
は
、
従
来
の
中
国
に
固
有
な
刑
事
政
策
の
理
念
に
反
し
て
い
る
。
現
行
の
死
刑
政
策
か
ら
す
れ
ば
、
死
刑
は

「
犯
罪
行
為
が
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
者
」（
死
刑
只
活
用
於
罪
行
極
其
厳
重
的
犯
罪
分
子
。
一
九
九
七
年
改
正
）に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
。

こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
〞
犯
罪
行
為
が
き
わ
め
て
重
大
〝
と
は
、
犯
罪
の
性
質
が
き
わ
め
て
重
く
、
犯
罪
の
程
度
が
き
わ
め
て
重
く
、
犯
罪

者
の
人
身
的
危
険
性
が
き
わ
め
て
重
い
場
合
を
さ
す
。
換
言
す
れ
ば
、
死
刑
は
人
民
、
社
会
、
国
家
の
重
大
な
利
益
を
侵
し
た
き
わ
め
て

重
大
な
犯
罪
に
限
っ
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
い
か
に
深
刻
な
非
暴
力
的
犯
罪
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
非
暴
力
で
あ
る
限
り
、
殺

し
て
は
な
ら
な
い
、
殺
す
べ
き
で
は
な
い
場
合
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。「
非
暴
力
犯
罪
と
故
意
殺
人
な
ど
暴
力
犯
罪
の
社
会
的
危
害
性
は

明
ら
か
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非
暴
力
犯
罪
の
法
定
最
高
刑
を
死
刑
と
規
定
し
て
い
る
の
は
、
刑
罰
等
価
性
の
原
則

に
反
し
て

27
）

い
る
」
と
。

こ
の
よ
う
な
非
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
制
限
論
は
、
一
九
八
二
年
の
経
済
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
の
適
用
を
決
定
的
に
し
た
『
経
済
を

重
大
に
破
壊
す
る
犯
罪
者
を
厳
し
く
処
罰
す
る
こ
と
に
関
す
る
決
定
』（
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
）に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
は

や
く
も
一
九
九
二
年
に
は
展
開
さ
れ
て
い
た
。
李
雲
龍
、
沈
徳

教
授
に
よ
る
批
判
論
文
が
そ
れ
で

28
）

あ
る
。
だ
が
、
当
時
に
お
い
て
は
、

李
雲
龍
等
は
「
非
暴
力
犯
罪
」
の
す
べ
て
を
射
程
に
入
れ
た
制
限
論
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
今
日
で
は
、
経
済
犯
罪
へ
の
死
刑
の

適
用
は
、
罪
刑
相
当
の
原
則
が
実
現
さ
れ
ず
、
罪
刑
相
当
を
基
礎
と
す
る
現
代
応
報
観
念
に
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

経
済
犯
罪
の
責
任
は
市
場
経
済
に
対
す
る
総
合
的
な
社
会
管
理
・
予
防
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
不
整
備
に
あ
る
が
、
も
し
経
済
犯
罪
に
死
刑
を
適

用
す
れ
ば
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
本
来
、
社
会
が
負
う
べ
き
責
任
の
一
部
を
ま
っ
た
く
犯
罪
者
に
転
嫁
す
る
こ
と
に
な
り
、
犯
罪
者
に
と
っ

）

一
六

三
七
六

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



て
不
平
等
で

29
）

あ
る
、
と
公
然
と
説
か
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
。

註

26
）

も
ち
ろ
ん
歴
史
的
背
景
か
ら
、
一
九
四
八
年
以
降
、
こ
の
理
念
の
解
釈
と
適
用
に
動
揺
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
は
中
国
の
刑
事
政
策
の
原
則
で
あ

る
。
郭
道
暉
（
一
九
八
五
）
一
四
二
。
と
く
に
「〞
少
殺
〝
を
堅
持
す
る
方
針
に
つ
い
て
」
を
参
照
。

27
）

趙

志
（
二
〇
〇
四
ａ
）
一
六
九
。
こ
う
し
た
死
刑
条
項
の
適
用
実
態
を
論
証
し
た
先
行
研
究
と
し
て
宇
田
川
幸
則
（
二
〇
〇
四
）
学
会
報
告
資

料
。

28
）

李
雲
龍
・
沈
徳

（
一
九
九
二
）
一
八
二
。
さ
ら
に
李
雲
龍
・
沈
徳

（
一
九
九
七
）
一
二
八
。

29
）

こ
の
よ
う
な
批
判
は
司
法
当
局
内
部
に
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
公
安
部
治
安
局
幹
部
で
あ
る
許
成
磊
（
二
〇
〇
四
）
六
七
、
六
八
。
こ
こ
で

は
市
場
経
済
社
会
に
お
け
る
経
済
犯
罪
の
発
生
原
因
と
そ
の
責
任
に
ふ
れ
て
、
多
様
な
学
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
と
照
応
で
き
る
論
文
と

し
て
、
陳
興
良
（
二
〇
〇
一
）
一
二
六
の
市
場
経
済
下
で
多
発
す
る
法
人
犯
罪
分
析
論
が
あ
る
。
こ
れ
と
は
別
に
、
広
く
説
か
れ
て
い
る
経
済
犯
罪

厳
罰
論
に
つ
い
て
は
、
周
其
華
著
（
一
九
九
一
）
が
参
考
に
な
る
。

㈡

国
際
規
約
「
最
も
重
大
な
犯
罪
」（th

e m
o
st se

rio
u
s c

rim
e
s

）
の
厳
格
解
釈

そ
れ
で
は
、「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
第
六
条
二
項
に
い
う
「
最
も
重
大
な
犯
罪
」
を
、
い
か
に
理
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
夏
勇
教
授
は
、
こ
の
空
洞
化
し
、
か
つ
曖
昧
な
「
最
も
重
大
な
犯
罪
」
に
対
し
て
、
制
限
的
解
釈
の
基
準
を
示
し

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
①
非
暴
力
的
な
犯
罪
、
す
な
わ
ち
財
産
犯
、
経
済
犯
、
政
治
犯
を
排
除
す
る
こ
と
、
②
暴
力
的
犯
罪
の
中
か
ら
、

成
人
の
婦
人
に
対
す
る
強
姦
罪
を
排
除
す
る
こ
と
、
③
さ
ら
に
狭
義
の
解
釈
を
施
し
「
最
も
重
大
な
犯
罪
」
を
戦
時
期
に
お
け
る
重
大
な

暴
力
犯
罪
に
限
定
す
る

30
）

こ
と
。
こ
う
し
た
解
釈
基
準
に
対
し
て
、
陳
澤
憲
教
授
は
、
第
六
条
二
項
の
構
成
要
件
を
よ
り
は
っ
き
り
と
規
定

し
た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
い
う
「
重
大
な
犯
罪
」
の
範
囲
は
、
人
を
死
亡
さ
せ
た
故
意
犯
、
そ
の
他
の
「
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
引
き

）

一
七

三
七
七

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



起
こ
し
た
故
意
犯
」
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
人
を
死
亡
さ
せ
た
故
意
犯
」
と
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
故
意
の
殺
人
、

謀
殺
で
あ
る
が
、
陳
澤
憲
教
授
が
問
題
視
す
る
の
は
、
具
体
的
な
解
釈
が
例
示
さ
れ
て
い
な
い
「
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し

た
故
意
犯
」
の
構
成
要
件
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
つ
ぎ
の
三
つ
の
縛
り
が
必
要
条
件
で
あ
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、
①
故
意
に
よ
る
犯
罪

で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
過
失
犯
や
厳
格
責
任
犯
は
含
ま
れ
な
い
。
②
結
果
犯
な
い
し
実
害
犯
で

あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
現
実
的
な
結
果
を
も
た
ら
し
て
い
な
い
故
意
犯
は
含
ま
れ
な
い
。
③
犯
罪
の
結
果
が
、
人
を
死
亡
さ
せ
る
以
外
の
、

そ
の
他
の
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
で
あ
る
こ
と
、
が
そ
れ
で
あ
る
。

重
要
な
こ
と
は
、
故
意
犯
の
構
成
要
件
を
厳
格
化
す
る
前
提
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
国
際
規
約
第
六
条
に
関
す
る
全

体
的
解
釈
に
お
い
て
、
国
連
人
権
委
員
会
は
、「
最
も
重
大
な
犯
罪
」と
い
う
文
言
は
、
死
刑
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
処
置
で
あ
る
べ
き
こ

と
を
意
味
し
、
ご
く
限
定
的
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
立
場
を
強
調
し
て
い
る
点
で

31
）

あ
る
。

い
ま
、
上
掲
の
国
際
規
約
第
六
条
二
項
と
、
中
国
刑
法
第
四
八
条
一
項
の
「
死
刑
は
、
犯
罪
行
為
が
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
者
の
み
適

用
さ
れ
る
」
を
照
合
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
き
わ
め
て
酷
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
国
刑
法
各
則
に
、
死
刑
を
適
用
で
き
る
故
意
犯

に
関
す
る
具
体
的
な
条
項
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
い
わ
ゆ
る
中
国
の
「
犯
罪
行
為
が
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
者
」
の
範

囲
が
、
上
掲
の
国
際
規
約
第
六
条
二
項
の
「
最
も
重
大
な
犯
罪
」
に
対
す
る
解
釈
の
範
囲
よ
り
さ
ら
に
広
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
中
国
の
〞
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
行
為
〝
は
「
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
た
」
こ
と
に
限
定
さ
れ
な
い
。
死
刑
の

適
用
を
厳
し
く
制
限
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
中
国
刑
法
が
「
犯
罪
行
為
が
き
わ
め
て
重
大
な
犯
罪
者
」
を
規
定
す
る
と
き
、
す
く
な
く

と
も
最
低
基
準
で
あ
る
国
際
規
約
第
六
条
二
項
が
掲
記
す
る
、
い
わ
ゆ
る「
最
も
重
大
な
犯
罪
」に
つ
い
て
の
解
釈
を
厳
守
す
べ
き
で
あ
っ

て
、「
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
」故
意
の
犯
罪
を
、
死
刑
の
適
用
範
囲
か
ら
排
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
犯
罪
の
金
額
は
巨
額
で
は
あ
る
が
、
い
ま
だ
き
わ
め
て
重
大
な
結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
経
済

）

一
八

三
七
八
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夫
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犯
罪
に
対
し
て
は
、
死
刑
を
適
用
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

32
）

あ
る
。

中
国
に
お
い
て
は
、
最
初
に
趙

志
教
授
に
よ
る
「
非
暴
力
的
犯
罪
」
と
し
て
の
経
済
犯
罪
や
、
陳
澤
憲
教
授
の
「
き
わ
め
て
重
大
な

結
果
を
引
き
起
こ
し
て
い
な
い
」
経
済
犯
罪
に
対
し
て
極
刑
を
回
避
す
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
中
国
に
お
け
る
死
刑
を
制
限
し
、
廃
止
へ
向

け
た
確
か
な
一
里
塚
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註

30
）

夏
勇
（
二
〇
〇
〇
）
一
一
一
〜
一
一
二
。

31
）

ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
編
（
一
九
九
〇
）
五
〇
、
三
二
六
。

32
）

陳
澤
憲
（
二
〇
〇
三
）
三
九
四
。
こ
の
点
に
関
す
る
さ
ら
に
積
極
的
な
指
摘
が
劉
仁
文
（
二
〇
〇
四
）
二
九
〜
三
〇
に
み
ら
れ
る
。

三．

死
刑
に
代
わ
る
べ
き
刑
罰

二
〇
〇
四
年
一
二
月
、
韓
国
で
は
「
絶
対
的
終
身
刑
」
を
内
容
と
す
る
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
特
別
法
案
」
が
国
会
に
上
程

33
）

さ
れ
、
台

湾
で
は
死
刑
に
代
替
す
る
終
身
刑
が
法
務
部
の
改
正
方
針
と
し
て
掲
げ

34
）

ら
れ
、
死
刑
に
代
替
す
る
刑
罰
の
実
定
法
化
が
現
実
化
さ
れ
よ
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
韓
国
と
台
湾
に
お
け
る
死
刑
制
度
の
改
革
に
比
較
し
て
、
中
国
は
非
暴
力
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
廃
止
を
訴
え

る
死
刑
制
限
論
が
積
極
的
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
う
し
た
な
か
で
注
目
す
べ
き
動
向
に
、
最
終
的
に
死

刑
を
廃
止
す
る
ま
で
の
代
替
策
と
し
て
特
殊
中
国
的
な
死
刑
制
度
「
死
緩
」（
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
）
を
積
極
的
に
利
用
す
べ
き
こ
と

）

一
九

三
七
九
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幌
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が
説
か
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
中
国
に
固
有
な
「
死
緩
刑
」
の
代
替
刑
と
し
て
の
機
能
と
、
韓
国
の
許
一
然
教
授
に
よ
る

中
間
段
階
に
お
け
る
死
刑
代
替
刑
、「
仮
釈
放
の
な
い
絶
対
的
終
身
刑
」
論
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

註
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許
一
泰
（
二
〇
〇
〇
）
二
三
二
、
二
三
五
。
年
報
・
死
刑
廃
止
（
二
〇
〇
五
）
七
八
〜
八
七
。
な
お
、
日
本
の
「
重
無
期
刑
の
創
設
お
よ
び
死
刑

制
度
調
査
会
の
設
置
等
に
関
す
る
法
律
案
」（
二
〇
〇
三
・
六
）
に
つ
い
て
は
年
報
・
死
刑
廃
止
（
二
〇
〇
三
）
参
照
。

34
）
「
死
刑
廃
止
に
関
す
る
台
湾
法
務
部
の
方
針
」（
二
〇
〇
三
）
の
「
法
改
正
の
進
展
状
況
」
に
お
い
て
、
代
替
刑
と
し
て
の
「
終
身
刑
に
お
け
る
仮

釈
放
開
始
を
最
低
三
〇
年
と
し
、
懲
役
刑
の
仮
釈
放
の
上
限
も
一
五
年
か
ら
二
〇
年
に
変
更
す
る
」
改
正
案
が
示
さ
れ
て
い
る
。
年
報
・
死
刑
廃
止

（
二
〇
〇
四
）
二
四
九
〜
二
五
〇
。

㈠

中
国
の
「
死
緩
刑
」
に
よ
る
代
替

確
か
に
、
中
国
に
お
け
る
「
死
緩
刑
」
は
韓
国
や
台
湾
に
類
例
の
な
い
特
色
が

35
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あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
制
度
」
の
、

概
略
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
死
刑
執
行
猶
予
の
条
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
死
刑
に
処
す
べ
き
犯
罪
者
の
う
ち
、
直
ち
に
執
行
す

べ
き
（
す
な
わ
ち
「
即
時
執
行
死
刑
」）
で
な
け
れ
ば
、
死
刑
を
言
い
渡
す
と
同
時
に
二
年
間
執
行
猶
予
を
宣
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。（
刑

法
第
四
八
条
一
項
後
段
）
つ
い
で
、
死
刑
執
行
猶
予
の
効
果
に
つ
い
て
い
え
ば
、
死
刑
執
行
猶
予
が
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
、
執
行
猶
予
期

間
中
に
、
故
意
の
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
二
年
満
了
時
に
無
期
懲
役
刑
に
減
刑
す
る
。
さ
ら
に
重
大
な
立
功
の
状
が
あ
る
と
き
は
、

一
五
年
以
上
二
〇
年
未
満
の
有
期
懲
役
に
減
刑
す
る
。
し
か
し
、
故
意
に
罪
を
犯
し
、
そ
の
こ
と
が
審
査
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
場
合
、

最
高
人
民
法
院
の
許
可
を
得
て
死
刑
を
執
行
す
る
。（
刑
法
第
五
〇
条
）
そ
し
て
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
の
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
た

被
告
人
は
、
長
期
懲
役
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
被
告
人
と
同
様
に
、
重
大
な
犯
罪
者
を
収
容
す
る
刑
務
所
に
拘
禁
さ
れ
、
二
年
間
の
強
制
労

）

二
〇

三
八
〇

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



働
に
従
事
し
、
政
治
教
育
を
施
さ
れ
る
。
一
九
七
九
年
の
刑
法
改
正
で
は
、
猶
予
期
間
内
に
改
悛
の
状
が
確
か
に
あ
る
場
合
は
、
二
年
満

了
後
無
期
懲
役
に
減
刑
さ
れ
る
よ
う
改
め
ら
れ
た
。
つ
い
で
一
九
九
七
年
改
正
の
現
行
法
で
は
〞
故
意
犯
罪
が
な
け
れ
ば
〝
無
期
懲
役
に
、

さ
ら
に
〞
重
大
な
立
功
の
状
が
あ
れ
ば
〝
有
期
懲
役
へ
と
減
刑
さ
れ
る
こ
と
に
な

36
）

っ
た
。

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
中
国
の
死
刑
制
限
論
で
は
、
積
極
的
に
経
済
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
廃
止
が
説
か
れ
た
が
、
そ
の
論
者
の
一
人

楊
新
培
教
授
は
、
経
済
犯
罪
に
「
死
緩
」
の
適
用
を
主
張
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
現
在
、
経
済
犯
罪
に
対
し
て
一
律
に
死
刑
を
取
り

除
く
条
件
は
ま
だ
熟
し
て
い
な
い
と
す
る
。
だ
が
、
経
済
犯
罪
に
対
し
て
〞
死
緩
〝
を
宣
告
す
べ
き
こ
と
は
経
済
犯
罪
の
性
格
か
ら
み
て

き
わ
め
て
妥
当
で
あ
る
。
経
済
犯
罪
は
も
っ
ぱ
ら
単
純
に
利
益
を
追
求
す
る
犯
罪
で
あ
る
た
め
、
社
会
へ
の
危
害
は
お
も
に
国
家
の
経
済

的
利
益
へ
の
侵
害
と
な
っ
て
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
他
の
社
会
公
共
の
安
全
に
重
大
な
障
害
を
も
た
ら
す
も
の
の
、
公
民
の
人
身
を
侵

す
犯
罪
と
は
明
白
な
相
違
が
み
ら
れ
、
社
会
の
治
安
に
対
す
る
危
害
か
ら
み
て
も
、
そ
の
他
の
重
大
な
刑
事
犯
の
よ
う
に
直
接
的
な
も
の

で
は
な
い
。
む
し
ろ
経
済
犯
自
身
に
対
す
る
改
造
の
可
能
性
は
大
き
く
、
彼
ら
に
〞
死
緩
刑
〝
を
適
用
し
た
と
し
て
も
、
社
会
の
安
定
に

は
何
ら
の
影
響
も
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な
い
。
楊
新
培
教
授
が
死
緩
刑
の
適
用
を
促
す
の
は
、
経
済
犯
を
「
即
時
執
行
死
刑
」
に
処
す
る
こ
と
な
く
二
年
の
執

行
猶
予
後
に
無
期
刑
か
ら
有
期
刑
へ
と
減
刑
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
社
会
へ
復
帰
さ
せ
る
途
を
開
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
彼
の
主
張
は
、
死
緩
刑
制
度
が
も
つ
減
刑
機
能
を
有
効
に
発
揮
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
の
回
避
な
い
し
廃
止
へ
の
行
程
を
一

歩
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
立
場
の
一
つ
と
い
え
よ
う
。

こ
の
「
死
緩
刑
」
が
も
っ
て
い
る
「
即
時
執
行
死
刑
」
の
適
用
を
少
な
く
す
る
機
能
に
着
目
し
て
、
こ
れ
に
死
刑
代
替
策
と
し
て
一
定

の
役
割
が
あ
る
こ
と
を
説
く
者
の
一
人
に
王
雲
海
教
授
が
い
る
。
彼
は
新
著『
死
刑
の
比
較
研
究
…
…
中
国
、
米
国
、
日
本
』（
二
〇
〇
五

年
）
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

裁
判
所
が
言
い
渡
し
た
死
刑
判
決
の
な
か
で
、「
即
時
執
行
死
刑
」
と
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
の
割
合
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
異
な

）

二
一

三
八
一

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



る
が
、
多
く
の
裁
判
所
で
は
七
四
％
対
二
六
％
で
あ
る（
一
部
に
は
八
五
％
対
一
五
％
も
見
ら
れ
る
）。
つ
ま
り
、
普
通
の
場
合
、
死
刑
事

件
の
約
二
六
％
（
少
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
一
五
％
）
は
、「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
「
二
年
執
行
猶

予
つ
き
死
刑
」
を
言
い
渡
さ
れ
た
受
刑
者
の
う
ち
、
約
九
九
％
以
上
は
無
期
懲
役
ま
た
は
一
〇
年
か
ら
二
〇
年
未
満
の
有
期
懲
役
に
減
刑

さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
一
五
％
以
上
の
死
刑
犯
は
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
と
い
う
制
度
を
通
じ
て
「
即
時
執

行
死
刑
」
を
免
れ
て
二
年
満
了
後
懲
役
刑
へ
と
減
刑
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
は
、
死
刑
（
と
く
に
「
即

時
執
行
死
刑
」）
の
適
用
を
少
な
く
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
と
く
に
、
中
国
で
死
刑
が
多
用
さ
れ
て
い
る
状
況
の
も
と
で
、「
二
年

執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
と
い
う
制
度
の
存
在
は
、
こ
う
し
た
機
能
を
果
た
す
場
面
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
か
、
中
国
の
刑

法
学
者
の
多
く
が
、「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」を
制
限
す
る
た
め
の
方
策
、
ま
た
は
死
刑
を
最
終
的
に
廃
止
す
る
ま
で
の
代
替
策
と
し

て
高
く
評
価
し
、
そ
の
さ
ら
な
る
拡
大
を
提
唱
し
て
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い
る
、
と
。

だ
が
、
死
刑
に
代
替
す
る「
死
緩
刑
」は
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
即
時
に
死
刑
が
執
行
さ
れ
る
死
刑
執
行
率
が
七
四
％（
多
け
れ
ば
八
五
％
）

あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
韓
国
や
台
湾
に
お
け
る
「
絶
対
的
終
身
刑
」
等
の
死
刑
代
替
刑
と
し
て
の
機
能
と
は
質
的
な
相
違
が
あ

る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
韓
国
や
台
湾
で
い
う
死
刑
代
替
刑
は
、
ま
ず
現
実
に
死
刑
の
執
行
を
停
止
し
、
国
家
に
よ
る
生
命
の
剥
奪
を

廃
絶
す
る
こ
と
を
目
途
と
す
る
法
制
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」と
い
う
制
度
の
存
在
は
、
死
刑
に
処

せ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
か
っ
た
死
刑
囚
の
一
部
を
「
即
時
執
行
死
刑
」
か
ら
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
執
行
を
少
な
く
す
る
機
能

を
は
た
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ひ
と
た
び
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
を
言
い
渡
さ
れ
た
受
刑
者
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
処
刑
さ
れ
る

こ
と
な
く
無
期
懲
役
や
有
期
懲
役
に
減
刑
さ
れ
る
現
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
問
題
は
「
即
時
執
行
死
刑
」
の
対
象
と
な
っ

た
者
へ
の
死
刑
執
行
を
い
か
に
停
止
さ
せ
、
処
刑
さ
れ
る
者
の
数
を
い
か
に
縮
小
で
き
る
か
、
新
た
な
改
善
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

超
個
人
主
義
的
法
政
策
を
掲
げ
る
「
社
会
主
義
的
権
力
社
会
で
あ
る
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中
国
」
が
、
現
下
、
政
策
遂
行
の
た
め
に
死
刑
を
多
用
し
て
い
る
現

）

二
二

三
八
二

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



状
に
お
い
て
は
、
死
刑
に
代
替
す
る
「
死
緩
刑
」
の
機
能
に
は
未
だ
一
定
の
限
界
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

註

35
）

死
緩
刑

は
、「
反
革
命
鎮
圧
運
動
」（
一
九
五
一
）
の
な
か
で
、
反
革
命
分
子
に
対
し
て
強
制
労
働
と
政
治
教
育
を
通
じ
て
、

改
造

を
施
す

法
制
度
と
し
て
設
け
ら
れ
た
極
め
て
政
治
色
の
強
い
制
度
で
あ
っ
た
。
と
く
に
こ
の
点
に
関
す
る
解
説
書
と
し
て
労
改
専
業
教
材
編
輯
部
編
（
一
九

九
二
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
批
判
し
改
革
を
訴
え
る
趙
長
春
（
一
九
九
九
）
六
〜
。
さ
ら
に

作
俊
（
二
〇
〇
四
）
五
二
〜
五
八
等
の
諸
論
文
が
あ

る
。
な
お
七
篇
の
死
緩
刑
に
関
す
る
論
文
を
収
め
た
鈴
木
敬
夫
編
（
一
九
九
四
）
を
参
照
。

36
）

旧
法
で
は
、
死
刑
を
一
五
年
以
上
〜
二
〇
年
以
下
の
有
期
懲
役
に
減
刑
す
る
条
件
は
「
改
悛
の
意
が
あ
り
立
功
の
状
が
あ
る
」
こ
と
と
規
定
さ
れ

て
い
た
。
だ
が
現
行
法
が
、
そ
れ
を
「
重
大
な
立
功
の
状
が
あ
れ
ば
」
に
変
更
し
た
の
は
、「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
か
ら
有
期
懲
役
へ
の
減
刑

の
道
を
閉
ざ
す
も
の
だ
と
す
る
批
判
が
あ
る
。

作
俊
（
二
〇
〇
一
）
二
八
九
〜
二
九
二
。

37
）

楊
新
培
（
一
九
九
一
）
七
七
。

38
）

王
雲
海
著
（
二
〇
〇
五
）
一
二
四
〜
一
四
四
。
と
く
に
一
三
九
〜
一
四
〇
。
こ
の
書
に
は
、
死
緩
刑
制
度
の
功
罪
に
関
す
る
多
く
の
学
説
が
紹
介

さ
れ
、
併
せ
て
王
雲
海
教
授
に
よ
る
独
自
の
実
証
的
研
究
の
成
果
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
貴
重
で
あ
る
。

作
俊
（
二
〇
〇
四
）
四
八
も

ま
た
、
完
全
に
死
刑
に
代
替
で
き
な
い
に
せ
よ
、
死
緩
刑
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
死
刑
執
行
の
減
少
と
厳
格
化
に
寄
与
で
き
る
、
と
す
る
。
加

え
て
、
死
刑
を
廃
止
目
途
と
し
つ
つ
、
ま
ず
「
即
時
執
行
死
刑
」
の
対
象
と
な
る
す
べ
て
の
事
件
を
「
二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑
」
に
処
し
、
死
緩

刑
制
度
に
特
殊
な
役
割
を
活
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
劉
仁
文
（
二
〇
〇
四
）
三
二
が
あ
る
。
人
間
の
尊
厳
を
掲
げ
た
寛
容
を
目
途
と
す
る
過
渡

的
な
制
度
と
し
て
の
死
緩
刑
を
説
く
、
張
正
新
著
（
二
〇
〇
四
）
一
五
六
が
あ
る
。
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）
「
権
力
社
会
」
と
し
て
の
社
会
主
義
中
国
に
は
、
権
力
の
存
在
と
そ
の
「
政
策
遂
行
の
た
め
に
死
刑
多
用
」
が
み
ら
れ
、
そ
の
国
家
権
力
の
背
景
に

は
「
治
新
国
、
用
軽
典
；
治
平
国
、
用
中
典
；
治
乱
国
、
用
重
典
」
と
い
う
哲
学
が
あ
る
。
王
雲
海
著
（
二
〇
〇
五
）
一
八
四
〜
一
八
七
。
現
下
の

中
国
に
お
い
て
、
は
た
し
て
ど
れ
だ
け
死
緩
刑
に
死
刑
代
替
刑
と
し
て
役
割
を
期
待
で
き
る
か
。
王
雲
海
教
授
は
い
う
。「
死
刑
の
制
限
ま
た
は
廃
止

を
考
え
る
と
き
に
は
、

二
年
執
行
猶
予
つ
き
死
刑

に
過
大
な
期
待
を
よ
せ
る
よ
り
、
む
し
ろ
、
よ
り
抜
本
的
方
策
を
講
じ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。

王
雲
海
（
二
〇
〇
〇
）

二
三

三
八
三

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二

）

）
号

は
；
➡

Ｏ
Ｋ

縦
で

正
入
り
ま
し
た
）

（
修



㈡

韓
国
に
お
け
る
「
絶
対
的
終
身
刑
」
の
提
唱

死
刑
に
代
替
す
る
刑
罰
と
し
て
、
果
た
し
て
絶
対
的
無
期
刑
に
処
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
相
対
的
無
期
刑
か
。
こ
の
困
難
な
問
題
に
つ

い
て
、
韓
国
で
は
、
早
く
も
二
〇
〇
〇
年
に
、
許
一
泰
教
授
に
よ
っ
て
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
の
絶
対
終
身
刑
に
対
す
る
検
討
が
な
さ
れ

て
い
る
。
許
一
泰
教
授
は
い
う
。

私
は
も
ち
ろ
ん
死
刑
の
代
替
刑
と
し
て
直
接
に
相
対
的
終
身
刑
制
度
を
設
け
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
現
在
の
韓
国
の
無
期
刑
に

違
憲
性
が
あ
る
な
ど
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
い
る

40
）

以
上
、
死
刑
制
度
を
廃
止
す
る
戦
略
と
し
て
は
、
中
間
段
階
に
お
け
る
死
刑
代
替
刑
、

つ
ま
り
仮
釈
放
の
可
能
性
の
な
い
絶
対
的
無
期
刑
な
い
し
絶
対
的
終
身
刑
を
導
入
す
る
こ
と
が
、
韓
国
の
現
実
に
照
ら
し
て
不
可
避
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
死
刑
に
比
べ
る
と
絶
対
的
終
身
刑
は
根
本
的
に
よ
り
人
間
的
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死

刑
と
絶
対
的
終
身
刑
に
は
、
死
と
生
の
差
が
あ
る
か
ら
で

41
）

あ
る
。」こ
れ
は
死
刑
違
憲
論
者
で
あ
る
許
一
泰
教
授
に
よ
る
卓
上
の
空
論
を
避

け
た
苦
渋
の
選
択
と
い
え
よ
う
。
許
一
泰
教
授
の
見
解
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
「
仮
釈
放
の
可
能
な
相
対
的
無
期
刑
」
を
目
途
と
し
た
主

張
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

42
）

あ
る
。
許
一
泰
教
授
等
の
訴
え
は
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月
に
絶
対
的
終
身
刑
を
代
替
刑
と
し
て
掲
げ
る
「
死

刑
廃
止
に
関
す
る
特
別
法
案
」
第
二
条
と
し
て
国
会
に
上
程
さ

43
）

れ
た
。

註

40
）

許
一
泰
（
二
〇
〇
〇
）
二
二
三
は
「
韓
国
に
お
け
る
無
期
刑
の
問
題
点
」
に
お
い
て
、
無
期
囚
を
仮
釈
放
す
る
さ
い
、
彼
が
い
か
に
悪
質
で
あ
り
、

か
つ
反
倫
理
的
な
罪
を
犯
し
た
と
し
て
も
、
受
刑
者
の
犯
罪
に
対
す
る
責
任
と
は
お
よ
そ
関
係
な
く
、
一
律
に
一
〇
年
以
上
服
役
し
、
改
悛
の
情
が

顕
著
で
あ
れ
ば
仮
釈
放
が
適
用
さ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
。
併
せ
て
、
本
来
、
裁
判
所
の
管
轄
で
な
さ
れ
る
べ
き
無
期
囚
の
仮
釈
放
が
、
韓
国
で
は
行

政
処
分
で
行
わ
れ
、
そ
れ
も
常
に
合
法
的
な
枠
組
み
の
な
か
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
行
政
便
宜
主
義
的
な
発
想
や
政
治
目
的
に
左
右
さ
れ
る
可

能
性
が
大
き
く
、
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
、
な
ど
四
点
を
上
げ
て
い
る
。
ま
た
韓
国
で
は
特
別
赦
免
が
頻
繁
に
行
わ
れ
、
仮
釈
放
さ
れ
る
可
能
性
が
高

）

二
四

三
八
四

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



い
こ
と
も
絶
対
的
終
身
刑
の
導
入
を
可
と
す
る
理
由
の
一
つ
で
あ
る
。
許
一
泰
（
二
〇
〇
〇
）
二
三
〇
、
二
三
四
、
二
三
五
。

41
）

許
一
泰
（
二
〇
〇
〇
）
二
二
三
。

42
）

金
澤
文
雄
（
二
〇
〇
四
）
二
三
四
。
金
澤
文
雄
博
士
は
「
二
〇
年
経
過
後
仮
釈
放
の
可
能
性
を
認
め
る

特
別
無
期
刑

が
妥
当
と
し
つ
つ
、
現

段
階
で
は
許
一
泰
教
授
と
同
一
歩
調
を
と
ら
れ
る
。
加
藤
久
雄
教
授
は
、

死
刑
に
代
替
す
る
刑
罰
と
し
て
、
特
別
無
期
自
由
刑（
刑
の
執
行
二
〇
年

を
仮
釈
放
の
目
途
と
し
た
も
の
）
と
一
般
無
期
刑
の
併
立
制

を
構
想
す
る
。
加
藤
久
雄
（
二
〇
〇
一
）
五
五
。
ま
た
菊
田
幸
一
（
二
〇
〇
五
）
二

八
三
〜
二
八
五
は
、
日
本
の
現
状
に
ふ
れ
て
、
仮
釈
放
の
な
い
終
身
刑
を
ま
ず
採
用
す
る
こ
と
が
現
実
的
で
あ
る
、
と
す
る
。

43
）

朴

植
（
二
〇
〇
五
）
七
八
〜
八
七
。

結

結
び
に
代
え
て
…
…
死
刑
囚
の
権
利
と
「
司
法
的
寛
容
」

上
述
の
と
お
り
、
三
国
で
は
固
有
な
死
刑
廃
止
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
に
は
多
様
な
も
の
が
あ
る
に
せ
よ
、
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
死
刑
廃
止
の
根
底
に
あ
る
人
間
の
尊
厳
の
観
念
は
、
地
球
上
に
お
よ
そ
例
外
が
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
人
間
の
尊
厳
が
諸
国
で
は
実
定
法
化
さ
れ
て
久
し
い
が
、
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
そ
の
法
治
国
家
が
合
法
的
な
殺

人
、
と
き
に
は
「
司
法
的

44
）

殺
人
」
と
し
て
死
刑
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
国
家
に
よ
る
殺
人
は
、
国
民
の
生
命
尊
重
へ
の
確

信
を
揺
る
が
せ
、
死
刑
の
残
酷
さ
が
人
心
を
す
さ
ま
せ
、
殺
人
を
誘
発
す
る
逆
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
さ
に
、
国
が

罪
を
犯
し
た
者
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
に
「
人
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
掟
を
教
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
矛

盾
し
た
考
え
方
と
い
え

45
）

よ
う
。
ま
し
て
「
司
法
的
殺
人
」
に
よ
っ
て
生
ず
る
冤
罪
は
、
国
家
に
対
す
る
憎
し
み
を
助
長
す
る
こ
と
に
す
ら

な
ろ
う
。
台
湾
と
韓
国
で
は
彭
聖
斐
検
事
や
金
政
友
教
授
に
よ
っ
て
、
誤
判
で
無
実
の
者
が
処
刑
さ
れ
る
不
正
義
が
厳
し
く
追
及
さ
れ
て

）

二
五

三
八
五

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



46
）

い
る
。
死
刑
確
定
囚
に
下
さ
れ
る
再
審
無
実
の
判
決
ほ
ど
誤
判
の
恐
ろ
し
さ
を
物
語
も
の
は
な
い
。
人
間
は
神
で
は
な
い
。
誤
判
が
避
け

ら
れ
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
死
刑
囚
に
対
し
て
法
治
国
家
に
よ
る
「
司
法
的
寛
容
」
と
し
て
、
積
極
的
に
再
審
へ
の
道
を
開
き
、

あ
る
い
は
恩
赦
の
実
践
に
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
法
格
言
に
「
恩
赦
な
き
法
は
不
法
で
あ
る
」（R

ech
t o

h
n
e G

n
a
d
e
 
ist

 
U
n
rech

t

）、「
恩
赦
は
法
を
助
力
す
る
」（G

n
a
d
e stch

t b
eim

 
R
ech

te

）
と
い
わ

47
）

れ
る
。
呉
志
光
教
授
は
、
こ
れ
を
「
法
の
暗
く
冷
た

い
世
界
を
明
る
く
照
ら
す
一
筋
の
光
」
と
見
て

48
）

い
る
。
こ
の
〞
一
筋
の
光
〝
こ
そ
法
に
お
け
る
恩
寵
以
外
の
何
も
の
で
な
い
。

以
下
で
は「
結
び
に
代
え
て
」、
本
来
、
死
刑
廃
止
論
の
主
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
冤
罪
を
救
済
す
る
再
審
請
求
権
と
、
そ
し
て
死

刑
執
行
の
停
止
を
可
能
に
す
る
赦
免
請
求
権
に
つ
い
て
、
中
国
と
台
湾
で
の
議
論
を
と
り
あ
げ
よ
う
。

註

44
）

R
a
d
b
ru
ch
,
R
ech

tsp
fleg

e:
E
rla
u
teru

n
g
en zu

m
 
G
o
rlitzer P

ro
g
ra
m
m
,
B
erlin 1922.

な
お
、
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
死
刑
廃
止
論
に
つ

い
て
は
、R

a
d
b
ru
ch
(1969)

S
.142ff.

碧
海
純
一
訳
（
一
九
七
四
）
一
五
二
〜
。

司
法
的
殺
人

（m
eu
rtres ju

d
icia

ries

）
の
典
型
は
〞
誤
判
〝

で
あ
る
こ
と
に
触
れ
て
、Jea

n Im
b
ert

（
一
九
九
三
）
七
五
。

45
）

ホ
セ
・
ヨ
ン
パ
ル
ト
（
二
〇
〇
一
）
七
。
い
わ
く
「
法
律
的
に
人
殺
し
を
禁
じ
る
と
同
時
に
、
死
刑
に
よ
っ
て
人
殺
し
を
命
ず
る
の
は
愚
に
も
つ

か
な
い
こ
と
で
あ
る
。」
な
お
詳
し
く
は
、
ヨ
ン
パ
ル
ト
著
（
一
九
九
〇
）
二
五
四
。

46
）

彭
聖
斐
（
一
九
九
七
）
四
二
七
〜
四
二
九
。
金
政
友
（
一
九
九
九
）
一
〇
七
。

47
）

R
a
d
b
ru
ch
(1973)

S
.
273.

ま
た
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
は
恩
赦
を
「
特
別
の
性
質
を
与
え
ら
れ
た
正
法
の
手
段
」（a

ls ein b
eso

n
d
ers g

ea
rtetes

 
M
ittel zu rich

tig
en R

ech
te

）
と
述
べ
て
い
る
。
田
中
耕
太
郎
訳
（
一
九
七
一
）
三
五
八
。
ラ
ー
ト
ブ
ル
ッ
フ
の
説
く
価
値
相
対
主
義
の
核
心
は

「
寛
容
」で
あ
る
。
恩
赦
は
法
に
お
け
る
人
間
の
寛
容
、
つ
ま
り
司
法
的
寛
容
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
は
恩
寵
の
も
と
で
は
司
法
的
不
寛
容

（
た
と
え
ば
誤
判
）
と
対
極
を
な
し
て
い
る
。

48
）

R
a
d
b
ru
ch
,
(1973)

S
.
275.

呉
志
光
・
林
永
頌
（
二
〇
〇
四
）
八
七
。
さ
ら
に
呉
志
光
主
編
（
二
〇
〇
五
）
二
〇
〜
二
一
。

）

二
六

三
八
六

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



㈠

再
審
請
求
権

ま
ず
、
誤
判
は
死
刑
廃
止
論
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
論
点
で
あ
る
。
冤
罪
を
訴
え
る
も
の
を
救
済
す
る
に
は
、
な
に
よ
り
も

再
審
制
度
が
正
し
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
中
国
に
お
い
て
は
、
刑
法
第
四
八
条
に
「
死
刑
は
法
に
よ
っ
て
最
高
人
民

法
院
が
判
決
を
下
す
以
外
は
、
す
べ
て
最
高
人
民
法
院
に
報
告
し
て
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

〞
少
殺
・
慎
殺
・
可
殺
〝
の
政
策
思
想
の
も
と
に
、
誤
判
を
防
止
す
る
と
い
う
考
え
方
が
そ
の
根
底
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
九
九
七
年
に

最
高
人
民
法
院
が
出
し
た
『
高
級
人
民
法
院
と
解
放
軍
軍
事
法
院
に
一
部
の
死
刑
の
審
査
決
定
権
を
委
譲
す
る
こ
と
に
関
す
る
通
知
』
の

下
で
、
最
高
人
民
法
院
で
再
審
査
さ
れ
る
べ
き
死
刑
執
行
の
是
非
の
決
定
が
高
級
法
院
に
下
ろ
さ
れ
、
本
来
の
二
審
の
手
続
と
、
死
刑
執

行
可
否
の
最
終
審
査
決
定
権
が
高
級
法
院
へ
移
さ
れ
、
高
等
法
院
は
二
重
の
権
限
を
掌
握
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
中
国
で
故

意
殺
人
・
強
盗
・
強
姦
な
ど
の
「
凶
悪
犯
罪
」
が
増
加
し
て
い
る
背
景
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
す
べ
て
の
死
刑
事
件
に
最
高
法
院
が
適
宜

に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

だ
が
そ
の
一
方
で
、
従
来
、
控
訴
審
に
お
け
る
誤
判
率
が
必
ず
し
も
低
く
は
な
か
っ
た
も
の
が
、
死
刑
執
行
の
最
終
審
査
決
定
権
が
下

級
審
に
委
譲
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
増
加
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
陳
澤
憲
教
授
は
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
中
国
最
高
人
民
法
院
が
毎
年
報
告
を
受
け
許
可
を
与
え
た
死
刑
事
件
に
つ
い
て
、
各
高
級
法
院
か
ら
許
可
を
求
め

て
報
告
さ
れ
た
事
件
を
み
る
と
、
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
ま
で
の
間
で
誤
判
率
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
も
し
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
死
刑
事
件

に
対
す
る
再
審
の
決
定
権
が
下
級
法
院
に
委
譲
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
速
や
か
に
是
正
さ
れ
回
復
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
っ
た
誤

判
は
、
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
危
害
は
は
か
り
し
れ
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
な
陳
澤
憲
教
授
の
「
生
殺
与

奪
は
誰
が
決
め
る
の
か
、
死
刑
に
対
す
る
審
査
決
定
権
を
取
り
戻
そ
う
」
と
い
う
主

49
）

張
は
、
死
刑
囚
に
対
す
る
再
審
の
道
を
確
保
し
、
冤

罪
者
を
救
済
し
よ
う
と
い
う
緊
迫
し
た
訴
え
と
い
っ
て
よ
い
。
司
法
権
の
独
立
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
中
国
に
お
い
て
、『
高
級
人
民
法
院

）

二
七

三
八
七

札
幌
学
院
法
学
（
二
二
巻
二
号
）



に
死
刑
に
対
す
る
審
査
決
定
権
を
委
譲
す
る
通
知
』（
前
掲
）は
、
死
刑
囚
に
対
す
る
再
審
請
求
権
を
閉
す
法
治
国
家
の
司
法
的
不
寛
容
を

如
実
に
現
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

註

49
）

陳
澤
憲
（
二
〇
〇
三
）
四
〇
〇
。
と
く
に
死
刑
判
決
の
審
査
決
定
権
を
最
高
人
民
法
院
に
帰
属
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る

作
俊
（
二
〇
〇

二
）
一
四
七
を
参
照
。

㈡

恩
赦
請
求
権

「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
第
六
条
第
四
項
に
よ
れ
ば
、「
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
い
か
な
る
者
も
、
特
赦
ま

た
は
減
刑
を
求
め
る
権
利
を
有
す
る
。
死
刑
に
対
す
る
大
赦
、
特
赦
、
ま
た
は
減
刑
は
、
す
べ
て
の
場
合
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

規
定
す
る
。
死
刑
囚
の
恩
赦
請
求
権
を
い
か
に
保
障
す
る
か
、
こ
れ
は
死
刑
廃
止
論
に
と
っ
て
二
次
的
な
課
題
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
獄
舎
に
あ
っ
て
も
、
成
長
し
発
展
す
る
人
格
の

50
）

主
体
で
あ
る
死
刑
囚
の
人
間
的
営
み
か
ら
す
れ
ば
、
恩
赦
を
求
め
る
祈
願
は
許
さ

れ
て
よ
い
。
人
類
の
英
知
と
い
わ
れ
る
先
の
「
国
際
規
約
」
が
こ
れ
を
定
め
た
こ
と
は
、
価
値
の
あ
る
も
の
、
価
値
の
な
い
も
の
を
超
越

す
る
恩
赦
を
、
人
間
の
営
み
で
あ
る
司
法
に
内
在
さ
せ
る
べ
き
寛
容
と
し
て
認
め
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
問
題
は
、
現
下
、
台
湾
の
李
震
山
教
授
、
呉
志
光
教
授
に
よ
っ
て
積
極
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
中
華
民
国
憲
法
第
四
〇

条
は
「
総
統
は
法
に
基
づ
い
て
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
お
よ
び
権
復
権
の
権
限
を
行
使
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
「
赦
免
法
」

（
一
九
八
九
年
九
月
二
四
日
付
で
第
六
条
改
正
、
第
五
条
の
一
を
追
加
）
で
あ
る
。
李
震
山
教
授
が
述
べ
る
よ
う
に
、
台
湾
に
お
い
て
は
、

個
別
事
件
で
死
刑
犯
を
赦
免
し
、
あ
る
い
は
死
刑
を
無
期
懲
役
ま
た
は
一
定
期
限
の
有
期
懲
役
に
ま
で
減
刑
す
る
こ
と
も
、
死
刑
制
度
を

）

二
八

三
八
八

死
刑
廃
止
へ
の
道
（
鈴
木

敬
夫
）



維
持
し
て
い
る
現
段
階
で
は
、
死
刑
犯
に
死
ぬ
こ
と
を
避
け
さ
せ
、
死
刑
犯
に
よ
り
成
長
し
発
展
す
る
こ
と
を
奨
励
す
る
、
生
命
を
尊
重

す
る
方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
法
律
を
整
え
、
諮
問
し
赦
免
す
る
手
続
き
を
樹
立
す
る
か
は
、
努
力
に
値
す
る
こ
と
が
ら
で

51
）

あ
る
。
確
か
に
「
赦
免
法
」
に
定
め
る
赦
免
の
種
類
や
そ
の
意
味
は
、
総
合
的
に
み
て
「
死
を
免
れ
る
」〞
免
於
一
死
〝
と
い
う
実
質
的
効

果
、
す
な
わ
ち
死
刑
執
行
の
「
停
止
」（R

ep
riev

e,
S
tra
fa
u
ssta

n
d

）
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
は

52
）

い
る
。
し
か
し
、
赦
免
に
よ
っ
て
死
刑

の
執
行
を
停
止
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
い
ま
だ
死
刑
廃
止
に
向
け
た
一
つ
の
過
渡
的
措
置
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て「
赦

免
法
」
を
よ
り
実
効
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
台
湾
に
お
い
て
は
、「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
の
批

准
を
済
ま
せ
、
死
刑
囚
を
赦
免
請
願
の
権
利
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

総
統
の
赦
免
権
限
を
具
体
化
さ
せ
る
法
整
備
の
不
備
を
訴
え
る
の
は
呉
志
光
教
授
で
あ
る
。「
赦
免
法
」
第
六
条
第
一
項
で
、
総
統
は
、

行
政
院
が
主
管
す
る
部
局
に
大
赦
、
特
赦
、
減
刑
、
復
権
の
た
め
に
検
討
す
る
よ
う
要
求
し
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
の
み
定
め
て

い
る
だ
け
で
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
赦
免
手
続
規
定
が
み
ら
れ
な
い
。
総
統
が
赦
免
権
を
発
動
し
得
る
条
件
、
赦
免
権
を
発
動
す
べ
き
か

否
か
を
裁
量
す
る
た
め
の
諮
問
機
関
の
設
置
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
赦
免
法
制
に
不
備
が
あ
る
。「
赦
免
法
」を
改
正
し
、
死
刑
囚
に
赦

免
請
求
の
権
利
を
付
与
す
る
要
件
や
赦
免
を
お
こ
な
う
主
管
機
関
及
び
職
権
の
明
示
、総
統
の
赦
免
諮
問
機
関
の
設
置
等
は
、「
国
際
規
約
」

第
六
条
四
項
の
死
刑
囚
の
有
す
る
赦
免
請
求
権
を
実
際
に
保
障
す
る
上
で
、
必
要
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え

53
）

よ
う
。
ジ
ャ
ン
・
ア
ン
ベ
ー
ル

が
指
摘
す
る
よ

54
）

う
に
、
現
実
に
恩
赦
権
が
行
使
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
刑
の
執
行
が
目
に
見
え
て
減
少
し
て
い
く
歴
史
的
事
実
に
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

司
法
制
度
の
運
用
次
第
で
実
現
さ
れ
る
再
審
請
求
権
、
恩
赦
請
求
権
ほ
ど
「
人
間
の
尊
厳
」
を
体
現
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
権

利
行
使
が
死
刑
囚
に
許
さ
れ
る
か
否
か
、
ま
さ
に
死
刑
囚
に
対
す
る
生
殺
与
奪
の
権
利
は
国
家
権
力
の
下
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ラ
ー
ト

ブ
ル
ッ
フ
は
「
た
だ
超
個
人
主
義
的
法
律
観
の
み
が
死
刑
を
正
当
化
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
た
だ
こ
の
法
律
観
の
み
が
一
般
に
国
家
に
生

）
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殺
与
奪
の
権
利
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て

55
）

い
る
。
個
人
尊
重
主
義
に
対
し
て
国
家
本
位
の
思
想
こ
そ
権
威
主
義
的
超
個
人
主
義

の
法
律
観
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
尊
厳
を
掲
げ
る
死
刑
廃
止
論
は
、
そ
う
し
た
超
個
人
主
義
的
法
律
制
度
と
相
容
れ
な
い
。
死
刑
廃

止
に
向
け
て
為
政
者
に
司
法
的
寛
容
が
期
待
さ
れ
要
請
も
さ
れ
る
の
は
、
死
刑
囚
も
一
人
の
人
間
で
あ
り
、
彼
が
人
格
と
し
て
自
己
目
的

的
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
い
う
。「
罰
す
る
と
し
て
も
、
許
す
と
し
て
も
、
人
は
人
間
を
人
間
的
に
見
な
け
れ
ば
な
ら

56
）

な
い
。」

以
上
、
東
ア
ジ
ア
の
死
刑
廃
止
論
考
を
概
観
し
て
き
た
が
、
三
国
に
共
通
し
て
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
被
害
者
に
比
し

加
害
者
の
人
権
擁
護
に
力
点
が
お
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
加
害
者
の
人
権
へ
の
配
慮
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
被
害
者
の
権

利
の
確
立
や
救
済
方
法
も
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ

57
）

ろ
う
。
東
ア
ジ
ア
に
お
い
て
死
刑
の
廃
止
と
被
害
者
の
人
権
擁
護
を
同
価

値
的
に
把
握
す
る
考
察
方
法
こ
そ
新
た
な
死
刑
廃
止
論
考
と
い
え
よ
う
。

註

50
）

人
格
の
形
成
は
無
限
で
あ
る
。
団
藤
重
光
著
（
二
〇
〇
〇
）
三
二
四
〜
。
受
刑
者
の
主
体
性
に
つ
い
て
、
鈴
木
敬
夫
（
一
九
九
五
）
三
五
。

51
）

李
震
山
（
二
〇
〇
一
）
一
三
〇
。

52
）

呉
志
光
・
林
永
頌
（
二
〇
〇
四
）
八
八
。

53
）

呉
志
光
・
林
永
頌
（
二
〇
〇
四
）
九
〇
。

54
）

Jea
n Im

b
ert

(1993)
86

〜87.

55
）

R
a
d
b
ru
ch

(1973)
258.

田
中
耕
太
郎
訳
（
一
九
七
一
）
三
四
九
。

56
）

R
a
d
b
ru
ch

(1950)
E
leg
a
n
tia
e.
174ff.

ま
たR

a
d
b
ru
ch

(1973)
258.

人
道
主
義
は
、「
罪
の
あ
る
者
に
対
し
て
も
寛
容
で
、
犯
罪
者
に
対
し

て
も
い
た
わ
り
を
も
ち
、
人
で
な
し
に
対
し
て
も
人
間
的
で
あ
る
こ
と
の
で
き
る
」精
神
を
意
味
し
て
い
た
。R

a
d
b
ru
ch
(1950)

K
rim

in
a
listich

e
 

G
o
ete-S

tu
d
ien
;
in
:

Ju
ris C

rim
in
a
lis,

2 A
u
fl.,

1950,
S
.
174ff.

さ
ら
にD

a
s G

o
ete-Z

ita
t sta

m
m
t a
u
s d

er B
a
lla
d
e

D
er G

o
tt u

n
d d

ie B
a
ja
d
re

.,
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R
a
d
b
ru
ch

(1973)
258.

57
）

加
藤
久
雄
（
二
〇
〇
一
）
五
五
。
台
湾
で
は
、
一
九
八
七
年
五
月
、「
犯
罪
被
害
者
保
護
法
」
が
採
択
、
公
布
さ
れ
た
。
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