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合
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

自
己
の
生
命
が
脅
か
さ
れ
る
よ
う
な
突
発
的
な
状
況
の
発
生
に
よ
り
、
生
き
残
る
た
め
に
は
他
人
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
以
外
に

方
法
が
な
い
と
き
は
、
他
人
を
殺
し
て
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
と
、
生
き
る
こ
と
に
絶
望
し
た
者
は
自
殺
し
て
も
よ
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
は
、
古
来
か
ら
刑
法
の
根
源
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
前
者
は
、
「
緊
急
避
難
」
の
問
題
と
し
て
、
ま
た
後
者
は
、

「
自
殺
権
」
な
い
し
は
「
自
殺
の
自
由
」
の
問
題
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
立
法
的
に
一
応
の
解
決
が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
な
お
検
討

を
要
す
る
点
は
多
々
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、
わ
が
刑
法
と
ド
イ
ツ
刑
法
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
立
法
に
出
て
い
る
の
で
あ
る
。

論
じ
た
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
著
名
な
、
思
想
家
・
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
寓
例
に
つ
い
て
、

考
え
た
。
生
き
残
っ
た
者
は
「
殺
人
」
を
犯
し
た
こ
と
に
疑
い
は
な
い
が
、
「
将
来
の
死
刑
」
に
も
勝
る
目
前
の
溺
死
の
恐
怖
は
、
「
定
言

こ
れ
に
対
し
て
、

一
方
が
他
方
を
突
き
落
し
て
溺
死
さ
せ
た
場
合
を

(1
)
 

カ
ン
ト
は
、
「
赦
免
」
が
与
え
ら
れ
う
る
と

命
令
」
と
し
て
の
「
刑
罰
」
を
も
停
止
さ
せ
う
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

(2
)
 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
火
災
や
水
難
等
の
際
の
「
緊
急
避
難
」
を
、
幼
児
や
精
神
病
者
の
加
害
と
同
様
、
「
可
罰
性

の
根
拠
」
に
欠
け
る
場
合
で
あ
る
と
考
え
た
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
は
、
「
殺
人
」
で
は
あ
る
が
、
「
心
理
的
強
制
」
に
親
し
ま
な
い
場

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
、
生
き
残
っ
た
者
が
「
死
刑
」
に
処
さ
れ
な
い
点
で
は
、

が
、
そ
の
根
拠
に
は
違
っ
た
も
の
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
肯
定
し
て
い
る
が
、

い
う
点
で
あ
る
。
現
代
の
刑
法
解
釈
論
か
ら
す
れ
ば
、

りヽ

カ
ン
ト
の
考
え
方
は
、
「
処
罰
」
を
妨
げ
る
「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
」
の
肯
認
で
あ

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
そ
れ
は
「
責
任
阻
却
事
由
説
」
に
近
い
と
い
え
よ
う
が
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
は
不
明
確
な
も
の
が
あ
る

難
破
し
た
船
か
ら
海
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
二
人
が
、

一
枚
の
救
命
板
を
奪
い
合
い
、

問
題
提
起

カ
ン
ト
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
で
相
違
は
な
い

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
は
明
確
で
な
い
と
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な
ら
な
い
。

で
あ
る
。

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
と
っ
て
、
緊
急
避
難
は
、
犯
罪
で
あ
る
が
、
帰
責
で
き
な
い
の
か
、

犯
罪
で
は
な
い
の
か
判
然
し
な
い
の
で
あ
る
。
人
に
危
害
を
加
え
た
幼
児
・
精
神
病
者
を
「
犯
罪
者
」
と
呼
ん
で
刑
罰
を
加
え
よ
う
と
す

(4
)
 

る
の
は
健
全
な
理
性
に
反
す
る
と
明
言
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
に
と

っ
て、

責
任
無
能
力
者
の
行
為
や

緊
急
避
難
が
犯
罪
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
さ
し
て
重
大
な
意
味
を
も
っ
て
は
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
実
質
的
に
「
帰
責
で
き
な

(5
)
 

い
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
正
当
防
衛
は
「
権
利
行
為
」
で
あ
る
か
ら
犯
罪
で
は
な
い
が
、
緊
急
避
難
は
犯
罪
で
あ

る
と
い

っ
て
も
よ
い
が
、
犯
罪
で
は
な
い
と
い

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
カ
ン
ト
と
の
違
い
が
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
緊

(6
)
 

急
避
難
論
を
「
責
任
阻
却
事
由
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
、
決
し
て
不
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
7
)
 

一
方
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
緊
急
避
難
を
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
し
て
と
ら
え
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
緊
急
避
難
」
と
は
、

一

(8
)
 

五
三
二
年
カ
ロ
リ
ナ
刑
法
典

一
六
六
条
以
来
の
「
飢
餓
窃
盗
」
に
つ
い
て
、
「
緊
急
権
」
の
行
使
と
し
て
「
合
法
化
」
さ
れ
る
と
い
う
も
の

で
あ
っ
て
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
よ
う
に
、
「
生
命
対
生
命
」
の
衝
突
を
前
提
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
め
ぐ
る
考
え
方
の
不
統

一
は、

(9
)
 

る
に
は
至
ら
な
か

っ
た
。
同
条
は
、
五
三
条
の

「正
当
防
衛
」
以
外
に
お
い
て
、
自
己
ま
た
は
近
親
者
の
「
生
命
」
・
「
身
体
」
に
対
す
る

一
八
七

一
年
ド
イ
ツ
帝
国
刑
法
典
五
四
条
の
制
定
以
後
も
依
然
解
消
す

「
現
在
の
危
難
」
を
避
け
る
べ
く
、
已
む
を
え
な
く
し
て
行
わ
れ
た
行
為
は
「
可
罰
的
行
為
で
な
い
」
と
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た
か
ら

一
八
一

三
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

―
ニ

一
条
や
一
八
五

一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
刑
法
典
四

0
条
が
、
「
緊
急
避
難
」
を
「
責
任
無
能
力
」

と
し
て
扱
っ
た
の
に
較
べ
て
、
「
正
当
防
衛
」
と
の
親
近
性
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
は
な

っ
た
が
、
そ
れ
に
と
ど
ま

っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば

し
た
が

っ
て、

当
時
か
ら
、
「
緊
急
避
難
」
は
「
違
法
阻
却
事
由
」
で
あ
る
と
い
う
説
と
、
「
責
任
阻
却
事
由
」
で
あ
る
と
い
う
説
と
が



(4) 神奈川法学第42巻 1号 2009年 4
 

ア
ル
ト
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン
、
シ
ル
ド
、
プ
リ
ー
ス
タ
ー
を
は
じ
め
、
現
在
で
も
「
カ

(14
)
 

ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
置
こ
う
と
す
る
見
解
が
有
力
な
の
も
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
わ
が
刑
法
三
七
条
は
、
す
で
に

一
九
〇
七

と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
「
生
命
対
生
命
」
の
衝
突
で
、
生
き
残
っ
た
者
は
、
決
し
て
「
避
け
よ
う
と
し
た
害
の
程
度
を
超
え
た
害
」

を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
、

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
旧
刑
法
七
五
条
の
「
緊
急
避
難
」
が
「
責
任
阻
却
事
由
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(10
)
 

対
立
し
て
き
た
の
も
已
む
を
え
な
か
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
は
、
禁
止
は
さ
れ
な
い

が
許
さ
れ
も
し
な
い
場
合
、
即
ち
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
と
す
る
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
ベ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
な
理
解
も
充

(11
)
 

分
可
能
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

急
避
難
（
三
五
条
）
」
と
が
明
確
に
区
別
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、

三
四
条
は
、
生
命
を
守
る
た
め
に
財
産
を
犠
牲
す
る
場
合
の
よ
う
な
「
優
越
利
益
」
の
た
め
の
緊
急
避
難
を
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
す
る

規
定
で
あ
り
、

三
五
条
は
、
生
命
・
身
体
・
自
由
の
た
め
の
已
む
を
え
な
い
緊
急
避
難
は
違
法
で
あ
っ
て
も
こ
れ
を
「
責
任
阻
却
事
由
」
と

す
る
趣
旨
の
規
定
に
止
ど
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
は
、
優
越
利
益
が
守
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、

題
で
は
な
く
し
て
三
五
条
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
に
窺
わ
れ
る
。
現
に
ド
イ
ツ
で
は
、
多
数
説
は
こ
の
よ
う
に
考
え
て

(12
)
 

い
る
。
し
か
し
、
依
然
と
し
て
、
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
ギ
ュ
ン
タ
ー
の
所
説
も
、
少
数
説
な
が
ら
注
目
に
値

す
る
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
は
、
先
に
行
動
を
起
こ
し
た
方
が
「
違
法
」
で
、
こ
れ
に
応
じ
て
勝
っ
た
方
は
「
正
当
防
衛
」
と
し
て

(13
)
 

「
許
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
納
得
で
き
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
緊
急
避
難
が
違
法
な
ら
ば
、
こ
れ
に
対
し
て
は
正
当
防
衛
が
可
能
な
の
は

J

の
よ
う
な
状
況
は
、

一
九
六
九
年
の
第
二
次
刑
法
改
正
法
に
よ
り
、
「
合
法
化
さ
れ
る
緊
急
避
難
（
三
四
条
）
」
と
、
「
免
責
さ
れ
る
緊

一
挙
に
解
消
し
た
か
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
、

三
四
条
の
問

（
明
治
四

0
)
年
の
昔
に
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
も
「
違
法
阻
却
事
由
」

三
六
条
（
正
当
防
衛
）
と
共
に
、
「
緊
急
避
難
」
は
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
さ
れ
た
こ
と
に
な
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(15
)
 

こ
と
に
比
較
し
て
、
大
き
な
変
革
で
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
で
も
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
は
「
責
任

(16
)
 

阻
却
事
由
」
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
根
強
い
。

た
し
か
に
、
「
生
命
」
は
至
高
の
「
法
益
」
で
あ
る
。
生
命
の
否
定
は
、
「
人
間
の
否
定
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
正
当
防
衛
だ
か
ら

と
い

っ
て
、
「
不
正
の
侵
害
者
」
の
生
命
迄
を
も
奪
う
こ
と
は
避
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
「
侵
害
者
の
生
命
」
と
い
え

ど
も
「
不
正
の
生
命
」
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
判
例
で
、
殺
人
行
為
に
つ
い
て
「
正
当
防
衛
」
を
認
め
た
例
が
す
く
な

(17
)
 

ツ
ェ

ッ
プ
ル
が
、
正
当
防
衛
も
緊
急
避
難
の
最
た
る
も
の
で
あ

り
、
限
り
な
く
「
有
罪
」
に
近
づ
く
と
立
言
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
よ
う
。

(18
)
 

生
命
の
質
的
・
量
的
比
較
を
拒
否
す
る
ロ
ク
シ
ン
は
、
少
数
者
の
犠
牲
の
上
に
多
数
者
を
救
助
す
る
場
合
も
「
違
法
」
と
考
え
る
か
ら
、

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
も
、
当
然
違
法
で
あ
り
、

(19
)
 

一
方
で
ロ
ク
シ
ン
は
、
「
自
殺
の
自
由
」
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
、
「
死
に
た
く
な
い
命
」

と

「
死
に
た
い
命
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
。

自
殺
が
自
己
の
生
命
に
対
す
る
「
義
務
違
反
」
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
た
し
、
リ
ス
ト
も
、
英
雄
的
動
機
か
ら
す
る
自
殺
す
ら
「
生

(20
)

（

21
)
 

命
軽
視
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
人
類
不
滅
」
の
要
請
に
適
合
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

ま
い
か
。
全
員
が
死
亡
す
る
よ
り
は
、

(23
)
 

の
要
請
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
他
方
で
は
、
多
数
者
救
命
の
た
め
の
少
数
者
の
犠
牲
も
「
許
容
さ
れ
る
」
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
で
は
あ
る

(22
)
 

せ
め
て

一
部
で
も
救
わ
れ
た
方
が
「
善
い
」
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
も
ま
た
、
「
人
類
不
滅
」

以
上
の
観
点
か
ら
、
本
稿
は
、
ま
ず
第

一
に
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
違
法
で
は
な
い
」
と
考
え
る
か
、
「
責
任
が
な
い
」
だ
け

う
る
だ
け
と
な
ろ
う
が
、

一
九
世
紀
中
葉
、

い
わ
ゆ
る

「適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
が
な
い
と
い
う
理
由
で
「
責
任
阻
却
」
さ
れ

ロ
ク
シ
ン
の
考
え
に
は
矛
盾
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
で
に
カ
ン
ト
は
、

い
の
も
、
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
れ
に
対
し
て
、
死
を
求
め
る
人
の
依
頼
を
受
け
て
「
殺
人
」
を
行
う
者
が
、
殺
人
罪
の
構
成
要
件
を
実
現
し
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

た
ゞ
、
普
通
の
殺
人
罪
よ
り
は
軽
く
罰
せ
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
諸
国
の
刑
法
が
、
「
受
託
殺
人
」
を
殺
人
罪
の
減
軽

(28) 

類
型
と
し
て
き
た
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。
わ
が
刑
法
二

0
二
条
後
段
の
「
同
意
殺
人
」
も
、
こ
れ
に
当
た
る
。

し
か
し
、
わ
が
刑
法
二

0
二
条
前
段
は
、
さ
ら
に
、
「
自
殺
関
与
」
（
自
殺
教
唆
・
自
殺
料
助
）
を
も
、
同
意
殺
人
と
同
じ
刑
罰
を
も
っ

て
処
罰
し
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
先
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
異
例
な
立
法
で
あ
る
と
い

っ
て
よ
い
。
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
―

六
条
は
、
「
同
意
殺
人
」
・
「
受
諾
殺
人
」
だ
け
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。

ら
な
い
。

(24) 

「
自
殺
」
は
一
般
に
カ
ン
ト
の
い
う
「
義
務
」
に
反
し
た
「
法
益
侵
害
」
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
が
指
摘
し

(25) 

て
い
る
。
し
か
し
、
現
在
で
は
処
罰
さ
れ
な
い
。
自
殺
は
、
失
敗
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
責
め
る
に
は
忍
び
な
い
」
か
ら
で

あ
る
。
諸
国
の
刑
法
典
は
、
こ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
「
自
殺
」
を
「
殺
人
罪
の
構
成
要
件
」
か
ら
排
除
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ

(26
)
 

る
。
定
型
的
な
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
不
存
在
」
は
、
構
成
要
件
の
定
立
に
際
し
て
も
当
然
考
慮
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
し

(27) 

か
し
、
こ
れ
を
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
の
問
題
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
一
っ
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

と
す
る
。

四
な
い
。
生
命
保
護
の
限
界
問
題
で
あ
る
。

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
、
は
た
ま
た
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
位
置
づ
け
る
し
か
な
い
か
を
、
従
来
か
ら
の
諸
説
の
検
討

の
上
に
模
索
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。
少
数
者
の
犠
牲
に
よ
り
多
数
者
を
救
助
し
た
場
合
等
も
。
当
然
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

同
時
に
、
冒
頭
に
も
ニ

――口
し
た
よ
う
に
、

「
自
殺
」
を
ど
う
と
ら
え
る
か
も
、
生
命
保
護
の
限
界
問
題
と
し
て
慎
重
な
検
討
を
必
要
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殺人・傷害に関わる「法から解放された領域」の問題性 (7) 

J

の
見
地
か
ら
検
討
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ
こ
に
ま
た
、

ー
つ
の
問
題
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
し
か
し
、
立
法
態
度
と
し
て
は
、
わ
が
刑
法
二
0
二
条
は
む
し
ろ
正
当
だ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
自
殺
」
が
「
法
益
侵
害
」

で
あ
る
以
上
、
「
自
殺
関
与
」
も
ま
た
、
法
益
侵
害
に
「
関
与
」
し
た
わ
け
で
あ
り
、
「
不
法
共
犯
論
」
は
こ
れ
を
処
罰
し
う
る
実
質
的
根

(29
)

（

30
)
 

拠
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
リ
ス
ト
が
、
最
近
で
は
ヒ
ル
シ
ュ
が
、
わ
が
刑
法
二
0
二
条
を
評
価
す
る
の
も
、
当
然
で
あ
る
と
思

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
で
は
、
現
行
法
上
「
不
可
罰
の
自
殺
料
助
」
と
、

二

―
六
条
の
「
正
犯
」
と
の
区
別
が
重
大
な
問
題
と
な

っ
て
い

る
。
そ
も
そ
も
、
正
犯
と
料
助
犯
の
区
別
は
現
実
に
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
判
断
者
の
判
断
―
つ
で
、
「
実
行
行
為
（
正
犯
）
」
か
「
射

助
行
為
（
粗
助
犯
）
」
か
が
決
ま
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
「
不
可
罰
の
自
殺
幣
助
」
か
「
可
罰
的
な

受
託
殺
人
」
か
と
い
う
重
大
な
区
別
も
、
事
実
判
断
に
委
ね
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
。
後
程
改
め
て
検
討
す
る
通
り
で
あ
る
。
「
自
殺
関
与
」

は
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
容
易
で
も
、
こ
と
は
そ
れ
で
済
ま
な
い
実
質
を
も

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が

刑
法
上
は
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
生
じ
な
い
。
ド
イ
ツ
で
、
「
自
殺
関
与
」
処
罰
の
必
要
性
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を

し
か
し
、
「
自
傷
関
与
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
わ
が
刑
法
上
も
、
重
大
な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
「
自
殺
関
与
」
と
違
っ
て
、
「
自
傷
関
与
」

の
処
罰
規
定
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
生
命
」
に
次
ぐ
「
身
体
の
安
全
」
・
「
健
康
」
の
保
護
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
麻
薬
・
覚
せ
い
剤
等
の
「
自
己
施
用
」
は
処
罰
さ
れ
る
。
刑
法
上
も
、
「
重
大
な
自
傷
」
は
こ
れ
を
放
置
し
え
な
い
と
考
え
る
途
が

(31
)
 

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
で
に
、
ゲ
ル
ラ
ン
ト
は
、
「
独
立
罪
と
し
て
の
自
傷
」
を
提
案
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
エ
イ
ズ
汚
染
」
も
、

本
稿
の
第
二
の
課
題
は
、
「
自
殺
」
・
「
自
傷
」
を
め
ぐ
る
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
の
外
観
を
い
か
に
受
け
止
め
る
か
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
の
実
体
は
何
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
を
始
め
よ
う
。

わ
れ
る
。
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し
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エ
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、
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が
刑
法
三
七
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項
本
文
の
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を
超
え
な
か
っ
た
場
合
」
と
、

一
項
但
書
き
（
「
過
剰
避
難
」
）
の
「
超
え
た
場
合
」
と

が
、
「
裁
判
官
の
裁
量
」
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
か
の
如
く
に
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ら
え
た
の
で
あ
る
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こ
れ
に
対
し
て
、
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ル
シ
ュ
は
「
自
殺
の
自
由
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を
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め
な
い
。
こ
こ
に
、
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ル
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ュ
と
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ク
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の
違
い
が
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る
。
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(26)
。
そ
し
て
、
「
自
己
に
対
す
る
義
務
」
は
、
ま
た
「
法
的
義
務
」
で
も
あ
り
う
る
。
「
人
倫
的
義
務
」
と
「
法
的
義
務
」
を
巧
み
に
切
り
分

け
る
メ
ス
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
A
r
t
h
.
K
a
u
f
m
a
n
n
.
 Da

s
 S
c
h
ldprinzip, 2
 Aulf. 1976, S
.
 19

7
f
f
 

(21)
尤
も
、
カ
ン
ト
は
、

「
生
命
」
に
対
す
る
「
義
務
」

よ
り
も
、
「
正
義
」
が
優
越
す
る
か
の
立
言
に
出
る
こ
と
が
あ
る
。
民
族
全
体
が
滅
び
て
も
、
な
お
正

義
の
実
現
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
か
で
判
然
し
な
い
点

(I•K
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t
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t
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s
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r
 Sitten, S
.
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1
 ff
)

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

天
上
の

「正
義
」
を
実
現
し
た
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
社
会
を
前
提
と
し
な
い
「
正
義
」
は
「
空
虚

」
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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h
e
s
 St
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 B
d. 
I, 
1
9
2
5
.
 

S
.
4
9
4
 f.

さ
ら
に
後
注

(23)
。

(22)

R.V

•Hippe!. 

D
e
u
t
s
c
h
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 B
d
.
 II. 
S
.
2
2
8
 ff.; 
F. O
e
t
k
e
r
,
 No

t
w
e
h
r
 u
n
d
 N
o
t
s
t
a
n
d
,
 Fr

a
n
k
-
F
e
s
t
g
a
b
e
,
 B
d
.
 I, 
1930. S
.
3
5
9
 ff., 
3
7
3
 ff.
;
 

E
.
 We

i
g
e
l
i
n
,
 D
a
s
 B
r
e
t
t
 d
e
s
 K
a
r
n
e
a
d
e
s
.
 G
S
.
1
1
6
.
1
9
4
2
.
 S
.
8
8
 ff, 
9
3
 f., 
9
4
 ff. 
9
7
;
 
H
.
M
a
y
e
r
,
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 A
li
g
.
 T.

1
9
5
3
,
 S
.
1
7
3
 ff..189 ff. 

(23)
ガ
ル
ラ
ス
は
、
「
正
義
そ
れ
自
体
」
の
た
め
に
国
家
・刑
罰
が
存
在
す
る
の
で
は
な
く
し
て
、

「公
共
の
福
祉
」
に
適
切
に
奉
仕
す
る
た
め
の
現
実
的
課
題

実
現
手
段
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

(W・

Gallas,
G
r
u
n
d
e
 u
n
d
 G
r
e
n
z
e
n
 d
e
r
 Straffbarkeit. B
e
i
t
r
a
g
e
 z
u
r
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
s
le
h
r
e
,
 19

6
8
.
 

S. 
ff.. 
3
)
。
ガ
ル
ラ
ス
は
、
「
義
務
違
反
と
し
て
の
犯
罪
」
を
強
調
す
る
立
場
の
代
表
者
の

一
人
で
あ
る
が
、
右
の
立
言
は
極
め
て
正
当
で
あ
る
と
い
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
内
田
文
昭
「
法
益
侵
害
と
行
為
無
価
値
の
諸
問
題
」
神
奈
川
法
学
四
0
巻
三
号

一
頁
以
下
、
五
頁
。

ゑ
）

I
•
K
g
t
,
M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 d
e
r
 S
i
t
t
e
n
,
 

S
.
4
1
7
 ff.
,
 

4
2
0
;
 
K. E
n
g
i
s
c
h
,
N
S
t
a
a
t
s
W
.
 108, S
.
4
1
9
 ff. 

(25)

H
.
 W
e
lzel, D
a
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 1
1
 Aufl. 1969, S
.
2
8
0
 f.; 
E
.
 

S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
,
 S
e
l
b
st
m
o
r
d
 u
n
d
 B
e
t
e
i
li
g
u
n
g
 a
m
 Se
l
b
s
t
m
o
r
d
 m
 s
t
r
a
f
r
e
c
h
t,
 

licher Sicht, W
e
l
z
e
lー

F
e
s
t
s
c
h
r
ift,
1
9
7
4、
S
.
8
0
1
ff.
,
 

8
1
0
 ff. 

(26)
ロ
ク
シ
ン
は
、
な
に
び
と
も
自
己
自
身
の
法
益
に
対
し
て
は
「
刑
法
上
重
要
な
か
た
ち
で
は
侵
害
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う

(C.
R
o
xin, 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 Al

l
g
.
 T. II, 2

0
0
3
,
 

S
.
1
4
2
 ff.
)。
し
か
し
、
す
く
な
く
と
も
「
生
命
」
に
関
し
て
は
、
右
の
立
言
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点

が
、
本
稿
の
最
大
の
論
点
で
あ
る
。
た
ゞ
、
「
お
よ
そ
人
と
し
て
」
自
殺
を
思
い
止
ど
ま
る
こ
と
を
求
め
る
の
は
、
「
過
酷
に
過
ぎ
る
」
と
考
え
る
こ
と
は
可

能
な
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
、

「な
に
び
と
」
も
刑
法
上
「
有
責
に
自
殺
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。
内
田
文
昭
・
刑
法
各
論
〔
第
三
版
〕
（
平
八
）

一
四
頁
以
下
。

(27)
ロ
ク
シ
ン
に
と
っ
て
も
、
「
自
殺
」
は
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
と
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い

(C.
R
o
x
i
n
,
 St

r
a
f
r
e
c
h
t
,
 A
ll
g
.
 T. I, 

4
 Au
f
l
.
 

S. 
6
1
1
)
。

(28)
内
田
・
各
論
〔
第
三
版
〕

一
五
頁
以
下
。

(29)
「
不
法
共
犯
論
（
違
法
共
犯
論
）
」
に
つ
い
て
は
、
差
し
当
た
り
、
内
田
・
概
要
中
巻
四
三
六
頁
以
下
。

(30)
F. v
.
 LiBt, V

D
B
.
 

V
,
 

S
.
1
3
3
 ff. 
;
 

H.J

•Hir

sc
h, 

E
i
n
w
i
l
l
i
g
u
n
g
 u
n
d
 S
e
l
b
s
t
b
e
s
t
i
m
m
u
n
g
,
 W

e
lz
e
lー

Festschrift,
1
9
7
4
,
 

S
.7
7
5
 ff., 
7
9
4
 A
n
m
.
 

6
2
.
 

(31)
H. Gerland

•Die 

S
e
l
b
st
v
e
r
l
e
t
z
u
n
g
 u
n
d
 d
i
e
 V
e
r
l
e
t
z
u
n
g
 d
e
s
 E
i
n
w
i
l
l
i
g
e
n
d
e
n
,
 VD

A
.
 B
d
.
 II, 
1
9
08
,
 

S. 4
8
7
 ff., 
5
2
0
 f., 
5
2
9
.
 

し
か
し
、
ゲ
ル
ラ
ン
ト
は
、
わ
が
二

0
二
条
の
「
自
殺
関
与
」
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
H
.
G
e
rl
a
n
d, 
V
D
A
.
 II
,
 

S
.
 

5
1
4
,
5
1
4
 A
n
m
.
 1
2
 

「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」

の
実
体

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
法
」
と
は
、
人
と
人
の
「
任
意
な
意
思

(
W
i
l
l
k
u
r
)
」
が

「
自
由
の
法
則
」
に
よ
り
相
互
に
合
致
し
う
る
た

(1
)
 

め
の
諸
条
件
の
総
体
で
あ
る
。
自
然
や
動
物
・
植
物
そ
の
も
の
は
、

「
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
、
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「
人
間
社
会
」
を
前
提
と
し
、
「
人
」
の
た
め
に
「
多
数
人
」
の
合
意
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

人
間
社
会
を
前
提
と
し
て
も
、
法
は
人
に
と
っ
て
「
不
可
能
」
な
こ
と
を
求
め
な
い
。
男
児
と
女
児
を
産
み
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
法
は
、
男
児
を
産
む
こ
と
は
こ
れ
を
求
め
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
過
去
を
規
制
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
し
て
は
な
ら
な

(2
)
 

い
の
も
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
社
会
生
活
に
関
わ
り
を
も
た
な
い
純
粋
の
個
人
的
行
為
も
、
法
の
対
象
に
は
な
ら
な
い
。
勿
論
、
「
思
想
そ

(3
)
 

の
も
の
」
も
法
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
。
外
部
的
行
為
と
し
て
「
賞
賛
」
に
値
す
る
も
の
は
、

「勲
賞
」
・
「
栄
典
」
の
対
象
と
な
り

（憲

一
四
条
―
――
項
）
、
社
会
に
害
悪
を
及
ぼ
す
も
の
は
処
罰
さ
れ
る
。
ま
た
、
個
人
的
行
為
で
も
、
「
公
然
」
と
行
う
場
合
は
処
罰
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
（
公
然
猥
褻
罪
）
、
他
人
の
個
人
的
行
為
を
「
覗
く
」
こ
と
も
処
罰
さ
れ
る
と
き
が
あ
る
（
軽
犯

一
条
二

三
号）
。
「
人
間
」
は
、

法
か
ら
解
放
さ
れ
た
か
に
窺
わ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
「
法
か
ら
見
放
さ
れ
て
は
い
な
い
」
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
人
間
は
法
に
よ
り
守
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
納
税
の
義
務
」
を
負
う
の
は
当
然
で
あ
る

の
は
、
「
権
利
（
人
権
）」
と
し
て
こ
れ
を
保
障
す
る
憲
法
以
下
の
「
法
律
」
で
あ
る
。
勿
論
、
完
全
な
「
保
障
」
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

人
は
み
ず
か
ら
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
。
法
は
こ
れ
を
「
促
進
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
、
近
代
福
祉
国
家

の
「
法
律
」
で
あ
る
。
法
律
は
、
「
正
義
そ
れ
自
体
」
の
た
め
に
定
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
「
人
の
福
祉
」
の
た
め
に
存
在
す
る

の
で
あ
る
。

（憲
三
0
条
）。

人
間
を
守
る

「
政
治
」
は
、
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
か
に
窺
わ
れ
る
面
も
あ
ろ
う
が
、
実
は
「
法
」
を
求
め
、
か
つ
、
「
法
」
を
前
提
に
し
て
い
る

(4
)
 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

国
民
の
権
利

（人
権
）
を
包
括
的
に
「
保
障
」
す
る
憲
法
―
一
条
以
下
の
諸
規
定
や
、
こ
れ
ら
を
受
け
た
各
法
律
の
諸
規
定
も
、

社
会
の
変
容
、
地
球
環
境
の
変
化
に
よ
り
新
た
な
対
応
に
迫
ら
れ
る
の
が
最
近
の
傾
向
で
あ
る
。
法
律
に
宿
命
的
な
「
立
法
の
欠
訣
」
が
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「
対
策
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(5
)
 

み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
法
規
定
の
不
存
在
」
で
あ
っ
て
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
の
出
現
で
は
な
い
。
「
欠
訣
」
を
補

充
す
れ
ば
足
り
る
の
で
あ
る
。
社
会
環
境
の
変
化
に
伴
う
「
法
整
備
」
の
要
否
が
問
題
と
な
る
だ
け
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
最
近
の
我
が
国

は、

「立
法
過
多
」
の
傾
向
に
あ
る
と
い

っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
勿
論
、
「
法
」
は
「
普
遍
的
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
然

(6
)
 

で
あ
る
。

(7
)
 

も
と
も
と
「
断
片
的
な
性
格
の
刑
法
」
は
、
「
新
た
な
犯
罪
規
定
」
の
定
立
に
は
、
よ
り
慎
重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
も
、
「
法

か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
を
解
消
す
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
法
規
の
不
備
」
が
生
じ
た
場
合
の

人
の
義
務
違
反
に
基
づ
く
法
益
侵
害
と
し
て
の
「
犯
罪
」
防
止
の
任
に
当
た
る
刑
法
に
と
っ
て
、
法
の
一
部
と
し
て
の
「
刑
法
」
か
ら

解
放
さ
れ
た
領
域
は
、
犯
罪
成
立
を
阻
止
す
る
事
由
と
の
関
わ
り
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
実
は
、
違
法
阻
却
事

由、

責
任
阻
却
事
由
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
構
成
要
件
阻
却
事
由
の
各
領
域
で
、
そ
れ
ぞ
れ
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
る
。

刑
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
領
域
と
し
て
、
第
一
に
論
じ
ら
れ
た
の
は
、
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
特
に
、
ビ
ン
デ
ィ

ン
グ
や
ベ
ー
リ
ン
グ
の
「
同
価
値
法
益
の
衝
突
」
と
し
て
の
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
め
ぐ
る
諸
問
題
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は

(8
)
 

な
した

し
か
に
、
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
ベ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
に
、
「
禁
止
は
さ
れ
な
い
」
が
「
許
さ
れ
も
し
な
い
」
緊
急
避
難
を
肯
定
す
る
な
ら

ば
、
こ
れ
を
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
位
置
づ
け
、
法
律
上
重
要
で
な
い
と
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
こ
の

(9
)
 

よ
う
な
理
解
に
立
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
禁
止
さ
れ
な
い
」
こ
と
は
「
許
さ
れ
る
」
と
考
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「カ

ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
は
、
「
自
己
保
存
の
欲
求
」
を
「
他
人
の
生
命
」
に
優
先
さ
せ
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
「
禁
止
で
き
な
い
」
か
ら
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四
放
さ
れ
た
領
域
」
は
不
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
許
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
オ
エ
ト
カ
ー
、

わ
ざ
る
を
え
な
い

。
シ

ル
ド
と
プ
リ
ー
ス
タ
ー
も
、

ヒ
ッ
ペ
ル
、

(10
)
 

H
・
マ
イ
ヤ
ー
は
こ
の
よ
う
に
考
え
た
。

カ
ウ
フ
マ
ン
は
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
責
任
阻
却
」
と
す
る
だ
け
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
出
発
し
て
、
「
法
か
ら
解
放
さ

(11
)
 

れ
た
領
域
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
。
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
や
ベ
ー
リ
ン
グ
は
「
違
法
」
と
み
る
こ
と
に
疑
問
を
提
示
し
、
ア
ル
ト
ー
ル
・
カ
ウ

フ
マ
ン
は
「
責
任
な
し
」
と
す
る
だ
け
で
よ
い
の
か
と
い
う
疑
問
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
の
問
題
に
し
た
と
い

(12
)
 

カ
ウ
フ
マ
ン
に
近
い
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
や
ロ
ク
シ
ン
は
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
違
法
阻
却
」
と
み
る
こ
と
を
拒
否
し
、
専
ら
「
責
任

(13
)
 

阻
却
緊
急
避
難
」
と
考
え
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

(14
)
 

「責
任
判
断
を
差
し
控
え
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
を
考
え
る
の
は
、
ラ
ン
グ
・
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
で
あ
る
。

「
人
間
の
管
轄
外
」
の
こ
と
に
は

「責
任
判
断
」
は
差
し
控
え
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
他
の
論
者

の
場
合
と
同
様
、
「
違
法
阻
却
」
な
い
し
は
「
責
任
阻
却
」
に
関
わ
る
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
限
り
で
は
、
シ
ル
ド
も
同
様
で
あ
る

と
い

っ
て
よ
い
。

し
た
が
っ
て
、
「
違
法
阻
却
」
か
「
責
任
阻
却
」
か
で
、
即
ち
「
刑
法
体
系
内
」
で
解
決
が
可
能
な
ら
ば
、
敢
て
紛
わ
し
い
「
法
か
ら
解

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
に
較
べ
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
す
く
な
い
の
が
「
自
殺
」

・
「
自
傷
」
で

あ
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
を
拒
否
す
る
ロ
ク
シ
ン
が
、
「
禁
止
も
さ
れ
ず
許
さ
れ
も
し
な
い
自
殺
」
こ
そ
、

(16
)
 

そ
の
名
に
値
す
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
自
殺
・
自
傷
は
、
「
構
成
要
件
」
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し
、
至
高
の
法
益
（
生
命
・
身
体
）

一
方
、
ア
ル
ト
ー
ル
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の
処
分
を
、
法
が
規
制
か
ら
「
解
放
」
す
る
の
は
、
ま
さ
に
「
法
の
自
殺
」
で
あ
る
。
し
か
も
、

な
犯
罪
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
法
は
「
自
殺
」
を
罰
し
な
い
。
法
も
「
死
者
に
鞭
を
打
た
な
い
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
生

き
る
こ
と
に
絶
望
し
た
人
に
対
し
て
は
、
な
お
生
き
続
け
る
べ
き
義
務
履
行
を
求
め
る
こ
と
は
過
酷
に
過
ぎ
る
と
い
う
法
の
定
型
的
決
断

(17
)
 

を
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
刑
法
は
、
構
成
要
件
定
立
に
当
た
り
、
「
お
よ
そ
人
間
と
し
て
自
殺
を
思
い
止

ど
ま
る
」
こ
と
は
こ
れ
を
「
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
判
断
し
て
、
敢
て
構
成
要
件
か
ら
除
外
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
自
傷
」
を
同
列
に
置
く
こ
と
に
は
大
き
な
疑
問
が
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
「
期
待
可
能
性
論
」
は
、
「
責
任
阻
却
事
由
論
」
と
し
て
誕
生
し
た
議
論
で
あ
る
が
、
当
初
か
ら
そ
の
固
有
の
存
在
意

(19
)
 

義
に
問
題
が
あ
り
、
一
般
的
な
責
任
阻
却
事
由
論
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
批
判
を
受
け
て
き
た
。
た
し
か
に
、

「適

法
行
為
の
期
待
可
能
性
不
存
在
」
を
一
般
的
に
肯
定
し
、
「
責
任
な
し
」
と
す
る
こ
と
は
、
刑
法
の
機
能
を
弛
緩
さ
せ
か
ね
な
い
。
犯
罪
は
、

す
べ
て
当
該
行
為
者
の
「
已
む
を
え
な
い
」
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
も
い
え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
人
間
の
管
轄
外
」
の
こ
と

を
「
規
制
」
し
な
い
「
法
」
は
、

当
然
、
「
人
に
と
っ
て
無
理
な
こ
と
」
は
こ
れ
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
す
で
に
、
「
一
般
人
」
に
と
っ

て
無
理
も
な
い
こ
と
は
「
違
法
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
、
「
一
般
人
の
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
」
を
「
違
法
阻
却
事
由
」
の
根
底
に

(20
)
 

据
え
る
方
向
が
有
力
で
あ
る
。
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
、

H
・
マ
イ
ヤ
ー
、
マ
イ
ホ
ー
フ
ァ
ー
、
ラ
ム
ペ
が
こ
の
立
場
を
と
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル

(21
)
 

は
、
「
一
般
人
」
も
き
っ
と
「
行
為
者
の
立
場
」
に
立
っ
た
な
ら
ば
「
そ
う
し
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
え
る
と
き
に
「
責
任
が
な
い
」
と
立
言
し

(22) 

た
が
、
そ
れ
は
「
違
法
で
な
い
」
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
ロ
ク
シ
ン
の
批
判
も
あ
る
。
後
に
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
き
に
は
、
「
お
よ
そ
人
」
と
し
て
「
無
理
な
こ
と
」
は
、
「
構
成
要
件
実
現
」
か
ら
除
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い

っ
て
差
し
支
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
人
間
の
弱
さ
」
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、

「
い
か
な
る
人
」
に
対
し
て
も
「
自
殺
」
を
思
い
止

ど
ま
る
べ
き
で
あ

っ
た
と
「
責
め
る
こ
と
は
過
酷
に
過
ぎ
る
」
と
い
う
発
想
が
、
「
自
殺
」
を
「
殺
人
罪
の
構
成
要
件
」
か
ら
排
除
し
た
実

一
方
で
法
は
「
殺
人
罪
」
を
最
も
重
大
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(23
)
 

体
的
根
拠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
実
は
多
く
の
論
者
も
認
め
て
き
た
の
で
あ
る
。
「
自
傷
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
付
け
加
え
る

勿
論
、
「
そ
の
人
」
に
と

っ
て
の
み
「
已
む
を
得
な
か

っ
た
」
と
い
う
べ
き
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
責
任
阻
却
事
由
」
と
し
て
「
適

法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
構
成
要

(24
)
 

件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
が
肯
定
さ
れ
た
後
に
は
じ
め
て
「
責
任
阻
却
」
が
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
眺
め
て
き
た
よ
う
に
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
は
、
違
法
阻
却
さ
れ
る
「
緊
急
避
難
」
と
し
て
、
「
自
殺
」
・
「
自
傷
」
は
、

構
成
要
件
不
該
当
行
為
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
「
刑
法
体
系
の
内
部
」
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
「
刑
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
」
い
わ
れ

は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
た
、
「
多
数
者
の
た
め
の
少
数
者
の
犠
牲
」
と
か
、
「
自
殺
関
与
」
・
「
自
傷
関
与
」
な
ど
の
関
連
領
域

を
も
抱
え
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
改
め
て
検
証
・
検
討
し
て
ゆ
く
必
要
を
感
じ
る
。

こ
こ
で
は
、
罰
す
る
か
罰
し
な
い
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
法
は
「
弊
風
」
を
傍
観
し
て
い
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
こ
と
だ
け
を
予
め

確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
公
序
良
俗
違
反
」
を
す
べ
て
罰
す
る
必
要
は
な
い
が
、
傍
観
す
る
だ
け
で
は
役
割
を
果
た
し
て
は
い
な
い
の
で
あ

(25) 
る
。
刑
法
二
四
四
条
は
、
こ
の
見
地
に
お
い
て
、
再
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

注
(l
)
I•Kant. 

M
e
t
a
p
h
y
s
1
k
 d
e
r
 Sitten, S. 
230.

「自
由
の
法
則
」
と
は
何
か
が
問
題
で
あ
る
が
、
他
か
ら
独
立
し
な
が
ら
相
互
に
拘
束
し
合
う
「
人
間
故
の

均
等
性
」
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
た
い

。

I•K
g
t
,M
e
t
h
a
p
h
y
s
i
k
 d
e
r
 Sitten, S. 2
3
7
 f.

な
お
、

A
r
t
h
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K
a
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n
n
,
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a
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 Sc
h
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l
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p
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i
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z
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p
,
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 Aufl., S
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 ff・ 
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K
.
 E
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i
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,
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S
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 W. 108, S
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 ff. 

五
べ
き
こ
と
も
あ
る
が
、
後
に
改
め
て
触
れ
た
い
。
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C. R
o
x
i
n
,
 Strafrecht. A
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T.I. 4
 A
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.
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0
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(23)
前
出
、
一
注

(26
)
（27)
。

適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
「
定
型
的
」
に
排
除
さ
れ
た
「
者
」
に
は
、
そ
の
ほ
か
「
犯
人
蔵
匿
罪
」
（
刑
一

0
三
条
）
の
「
前
犯
人
」
、
ド
イ
ツ
刑
法
一

二
0
条
か
ら
排
除
さ
れ
る

「
自
己
逃
走
者
」
が
あ
る
。
わ
が
刑
法
九
七
条
は
、
「
自
己
逃
走
」
を
予
定
し
て
い
る
。
他
方
‘
1
0
四
条
は
、
「
自
己
の
た
め
の

証
拠
」
の
隠
滅
は
こ
れ
を
明
示
的
に
排
除
す
る
。
い
か
な
る
行
為
者
の
い
か
な
る
行
為
を
処
罰
す
る
か
は
、
こ
の
限
り
で
は
立
法
者
の
「
決
断
」
に
あ
る
と

い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(24)
刑
法
は
、
さ
ら
に

「
期
待
可
能
性
低
減
」
を
考
慮
し
て
、

「
違
法
減
少
」・「
責
任
減
少
」
を
認
め
る
。
「
過
剰
防
衛
」

（刑
――
―六
条
二
項
）
・
「
過
剰
避
難
」

（刑
三
七
条

一
項
但
書
き
）
、
「
中
止
未
遂
」
（
刑
四
三
条
但
書
き
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
「
期
待
可
能
性
不
存
在
」
を
一
律
に
「
責
任
阻
却
事
由
」
と
し
て
包
括

す
る
こ
と
は
批
判
さ
れ
よ
う
が
、
「
違
法
阻
却
事
由
」
の
基
底
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
「
構
成
要
件
阻
却
事
由
」
の
根
拠
と
し
て
、
「
刑
法
体
系
内
部
」
で
充

分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
内
田
・
概
要
中
巻
二
九
六
頁
。

(25
)
R.V

• Hippe!. 

D
e
u
t
s
c
h
e
s
 Strafrecht. B
d
・
I
,
 S. 7££.
,
 7

 A
n
m
.
 

9
.

さ
ら
に
、
径
5

出
、
四
・
ニ
注

(50)
。

さ
き
に
も
紹
介
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
と
違
法
阻
却
・
責
任
阻
却

(1
)
 

カ
ン
ト
は
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
、
生
き
残
っ
た
者
は
「
自
己
保
存
欲
求
」
に
基

づ
く

「無
法
な
」
行
為
に
出
た
も
の
で
、
「
無
罪
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
n
i
c
h
t
 
u
n
s
t
r
a
f
l
i
c
h
)
」
が
、

「
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
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(unstrafbar)
」
と
論
じ
た
。
「
緊
急
状
態
は
命
令
を
発
し
な
い
が
、
不
法
を
合
法
と
す
る
緊
急
状
態
も
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
不
法
」

で
あ
る
が
「
処
罰
」
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
に
は
「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
」
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
こ
と
が
無
難
で
あ
ろ

(2
)

(

3

)

 

う
が
、
ル
シ
ュ
カ
は
、
「
違
法
阻
却
」
か
「
責
任
阻
却
」
か
と
い
う
視
座
か
ら
、
カ
ン
ト
の
考
え
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

ル
シ
ュ
カ
は
、

カ
ン
ト
の
「
正
当
化
事
由
」
と
「
免
責
事
由
」
が
別
個
の
体
系
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
み
る
。
前
者
は
「
法
の
体

(4
)
 

系
内
」
に
あ
り
、
後
者
は
「
法
の
体
系
外
」
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「正
当
防
衛
」
は
「
法
の
許
容
」
に
あ
る
が
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス

の
板
」
は

「法
の
許
容
」
で
は
な
く
し
て
、
「
法
廷
の
赦
免
」
に
与
る
の
で
あ
る
。
「
客
観
的
」
な
合
法
性
に
欠
け
る
「
主
観
的
」
な
危
機

(
5
)
 

脱
出
を
合
法
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
刑
事
裁
判
」
は
「
赦
免
」
を
与
え
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ル
シ
ュ
カ
は
、
こ

の
よ
う
に
分
析
し
た
。
し
か
し
、
神
の
正
義
・
法
を
地
上
で
実
現
す
る
こ
と
は
国
家
の
任
務
で
は
な
い
。
ヒ
ッ
ペ
ル
が
指
摘
す
る
通
り
で

(6
)
 

あ
る
。
ル
シ
ュ
カ
も
、
「
緊
急
避
難
」
を
「
法
の
体
系
内
」
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
に
違
い
な
い
。
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
が
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス

(7
)
 

の
板
」
を
「
違
法
阻
却
」
と
み
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と

っ
て
は
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
、
板
を
奪
い
取
っ
た
者
に
対
し
て
は
「
正
当
防
衛
権
」
を
付
与
し
え
ず
、
し
た

が
っ
て
ま
た

「法
の
体
系
内
」
で
は
「
許
容
」
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
地
上
の
「
人
間
」
に
と
っ
て
は
、
均
し
く
「
生

存
」
の
た
め
の
「
権
利
」
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
人
類
不
滅
」
の
要
請
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
ま
た
、
生
命
対
生

命
の
緊
急
避
難
を
合
法
化
す
る
根
拠
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
カ
ン
ト
が
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
罰
す
る
「
刑
罰
法
規
」
を
否
定
し
、

(8
)
 

「
法
廷
」
は
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
赦
す
」
と
い
う
の
は
、
実
は
「
地
上
の
正
義
」
を
肯
定
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
も
紹
介
し
た
が
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
自
己
保
存
欲
求
」
に
基
づ
く
違
法
阻
却
緊
急
避
難
の
確
固
と
し
た
根
拠
に
据
え

(9
)
 

よ
う
と
し
た
の
は
、
オ
エ
ト
カ
ー
で
あ
る
。
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オ
エ
ト
カ
ー
は
、
「
生
命
対
生
命
」
の
緊
急
避
難
で
は
「
優
越
利
益
擁
護
」
の
要
請
で
は
な
く
し
て
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
が
優
先
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
「
優
越
利
益
擁
護
」
は
、
「
物
対
物
」
の
衝
突
の
場
合
の
よ
う
に
、
価
値
の
比
較
が
可
能
な
と
き
の
指

(10
)

（

11
)
 

導
原
理
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ペ
ル
や
、

H
・
マ
イ
ヤ
ー
が
同
じ
考
え
で
あ
っ
た
し
、
「
許
さ
れ
は
し
な
い
が
禁
止
さ
れ
も
し
な
い

緊
急
避
難
」
を
肯
定
す
る
ビ
ン
デ
ィ
ン
グ
も
、
結
局
は
、
同
価
値
利
益
な
い
し
は
低
価
値
利
益
の
犠
牲
の
上
に
成
り
立
つ
「
緊
急
避
難
」
を

(12
)
 

認
め
た
の
で
あ
る
。
「
違
法
阻
却
か
責
任
阻
却
か
は
ど
ち
ら
で
も
よ
い
緊
急
避
難
」
を
考
え
よ
う
と
す
る
フ
ェ
ル
ネ
ッ
ク
や
ド
ー
ナ
も
、
緊

(13
)
 

急
避
難
を
「
違
法
」
と
は
み
な
い
の
で
あ
る
。
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
「
緊
急
避
難
」
を
唱
え
る
論
者
が
緊
急
避
難
を
「
違

(14
)
 

法
」
と
み
な
い
の
も
、
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
理
解
を
支
え
る
決
定
的
な
根
拠
は
、
「
一
般
人
と
し
て
の
適
法
行
為
の
期
待
不
可
能
性
」
を
認
め
る
こ
と
に
あ
る
。

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
場
合
、
二
人
共
に
「
運
命
」
と
諦
め
て
海
底
の
藻
屑
と
消
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、

に
徹
し
て
板
を
譲
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
か
ろ
う
。
オ
エ
ト
カ
ー
も
、
二
人
が
夫
婦
で
あ

っ
た
な
ら
、

(15
)
 

倫
的
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
刑
法
は
「
自
己
保
存
欲
求
」
を
優
先
さ
せ
て
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
で
に
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ

(16
)
 

ハ
も
、
「
通
常
の
人
の
常
態

(
S
t
a
n
d
i
g
k
e
i
t
)
」
で
耐
え
難
い
苦
難
を
前
提
と
し
て
「
緊
急
避
難
」
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
普
通
の
平
凡
な
人
に
対
し
て
「
死
を
選
ぶ
こ
と
」
を
求
め
る
の
は
「
無
理
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
カ

ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
「
許
容
」
す
る
唯
一
の
根
拠
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
き
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
が
「
人
類
不
滅
」
の
要
請
に
適
合
す
る
の
で
あ
る
。
心
臓
移
植
が
許
容
さ
れ

こ
れ
に
対
し
て
、

る
の
も
、
そ
の
究
極
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

(17
)
 

ヒ
ル
シ
ュ
や
ロ
ク
シ
ン
は
、
「
優
越
的
利
益
擁
護
」
の
原
理
が
、
「
違
法
阻
却
緊
急
避
難
」
の
根
拠
で
あ
る
と
し
、

二

一
緒
に
死
を
選
ぶ
の
が
よ
り
「
人

一
方
が
自
己
犠
牲
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関
係
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
考
量
が
妥
当
す
る
。

な
限
り
許
し
て
よ
い
の
で
あ
る
。

四
人
の
生
命
に
優
劣
は
付
け
難
い
と
考
え
る
か
ら
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
に
つ
い
て
違
法
阻
却
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
自
己
保
存
欲
求
」
か
ら
す
る
緊
急
避
難
や
「
同
価
値
利
益
衝
突
」
の
際
の
緊
急
避
難
を
「
違
法
阻
却
緊
急
避

難
」
か
ら
排
除
す
る
根
拠
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い

。
ロ
ク
シ
ン
も
、
「
人
間
の
力
」
を
超
え
る
こ
と
は
こ
れ
を
法
は
求
め
な
い
し
、
人
は
「
可
能
な
こ
と
」
だ
け
を

(18
)
 

尽
く
す
こ
と
に
よ

っ
て
「
正
当
化
」
さ
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
溺
れ
た
二
人
の
子
供
の
う
ち
一
人
し
か
救
助
で
き
な
か

っ
た
父
親

も
「
正
当
化
」
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
優
越
的
利
益
擁
護
」
だ
け
を
違
法
阻
却
緊
急
避
難
の
指
導
原
理
と
す
る
の
は

一
面
的
に
過
ぎ

る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
も
そ
も
、
違
法
阻
却
事
由
を
完
全
に
網
羅
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
「
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
」
が
肯
定

(19
)
 

さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
わ
が
刑
法
三
五
条
と
昭
和
四
九
年
改
正
刑
法
草
案

一
三
条
の
下
で
は
、
超
法
規
的
違
法
阻
却
事

由
を
認
め
る
必
要
は
な
い
し
、

三
七
条
の
下
で
は
、
同
価
値
利
益
衝
突
の
場
合
の
緊
急
避
難
も
違
法
阻
却
緊
急
避
難
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
耐
え
難
い
法
益
侵
害
の
み
を
犯
罪
と
み
る

べ
き
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
「

一
厘
事
件
」
か
ら

「正
当
行
為
」
・
「
正
当
防
衛
」
に
至
る
多

(20
)
 

種
多
様
の
「
違
法
阻
却
事
由
」
を
肯
定
す
る
の
が
、
わ
が
刑
法
解
釈
論
の
と
る
べ
き
態
度
な
の
で
あ
る
。
刑
法
は
、
許
せ
る
も
の
は
可
能

違
法
阻
却
の
根
拠
と
し
て
の
「
一
般
的
期
待
可
能
性
不
存
在
」
と
責
任
阻
却
の
根
拠
と
し
て
の
「
個
別
的
期
待
可
能
性
不
存
在
」
と
の

国
民
の
同
意
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
法
は
、
国
民
に
無
理
を
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
の
国
民
に
は
三
種
類
の
「
人
」
が

観
念
さ
れ
る
。
第
一
が
、
「
お
よ
そ
人
」
と
し
て
の
人
で
あ
り
、
第
二
が
、
「
一
般
国
民
」
と
し
て
の
「
人
」
で
あ
り
、
第
三
が
、
「
特
定
個



21 殺人 傷害に関わる「法から解放された領域」の問題性 (21) 

し
か
し
、

い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し、

即
ち

人
」
と
し
て
の
人
で
あ
る
。
法
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
第
一
一
の
「
一
般
人
と
し
て
の
国
民
」
で
あ
る
。
法
は
、

一
般
人
に
対
し
て
、
そ
の
可
能
性
の
範
囲
内
に
お
い
て
禁
止
・
命
令
を
発
し
て
よ
い
。
「
適
法
行
為
」
の
期
待
可
能
性
は
、
本
来
「
一
般
人
」

(21
)
 

の
可
能
性
を
前
提
に
す
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
般
人
に
は
可
能
で
あ
っ
て
も
、
「
特
定
個
人
」
に
と

っ
て
は
、
そ
の
経
験
・
環
境
等
の

特
異
性
の
故
に
、
法
の
禁
止
・
命
令
の
履
行
が
「
無
理
」
な
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
個
別
的
個
人
」
と
し
て
の
「
適
法
行
為
の
期
待
可

(22
)
 

能
性
」
に
欠
け
る
場
合
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
規
範
的
責
任
論
」
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
だ
け
を
追
求
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か

(23) 

一
般
人
の
期
待
可
能
性
を
も
っ
て
、
行
為
者
個
人
の
可
能
性
に
代
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
た
め
に
、
破
綻
を
き
た
し
た
の
で
あ
る
。

だ
が
し
か
し
、
「
一
般
人
」
と
し
て
の
人
も
、
「
特
定
個
人
」
と
し
て
の
人
も
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
に
関
し
て
は
「
共
通
」
し
て

一
般
人
に
期
待
で
き
る
こ
と
は
特
定
個
人
に
対
し
て
も
期
待
し
て
よ
い
。
こ
れ
が
裏
切
ら
れ

た
と
き
が
「
違
法
」
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
一
般
人
に
対
し
て
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
、
特
定
個
人
に
対
し
て
も
期
待
し

(24
)
 

な
い
方
が
よ
い
。
違
法
阻
却
緊
急
避
難
は
こ
の
場
合
に
当
た
る
。

一
般
人
に
対
し
て
は
期
待
で
き
る
が
、
特
定
個
人
に
対
し
て
は
期
待
で

き
な
い
場
合
が
、
「
そ
の
人
」
の
経
験
の
特
異
性
と
か
随
伴
事
情
の
異
常
性
の
故
に
認
め
ら
れ
る
「
真
正
の
期
持
可
能
性
不
存
在
」
で
あ
る
。

(25)

（

26
)
 

責
任
阻
却
緊
急
避
難
が
こ
れ
に
当
た
る
。
判
例
中
に
も
、

「真
正
の
期
待
可
能
性
不
存
在
」
を
追
求
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
が
あ
る
。

尤
も
、
「
一
般
的
期
待
可
能
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
、

「個
別
的
期
待
可
能
性
」
即
ち
「
真
正
の
期
待
可
能
性
」
が
否
定
さ
れ
る
こ

と
は
稀
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
」
は
「
一
般
人
」
な
の
が
普
通
で
あ
る
。
違
法
阻
却
事
由
が
「

一
般
的
」
で
あ
る
の
に

「責
任
阻
却
事
由
」
が

「
特
殊
的
」
で
稀
有
な
の
と
対
応
す
る
わ
け
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
規
範
的
責
任
論
者
は
、
こ
の
よ
う
に
は
考
え
な
い
。
「
一
般
人
」
に
と

っ
て
の

「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
も

責
任
要
素
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
行
為
者
の
立
場
に
立
っ
た
な
ら
ば
一
般
の
人
も
そ
の
よ
う
に
行
為
し
た

(27
)
 

に
違
い
な
い
と
い
え
る
と
き
は
、
「
責
任
」
が
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
す
で
に
ゴ

ー
ル
ト
シ
ュ
ミ

ッ
ト
は
、
オ
エ
ト

一
般
人
の
た
め
に
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域
」
に
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
た
い
。

カ
ー
の
「
自
己
保
存
欲
求
」
や
、

さ
ら
に
、
前
出

(28) 

E
・
シ
ュ
ミ
ッ

ト
の
「
自
己
保
存
規
範
」
を
「
責
任
」
の
問
題
と
考
え
て
い
た
。
果
た
し
て
、

「
自
己
保

存
欲
求
」
は
、
行
為
者
の
「
特
異
な
動
機
付
け
」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
で
、
進
ん
で
死
に
赴
く
人
こ

そ
「
特
異
な
人
」
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
と
っ
て
も
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」

は
「
違
法
阻
却
緊
急
避
難
」
で
あ
ら
ね
ば
な
る
ま
い
。
オ
ェ
ト
カ
ー
や
ヒ
ッ
ペ
ル
も
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
を
、
す
ぐ
れ
た
「
主
観
的
な
」
．

(29
)
 

「
し
か
し
一
般
的
な
人
の
欲
求
」
と
し
て
と
ら
え
、
こ
れ
を
「
優
越
利
益
擁
護
」
に
並
置
し
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
イ
ゲ
リ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ネ
ッ

(30) 

ク
が
こ
れ
に
従
っ
た
こ
と
に
な
る
。

「責
任
論
」
は
、
刑
罰
を
軽
減
す
る
議
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
規
範
的
責
任
論
」
の
先
駆
者
・
フ
ラ
ン
ク
は
、
責
任
は

(31
)
 

重
く
も
な
る
と
考
え
た
。
金
銭
的
に
恵
ま
れ
た
人
の
横
領
は
、
貧
し
い
人
の
横
領
よ
り
も
責
任
が
重
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、

横
領
額
が
同
じ
場
合
は
、
貧
し
い
人
の
責
任
が
「
軽
い
」
の
で
あ
っ
て
、
豊
か
な
人
の
責
任
が
重
い
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ

る
。
刑
罰
の
根
拠
は
、
「
不
法
」
に
あ
る
。
「
責
任
」
は
こ
れ
を
限
定
す
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
一
般
的
」
に
「
許
さ
れ
る
」
こ
と
が
多
く

て
、
「
特
殊
的
」
に
「
赦
さ
れ
る
」
こ
と
が
少
く
と
も
、
刑
法
の
機
能
に
蔭
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

「
お
よ
そ
人
と
し
て
」
の
期
待
可
能
性
を
断
念
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
「
自
殺
不
処
罰
」
の
根
拠
と
し
て
、
後
程
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
殺
人
は
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
「
法
に
よ
っ
て
許
容
さ
れ
た
領
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で
あ
る
（
大
判
明
治
四
三
年
一

0
月
―

一
日
刑
録
一
六
輯

一
六
二
0
頁
）
。

一
銭
の
十
分
の

一
の
「

一
厘
」
の

「
犯
罪
」
に
対
し
て

一
0
円
の
「
罰
金
」
が

科
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
余
り
に
も
「
重
刑
」
で
あ
る
。
大
審
院
の
態
度
は
是
認
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
（
内
田
・概
要
中
巻
五
二
頁
以
下
）
。

わ
が
刑
法

一
八
五
条
但
書
き
が
「
一
時
の
娯
楽
に
供
す
る
物
を
賭
け
た
に
と
ど
ま
る
」
賭
博
は
罰
し
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
と
相
侯
っ
て
、
わ
が
刑
法
は

「
些
事
を
取
り
上
げ
な
い
」
こ
と
に
な
る
（
内
田
・
概
要
中
巻
五
四
頁
注

(
6
)
以
下
）
。
さ
ら
に
、

三
五
条
で
あ
る
。
わ
が
国
の
可
罰
的
違
法
性
論
は
正
当

な
根
拠
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ロ
ク
シ
ン
は
余
り
注
目
し
な
い
。
C.
R
o
x
i
n
,
 Oe

h
l
e
rー

F
e
s
t
s
c
h
r
ift,
S
.
 183.

な
お
、

超
法
規
的
違
法
阻
却
事

由
に
つ
い
て
は
、
内
田
・
概
要
中
巻
七

0
頁
。
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田
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要
中
巻
ニ
―
七
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三
0
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頁
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下
。

(23)
内
田
・
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中
巻
二
0
三
頁
以
下
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S
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 23

1
 ff.
.
 

(
2
5
)
H
・
マ
イ
ヤ
ー
が
、
違
法
阻
却
緊
急
避
難
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
「
真
正
の
期
待
可
能
性
不
存
在
」
を
も
否
定
し
な
が
ら
、
自
己
の
所
為
を
「
支
配
」

し
た
以
上
、
「
平
均
人
」
の
よ
う
に
は
振
舞
え
な
か
っ
た
と
し
て
も
「
責
任
」
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
の
は

(H.
M
a
y
e
r
.
 S

t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 

A
l
i
g
.
 T. S
.
 

2
1
4
 f・)
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
け
だ
し
、
「
真
正
の
期
待
可
能
性
」
が
欠
け
る
と
き
は
、
「
そ
の
人
」
に
は
「
そ
の
所
為
を

支
配
す
る
力
」
を
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
に
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

W
.M
a
i
h
o
f
e
r
,
 H. M

a
y
e
rー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,S
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215ff.
.
 21

5
 A
n
m
.
 9
7
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(26)
た
と
え
ば
、

一
九
五
三
年
一
月
二
二
日
の
連
邦
裁
判
所
第
四
刑
事
部
判
決
(
B
G
H
.
Str. B
d
.
 

4
.
 19

5
4
.
 S
.
 20
 ff. 
2
3
 f.)
は
、
酔
客
の
自
動
車
運
転
を
止
め
ず

に
人
の
死
傷
を
惹
起
さ
せ
た
居
酒
屋
の
女
主
人
に
対
し
て
、

営
業
上
の
損
失
が
あ
ろ
う
と
も
、
飲
酒
運
転
を
阻
止
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
彼
女

に
は
現
実
に
い
か
な
る
阻
止
行
為
が
可
能
で
あ

っ
た
と
い
え
る
か
ー
野
察
に
電
話
す
る
か
、

交
番
に
啓
官
は
駐
在
し
て
い
た
か
、

啓
官
は
適
宜
に
対
応
で
き

た
か
、
交
番
は
ど
れ
位
の
距
離
に
あ

っ
た
か
ー
と
い
う
点
が
明
確
に
さ
れ
な
い
限
り
、
運
転
者
の
惹
起
し
た

「
死
傷
」
に
つ
い
て
「
責
任
」

が
あ
る
と
は
い

え
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
る

。

「
真
正
の
期
待
可
能
性
」
を
追
求
し
よ
う
と
い
う
態
度
が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、

H
•
H
e
n
k
e
l

,

N
u
m
u
t
b
a
r
k
e
i
t

u
n
d
 U
u
z
u
m
u
t
,
 

b
a
r
k
e
i
t
 a
ls
 re
g
u
l
a
t
i
v
e
s
 R
e
c
h
t
s
p
r
i
n
z
i
p

マ`宮
z
g
e
rー

Festchrift.
1
9
5
4
`
S
.
 2
4
9
 ff.
,
 

2
5
4
,
 28

8
 f
 

•• 

3
0
9
 A
n
m
.
 

I. 
"t-1
の
ほ
が
“
に
つ
キ
U

、
内
i
8
3
．
瞑
虹
要
{
中
'
器
J

三
_

二
貝
注

(16
)。

(27
)
前
出
、

二
注

(21)
。
こ
の
趣
旨
を
肯
定
す
る
判
例
も
あ

っ
た
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G
.S
t
r
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B
d
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6
6
.
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9
3
3
.
 S.
 22

2
 ff., 
2
2
4
 f.)
。
「自
己
保
存
欲
求
」
に
駆
ら
れ
た
行
為
は
、

違
法
で
あ
る
が
、
責
任
が
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
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シ
ュ
ミ

ッ

ト
は
、
「
自
己
保
存
規
範
」
を
明
確
に
認
め
る
が

(L
iB
tー
S
c
h
m
i
d
t
.

L
e
h
rb
u
c
h
 d
e
s
 de
u
t
s
c
h
e
n
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
s
.
 25
 A
u
f
l
.
 19

2
7
,
 

S
.
 20

9
 A
n
m
.
 4
)
、
名
J

わ
い
は
、
「

一
加↑

A
の
罪
匁
侍
可
斗
胆
蝕
i不
土
仔
右
i
」#
J
檻

g
制
す
，
る
婢
唸
胆
＃
J帝呂
む
ふ
ど
の

と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る

(L
i
B
tー

S
c
h
m
idt.
L
e
h
r
b
u
c
h
,
 

2
5
 A
u
fl. 
S
.
 26

8
 ;
 de
r
s
.
 

2
6
 A
u
f
l
.
 19

3
2
,
 

S
.
 28

5
)
。
さ
ら
に
、
次
注

(
2
9
)
。

(
2
9
)
F
・
O
e
t
k
e
r
,
 VD

A
.
 II. S
.
 

233ff.; 
d
e
r
s
.
 Fr

a
n
kー

F
e
s
t
g
a
b
e
,I
,
 S
.
 37

4
 ;
 R. v
.
 
H
i
p
p
el, 
D
e
u
t
s
c
h
e
s
 S
t
r
afrecht. 
II
.
 

S
.
 

2
2
9
.
 

ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
「
優
越
利
益
」
の
た
め
の
緊
急
避
難
だ
け
を
違
法
阻
却
事
由
と
考
え
、

「主
観
的
優
越
利
益
」
・

「自
己
保
存
欲
求
」
の
た
め
の
緊

急
避
難
は
こ
れ
を

「適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
に
欠
け
る
責
任
阻
却
事
由
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
。
こ
こ
に
誤
り
が
あ
る
。
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)
 

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
周
辺
に
は
、
さ
ら
に
多
く
の
問
題
が
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ト
シ
ュ
ミ
ッ
ト
は
、
責
任
阻
却
緊
急
避
難
と
し
な

が
ら
、
「
板
」
の
収
容
能
力
に
関
し
て
錯
誤
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
救
命
ボ
ー
ト
が
間
近
に
到
着
し
て
い
る
の
に
気
付
か
な
か
っ
た
り
し
た
場

合
を
「
事
実
の
錯
誤
」
と
考
え
、

二
人
の
う
ち
一
人
は
救
助
義
務
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
看
過
し
て
い
た
場
合
で
、
そ
の
者
が

「板
」
を
奪
取
し
た
よ
う
な
と
き
を
「
法
律
の
錯
誤
」
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
当
時
の
通
説
に
従
っ
て
、
前
者
は
「
無
罪
」
、
後
者

は

「有
罪
」
で
あ
る
と
い
う
。
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
今
は
触
れ
な
い
で
お
こ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
を
違
法
阻
却
緊
急
避
難
と
み
る
立
場
は
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
の
具
現
が
肯
定
さ
れ
る
限
り
、

「緊
急
避
難
」
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
眼
前
に
あ
る
事
実
だ
け
が
真
実
で
あ
る
。
「
板
」
の
収
容
力
と
か
救
命
ボ
ー
ト
の
接
近
な
ど
を
考

(3
)
 

え
る

「暇
が
な
い
」
。
ま
た
、
刑
法
三
七
条
二
項
の
「
特
別
義
務
者
」
と
い
え
ど
も
、
「
生
命
」
を
犠
牲
す
る
必
要
は
な
い
。
「錯
誤
論
」
を

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」

の
周
辺
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国
籍
の
帆
船
・
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
が
、

一
人
し
か
収
容
で
き
な
い
板
を
争
い
、

二
人
を
犠
牲
に
し
て
生
き

(
4
)
 

展
開
す
る
場
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
は
ブ
ラ
ウ
ネ
ッ
ク
の
い
う
「
パ
ニ

ッ
ク
」
に
陥
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
の
関
連
で
、
「
板
」
の
占
有
・
所
有
関
係
も
論
じ
ら
れ
る
。
二
人
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が
先
に
板
を
占
有
し
た
の
か
と
か
、

(5
)
 

人
が
板
を
所
有
し
て
い
た
の
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
は
ど
う
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
オ
ッ
ト
ー
は
、
先
に
板
を
占
有
し
て

い
た
者
が
勝
っ
た
と
き
は
、
自
己
保
存
機
会
の
確
保
故
に
許
さ
れ
る
が
、
逆
に
負
け
た
と
き
は
、
相
手
方
が
敗
者
の
自
己
保
存
の
機
会
を

奪
っ
た
も
の
で
許
さ
れ
ず
、
単
に

「
赦
さ
れ
る
」
こ
と
が
あ
り
う
る
と
考
え
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
単
な
る
占
有
の
有
無
で
解
決
で

き
る
問
題
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
万

一
に
備
え
た
救
命
用
具
を
準
備
し
て
い
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
命
拾
い
で
き
た
場
合
は
、
「
自
己
保

存
欲
求
」
が
功
を
奏
し
た
わ
け
で
違
法
阻
却
緊
急
避
難
が
成
立
す
る
が
、
そ
れ
以
外
は
、
双
方
の
「
自
己
保
存
欲
求
」
の
赤
裸
々
な
衝
突

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
た
ゞ
、
準
備
さ
れ
た
救
命
用
具
を
奪
い
取
っ
て
生
き
残
っ
た
者
に
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
三
五
条

(6
)
 

の
「
責
任
阻
却
緊
急
避
難
」
の
可
能
性
は
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
に
は
、
海
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
三
人
が
、

残
っ
た
一
人
が
い
た
場
合
は
、
そ
の
者
に
対
し
て
も
、
一
＿
一人
に
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
「
生
き
る
権
利
（
自
己
保
存
欲
求
）
」
の
衝
突
の
決

済
と
し
て
、

「違
法
阻
却
緊
急
避
難
」
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
人
に
対
し
て
は
「
違
法
阻
却
」
、
も
う

一
人
に
対
し

て
は
「
責
任
阻
却
」
を
考
え
る
の
は
技
巧
的
に
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
生
命
の
質
的
・

量
的
比
較
は
許
さ
れ
な
い
が
、
「
自
己
保
存
欲
求
」

(7
)
 

は
、
な
に
び
と
に
対
し
て
も
、
そ
し
て
幾
人
に
対
し
て
も
通
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(
8
)
 

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
と
の
関
連
で
、
特
に
注
目
に
値
す
る
場
合
の
―
つ
に

「
ミ
ニ
ョ
ネ

ッ
ト
号
事
件
」
が
あ
る
。
事
案
は
、
英

一
八
八
四
年
五
月
、
航
海
中
に
嵐
の
た
め
に
難
破
、
船
長
ほ
か
少
年
を
含
む
船
員
達
が
小
さ
な
ボ
ー

ト
に
乗
り
移
っ
た
際
、
食
料
登
載
に
失
敗
し
、
そ
の
ま
、
海
中
を
漂
っ
た
後
、
八
日
間
は
食
料
に
欠
け
、
そ
の
後
の
六
日
間
は
飲
料
水
も
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な
し
に
浮
湘
し
続
け
、
遂
に
誰
か
を
犠
牲
に
し
て
生
き
延
び
る
以
外
に
方
法
は
な
い
と
判
断
し
た

一
同
は
、
海
水
を
飲
ん
で
衰
弱
し
切
っ

た
少
年
を
小
刀
で
刺
し
殺
し
、
そ
の
血
肉
を
食
ん
だ
が
、
そ
の
後
、
ド
イ
ツ
船
に
救
助
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
王
室

(9
)
 

裁
判
所
は
、
被
告
人
ら
に
対
し
禁
錮
六
月
の
温
情
あ
る
判
決
に
出
た
が
、

H
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ド
イ
ツ
で
な
ら
ば
無
罪
で
あ
ろ
う
と
論
評

(10
)
 

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
責
任
阻
却
緊
急
避
難
」
し
か
認
め
よ
う
と
し
な
い
の
が
最
近
の
多
数
説
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
「
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
」
で
は
、
違
法
で
な
い
と
い
う
判
断
は
下
し
に
く
い
面
が
あ
る
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
ほ
ど

死
に
直
面
し
た
状
況
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
現
に
船
員
達
は
救
助
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
も
う
す
こ
し
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
易
い
わ
け
で
あ
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
衰
弱
し
切
っ
た
若
者
を
刺
し
て
、
そ
の
血
肉
を
食
ん
だ
こ
と
は
「
許
せ
な
い
」
と

(11
)
 

い
う
判
断
に
達
す
る
の
も
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
多
数
説
に
も
正
し
さ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
十
数
日
も
漂
流
を
続
け
た
末
の
船
員
達
の
「
自
己
保
存
欲
求
」
の
発
現
に
対
し
て
は
、
「
一
般
的
許
容
」
が
与
え
ら
れ

て
し
か
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
特
に
「
個
人
的
特
性
」
を
考
慮
し
て
「
赦
し
」
を
与
え
る
前
に
、
す
で
に
「

一

般
的
許
容
」
を
与
え
る
の
が
、
「
弱
い
人
間

一
般
」
の
自
然
の
姿
を
直
視
し
た
判
断
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
た
人

に
対
し
て
、
理
性
的
判
断
を
求
め
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
が
「
悪
夢
」
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま

(12
)
 

い
。
「
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
」
も
、
「
法
が
許
す
領
域
」
に
あ
る
と
考
え
た
い
。

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
関
連
で
は
、
も
う
一
っ
重
要
な
問
題
が
あ
る
。
ペ
ー
タ
ー
ス
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
ガ
ル
ラ
ス
以
来
、
多

(13
)
 

く
の
関
心
を
集
め
て
き
た
「
転
轍
手
の
事
例
」
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
急
斜
面
を
急
速
度
で
降
下
す
る
貨
車
を
発
見
し
た
転
轍
手

が
、
こ
の
ま
、
で
は
、
貨
車
は
多
数
客
を
乗
せ
て
駅
に
停
車
中
の
客
車
に
追
突
し
、
乗
客
に
死
傷
の
被
害
を
生
じ
さ
せ
る
と
察
知
し
、
最

早
や
他
に
衝
突
回
避
手
段
が
な
い
こ
と
か
ら
、
た
ま
た
ま
別
の
線
路
上
で
作
業
を
し
て
い
た
数
人
の
作
業
員
の
犠
牲
も
已
む
な
し
と
判
断
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し
、
咄
嵯
に
転
轍
を
切
り
換
え
、
貨
車
を
別
の
線
路
に
誘
導
、
作
業
員
を
死
に
至
ら
し
め
た
が
、
客
車
中
の
乗
客
に
は
被
害
を
生
じ
さ
せ

な
か
っ
た
と
い
う
「
設
例
」
を
提
起
し
た
。
転
轍
手
は
、
有
罪
か
無
罪
か
、
無
罪
だ
と
し
て
、
そ
の
根
拠
は
、
違
法
阻
却
緊
急
避
難
か
責

任
阻
却
緊
急
避
難
か
と
い
う
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
責
任
阻
却
緊
急
避
難
を
考
え
た
。
根
拠
は
、
「
生
命
」
の
質
的
・
量
的
比
較

は
許
さ
れ
ず
、
あ
る
人
の
「
生
命
」
を
他
人
の
「
生
命
」
を
救
う
た
め
の
「
手
段
」
に
供
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
「
違
法
阻
却
緊

急
避
難
」
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

「
転
轍
手
の
立
場
」
に
立
っ
た
な
ら
ば
、

「
一
般
の
人
」
も
同
様
の
措
置
に
出
た
で
あ

(14
)
 

ろ
う
が
故
に
、
「
責
任
阻
却
緊
急
避
難
」
だ
け
は
こ
れ
を
肯
定
し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

介
し
た
よ
う
に
、
「

一
般
人
」
に
期
待
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
視
点
で
考
え
る
の
は
「
違
法
論
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
批
判
を
加
え
た
の

(15
)
 

で
あ
る
。

た
し
か
に
、
「
生
命
」
は
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
独
立
し
た
至
高
の
価
値
（
法
益
）
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
の
生
命

の
質
的
・
量
的
比
較
が
許
さ
れ
な
い
の
も
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
や
「
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
」
は
「
許
さ
れ

る
」
べ
き
で
あ
る
。
だ
が
し
か
し
、
そ
の
理
由
は
、
「
生
き
残
っ
た
者
」
と
「
犠
牲
に
な
っ
た
者
」
の
「
生
命
の
比
較
」
に
あ
る
の
で
は
な

(16
)
 

く
し
て
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
の
衝
突
決
済
の
承
認
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
は
、
全
員
を
救
助
し
た
か
っ
た
に
違
い
な
い

(17
)
 

が
、
そ
れ
が
事
実
上
不
可
能
な
状
態
に
至
っ
た
た
め
に
、
解
決
を
そ
れ
ぞ
れ
に
任
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
人
を
手
段
と
し
て
利
用
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
は
、
人
間
の
尊
厳
を
害
す
る
が
故
で
あ
っ
て
、

い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
で
は
な
い
。
「
人
材
登
用
」
が
成
功
し

た
場
合
は
賞
賛
を
博
す
る
の
で
あ
る
。
「
間
接
正
犯
」
は
、
犯
罪
の
た
め
に
人
を
利
用
し
た
場
合
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
で
は
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
ロ
ク
シ
ン
も
、
共
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
方
、
「
適
法
行
為
の
一
般
的
期
待
可
能
性
」
の
問
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
さ
き
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、

(18
)
 

シ
ン
が
妥
当
で
あ
る
。

ロ
ク

ロ
ク
シ

ン
は
、
さ
き
に
も
紹
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法
は
、
「
転
轍
手
事
例
」
を
も
「
許
容
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
や
「
ミ
ニ
ョ
ネ

ッ
ト
号
事
件
」
は
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
の
決
済
と
し
て
解
決
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、

「
転
轍
手
事
例
」
は
、
「
多
数
者
の
た
め
の
少
数
者
の
犠
牲
」
を
法
は
い
か
に
と
ら
え
る
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。

第

一
に
、
転
轍
手
は
、
単
な
る
通
行
人
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
行
人
な
ら
ば
、
追
突
回
避
の
た
め
の
通
報

手
段
な
ど
が
な
い
状
態
で
は
神
に
祈
る
し
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
転
轍
手
は
違
う
。
乗
客
等
の
安
全
を
守
る
べ
き
鉄
道
会
社

(19
)
 

の
職
員
な
の
で
あ
る
。
す
く
な
く
と
も
「
供
手
傍
観
」
は
で
き
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
人
数
で
は
あ
れ
、
作
業
員
の
命
を
も
守
ら

(20
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
義
務
の
衝
突
」
が
み
ら
れ
る
。

緊
急
時
の
「
義
務
の
衝
突
」
は
、
緊
急
避
難
の
問
題
で
あ
る
。
転
轍
手
の
行
為
は
違
法
阻
却
緊
急
避
難
か
責
任
阻
却
緊
急
避
難
か
で
あ

(21
)
 

る
。と

こ
ろ
が
、

に
任
せ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
設
備
の
不
充
分
な
病
院
に
急
を
要
す
る
重
症
患
者
が
運
び
込
ま
れ
た
よ
う
な
場
合
は
、
手

他
方
、

ロ
ク
シ
ン
は
、

責
任
阻
却
緊
急
避
難
を
も
否
定
す
る
。
少
数
者
の
犠
牲
も
「
赦
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
運
命
」

の
施
し
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
転
轍
手
事
例
」
は
違
う
。
「
選
択
の
余
地
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
両
者
を
混
同
し
、
「
棋
手

(22
)
 

傍
観
」
以
外
の
方
法
が
な
い
と
す
る
の
は
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。

(23
)
 

ロ
ク
シ
ン
は
、
転
轍
手
の
可
罰
性
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
根
拠
は
明
白
で
は
な
い
。
こ
こ
に
ロ
ク
シ
ン
の

曖
昧
さ
が
あ
る
。
「
違
法
減
弱
」
な
い
し
は
「
責
任
減
弱
」
を
認
め
る
こ
と
自
体
、
状
況
に
よ
る
「
生
命
の
比
較
」
を
前
提
に
す
る
筈
な
の

(24) 

で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
こ
と
は
、
「
多
数
者
」
を
救
う
か
「
少
数
者
」
を
救
う
か
の
「
選
択
」
を
迫
ら
れ
た
場
合
の
「
一
般
的
」
な
「
選
択
基
準
」

を
示
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
多
数
者
」
を
選
ぶ
こ
と
が
「
人
類
不
滅
」
の
要
請
に
一
歩
近
づ
く
の
で
あ
る
。

四
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
人
の
う
ち
一
人
し
か
救
助
で
き
な
い
状
況
で
は
、

(25
)
 

認
す
る
。
「
多
数
者
」
を
選
ぶ
こ
と
が
「
許
さ
れ
る
」
の
は
、

当
然
で
あ
ろ
う
。

一
人
を
選
ぶ
こ
と
で
「
正
当
化
」
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ロ
ク
シ
ン
も
こ
れ
を
是

こ
れ
は
、
「
最
少
被
害
の
選
択
」
で
あ
っ
て
、
「
優
越
利
益
の
擁
護
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
一
般
人
」
も
、
転
轍
手
と
同
様
、
「
多
数

の
乗
客
」
を
選
ぶ
で
あ
ろ
う
。
「
違
法
阻
却
緊
急
避
難
」
の
成
立
を
肯
定
す
る
根
拠
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
、
作
業
員
の
中
に
転
轍
手
の

親
族
が
い
た
よ
う
な
場
合
は
、
多
数
者
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
「
赦
さ
れ
る
」
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
こ
そ
「
転
轍
手
の
良
心
的

決
断
」
に
任
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ェ
イ
ゲ
リ
ン
、
ブ
ラ
ウ
ネ
ッ
ク
、
オ
ッ
ト
ー
、
シ
ル
ド
、
プ
リ
ー
ス
タ
ー
が
こ
の
よ
う
に
考
え

(26
)

（

27
)
 

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ガ
ル
ラ
ス
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
ン
グ
・
ヒ
ン
リ
ク
セ
ン
は
、
「
責
任
に
嵌
ま
り
込
ん
だ
転

(28
)
 

轍
手
」
は
身
動
き
が
と
れ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
、
彼
に
対
す
る
「
責
任
判
断
」
も
差
し
控
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、

(29
)
 

そ
の
前
に
、
何
故
「
違
法
判
断
」
が
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

最
後
に
、
犠
牲
と
な
っ
た
作
業
員
に
つ
い
て
ニ
―
―口
し
て
お
き
た
い
。
彼
等
が
、
多
数
客
の
た
め
の
手
段
と
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

生
き
る
権
利
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ペ
ル
が
言
う
よ
う
に
、
「
自
己
保
存
欲
求
」
実
現
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
「
許
さ
れ
る
」

(30
)
 

べ
き
で
あ
る
。
万
一
に
備
え
て
「
見
張
り
」
も
置
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
何
故
突
然
貨
車
が
動
き
出
し
た
の
か
も
、
当
然
究
明
さ
れ
な

法
は
、
転
轍
手
を
許
し
う
る
が
、
避
け
得
た
事
故
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
と
「
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
」
を
「
人
的
処
罰
阻
却
事
由
」
と
す
る
ペ
ー
タ
ー
ス
が
、
「
転
轍
手
事
件
」

(31
)
 

で
は
「
合
法
化
の
可
能
性
」
も
あ
り
え
な
い
で
は
な
い
と
す
る
の
は
典
味
深
い
で
あ
ろ
う
。
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。
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九
九
条
）
よ
り
刑
が
軽
い
の
も
、
「
死
に
た
い
生
命
」
と
「
死
に
た
く
な
い
生
命
」
の
比
較
以
外

の
何
物
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
内
田

・
概
要
中
巻
二
八
頁
。
後
出、

四
・
ニ
注

(
5
)
（
6
)
。
さ
ら
に
前
注

(12)
。

(
25
)
C
.
 Ro
x
in
,
 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 Al

i
g
.
 T. I,
 4

 A
u
f
l
.
 

S
.
 73

7
 f., 
7
8
1
 f. 

(
26
)
E
.
 

W
e
i
g
e
l
i
n
,
 G

S
.
 11

6
,
 S.
 93
 ff.; 
A
.
 E
.
 

B
r
a
u
n
e
c
k
,
 GA

.
 1
9
5
9
,
 

S
.
 27

1
 f. 
;
 H
.
 Ot

t
o
,
 

P
f
l
i
c
h
t
e
n
k
o
l
l
i
s
i
o
n
,
 

S
.
1
0
9
,
 11

2
 ff. 
;
 
W
.
 

S
c
h
i
l
d
,
 

J
A
.
1
9
7
8
,
 

S
.
 

6
3
3
 

ff. 
;
 
J
.
M
.
 Pr

i
e
s
t
e
r
,
 Ar

t
h
.
 Ka

u
f
m
a
n
n
-
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S
.
 51

2
 ff. 

(27
)
ガ
ル
ラ
ス
は
、
「
転
轍
手
」
が
「
最
少
被
害
」
を
求
め
る
こ
と
を
是
認
す
る
の
は
、
不
当
な
「
目
的
考
量
」
に
赴
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

W.
G
a
l
l
a
s
,
 

B
e
i
t
r
a
g
e
,
 

S
.
 

7
6
.
 

し
か
し
、
「
批
手
傍
観
」
は
何
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
。

M
a
u
r
a
c
hー

Z
i
p
f,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 A
l
i
g.
 T
.
 

I, 
8
 A
u
f
l
.
 

S
.
 

4
5
1
.
 

(
28
)
D
.
L
an
g
|
H
i
n
r
i
c
h
s
e
n
,
 Ba

h
r
m
a
n
|
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 

S
.
 60

0
 ff. 

(29
)
H.J•Hir

sch
, 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
 u
n
d
 r
e
c
h
t
s
f
r
e
i
e
r
 R
a
u
m
,
 Bo

c
k
e
l
m
a
n
nー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
1
9
7
9
,
 

S
.
 10

9
 A
n
m
,
 

6
4
.
 

し
か
し
、
実
は
ヒ
ル
シ
ュ
も
、
「
責
任
減
少
」
の
極
限
だ
け
し
か
考
え
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
ロ
ク
シ
ン
と
同
様
で
あ
る
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
る
ま
い
。
前
注

(23
)。

(
3
0
)
R. 
V•Hippe

!•D
e
uts

c
he
s 

S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 II
,
 S.
 23

5
.
 

(31
)
K. P
e
t
e
r
s
,
 

J
R
.
 1
9
5
0
,
 

S
.
 74

4
.
さ
ら
に
、
前
出
、
一
注

(3
)、
前
注

(
1
0
)
。

な
お
、
同
数
の
乗
客
・
乗
務
員
を
乗
せ
た
二
機
の
航
空
機
が
衝
突
直
前
で
あ

っ
た
と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
機
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
「
許
さ
れ
る
」
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
。
内
田
・
概
要
中
巻

一
三
六
頁
以
下
。
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と
に
し
よ
う
。

自
殺
と
自
傷

自
殺
や
自
傷
を
処
罰
す
る
国
は
、
現
在
で
は
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
「
生
命
」
が
至
高
の
価
値
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る

価
値
の
源
泉
で
あ
る
以
上
、
そ
し
て
、
生
命
の
質
的
・
量
的
比
較
が
許
さ
れ
な
い
の
が
原
則
で
あ
る
以
上
、
「
捨
て
た
い
生
命
」
も
、
「
生

(l
)
 

き
た
い
生
命
」
と
全
く
同
様
、
無
条
件
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
生
命
は
タ
ブ
ー
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
命
を
宿
す
「
身
体
」
も
、

(2
)

(

3

)

 

同
様
の
保
護
を
受
け
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
す
で
に
、
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
自
殺
も
自
傷
も
、
処

罰
さ
れ
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
現
在
の
刑
法
解
釈
論
と
し
て
は
、
自
殺
・
自
傷
は
法
益
侵
害
で
は
あ
る
が
、
処
罰
す
る
に
は
「
忍
び
な
い
」

も
の
が
あ
る
と
い
う
発
想
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
が
否
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

自
殺
・
自
傷
の
諸
問
題

こ
れ
に
対
し
て
は
、
「
自
殺
」
は
「
権
利
行
為
」
で
あ
り
、
「
自
已
決
定
権
」
の
行
使
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
「
違
法
で
は
な
い
」
か
ら
、

当
然
に
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
主
張
が
あ
り
、

「自
傷
」
に
至
っ
て
は

「薬
物
中
毒
」
か
ら
暴
力
団
の
「
指
つ
め
」
な
ど
を
含
め
て
「
自
由
」

で
あ
り
「
放
任
」
さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
が
、
か
な
り
一
般
化
し
て
る
の
で
あ
る
。
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
、
以
下
順
次
検
討
す
る
こ

自
殺
は
当
然
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
生
命
は
専
ら
「
個
人
的
価
値
（
法
益
）
」
で
あ
り
、
そ
の
処
分
も
専

ら
個
人
の

「
自
由
」
に
属
し
て
い
る
と
す
る
理
解
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
か
ら
授
か
っ
た
「
生
命
」
で
あ
る
と
い
う
宗
教
的
生

(4
)
 

命
観
は
、
証
明
不
能
な
こ
と
を
前
提
に
す
る
ば
か
り
か
、
宗
教
的
に
も
、
自
殺
を
否
定
す
る
根
拠
は
見
出
し
難
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

四
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た
し
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
生
命
」
は
個
人
的
な
法
益
で
あ
る
。
国
家

・
社
会
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
自
ら

の
力
で
生
み
出
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
創
造
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
ア
ル
ト
ゥ
ー
ル
・
カ
ウ
フ
マ
ン

(5
)

（

6
)
 

が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
の
構
成
員
と
し
て
、
世
界
に
送
り
出
さ
れ
た
個
人
的
価
値
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
こ

(7
)
 

こ
に
、
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務

(Pflicht
g
e
g
e
n
 s
i
c
h
 selbst)
」
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
「
自
律

(
A
u
t
o
n
o
m
i
e
)
」
も
こ
こ

(
8
)
 

に
始
ま
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
は
、
当
初
、
外
部
か
ら
の
拘
束
な
し
に
「
義
務
」
履
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
「
理
性
」
は

(9
)
 

人
に
「
死
を
選
ぶ
権
利
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
も
、
カ
ン
ト
と
同
様
、
「
人
倫
的
完
成
」
が
世
界

(10
)
 

の
究
極
の
目
的
な
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
の
目
的
達
成
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
義
務
履
行
に
は
、
「
死
ぬ
権
利
」
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

と
こ
ろ
が
、

カ
ン
ト
の
「
自
己
自
身
に
対
す
る
生
き
る
義
務
」
と
フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
の
「
死
ぬ
権
利
」
は
、

(11
)
 

カ
ン
ト
も
、
「
誇
り
高
き
人
」
は
死
を
選
び
、
「
悪
人
(S
c
h
e
l
m
)
」
は
牢
嶽
で
車
を
押
す
と
い
い
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
も
、

(12
)
 

や
が
て
、
国
民
と
し
て
「
自
殺
」
は
「
違
法
で
あ
る
が
」
、
国
家
が
こ
れ
を
処
罰
す
る
の
は
「
非
理
性
的
」
で
あ
る
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

カ
ン
ト
も
、

フ
ォ
イ
エ
ル
バ

ッ
ハ
も
、
お
そ
ら
く
、
「
義
務
に
反
す
る
違
法
な
自
殺
」
と
「
法
・
義
務
を
超
克
す
る
自
殺
」
の
区
別

(13
)
 

を
肯
定
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
者
に
は
「
殉
死
」
・
「
大
義
の
た
め
の
死
」
な
ど
、
人
倫
の
完
成
に

一
歩
近
づ
い
た
自
殺
と
し
て
、
万

人
の
共
感
と
賞
賛
を
集
め
た
「
誇
り
高
き
死
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
の
場
合
、
相
手
と
争
う
こ
と
な
し
に
従
容
と

し
て
死
に
つ
い
た
人
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
「
自
殺
」
も
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
刑
法
に
と

っ
て
、
こ
の
よ
う
な

こ
れ
は
、

一
体
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

対
立
す
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
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自
殺
不
処
罰
を
維
持
し
続
け
た
。

四
超
人
の
「
誇
り
高
き
死
」
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
「
法
を
超
克
し
た
領

域
」
に
あ
り
、
法
も
こ
れ
を
ひ
た
す
ら
哀
悼
の
念
で
受
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
義
務
に
反
す
る
違
法
な
自
殺
」
だ
け
が
刑
法
の
問
題
と
な
る
。
そ
も
そ
も
、
刑
法
に
と
っ
て
は
、
超
人
や
天
才
の
す
ぐ

れ
た
行
為
は
本
来
対
象
外
で
あ
る
。
利
己
的
で
弱
い
わ
れ
わ
れ
一
般
人
の
行
為
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
義
務
に
反
す
る
違
法
な
自
殺
」
だ

け
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
と
「
誇
り
高
き
自
殺
」
と
を
一
括
し
て
論
じ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。

し
か
し
、
従
来
、
こ
の
点
は
充
分
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
八
―
―
―
一年
の
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
四
二
条
に
よ
れ
ば
、
自
殺
は
、
「
自
己
に
対
す
る
義
務
」
に
は
違
反
し
て
い
る
が
、
「
他
の

(14
)
 

人
の
権
利
」
を
侵
害
し
な
い
が
故
に
こ
の
刑
法
に
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
理
由
で
不
処
罰
と
な

っ
た
。
以
来
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
二
種
類
の
「
自
殺
」
を
理
解
す
る
上
に
も
、
大
き
な
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典
一
四
二
条
は
、

カ
ン
ト
の
「
誇
り
高
き
自
殺
」
を
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
点
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い

。
「
誇
り
高
き
自
殺
」
は
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
違
反
の
観
念
を
超
克
し
た
次
元
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
同
法
一
四
二
条
は
、
そ
の
注
釈
に
も
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
自
己
に
対
す
る
義
務
に
は
違
反
す
る
が
、
他
人
の

権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
限
り
で
は
「
違
法
で
な
い
自
殺
」
を
考
え
て
い
た
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
創
造

者
の
意
思
に
反
し
、
自
己
に
対
す
る
義
務
に
違
反
し
て
、
自
己
の
生
命
（
法
益
）
を
も
毀
損
す
る
が
、
な
お
「
違
法
で
は
な
い
自
殺
」
は

考
え
ら
れ
る
か
、
こ
れ
が
問
題
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
権
利
に
守
ら
れ
た
自
殺
」
と
い
う
観
念
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

(15
)
 

こ
の
よ
う
な
自
殺
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
義
務
を
伴
わ
な
い
権
利
」
を
認
め
る
「
人
倫
」
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
人
に
対
す
る
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を
害
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

権
利
の
主
張
は
、
自
己
に
対
す
る
義
務
を
前
提
と
し
て
、

は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
、
自
己
自
身
の
生
命
に
対
す
る

(16
)
 

義
務
の
自
覚
な
し
に
は
、
他
人
の
生
命
に
対
す
る
尊
重
の
意
識
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
世
界
人
権
宣
言
(
-
九
四
八
年
）
ニ

(17
)
 

八
・
ニ
九
条
が
こ
れ
を
確
認
し
て
い
る
。
ま
た
、
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
は
、
「
自
己
へ
の
義
務
」
と
い
う
名
の
「
他
人
へ
の
義
務
」
を
肯
定
す
る
。

(18
)
 

こ
れ
に
対
し
て
、
自
殺
は
権
利
行
使
で
あ
る
と
す
る
現
代
の
代
表
者
・
ロ
ク
シ
ン
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
二
条
二
項
を
援
用

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
項
は
生
命
・
身
体
が
法
律
上
の
根
拠
な
し
に
は
他
人
か
ら
侵
害
さ
れ
な
い
権
利
を
有
す
る
と
規
定
す
る
の

(19
)
 

で
あ
っ
て
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
ガ
ル
ラ
ス
は
、
人
倫
的
義
務
と
し
て
の
「
生
き
る
義
務
そ

の
も
の
」
が
、
社
会
に
対
す
る
法
的
義
務
と
し
て
の
「
生
き
続
け
る
義
務
」
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
が
、
人
倫
的
義
務
と
法
的
義
務

と
は
同
一
で
な
い
と
い
う
当
然
の
事
理
を
述
べ
る
だ
け
で
あ
り
、
「
生
き
る
義
務
」
と
は
「
今
死
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
義
務
」
に
す
ぎ

(20
)
 

な
い
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
誇
り
高
き
自
殺
」
を
除
い
て
は
、
自
殺
は
創
造
者
の
意
思
に
反
し
、
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
に
も
反
す
る
「
許
さ

(21
)
 

れ
な
い
行
為
」
で
あ
る
と
い
う
べ
き
こ
と
に
な
る
。

義
務
に
は
違
反
す
る
が
、
違
法
で
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
座
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
自
殺
と
し
て
は
、
つ
ぎ
に
、

「
権
利
」
・
「
義
務
」
の
次
元
を
超
え
た
「
人
間
の
尊
厳
」
そ
の
も
の
に
基
づ
く
「
自
殺
」
が
挙
げ
ら
れ
て
よ
か
ろ
う
。
最
近
で
は
、
特
に
、

(22
)
 

F
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・

シ
ュ

レ
ー
ダ
ー
、
ア
ル
ッ
ト
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
殺
」
は
、
ま
さ

(23
)
 

に
「
誇
り
高
き
自
殺
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
、
「
人
間
の
尊
厳
」
は
他
人
を
「
踏
み
付
け
な
い
」
こ
と
、
他
人
の
「
下
僕
に
な
ら

な
い
」
こ
と
に
あ
る
と
説
い
て
い
た
の
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
現
代
の
大
多
数
の
自
殺
は
、
む
し
ろ
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
や

(24
)
 

ブ
リ
ン
ゲ
バ
ー
ト
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
生
き
る
希
望
を
失
っ
た
自
殺
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
み
ず
か
ら
の
手
で
み
ず
か
ら
の
尊
厳
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ま
た
、

(25
)
 

ロ
ク
シ
ン
は
、
専
ら
「
敵
意
か
ら
す
る
自
殺
」
も
あ
る
と
い
う
が
、
敵
意
だ
け
で
自
己
の
命
は
絶
て
な
い
筈
で
あ
る
。
し
ば
し

ば
指
摘
さ
れ
る
「
病
的
自
殺
」
も
「
誇
り
高
き
自
殺
」
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
「
自
由
な
意
思
決
定
に
基
づ
く
自
殺
」
を

(26
)
 

唱
え
る
こ
と
は
、
ブ
リ
ン
ゲ
バ
ー
ト
が
い
う
よ
う
に
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
シ
ム
ソ
ン
が
唱
え
る
「
英
雄

(27
)
 

的
自
殺
」
は
「
誇
り
高
き
自
殺
」
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
眺
め
た
よ
う
に
、
「
誇
り
高
き
自
殺
」
以
外
は
、
「
疲
れ
果
て
た
自
殺
」
を
含
め
て
、
す
べ
て
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
に
反

す
る
「
許
さ
れ
ざ
る
自
殺
」
で
あ
り
、
「
経
験
的
自
由
意
思
」
に
発
す
る
自
殺
と
は
大
き
く
隔
た
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

(28)

（

29
)
 

の
で
あ
る
。
一
九
五
四
年
三
月

一
0
日
の
連
邦
裁
判
所
刑
事
連
合
部
決
定
は
、
「
自
殺
」
が
極
端
な
例
外
を
除
い
て
「
タ
ブ
ー
」
に
反
し
、

(30) 

「
人
倫
律
」
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と
明
言
し
た
。
ガ
ル
ラ
ス
や
シ
ム
ソ
ン
の
反
対
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
決
定
は
、
将
来
も
生
き
続
け
る
べ

(31) 

き
で
あ
る
。
論
者
は
、
「
タ
ブ
ー
」
と
は
「
他
人
の
生
命
」
に
対
す
る
関
係
で
の
み
意
味
を
も
つ
と
考
え
る
傾
向
に
あ
る
が
、
さ
き
に
も
言

及
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
自
己
自
身
の
生
命
」
に
対
し
て
も
「
触
れ
て
は
な
ら
な
い
」
の
が
「
真
の
タ
ブ
ー
」
な
の

(32) 

で
あ
る
。
自
己
の
生
命
に
対
す
る
「
タ
ブ
ー
」
な
し
に
は
、
「
他
人
の
生
命
」
を
「
タ
ブ
ー
視
」
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
自
殺
」
は
処
罰
さ
れ
な
い
。
そ
の
根
拠
は
、
さ
き
に
も
ニ
―
―
口
し
た
よ
う
に
、
そ
し
て
、
こ
れ
ま

で
の
検
討
か
ら
明
白
で
あ
る
よ
う
に
、
自
殺
を
処
罰
す
る
こ
と
は
「
理
性
的
で
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
「
何
故
今
死
の
う
と
し
た
の
か
」
を

(33) 

責
め
る
こ
と
は
残
酷
過
ぎ
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
法
的
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
い
」
と
考
え
る
し
か
な
い
が
、

そ
れ
で
済
む
筈
は
な
い
。
死
を
迫
る
絶
望
感
に
喘
い
で
る
の
に
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
み
、
共
に
悲
し
む
の
が
「
残
さ
れ
た
人
」
な

の
で
あ
る
。

(34
)
 

ベ
ー
リ
ン
グ
は
、
自
殺
は
殺
人
罪
の
構
成
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
明
言
す
る
。
こ
れ
に
従
う
も
の
も
多
い
。
た
し
か
に
そ
の
通

五
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り
で
あ
る
が
、
そ
の
実
質
的
な
根
拠
は
、
刑
法
上
の
「
責
任
」
を
問
う
に
は
「
忍
び
な
い
」
が
故
に
「
構
成
要
件
」
か
ら
「
一
般
的
に
除

外
さ
れ
た
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
不
存
在
」
は
、
「
違
法
阻
却
」
の
場
面
で
も
機
能
し
う

る
こ
と
は
す
で
に
エ
ン
ギ
ッ
シ
ュ
以
来
の
多
数
説
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
「
構
成
要
件
定
立
」
に
際
し
て
も
、
充

(35) 

分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
さ
き
に
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
犯
罪
構
成
要
件
は
、
「
不
可
能
」
を
禁

(36
)
 

止
・
命
令
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

(37) 

一
方
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
自
殺
も
、
他
殺
と
同
じ
構
成
要
件
に
該
当
し
、
同
じ
よ
う
に
違
法
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、

(38
)
 

そ
の
主
唱
に
関
わ
る
「
不
法
構
成
要
件
論
」
の
当
然
の
帰
結
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
に
と
っ
て
は
、
「
自
殺
」

は
「
他
殺
」
と
同
じ
「
不
法
」
な
の
で
あ
る
が
、
「
責
任
」
が
否
定
さ
れ
る
が
故
に
「
無
罪
」
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
行
き
過
ぎ

で
あ
る
。
「
お
よ
そ
人
を
殺
す
こ
と
」
は
殺
人
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
と
い
う
の
は
、
妥
当
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
殺
人
罪
の
構
成
案
件
は
、
単
に
「
人
を
殺
し
た
者
」
と
し
か
表
示
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

ベ
ー
リ
ン
グ
の
よ
う
に
、
こ

の
場
合
の
「
人
」
を
、
「
他
人
」
に
限
定
す
る
の
は
論
理
的
で
は
な
い
。
「
故
意
殺
」
と
「
過
失
殺
」
と
は
同
一
の
構
成
要
件
で
あ
る
と
い

(39
)
 

う
彼
の
形
式
的
「
構
成
要
件
論
」
か
ら
し
て
も
一
貫
し
な
い
面
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
シ
ュ
ミ
ッ

ト
ホ
イ
ザ
ー
の
よ
う
に
、
自
殺
も
他
殺
も
、
同
一
の
「
不
法
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
新

(40
)
 

構
成
要
件
論
」
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
一
貫
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
「
不
法
構
成
要
件
」
と
「
責
任
構
成
要

件
」
の
分
離
の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
故
意
殺
と
過
失
殺
は
、
「
別
条
文
」
に
規
定
さ
れ
、
「
不
法
」
に
も
相
違
が
あ
る
か
ら
別
個
の

「
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
が
、
自
殺
は
、
定
型
的
に
「
責
任
」
を
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
「
殺
人
の
構
成
要
件
」
か
ら
除
外
さ
れ

(41
)
 

た
と
考
え
る
方
が
「
体
系
論
」
と
し
て
有
益
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

は
じ
め
て
、
「
自
殺
は
構
成
要
件
に
該
当
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
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と
同
様
、

(42
)
 

ザ
ー
の
立
言
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
自
殺
が
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
置
か
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

「
自
傷
」
に
つ
い
て
も
、

ほ
ぽ
同
じ
考
え
方
が
妥
当
す
る
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
二
二

三
条
は
、
「
他
の
人
の
身
体
」
を
傷
害
し
た
こ
と

を
要
件
と
し
て
い
る
か
ら
、
わ
が
刑
法
二

0
四
条
と
違
っ
て
、
自
傷
は
こ
の
限
り
で
問
題
と
な
り
え
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ド
イ
ツ
刑
法
の
伝
統
と
も
い
う
べ
き
傾
向
で
あ

っ
て、

(43
)
 

じ
態
度
を
示
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
傷
つ
け
る
「
自
傷
」
を
指
摘
し
て
お
り
、
「
部
分
的

(44
)
 

自
殺
」
と
で
も
称
し
う
る
「
器
官
毀
損
」
は
こ
れ
に
当
た
る
と
考
え
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
器
官
と
は
い
え
な
い
身
体
の
一
部
、
た

と
え
ば
頭
髪
や
爪
な
ど
は
こ
れ
を
切
り
取

っ
て
も
「
尊
厳
」
を
害
さ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
自
殺
」
と
違
っ
て
、
「
誇
り
高
き
自
傷
」
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
「
血
盟
」
は
も
と
よ
り
、
「
義

を
欠
い
た
詫
び
」
と
し
て
の
「
指
つ
め
」
も
、
「
誇
り
高
き
自
傷
」
と
は
称
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
血
を
す
す
り
合
わ
な
く
て
も
、
詫
び
の

印
に
指
を
切
断
し
な
く
て
も
、
尊
厳
を
保

っ
た
行
動
で
対
処
す
る
の
が
「
人
倫
律
」
を
全
う
す
る
ゆ
え
ん
な
の
で
あ
る
。「
タ
ブ
ー
」
と
し

て
の
、
「
身
体
の
安
全
」
は
、
「
自
己
自
身
に
対
す
る
義
務
」
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
は
、
自
殺
も
自
傷
も
「
人
倫
律
」
に
反
す
る

(45
)
 

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
生
ま
れ
た
ま
ま
の
姿
で
自
己
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
自
傷
」
は
「
自
殺
」
ほ
ど
に
は
社
会
の
関
心
を
呼
ば
な
い
こ
と
に
も
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

「私

事
」
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
自
傷
は
、
他
人
の
目
に
触
れ
に
く
い
こ
と
、
苦
痛
の
大
き
さ
故
に
重
傷
に
到
ら
な
い
場

合
が
多
い
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
競
馬
・
競
輪
・

宝
く
じ
な
ど
が
「
人
の
夢
」
を
追
う
限
り
で
は
刑
法
三
五
条
に
よ

っ
て
許
さ
れ
て
い
る
の

六

一
時
の
好
奇
心
や
欲
求
に
よ

っ
て
美
し
く
な
り
た
い
と
い
う
夢
を
求
め
な
が
ら
失
敗
し
た
場
合
な
ど
に
つ
い
て
も
、
法
は
、
「
自

傷
」
を
「
放
任
」
す
る
か
た
ち
に
出
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
自
傷
」
が
、
他
の
法
益
を
侵
害
す
る
よ
う
な
場
合
は
別
の
か

一
八

一
三
年
バ
イ
エ
ル
ン
刑
法
典

一
七
八
条
以
下
も
同
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「
自
傷
」
は
、
傷
害
罪
か
ら
排
除
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
法
か
ら
「
解
放
」
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、

麻
薬
の
自
己
使
用
に
よ
っ
て
「
中
毒
」
を
招
来
し
た
よ
う
な
場
合
は
、
当
然
、
「
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
」

て
、
同
法
六
四
条
の
三
で
処
罰
さ
れ
る
。
麻
薬
の
「
自
己
施
用
」
は
、
「
中
毒
（
自
傷
）
」
を
侯
た
ず
に
処
罰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「覚
せ
い

剤
」
．
「
大
麻
」
の
「
自
己
施
用
」
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
そ
の
処
罰
根
拠
は
「
個
人
」
の
健
康
で
は
な
く
し
て
、
「
国
民

(48) 

（
公
衆
）
」
の
健
康
に
対
す
る
「
危
険
惹
起
」
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
「
個
人
の
健
康
」
に
有
害
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
処

罰
さ
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
個
人
の
健
康
な
く
し
て
は
、
公
衆
の
健
康
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

を
惹
起
し
た
麻
薬
の
自
己
施
用
も
、
「
自
傷
」
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
関
係
で
は
、
不
良
食
品
や
粗
悪
化
粧
品
な
ど
に
よ
る
「
自
傷
」
が
、
提
供
者
の
「
過
失
致
傷
罪
」
成
立
の
前
提
と
な
る
こ
と
に
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
害
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
提
供
者
は
「
過
失
致
死
罪
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
提
供
者
に
は
、

七
あ
る
と
考
え
た
い
。

(46) 

た
ち
が
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
一
〇
九
条
の
「
兵
役
拒
否
の
た
め
の
自
傷
」
な
ど
が
処
罰
さ
れ
る
の
は
こ
の
理
由
に
よ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
生
命
」
を
維
持
す
る
た
め
に
、
患
部
器
官
を
切
除
す
る
よ
う
な
「
自
傷
」
は
、
優
越
利
益
保
護
に
出
る
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
当
然
に
「
許
容
」
さ
れ
う
る
が
、
単
独
で
こ
れ
に
成
功
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
近

い
の
で
あ
る
。

わ
が
刑
法
二

0
四
条
は
、
「
人
の
身
体
」
を
傷
害
し
た
者
を
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
人
」
も
ま
た
「
他
人
」
に
限
定
さ

れ
る
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
考
量
の
帰
結
と
し
て
、
「
自
傷
」
は
傷
害
罪
の
構
成
要
件
か
ら
除
外
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

自
殺
と
は
違
っ
て
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
の
欠
如
と
い
う
よ
り
も
、
「
処
罰
価
値
の
稀
薄
さ
」
即
ち
、
「
可
罰
的
違
法
性
の
不
足
」

(47) 

が
特
に
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
が
、
一
律
に
「
自
傷
」
を
構
成
要
件
か
ら
排
除
し
た
根
拠
で

―二
条
の
「
施
用
」
と
し

い
か
に
重
大
な
中
毒
症
状
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棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
」
一
六
条
は
、
「
何
人
も
、

一
九
七

0
年
四
月
一
五
日
の
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
部

さ
ら
に
「
食
品
衛
生
法
」
・
「
薬
事
法
」
違
反
罪
が
成
立
す
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
る
ま
い
。

い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
「
自
傷
」
は
傷
害
罪
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
法
か
ら
解
放
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ

序
で
な
が
ら
、
実
は
、
自
己
所
有
の
「
財
物
処
分
」
す
ら
、
法
の
規
制
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
「
廃

み
だ
り
に
廃
棄
物
を
捨
て
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
そ
の
違
反
を

(49
)
 

二
五
条
一
項
九
号
で
処
罰
す
る
。
「
環
境
保
全
」
の
た
め
に
は
、
個
人
の
自
由
制
限
も
や
む
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

ヒ
ル
シ
ュ
が
正
当
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
個
人
の
法
益
」
は
「
極
楽
島
」
と
い
う
「
孤
島
」
で
は
な
く
し
て
、
多
く
の
「
社
会
的
群
島
」

(50
)
 

の
一
部
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
「
法
益
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
人
倫
」
と
し
て
の
「
自
己
自
身
に
対

す
る
義
務
」
・
「
自
已
へ
の
命
令
」
は
、
そ
の
当
然
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

R
．
シ
ュ
ミ
ッ
ト
や
ロ
ク
シ
ン
を
中
心
と
す
る
「
極
端
な
主
観

主
義
的
法
益
観
」
は
、
こ
の
こ
と
を
等
閑
に
付
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

決
定
は
、
ド
イ
ツ
基
本
法
が
前
提
と
す
る
「
人
間
像
」
を
「
自
己
支
配
的
な
個
人
像
で
は
な
く
し
て
、
社
会
に
生
き
、
社
会
に
対
し
て
多

(51
)
 

様
の
義
務
を
負
う
人
格
像
」
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
国
家
機
密
漏
洩
の
怖
れ
が
あ
る
人
物
と
の
「
接
触
」
を
処
罰
す
る
旧
一

0
0

条

e
は
、
刑
罰
法
規
明
確
性
の
要
請
に
反
し
、
「
自
由
」
を
侵
害
す
る
と
の
主
張
を
斥
け
た
も
の
で
あ
り
、
「
生
命
」
・
「
身
体
」
の
「
処
分

自
由
」
を
直
接
否
定
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
法
益
の
「
孤
立
性
」
を
否
定
し
、
「
公
共
性
」
を
肯
定
し
た
点
で
、
こ
こ
で
も
極
め
て
重
要

(52
)
 

な
判
例
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヒ
ル
シ
ュ
が
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。
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(13
)
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
死
を
選
ん
だ
誇
り
高
き
人
」
は
、
生
命
よ
り
高
い
と
考
え
た
も
の
、
即
ち
「
名
巻
」
を
選
ん
だ
も
の
で
、
異
論
の
余
地
な
し
に
軽
く

罰
せ
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
(I.

K
a
n
t
,
 

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
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e
r
 S
i
t
t
e
n
,
 

S
.
 

3
3
4
)

、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
初
期
の
「
自
殺
す
る
権
利
」
も
、
「
義
務
履

行
」
の
た
め
の
「
権
利
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
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(15
)
自
己
の
「
権
利
」
は
、
他
人
に
そ
の
尊
重
を
「
義
務
」
付
け
う
る
点
に
「
存
在
理
由
」
が
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
他
人
の
「
権
利
」
は
こ
れ
を
尊

重
す
る
「
義
務
」
を
負
い
、
相
互
的
権
利
・
義
務
関
係
を
生
じ
さ
せ
る
の
が
「
社
会
関
係
」
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
「
義
務
付
け
る
私
」
が

同
時
に
「
義
務
付
け
ら
れ
る
私
」と
な
る
こ
と
は
、
決
し
て
「
矛
盾
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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(20
)
ブ
リ
ン
ゲ
バ

ー
ト
は、

「生
き
る
義
務
」
と
は
寿
命
を
延
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い
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国
家
そ
の
他
に
対
し
て
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務
を
負
う
が
、
「
生
き
る
た
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の
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う
わ
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で
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に
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す
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を
前
提
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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あ
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g
e
|
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 
104. 

(28
)
む
し
ろ
、
心
的
重
圧
に
喘
ぐ
行
為
は
、
「
非
自
由
」
な
「
病
的
意
思
」
に
よ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
P.
B
r
i
n
g
e
w
a
t
,
 Z
S
t
r
W
.
 87, S. 6
3
6
 f.

な
お
、

「経
験
的
自
由
意
思
」
に
つ
い
て
は
、
内
田
文
昭
「
経
験
的
自
由
意
思
論
に
つ
い
て
」
中
山
研
一
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集
一二
巻
一
七
三
頁
以
下
。

(
29
)
B
G
H
.
 Str. B
d
.
 6, 
1
9
5
4
,
 S. 
1
4
7
 ff., 
1
5
3
 ff.

な
お
、
前
注

(10
)。
尤
も
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
特
定
の

「
人
倫
観
」
に
偏
る
危
険
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る

(H.

]•Hirsch, 

W
e
l
z
e
l
-
F
e
stschrift, S. 7
8
9
 A
u
n
.
 5
0
)
。

(30
)
W
.
 Gallas, B
e
i
t
r
a
g
e
,
 S
・
1
7
6
 ff. 
;
 
G
.
 S
i
m
s
o
n
,
 S
c
h
w
i
n
g
e
-
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 
1
0
1
 ff.

こ
れ
に
対
し
て
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
刑
事
連
合
部
決
定
を

肯
定
的
に
捉
え
る

(E.
S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
 W
e
l
z
e
l
|
F
e
r
ts
chrift, S. 8
1
6
 ff.
)。

(
3
1
)
C
.
 R
o
x
i
n
`
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 Alig. 
T., I, 
4
 Au
f
l
.
 S. 5
5
7
 ff.; 
d
e
r
s
•
D
r
e
h
e
r

ー
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,

S. 338ff,; 
G. J
a
k
o
bs, S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 Alig. T
.
 2
 Aufl., 1
9
9
1
,
 S. 6
2
4
 

ff. 

(
32
)
E. S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
er, W
e
l
z
e
l
|
F
e
stschrift, S. 8
1
8
.
さ
ら
に
、
前
注
（
16
）
、
内
田
・
概
要
上
巻
四
一

0
頁。

ち
な
み
に
、
ホ

ェ
ル
ス
タ
ー
は
、

「
タ
ブ
ー
」
が
、
形
而
上
学
的
・
宗
教
学
的
に
予
め
与
え
ら
れ
た
観
念
で
は
な
く
し
て
、
文
化
的
・
世
界
観
的
に
形
成
さ

れ
た
成
果
で
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る

(N
•
H
oe
r
s
t
e
r
,
R
e
c
h
t
s
e
t
h
i
s
c
h
e
 -
O
b
e
r
l
e
唇
n
g
e
n
z
u
r
 F
r
e
i
g
a
b
e
 d
e
r
 S
t
e
r
b
e
h
i
l
f
e
 N
J
W
・
1
9
8
6
,
 S. 
1
7
8
6
 ff, 
1
7
8
8
,
 

1
7
9
0
,
 1
7
9
2
)
。
し
か
し
、
「
タ
ブ
ー
」
が
、
「
人
類
不
滅
」
の
要
請
に
呼
応
す
る
確
信
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
の
で
あ
る
。

(
33
)
E. S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r, 
W

e
lzelー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
S. 8
1
5
 ;
 H.
 O
t
t
o
,
 L
a
n
g
eー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
S. 2
1
3
.
 

(34
)
E. B
e
ling, L
e
h
r
e
 v
o
m
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
,
 S. 2
1
9
 ff. 

(35
)
前
出
、
二
注

(17
)
（19
)
（
20
)、
三
．
＿
注

(24
)

（
25
)。
刑
法

一
0
三
条
の

「
罰
金
以
上
の
刑
に
当
た
る
罪
を
犯
し
た
者
」
か
ら
、

「
犯
人
本
人
」
が
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排
除
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
考
察
し
た
い
。

(
3
6
)
B
a
u
m
a
n
nー

W
e
b
e
rー

M
i
t
s
c
h
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 A
l
i
g.
 T.

1
1
 A
u
f
l
 

•• 

2
0
0
3
,
 

S. 
5
5
4
 
[U. W
e
b
e
r
l
 

「
構
成
要
件
」
は
、
人
間
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

気）

E.
S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
,
 W
e
l
z
e
l
-
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 
8
1
0
 ff. 

(
3
8
)
E
.
 

S
c
h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
,
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 Alig. T
.
 2
 Au
f
l
.
 1975, S. 

1
4
4
 ff., 
1
8
8
 ff. 

(39)
内
田
・
概
要
上
巻
一
四
六
頁
以
下
、

一
五
二
頁
以
下
。

(40)
内
田
・
概
要
上
巻
一
五
五
頁
注

(12
)。

(41)
故
意
殺
は
、
過
失
殺
よ
り
も
「
不
法
」
が
重
く
「
責
任
」
も
重
い
が
故
に
、
別
個
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、
過
失
に
よ
る
自
殺
は
存
在
せ
ず
、
故
意

の
自
殺
も

「責
任
」
に
欠
け
る
が
故
に
、
定
型
的
に
構
成
要
件
か
ら
排
除
さ
れ
た
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

(
4
2
)
E
.
 Sc

h
m
i
d
h
a
u
s
e
r
,
 We

l
z
e
lー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,S. 
8
1
9
.
 

(
4
3
)
A
n
m
e
r
k
u
n
g
e
n
 fiir B
a
i
e
r
n
,
 II, 

S. 
5
1
 ff. 

(44)I•Kant. 

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
 der. Sitten. S. 4
2
0
,
 

4
2
2
 f. 

(45)H

.J
•Hirsch

. 
W
 e
l
z
e
rー

Festschrift.
S. 7
9
7
 ff.
こ
れ
に
対
し
て
ウ
ェ
バ
ー
は
、
頭
髪

・
爪
・歯
な
ど
の
切
除
・
切
断
は
自
由
で
あ
る
と
し
て
、
身
体
の
処

分
可
能
性
を
強
調
す
る

(A
r
z
tー

W
e
b
e
r
.S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 B
e
s
o
n
d
.
 T., 2

0
0
1, 
S
.
1
4
4
 ff., 
1
4
8
,
1
4
9
 
[U. W
e
b
e
r
]
)
。
妥
当
で
な
い
。

(
46
)
M
a
u
r
a
c
hー

S
c
h
r
o
e
d
e
rー

M
a
i
w
a
l
d
,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 B
e
s
o
n
d
.
 T
.
 I. 
9
 Aufl. S. 
1
0
0
 f. 
[
S
c
h
r
o
e
d
e
r
 
J

。
な
お
H
.
W
e
l
z
e
l、
D
a
s
d
e
u
ts
c
h
e
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
`
l
l
 

A
u
f
l
.
 

S. 4
9
4
 f. 

(4
7
)ヒ
ル
シ
ュ

(H
.
J•H
i
rsc
h,

W
e
l
z
e
lー

F
e
s
tschrift.
S. 7
9
7
 ff. 7
9
7)
は
、
「
刑
法
草
案
—
代
案
」
各
論
第
一
部
「
人
に
対
す
る
罪
」

(
-九
七
0
年
）
一
―

二
条
一
項
が
、

一
般
的
な
成
人
は
、

自
己
の
身
体
の
安
全
性
に
つ
い
て
は
自
由
に
処
分
し
う
る
と
い
う
立
場
(
A
E
.B
T
.
 I. 
1970. S. 
45. 5
1
)
を
示
し
た
こ
と

を
批
判
し
、
「
処
分
の
可
否
」
で
は
な
く
し
て
、
「
処
分
の
程
度
」
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
「
可
罰
的
違
法
性
論
」
（
内
田
・
概
要
中

巻
六
一
頁
以
下
）
と
共
通
の
基
盤
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

A
r
z
tー

W
e
b
e
r
,Strafrecht. B
e
s
o
n
d
.
 T
.
 S
.
1
4
4
 ff. 
[U. W
e
b
e
r
l
 

C
代
）

R.
S
c
h
m
i
t
t
,
 M
a
u
r
a
c
hー

Festschrift.
S. 
125.
;
 Ma
u
r
a
c
hー

S
c
h
r
o
e
d
e
rー

M
a
i
w
a
ld,
S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 B
e
s
o
n
d
.
 T.I. 9
 Au
f
l
.
 10

1
 [
S
c
h
r
o
e
d
e
r」
.

(4
9)
自
己
の
身
体

・

自
由

•

財
産
と
い
え
ど
も
、
「
他
律
」
を
前
提
と
し
て
、
始
め
て
「
自
律
」
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る。
前
注

(8
)。

後
出
、
四
・
ニ
注

(30)
以
下
。
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日
包

H
.
J
•
H
i
r

s
c
h
,W
e
l
z
e
lー

F
e
s
t
s
chrift,
S
.
 8
0
0
 

(
51
)
B
V
e
r
f
G
E
.
 B
d
.
 2
8
,
 1
9
7
0
,
 S. 1
7
5
 ff, 
1
8
9
.
 

(52
)
H. 

J
•Hirsc

h, 

W
e
l
z
e
lー

F
e
s
ts
c
hrift,
S. 7
8
6
 

受
託
（
嘱
託
）
殺
人
と
自
殺
・
自
傷
関
与
ー
刑
法
二

0
二
条
の
諸
問
題
ー

と
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
も
制
定
当
時
か
ら
、

一
応
の
説
明
に
は
な

わ
が
刑
法
二
0
二
条
は
、
嘱
託
．
承
諾
殺
人
と
自
殺
関
与
を
同
等
に
処
罰
す
る
。
前
段
が
自
殺
関
与
（
自
殺
教
唆
・
自
殺
料
助
）

で

あ
り
、
後
段
が
嘱
託
殺
人
・
承
諾
殺
人
で
あ
る
。
嘱
託
．
承
諾
殺
人
罪
の
処
罰
は
歴
史
的
に
も

一
般
的
で
あ
る
が
、
自
殺
関
与
罪
の
処
罰

「
生
命
」
は
、
自
己
の
生
命
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
「
処
分
」
す
る
こ
と
は
特
殊
な
事
情
が
な
い
限
り
「
許
さ
れ
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、

人
に
そ
の
処
分
を
依
頼
す
る
こ
と
も
ま
た
「
許
さ
れ
な
い
」
わ
け
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
「
嘱
託
」
・
「
承
諾
」
を
受
け
た
者
が
、
被
害
者

を
殺
害
す
る
場
合
即
ち
「
受
託
殺
人
」
が
、
許
さ
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
諸
国
の
立
法
例
は
、
こ
の
こ

二
―
六
条
に
受
託
殺
人
罪
規
定
を
置
い
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て、

「
他
人
の
生
命
」
の
み
が
「
タ
ブ
ー
」
で
あ
り
、
「
自
己
の
生
命
」
は
「
処
分
が
許
さ
れ
る
」
と
考
え
る
立
場
は
、
自
己
の
生
命
を
他
人
に

任
せ
る
こ
と
だ
け
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
嘱
託
．
承
諾
殺
人
の
可
罰
性
を
合
理
化
し
よ
う
と
す
る
。
す
ぐ
れ
て
「
個
人
的
な
営
み
」
は

(
l
)
 

「
代
理
」
に
親
し
ま
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
F
・
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
シ

ュ
レ
ー
ダ
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

る
が
、
嘱
託
．
承
諾
殺
人
は
「
自
殺
の
代
理
」
で
は
あ
り
え
な
い
し
、
自
殺
は
「
単
独
行
為
と
し
て
の
法
律
行
為
」
で
も
な
い
こ
と
を
看

(
2
)
 

過
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
死
の
決
定
」
は
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
も
認
め
る
通
り
、
「
実
存
的
な
重
み
」
を
も
つ
の
で

は
、
む
し
ろ
一
般
的
で
は
な
い
と
い

っ
て
よ
い
。
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る
。

し、 あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、

「誇
り
高
き
自
殺
」
の
み
に
固
有
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

(3
)
 

受
託
殺
人
は
、
本
来
可
罰
的
で
あ
る
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
シ
ュ
ミ

ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
の
よ
う
な
立
場
を
取
ら
な
い
限
り
、
通
常
の
殺

人
罪
と
区
別
さ
れ
る
の
は
や
む
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
自
殺
と
他
殺
が
「
同
一
の
不
法
構
成
要
件
」
に
該
当
す
る
以
上
は
、

受
託
殺
人

と
普
通
殺
人
も
、
ま
た
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
と
こ
ろ
、
刑
法
は
、
殺
人
罪
と
受
託
殺
人
罪
を
区
別
し
て
、
別
個
の
「条
文
」
に

規
定
し
、
法
定
刑
に
も
大
き
な
差
異
を
定
め
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ

ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
は
、
「
責
任
」
の
重
さ

が
考
慮
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
「
死
に
た
い
人
」
の
嘱
託
を
受
け
た
か
ら
と
い

っ
て
、
あ
る
い
は
、
そ
の
承
諾
を
得
た
か
ら
と

い
っ
て
、
故
意
に
人
を
殺
す
場
合
の

「責
任
」
が

一
般
的
・定
型
的
に
「
軽
い
」
と
考
え
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
「
同
情
心
」
か
ら
す
る

受
託
殺
人
す
ら
、
保
障
人
の
地
位
に
あ
る
者
の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
一
般
的
に
「
減
軽
」
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。
し
か

一
七
九
四
年
プ

ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
第
二
部
第
二
0
章
八
三
四
条
や
こ
れ
を
受
け
た
一
八
四

0
年
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑

(4
)
 

法
典
一
四
七
条
は
、

「嘱
託
殺
人
」・「
承
諾
殺
人
」
を
殺
人
罪
の

「減
軽
類
型
」
し
た
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
「
刑
法
草
案
ー
代
案
」
各

論
第
一
部

「
人
に
対
す
る
罪
」
(-
九
七

0
年
）

(5
)
 

る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

1
0
一
条
は
、

「受
託
殺
人
」
を
、
む
し
ろ

「
不
法
減
少
」
の
面
で
と
ら
え
る
べ
き
で
あ

「法
益
侵
害
」
と
は
、
純
粋
の
結
果
無
価
値
で
は
な
く
し
て
、
「
客
観
的
義
務
違
反
」
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

「結
果
無
価
値
」
と
考

え
る
べ
き
で
あ
る
以
上
、
「
同
じ
生
命
侵
害
」
も
、
「
死
に
た
く
な
い
人
」
の
生
命
侵
害
と
「
死
に
た
い
人
」
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
そ
の

(6
)
 

無
価
値
性
に
強
弱
の
差
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
、
理
屈
抜
き
の
根
源
的
な
法
感
覚
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「代
案
」
一
〇
一
条
の
考
え
方
に

賛
成
し
た
い
。
「
不
法
」
が
低
下
し
た
受
託
殺
人
は
、
そ
れ
に
伴

っ
て
「
責
任
」
も
低
下
す
る
。
法
定
刑
が
画

一
的
に
軽
い
の
は
当
然
で
あ
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一
九
五
二
年
二
月
―
二
日
の
連
邦
裁
判
所
第
一
刑
事
部
判

か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
―
六
条
や
わ
が
刑
法
二
0
二
条
の
立
法
態
度
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
0
二
条
前
段
の
「
自
殺
教
唆
」
・
「
自
殺
料
助
」
に
は
、
さ
ら
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
。
立
法
例
と
し
て
も
、
か
な
り
特
異
な
面

を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
八
三
四
条
や
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
一
四
八
条
と
違
っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、

(7
)
 

自
殺
関
与
は
一
般
的
に
処
罰
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
っ
て
よ
い
し
、
現
行
刑
法
に
も
処
罰
規
定
は
な
い
。
受
託
殺
人
は
、
「
殺
人
」
で

あ
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
「
自
殺
は
不
処
罰
」
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
そ
の
関
与
も
ま
た
不
処
罰
」
と
さ
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
と
か
、
正
犯
に
当
た
る
「
自
殺
行
為
」
が
処
罰
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
の
共
犯
形
態
に
す
ぎ
な
い
「
自
殺
関
与
」
も
処
罰
さ
れ
な

(8
)
 

い
と
い
う
の
が
、
共
犯
論
の
帰
結
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
誤
っ
た
議
論
に
も
支
え
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
わ
が
国
で
も
、
「
正
犯
な
き

共
犯
」
は
現
行
刑
法
の
建
前
に
反
す
る
と
考
え
る
立
場
は
、
「
自
殺
関
与
」
の
処
罰
規
定
を
特
殊
な
例
外
と
し
て
の
「
独
立
罪
」
と
み
る
の

(9
)
 

で
あ
る
。

し
か
し
、
自
殺
関
与
を
罰
し
な
い
ド
イ
ツ
刑
法
の
下
で
は
、
自
殺
関
与
と
受
託
殺
人
・
殺
人
と
の
限
界
に
関
し
、
不
可
罰
に
と
ど
ま
る

か
ど
う
か
を
め
ぐ
り
深
刻
な
議
論
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
「
自
殺
関
与
不
処
罰
」
に
反
省
を
求
め
る
き
っ
か
け
と
な

っ
た
の
が
、

(10
)
 

決
で
あ
る
。
事
案
は
夫
が
首
を
吊

っ
て
自
殺
を
図
っ
た
の
を
発
見
し
た
妻
が
、
未
だ
蘇
生
可
能
な
無
意
識
状
態
で
あ
っ
た
の
に
こ
れ
を
傍

観
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
第
一
刑
事
部
は
、
夫
婦
不
仲
な
だ
け
で
は
相
互
の
保
障
人
的
地
位
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
、
妻
に
は
、
「
不
作
為
に
よ
る
殺
人
罪
」
か
、
場
合
に
よ

っ
て
は
「
不
作
為
に
よ
る
過
失
致
死
罪
」
が
成
立
し
う
る
と
判
示
し
た
の
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
の
下
で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
素
直
で
あ
ろ
う
が
、
わ
が
刑
法
二

0
二
条
の
関
係
で
は
、
「
不
作
為
の
殺
人

罪
」
を
肯
定
す
る
よ
り
も
、
「
自
殺
射
助
罪
」
が
成
立
す
る
と
み
る
の
が
よ
り
自
然
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
「
不
作
為
」
の
内
部
に
お
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い
て
も
、
「
実
行
行
為
（
正
犯
）
」
と
「
関
与
行
為
（
共
犯
行
為
）
」
の
区
別
は
必
要
で
あ
り
、
単
な
る
「
傍
観
行
為
」
は
実
行
行
為
と
い
え

(11
)
 

る
程
の
「
行
為
支
配
力
」
を
も
た
な
い
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
「
作
為
の
自
殺
胴
助
」
が
不
可
罰
な
の
に
、
「
不
作
為
の
自

殺
幣
助
」
は
、
保
障
人
の
関
与
で
あ
れ
ば
、
直
ち
に
「
正
犯
」
と
さ
れ
る
と
い
う
の
も
全
く
不
当
で
あ
る
。
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
が
、

(12
)
 

こ
の
判
決
を
契
機
と
し
て
、
「
自
殺
封
助
の
可
罰
性
」
を
力
説
し
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

(13
)
 

一
九
六
三
年
八
月

一
四
日
の
連
邦
裁
判
所
第
二
刑
事
部
判
決
は
、
「
心
中
（
同
死
）
」
事
件
で
生
き
残
っ
た
心
中
相
手

一
六
歳
の
少
女
と
の
結
婚
に
反
対
さ
れ
た
被
告
人
が
、
同
女
と
の

「
心
中
」
を
図
り
、
乗
用
車
内
に
ガ
ス
を
充
満
さ
せ
共
に
意
識
不
明
と
な
り
発
見
さ
れ
た
が
、
少
女
だ
け
が
死
亡
し
た
と
い
う
も
の
で
、
第

二
刑
事
部
は
、
同
女
が
意
を
翻
し
て
車
内
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
思
え
ば
充
分
可
能
で
あ
っ
た
筈
な
の
に
、
最
期
ま
で
被
告
人
の
隣
座
席
に

居
続
け
た
と
み
て
、
被
告
人
に

「行
為
支
配
」
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
上
で
、
不
可
罰
の
「
自
殺
討
助
」
と
し
て

「
無
罪
」
を
言
渡
し
た

原
判
決
を
破
棄
し
、
ニ
―
六
条
の
成
立
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
果
た
し
て
、
被
告
人
に
「
受
託
殺
人
」
の
行
為
支
配
が
認
め

ら
れ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
第
一
刑
事
部
判
決
で
は
、
「
殺
人
と
自
殺
柑
助
」
の
区
別
が
争
点
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
刑
事

部
判
決
で
は
「
受
託
殺
人
と
自
殺
捐
助
」
の
区
別
が
争
点
で
、
い
ず
れ
も
ド
イ
ツ
刑
法
の
下
で
、
考
え
ら
れ
る
―
つ
の
解
決
で
あ
る
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
わ
が
刑
法
二

0
二
条
の
下
で
は
、
両
事
案
共
す
く
な
く
と
も
「
自
殺
討
助
」
成
立
の
点
に
問
題
は
な
い
の
で
あ
り
、

た
だ
、
第
二
刑
事
部
判
決
の
事
案
に
つ
き
、
被
告
人
は
委
託
を
受
け
て
少
女
を
「
殺
し
た
」
と
み
て
よ
い
か
ど
う
か
だ
け
が
残
さ
れ
る
こ

(14
)
 

と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
刑
法
二
0
二
条
の
下
で
も
、
第
二
刑
事
部
の
事
案
は、

や
は
り
受
託
殺
人
罪
た
り
う
る
の
で
は
な
い
か
が
理
論
的
に
問
題
と

な
る
。
死
亡
し
た
少
女
は
、
「

一
緒
に
死
の
う
」
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
し
て
、
「

一
緒
に
死
な
せ
て
」
と
懇
請
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
は

(15
)
 

な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
第
二
刑
事
部
の
結
論
に
達
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。
G
．
シ
リ
ン

を
不
可
罰
の
「
自
殺
料
助
」
と
し
た
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
事
案
は
、

J

れ
に
対
し
て
、
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(16
)
 

グ
も
、
自
殺
と
他
殺
の
共
同
正
犯
と
い
う
観
念
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
行
為
支
配
の
共
有
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
き

残
っ
た
被
告
人
は
、
わ
が
刑
法
上
は
、

二
0
二
条
後
段
の
「
受
諾
殺
人
」
で
、
前
段
の
「
自
殺
関
与
」
で
は
な
く
な
る
。
二
0
二
条
前
段

と
こ
ろ
で
、
「
受
諾
殺
人
」
に
つ
い
て
、
「
無
罪
」
を
言
渡
し
た
判
例
が
あ
る
。

(17
)
 

決
で
あ
る
。
事
案
は
、
動
脈
硬
化
や
膝
関
節
炎
等
で
歩
行
が
困
難
な
七
六
歳
の
老
女
が
、
死
別
し
た
夫
の
許
へ
行
き
た
い
と
遺
書
を
残
し
、

一
九
八
四
年
七
月
四
日
の
連
邦
裁
判
所
第
三
刑
事
部
判

モ
ル
ヒ
ネ
・
睡
眠
薬
を
服
用
し
て
自
殺
を
図
っ
た
の
を
発
見
し
た
、
か
ね
て
か
ら
の
家
庭
医
が
、
夜
半
か
ら
翌
朝
七
時
頃
迄
、
死
の
床
の

傍
に
付
き
添

っ
て
臨
終
を
見
守
っ
て
い
た
と
い
う
も
の
で
、
同
女
は
か
ね
て
延
命
措
置
を
嫌
い
、
医
師
も
そ
れ
を
熟
知
し
、
前
夜
往
診
し

て
同
女
の
自
殺
行
為
を
発
見
、

翌
朝
ま
で
付
き
添
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
三
刑
事
部
は
、
事
案
が
、
さ
き
の
第
二
刑
事
部
判
決
の
そ

れ
と
は
違

っ
て
、
「
一
緒
に
死
の
う
」
で
も
な
け
れ
ば
「
早
く
楽
に
し
て
」
で
も
な
い
、

為
性
」
の
濃
厚
な
行
為
を
、
「
受
託
殺
人
」
の
前
提
行
為
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
無
罪
を
言
渡
し
た
も
の
で
、
こ
こ
に
同
判
決
の
特
徴
が

(18
)
 

窺
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
、
「
行
為
支
配
」
の
転
換
が
認
め
ら
れ
、
家
庭
医
に
そ
れ
が
移

っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

え
な
い
。
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
、
第
三
刑
事
部
は
、

家
庭
医
の
「
良
心
的
決
断
」
を
尊
重
し
、
結
局
は
、
救
命
手
段
を
求
め
る
こ
と
は
期

(19
)
 

待
で
き
な
い
と
い
う
判
断
を
示
し
た
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
自
殺
関
与
」
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
「
受
諾
殺
人
」
の
場
合
と
同
様
、
「
死
を
思
い
止
ど
ま
ら
せ
る
」
こ
と
が
「
期
待
さ
れ
る
」

程
度
は
、
自
殺
者
の
「
心
的
重
圧
」
と
の
比
較
に
お
い
て
、
極
め
て
高
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
老
女
の
選
択

を
尊
重
し
て
救
命
措
置
に
出
な
か

っ
た
の
も
「
赦
さ
れ
る
」
と
す
る
こ
と
は
、
自
殺
射
助
を
可
罰
的
と
す
る
わ
が
刑
法
の
下
で
も
充
分
可

能
な
の
で
あ
る
。

(20
)
 

あ
る
。

と
後
段
の
区
別
は
、
理
論
的
に
は
大
き
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

み
ず
か
ら
の
劇
薬
施
用
、
す
な
わ
ち
、
「
自
殺
行

つ
ま
り
、
自
殺
捐
助
か
受
託
殺
人
か
は
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
に
関
す
る
限
り
、
大
き
な
問
題
で
は
な
い
の
で



(52) 神奈川法学第 42巻 1号 2009年 52 

以
上
の
検
討
の
結
果
、
ド
イ
ツ
で
は
、
「
自
殺
関
与
不
可
罰
」
の
前
提
の
故
に
、
敢
え
て
問
題
を
、
「
殺
人
」
な
い
し
は
「
受
託
殺

(21
)
 

人
」
に
移
し
換
え
て
考
え
、
「
行
為
支
配
」
を
簡
単
に
「
死
者
」
か
ら
「
行
為
者
」
に
移
転
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
「
自
殺
関
与
不
可
罰
」
の
前
提
そ
の
も
の
の
再
検
討
の
必
要
性
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
自
殺
」
も
「
法
益
侵
害
」
で
あ
る
か
ら
、
制
限
従
属
形
式
・
違
法
共
犯
論
の
下
で
は
、
自

殺
関
与
も
、
当
然
「
共
犯
」
た
り
う
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
殺
処
罰
規
定
は
な
い
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、
そ
れ
故
「
自
殺
関
与
」
を

(22
)
 

不
可
罰
で
あ
る
と
し
、
シ
ュ
ミ
ッ
ト
ホ
イ
ザ
ー
、
ブ
リ
ン
ゲ
バ
ー
ト
は
、
自
殺
も
他
殺
と
同
一
の
不
法
構
成
要
件
に
該
当
す
る
か
ら
、
自

(23
)
 

殺
関
与
は
殺
人
の
構
成
要
件
実
現
へ
の
共
働
と
し
て
、
「
殺
人
罪
の
共
犯
」
た
り
う
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
処
罰
規
定
に
欠
け
る
と
い
う

こ
と
は
、
「
犯
罪
構
成
要
件
」
に
欠
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
「
自
殺
罪
」
の
構
成
要
件
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え

る
ほ
か
は
な
い
。
す
で
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
定
型
的
に
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
に
欠
け
る
と
い
う
決
断
が
、
構
成
要
件
化
を
阻

止
し
た
の
で
あ
る
。
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
認
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
「
構
成
要
件
な
き
共
犯
」
を
肯
定
す
る
こ
と
は
刑
法
上
は
不

(24
)
 

可
能
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
ド
イ
ツ
で
は
、
現
行
法
上
、
自
殺
関
与
は
共
犯
た
り
え
な
い
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
独
立
罪
と
し
て
の
「
自
殺
関
与
罪
」
の
新
設
が
提
案
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

す
で
に
古
く
、

(25
)
 

リ
ス
ト
や
ゲ
ル
ラ
ン
ト
は
、
自
殺
関
与
罪
新
設
に
積
極
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
自
殺
関
与
処
罰
が
、

刑
法
近
代
化
の
方
向
で
あ
る
と
し
て
、
比
較
法
的
考
察
を
行
い
、
「
独
立
罪
(d
e
l
i
c
t
u
m
sui g
e
n
e
r
i
s
)
」
と
し
て
の
自
殺
関
与
罪
の
新
設
を

(26
)
 

示
唆
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
代
案
」

一
0
-
―
一
条
は
、

一
八
歳
未
満
の
少
年
や
心
的
障
害
者
の
自
殺
を
阻
止
し
な
か

っ
た
者
を
処

(27
)
 

罰
し
（
一
項
）
、
刑
だ
け
を
減
軽
し
う
る
も
の
（
二
項
）
と
す
る
提
案
に
で
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
わ
が
刑
法
二

0
二
条
を

(28) 

評
価
す
る
態
度
を
表
明
し
て
い
る
。

二
0
二
条
に
は
、
さ
き
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
前
段
と
後
段
の
一
括
が
、
特
に
自
殺
粗
助
と
受
託
殺
人
と
理
論
的
区
別
の
妨
げ
と
な

っ

四
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五
そ
れ
で
は
、
「
自
傷
関
与
」
は
ど
う
か
。

て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、
わ
が
刑
法
が
、
「
自
殺
関
与
処
罰
」
を
す
で
に

一
0
0
年
以
上
も
前
に
明
確
に
宣
言
し
て
い
た
と
い
う
点

(29
)
 

で
、
比
較
法
的
に
も
、
注
目
に
値
す
る
も
の
が
あ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
自
殺
が

「法
益
侵
害
」
で
な
い
と
す
る

な
ら
ば
、
「
自
殺
関
与
」
を
処
罰
す
る
こ
と
は
、
「
罪
刑
法
定
主
義
」
に
反
す
る
「
い
わ
れ
な
き
処
罰
」
な
の
で
あ
る
。
た
だ
自
殺
射
助
か

受
託
殺
人
か
は
、
刑
法
二
0
二
条
の
解
釈
論
と
し
て
重
要
で
な
い
と
す
る
だ
け
で
は
、
理
論
的
に
は
妥
当
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
代
案
」

1
0
三
条
の
よ
う
な
立
法
態
度
が
望
ま
れ
る
。
ま
た
、
受
託
殺
人
未
遂
の
場
合
、
生
き
残
っ
た
被
殺
者
は
、
嘱
託
殺
人
未
遂
の
教
唆
犯
た

り
う
る
か
ど
う
か
に
も
、
問
題
が
あ
る
。
後
に
触
れ
る
。

わ
が
刑
法
二

0
四
条
の
文
言
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
自
傷
」
が
処
罰
さ
れ
な
い
の
は
、
「
他
人
傷
害
」
に
限
走
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
ニ

三
条
と
同
じ
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
限
り
「
自
傷
関
与
」
も
傷
害
罪
の
関
係
で

は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
「
受
託
傷
害
」
は
、
「
受
託
殺
人
」
と
異
り
、
処
罰
規
定
を
欠
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
二
0
四
条
に
該
当
す
る

が
、
刑
法
三
五
条
に
よ
り
違
法
阻
却
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
な
る
。
「
自
殺
教
唆
」
に
対
応
す
る
「
自
傷
教
唆
」
は
、
仲
間
を
裏
切
っ

た
詫
び
の
印
に
「
指
を
つ
め
ろ
」
と
詰
寄
る
場
合
な
ど
に
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
傷
者
は
勿
論
不
可
罰
で
あ
り
、

二
0
二
条
の
よ
う

な
規
定
が
な
い
以
上
、
教
唆
者
も
不
可
罰
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
尤
も
、
教
唆
者
に
傷
害
罪
の
間
接
正
犯
や
強
要
罪
が
成
立
す
る
場
合

が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
自
殺
射
助
」
に
対
応
す
る
「
自
傷
料
助
」
と
し
て
は
、
場
所
・
道
具
を
提
供
す
る
な
ど
の
「
指
つ
め
」

支
援
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
処
罰
規
定
が
な
い
以
上
、

や
は
り
、
現
行
法
上
は
不
可
罰
で
あ
る
。

「
自
傷
教
唆
」
に
し
ろ

「自
傷
射
助
」
に
し
ろ
、
い
ず
れ
も
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
傷
つ
け
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
法
は
処
罰

(30
)
 

を
断
念
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
法
が
処
罰
価
値
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
決
断
し
た
よ
う
な
重
大
な
場
合
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か
ど
う
か
で
あ
る
。

に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
後
ほ
ど
触
れ
る
が
、
ゲ
ル
ラ
ン
ト
が
提
案
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
独
立
罪
」
と
し
て
の
「
自
傷
関
与
罪
」
を
新
設

す
る
必
要
が
生
じ
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
決
断
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
刑
事
政
策
上
妥
当
か
ど
う
か
は
、
な
お
慎
重
な
検
討
に
侯

つ
べ
き
で
あ
る
。
さ
き
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
法
は
「
弊
風
」
を
傍
観
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
限
界
の
検
討
で
あ
る
。

尤
も
、
さ
き
に
も
検
討
し
た
よ
う
に
、
「
自
傷
」
を
生
じ
さ
せ
る
よ
う
な
汚
染
食
品
や
不
良
化
粧
品
の
提
供
な
ど
は
、
特
別
刑
法
の
問
題

と
な
り
、
被
害
者
が
「
自
傷
」
し
た
と
き
は
、
「
業
務
上
過
失
傷
害
罪
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
提
供
者
は
、
「
他
人
に
自
傷
」
す

な
わ
ち
「
傷
害
」
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
麻
薬
提
供
者
等
に
も
、
同
様
の
考
量
が
可
能
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
麻
薬
・
覚
せ
い
剤
等

に
よ
る
「
中
毒
」
を
「
傷
害
」
と
み
な
い
傾
向
が
あ
る
が
、
反
省
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
故
意
に
麻
薬
類
等
を
「
譲
り
渡
す
」
行
為
は
、
傷

害
罪
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
受
託
傷
害
」
の
関
係
で
、
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。
手
術
の
依
頼
を
受
け
た
外
科
医
が
手
術
を
行
う
よ
う
な
場
合
、
優
越
利
益

が
確
保
さ
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
医
療
行
為
と
し
て
、
刑
法
三
五
条
に
よ
り
違
法
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
、

逃
亡
中
の
犯
人
が
人
相
を
変
え
る
た
め
に
行
っ
た
整
形
手
術
や
特
異
な
価
値
観
か
ら
す
る
美
容
手
術
等
が
、
こ
の
観
点
か
ら
違
法
阻
却
さ

れ
う
る
か
ど
う
か
は
、
極
め
て
問
題
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ま
た
、
身
体
の

一
部
を
売
り
渡
す
こ
と
な
ど
も
、
同
様
に
考

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
場
合
に
ま
で
、
「
承
諾
」
を
得
て
行
わ
れ
た
「
傷
害
」
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
許
さ
れ
る
と
い
っ
て
よ
い

フ
リ
ッ
シ
ュ
は
、
「
自
律
」
尊
重
の
見
地
を
強
調
し
て
、
「
公
序
良
俗
」
に
反
す
る
「
承
諾
傷
害
」
の
違
反
性
阻
却
を
拒
否
す
る
ド
イ
ツ

刑
法
ニ
ニ
八
条
を
批
判
し
、
「
善
良
の
風
俗
（
四
1te
Sitten)
」
に
反
す
る
か
ら
と
い
っ
て
も
、
承
諾
に
基
づ
く
傷
害
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
で

(31
)

（

32
)
 

あ
る
と
主
張
す
る
。
最
近
で
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、

...L. 

ノ‘

フ
リ
ッ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
傷
害
を
伴
っ
た
器
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益
は
、

(33) 

官
の
売
買
も
自
由
化
さ
れ
う
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

(34) 

し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
「
自
律
」
は
「
他
律
」
の
一
部
で
あ
る
。
「
生
命
」
を
支
え
る
「
身
体
」
を
「
個
人
」
の
処
分
に
委

せ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
身
体
に
対
す
る
義
務
は
、

で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
指
摘
に
も
あ
っ
た
通
り
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
ニ
八
条
が
、
「
人
倫
・
良
俗
」
に
反
す
る
行
為
の
承
諾
を
認
め
な
い

(35
)
 

の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
判
例
も
、
「
人
倫
・
良
俗
違
反
」
か
ど
う
か
を
極
め
て
厳
格
に
し
ぼ

(36
)
 

ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国
で
も
、
「
承
諾
」
の
動
機
・
目
的
・
手
段
と
か
、
「
傷
害
」
の
部
位
・
程
度
な
ど
を
総
合
的
に
検
討
し
て
、

(37
)
 

「
許
容
」
さ
れ
う
る
も
の
か
ど
う
か
を
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
著
名
な
最
高
裁
判
例
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
周
知
の
通
り
で
あ

る
。
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
ニ
八
条
を
、
わ
が
判
例
は
肯
定
す
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
さ
ら
に
、
「
受
傷
者
本
人
」
に
も
「
傷
害
罪
」
の
共
犯
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
よ
う
。

「
自
傷
関
与
」
で
は
、
実
行
行
為
者
（
自
傷
者
）
が
不
可
罰
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
関
与
も
共
犯
た
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
「
人

間
の
尊
厳
」
を
害
す
る
傷
害
依
頼
者
は
、
正
犯
（
傷
害
実
行
者
）
を
作
出
し
、
こ
れ
に
関
与
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
現
行
法
上
、
共
犯

た
り
う
る
こ
と
に
理
論
的
支
障
は
な
い
。
た
だ
、

受
傷
者
は
「
被
害
者
」
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
の
に
、
な
お
、
「
加
害
者
」
と
し

て
の
「
共
犯
」
た
り
う
る
と
い
う
の
は
何
故
か
が
問
題
と
な
る
。

問
題
解
決
の
鍵
は
、
や
は
り
、
「
身
体
の
安
全
」
・
「
健
康
」
と
い
う
法
益
に
関
す
る
認
識
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法

一
個
人
の
自
由
な
処
分
を
許
さ
な
い
「
タ
ブ
ー
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
「
傷
害
依
頼
者
」
の
行
為
を
傷
害
教
唆
罪
・傷
害
胴
助

(38
)
 

罪
た
ら
し
め
る
根
拠
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
傷
害
依
頼
者
」
は
、
他
人
か
ら
傷
害
を
受
け
た
と
い
う
限
り
で

「
被
害
者
」
で
あ
る
が
、
自
己

自
身
の
身
体
に
対
す
る
自
己
自
身
の
義
務
に
反
し
て
受
傷
を
求
め
た
と
い
う
面
で
は
「
加
害
者
」
な
の
で
あ
る
。
偏
っ
た
「
自
律
論
」
や

極
端
な
「
自
己
責
任
論
」
に
依
拠
し
て
「
自
傷
」
も
「
受
傷
の
承
諾
」
も
自
由
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
認
識
に
立
つ
こ

一
個
人
の
選
択
に
よ
っ
て
解
除
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
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非
難
の
対
象
に
な
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

七

(39
)
 

と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
受
傷
依
頼
者
に
共
犯
の
成
立
を
肯
定
し
よ
う
と
す
る
ヒ
ル
シ
ュ
や
オ
ッ
ト
ー
の
考
え
方
が
支
持
さ

(40
)

（

41
)
 

れ
る
で
あ
ろ
う
。
被
害
者
と
第
三
者
の
共
同
正
犯
を
論
じ
る
シ
リ
ン
グ
の
見
解
は
、
こ
こ
で
も
貴
重
で
あ
る
。

さ
き
に
援
用
し
た
最
高
裁
判
例
は
、
交
通
事
故
を
装
い
、
過
失
に
よ
り
「
傷
害
」
を
与
え
た
か
の
如
く
仕
組
ん
で
人
に
傷
害
を
与
え
、

保
険
金
を
蝙
取
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
事
案
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
受
傷
者
」
と
「
加
害
者
」
の
間
に
、
「
傷
害
」
を
手
段
と
し
た

保
険
金
詐
欺
の
合
意
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
「
受
傷
者
」
も
受
傷
を
求
め
た
「
傷
害
関
与
者
」
の
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
案
か
ら
は
、
両
者
の
間
に
こ
の
よ
う
な
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
審
ら
か
で
は
な
い
と
い
わ

(42
)
 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
留
保
し
た
「
受
託
殺
人
未
遂
教
唆
」
で
は
、
殺
人
依
頼
者
は
、
犯
し
て
は
な
ら
な
い
法
益
を
消
滅
さ
せ
る
こ

と
を
懇
請
し
て
い
る
。
そ
れ
が
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
「
許
さ
れ
る
」
い
わ
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
懇
請
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
本
人

の
心
的
重
圧
・
心
情
は
、
自
殺
者
の
そ
れ
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
殺
人
依
頼
も
、

「自
己
の
生
命
」
に
関

(43
)
 

わ
る
場
合
に
限
り
、
「
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
に
欠
け
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
傷
害
依
頼
」
が
、
「
自
己
の
身
体
」
に
関
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
「
期
待
可
能
性
」
に
欠
け
る
な
ど
と
は
到
底
い
え

な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
「
優
越
利
益
」
を
求
め
て
手
術
を
依
頼
す
る
よ
う
な
場
合
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
場
合
は
、
す
で
に
違
法

で
な
い
の
で
あ
る
。
手
術
医
に
刑
法
三
五
条
の
適
用
が
あ
り
、
受
傷
者
も
、
「
身
体
の
安
全
」
「
健
康
」
取
り
戻
し
た
こ
と
に
よ
り
、
法
的

問
題
は
、
「
詫
び
の
印
し
」
に
指
を
切
断
し
ょ
う
と
す
る
者
の
依
頼
に
応
じ
た
医
師
が
い
た
よ
う
な
場
合
で
あ
る
が
、
さ
き
の
最
高
裁
判

例
の
立
場
か
ら
、
こ
の
医
師
に
「
傷
害
罪
」
が
成
立
す
る
と
共
に
、
依
頼
者
に
は
そ
の
教
唆
罪
が
成
立
す
る
と
考
え
る
の
が
筋
道
と
い
う
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こ
と
に
な
る
が
、
受
託
殺
人
の
場
合
と
同
様
、
「
受
託
傷
害
」
も
、
普
通
傷
害
に
比
較
し
て
、
そ
の
「
不
法
」
は
減
少
す
る
も
の
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
傷
害
依
頼
」
も
、
著
し
く
「
不
法
」
を
減
少
さ
せ
、
傷
害
教
唆
罪
の
「
可
罰
的
違
法
性
」

(44
)
 

を
否
定
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

受
託
殺
人
依
頼
者
に
つ
い
て
は
「
期
待
可
能
性
」
を
欠
き
、

優
越
利
益
を
求
め
た
受
傷
者
に
つ
い
て
は
「
違
法
性
」
を
欠
く
と
い
う
理
由
で
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
を
処
罰
す
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
「
公
序

良
俗
」
に
反
し
、
「
人
間
の
尊
厳
」
を
害
す
る
「
傷
害
依
頼
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
可
罰
的
違
法
性
」
を
肯
定
す
る
ま

で
も
な
い
と
法
は
決
断
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
刑
法
二

0
二
条
に
対
応
す
る
「
自
傷
関
与
」

・「
受
託
傷
害
」
規
定

(45
)
 

が
存
在
し
な
い
現
行
法
の
下
で
は
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
し
か
な
い
が
、
自
傷
関
与
に
つ
い
て
は
、
さ
き
に
一
言
し
た
「
独
立
罪
」
の
規
定
、

(46
)
 

受
託
傷
害
に
つ
い
て
は
傷
害
罪
の

「減
軽
類
型
」
規
定
の
新
設
等
の
是
非
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
近
特
に
関
心
を
集
め
て
い
る
「
エ
イ
ズ
」
罹
患
に
纏
わ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
こ
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
。
「
エ
イ
ズ

・
ウ
ィ
ル
ス
」

に
汚
染
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
覚
知
す
る
者
が
、
敢
え
て
性
交
に
及
ん
だ
結
果
、
相
手
に
「
エ
イ
ズ
」
を
感
染
さ
せ
た
場
合
、
相
手
が
事
情

(47
)
 

を
知
ら
ず
に
性
交
に
応
じ
た
と
き
に
は
、
感
染
さ
せ
た
者
が
「
傷
害
罪
」
の
責
任
を
負
う
べ
き
あ
る
が
、
相
手
が
罹
患
を
受
容
し
て
性
交

に
応
じ
て
い
た
と
き
は
、
被
害
者
は
「
自
傷
」
に
出
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
加
害
者
は
「
自
傷
関
与
」
に
止
ど
ま
る
と

し
て
不
可
罰
な
の
か
、
「
受
託
傷
害
」
と
し
て
「
公
序
良
俗
」
違
反
の
故
に
有
罪
た
り
う
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
有
効
な
承
諾
」
を
得
た
も

(48
)
 

の
と
し
て
傷
害
罪
の
違
法
阻
却
が
可
能
か
、
深
刻
な
問
題
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
感
染
予
防
対
策
の
法
的
整
備
が
必
要
と
な
る
可
能
性
も

(49
)
 

あ
る
。

(50
)
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
自
傷
」
・
「
受
託
傷
害
」
は
、
法
の
関
心
を
よ
り
強
め
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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e
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6
)
内
田
文
昭
「
法
益
侵
害
と
行
為
無
価
値
の
諸
問
題
」
神
奈
川
法
学
四

0
巻
三
号
二
八
頁
以
下
、
八

二
貝
以
下
、
同
・

概
要
中
巻
二
八
頁
。
さ
ら
に
前
出
、

三
・
ニ
注

(24)
。

(7
)
一
八
四
0
年
ブ
ラ
ウ
ン

シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典
一
四
八
条
は
、

自
殺
教
唆
罪
（
一
年
以
上
の
強
制
労
働
）
と
自
殺
捐
助
罪
（

一
年
以
上
の
軽
懲
役
）
を
区

別
し
て
規
定
し
た
(C
G
B
.
f
u
r
 B
r
a
u
n
s
c
h
w
e
i
g
,
 1
8
4
0
,
 §
 
1
4
8
,
 S. 2
7
1
)

。
こ
れ
に
対
し
て
一
七
九
四
年
プ
ロ
セ
イ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
八
三
四
条
は
、

受
託
殺

人
と
自
殺
射
助
を
六
年
以
上
一

0
年
以
下
の
懲
役
に
処
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

一
八
七
一
年
帝
国
刑
法
典
は
「
自
殺
関
与
」
の
規
定
を
置
か
な
か
っ

た
。
受
託
殺
人
と
の
区
別
が
不
可
能
と
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
る

(L
i
B
tー

S
c
h
m
i
d
t
,
2
5
 Aufl. 4
7
1
)

。

(
8
)
し
か
し
、
人
は
み
ず
か
ら
を
殺
し
う
る
し
(
L
i
B
tー

S
c
h
m
i
d
t
,2

5
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u
f
l
.
 

S. 4
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、
そ
れ
は
法
益
侵
害
で
も
あ
る
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W
e
l
z
e
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D
a
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 d
e
u
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c
h
e
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t
r
e
f
r
e
c
ht, 

11 Aufl. S. 2
8
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と
い
う
こ

と
を

看
過
し
て
は
な
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な
い
。
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t
,
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h
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k
 d
e
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 Sitten, S. 4
1
7
 ff・
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そ
し
て
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犯
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の
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体
は
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接
的
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第
二
次
的
法
益
侵
害
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
を
改
め
て
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
三
六
頁
以
下
）
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
わ
が
刑
法

二
0
二
条
前
段
は
自
殺
関
与
を
処
罰
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
法
益
侵
害
へ
の
関
与
な
し
に
は
「
共
犯
」
は
あ
り
え
な
い
と
考
え

る
の
が
「
不
法
共
犯
論
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
な
お
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山
中
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刑
法
各
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第
二
版
]
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平
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(
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綱
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各
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l
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F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
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0
1
 ff・ 

(11
)
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
、

事
案
を

「自
殺
射
助
」
と
し
て
捉
え
る
が
、
保
障
人
の
不
作
為
は
す
べ
て

「
行
為
者
性
に
基
づ
く
正
犯
」
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
で
、
第

一
刑
事
判
決
と
結
論
を
一
致
さ
せ
る
で
あ
ろ
う

(H
.
W
e
lzel, 
11 A
u
f
l
.
 

S. 2
0
6
 f., 
2
2
1
 f., 
2
8
1
)

。
な
お
、
内
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田
文
昭
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真
正
不
作
為
犯
に
お
け
る
正
犯
と
共
犯
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神
奈
川
法
学
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も
、
自
殺
関
与
は
作
為
の
と
き
は
不
可
罰
な
の
に
、

保
障
人
の
不
作
為
の
と
き
は
容
易
に
正
犯
と
さ
れ
る
こ
と
の
不
都
合
を
意
識
し
、
主
観
的
な

「支
配
意
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が
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め
ら
れ
る
場
合
に
限
っ
て
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と
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ア
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亡
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た
少
女
も
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為
支
配
」
に
欠
け
た
わ
け
で
は
な
い
と
し
、
「
殺
し
て
も
ら
う
」
と
い
う

「
心
理
学
的
傾
き
」
に
身
を
任
せ
た
こ
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受
諾
殺
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さ
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(20
)
け
だ
し
、

わ
が
刑
法
上
に
お
い
て
も
、
「
自
殺
関
与
者
」
に
対
し
て

「適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
を
求
め
る
こ
と
は
充
分
可
能
で
あ
る
に
し
て
も
、
と

き
に
は
、
そ
の
者
の
「
良
心
的
決
断
」
を
尊
重
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し
か
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べ
き
場
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が
あ
り
う
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か
ら
で
あ
る
。
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行
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行
為
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す
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「
期
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性
」
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殺
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受
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殺
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相
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の
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あ
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行
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わ
け
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る
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「行
為
支
配
」
が
肯
定
さ
れ
る
と
き
に
は
、
殺
人
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受
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殺
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正
犯
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り
う
る
が
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違
反
罪
成
立
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能
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は
あ
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が
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関
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を
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に
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こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

B
G
H
.
Str. B
d
.
 6. 
1954. S. 
1
4
7
 ff. 

丞）
H
.
W
 e
l
z
e
r
.
 Da

s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
.
 1
1
 Aufl. S. 2
8
0
 f.. 
2
8
6
.
 

(
2
3
)
E
.
 

S
c
h
m
i
d
h
a
u
c
e
r
.
 W
 e
l
z
e
T
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 
8
1
0
 ff., 
8
1
5
 ff.; 
P
.
 B
r
i
n
g
e
w
a
t
,
 Z
S
t
r
W
.
 87. S. 
6
3
9
 ff.. 
6
4
4
 ff. 

(24)
「
正
犯
な
き
共
犯
」
と
は
、
「
実
行
行
為
者
」
が
、
法
技
術
的
な
意
味
で
「
正
犯
性
」
を
欠
く
場
合
で
あ
っ
て
も
法
益
侵
害
に
加
担
し
た
者
は

「共
犯
」
た

り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
六
六
頁
注
（

8
）
、
四
七
二
頁
注

(
6
)
)
、
「
構
成
要
件
な
き
共
犯
」
と
は
、
「
処

罰
価
値
の
な
い
行
為
」
へ
の
加
担
を
も
な
お
処
罰
し
う
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
が
刑
法
二
〇

二
条
の
「
自
殺
関
与
」
は
、
「
正
犯
な
き
共
犯
」
を
規
定
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
刑
法
は
、
「
自
殺
関
与
」
の
処
罰
規
定
を
欠
く
が
故
に
、
「
構
成
要
件
な
き

共
犯
」
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
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か
し
、
自
殺
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い
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行
為
」
へ
の
加
担
と
通
常
の
「
社
会
的
営
み
」
へ
の
関
与
と
の
間
に
存
在
す

る
懸
隔
を
直
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

(
2
5
)
F
.
 v. 

L
i
B
t
.
 V
e
r
b
r
e
c
h
e
n
 u
n
d
 V
e
r
g
e
h
e
n
 w
i
d
e
r
 d
a
s
 L
e
b
e
n
.
 V
D
B
.
 B
d
.
 V
.
 1
9
0
5
.
 S. 
1
 ff.. 
1
3
3
 ff.̀
135 ff.; 
H
.
 G
e
r
l
a
n
d
.
 V
D
A
.
 B
d
.
 II. S. 
5
2
0
 ff.. 
5
2
9
 

ff. 

(26)
し
か
し
、
わ
が
刑
法
二

0
二
条
の
「
自
殺
関
与
」
に
つ
い
て
は
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い

(
H
.
G
e
r
l
a
n
d
.
 V
D
A
.
 II. S. 5
1
4
J
。
な
お
、
リ
ス
ト
は
、

「誇
り

高
き
自
殺
」
に
す
ら
「
生
命
軽
視
」
を
指
摘
す
る

(
F
.V. 
L
i
B
t
.
 V
D
B
.
 V
`
S
.
 1
3
9
)

前
出
、

一
注

(20)
。

(
2
7
)
A
E
.
 BT. I. 

S. 2
1
 f. 

(28)H. 
J•Hirsch. 

Welzel

—

Festschrift, 

S. 
7
9
4
 A
u
m
.
 62. 

(29)
旧
刑
法
三
二
0
条
は
、
一
七
九
四
年
プ
ロ
イ
セ
ン
普
通
ラ
ン
ト
法
八
三
四
条
や
一
八
四

0
年
ブ
ラ
ウ
ン
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ク
刑
法
典

一
四
八
条
の
流
れ
を
汲
ん

で
い
た
と
い
え
よ
う
。
内
田
・
各
論
[
第
三
版
]
「
八
頁
注
（
10
）
°

(30)
自
傷
も
「
人
間
の
尊
厳
」
を
害
す
る
と
の
カ
ン
ト
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
前
出
、

四
・
一

注

(44)
。
し
た
が
っ
て
、
「
人
倫
律
」
に
反
す
る
「
法
益
侵
害
」

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
出
、
四
・
一
注

(49)
、
後
注

(34)
（35)
。
に
も
拘
わ
ら
ず
「
可
罰
的
違
法
性
」
に
達
し
な
い
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
は
、
前
出
、
四
・
一
注

(47)
。

(
3
1
)
W
.
 Fr

i
s
c
h
.
 Z
u
r
n
 U
n
r
e
c
h
t
 d
e
r
 s
i
t
t
e
n
w
i
d
r
i
g
e
n
 K
i
:
i
r
p
e
r
v
e
r
l
e
t
z
u
n
g
,
 H
i
r
s
c
h
-
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
`
1
9
9
9
,
 S. 4
8
5
 ff. 
4
8
8
 ff. 

(32)R. S
c
h
m
i
t
t
,
 M
a
u
r
a
c
hー

F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
S. 
1
1
3
 ff.. 
1
2
0
 ff. 
;
 ders. §
 

2
2
6
 a
 S
t
G
B
 ist iiberflussig, S
c
h
r
o
d
e
r
|
G
e
d
a
c
h
t
n
i
s
s
c
h
r
i
f
t
.
 1
9
7
8
`
S
.
 2
6
3
 ff・i 

A
r
z
tー

W
e
b
e
r
.
B
e
s
o
n
d
.
 T. S
.
1
4
8
 ff. 
[U. W
e
b
e
r
]
;
 Ma
u
r
a
c
hー

S
c
h
r
o
e
d
e
rー

M
a
i
w
a
l
d
,
B
e
s
o
n
d
.
 T. I. 
S. 
1
0
0
 ff. 
[F. C
h
r
.
 S
c
h
r
o
e
d
e
r
 
J

さ
ら
に
、
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後
注

(50)
。

(
3
3
)
W
.
 Fr

i
s
c
h, H
i
r
s
c
hー

F
e
s
t
s
c
hrift.
S. 5
0
3
 A
n
m
.
 6
3
 

(
3
4
)

W
.
 M
a
i
h
o
f
e
r
,
 V

o
m
 Si
n
n
,
 S
.
 

2
2
 ;
 A
r
t
h
.
 Ka

u
f
m
a
n
n
,
 S
c
h
u
l
d
p
n
n
z
m
p
,
 2
 A
ufl. 
S. 
1
1
8
 ff.
さ
ら
に
、
前
出
、

四

・
一
注

(
8
)
、
後
注

(39)
。

(35)
ヒ
ッ
ペ
ル
は
、
一
九
三
三
年
改
正
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
た
旧
―
―
二
六
条
（
現
行
ニ
―
一
八
条
）
に
先
立
っ
て
、
公
序
良
俗
に
反
す
る
身
体
傷
害
の
違
法
性
を

肯
定
し
、
違
法
阻
却
を
拒
否
す
る
立
場
に
立
っ
た
。
そ
し
て
、
美
容
の
た
め
に
健
康
な
歯
を
抜
い
て
義
歯
に
替
え
た
歯
科
医
に
傷
害
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ

た
こ
と
を
報
じ
た
新
聞
を
指
摘
し
た

(R.V•Hippe!. 

S
t
r
e
f
r
e
c
h
t
,
 
II, S. 2
4
5
 ff., 2
4
7
 A
n
m
.
 4

)
。
フ
リ
ッ
シ
ュ
の
反
対
に
も
拘
わ
ら
ず
、
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
社

会
的
混
乱
を
避
け
る
た
め
に
は
ニ
二
八
条
は
無
用
で
は
な
い
と
強
調
す
る

(LK.
1
1
 A
u
f
l
.
 20

0
1, 
§
 

2
2
8
 R
d
n
.
 2
,
 6

[
H
.
 J
•
H
i
r
s
c
h

]
)。

さ
ら
に
、
後
注
(
5
0
)

。

(36)
伝
統
的
な
学
生
同
士
の

「
ぶ
つ
か
り
合
い
」
（
決
闘
）

は
、
防
護
策
を
用
い
、
ル
ー
ル
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
限
り
、
軽
傷
を
負
う
者
が
い
て
も
、
一
般
に

大
目
に
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
「
良
俗
違
反
」
と
は
い
え
な
い
と
す
る
一
九
五
三
年
一
月
二
九
日
の
連
邦
裁
判
所
第
五
刑
事
部
判
決

(
B
G
H
.
Str. 
B
d
.
 

4
,
 19

54
,
 

S. 2
4
 ff., 3
6
)
 
~
挙
元
け
て
お
き
た
い。

ヒ
ル
シ
ュ
も
、
「
良
俗
」
の
こ
の
よ
う
な
限
定
づ
け
の
必
要
性
を
求
め
て
い
る

(L
K
.1
1
 A
u
f
l
.
 

§
 
2
2
8
 R
d
n
.
 

2
 ([
H
.
 J•H
i
rsc
h
]
)。

尤
も
、
傷
害
の
「
軽
微
性

」
を
「
良
俗
」
に
反
し
な
い
こ
と
の
前
提
と
す
る
か
に
窺
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
疑
問
で
あ
る
と
い
う

。

か
つ
て
、
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
が
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
表
明
し
て
い
た

(H
.
W
e
l
z
e
l
,
 D
a
s
 d
e
u
t
s
c
h
e
 S
t
r
a
f
i
e
c
h
t
,
 11
 A
u
f
l
.
 

S. 9
7
)
。
し
か
し
、
傷
害
の
程
度

が
重
大
で
あ
る
と
き
に
は
、
「
大
目
に
み
れ
な
い
」
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

(37)
最
決
昭
和
五
五
年

―
一
月
一

三
日
刑
集
三
四
巻
六
号
三
九
六
頁
。

(38)
「
自
傷
関
与
」
と
違
っ
て
、

「受
託
傷
害
」
が
傷
害
罪
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
問
は
な
い
。
「
依
頼
者
」
は
、
「
傷
害
」
を
依
頼
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
傷
害
が

「自
己
の
身
体
」
に
生
じ
た
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
「
傷
害
関
与
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
自
傷
関
与
」
で
は
な
い
。
両
者
の
混

同
は
許
さ
れ
な
い
。
問
題
は
、
一
方
で
「
被
害
者
」
、
他
方
で
「
加
害
者
」
と
な
る
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
な
に
び
と
も
自
己
の
法
益
を

「刑
法
的
に
重
要
な
か
た
ち
で
は
害
し
え
な
い
」
と
い
う

(C.
R
o
x
i
n
,
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t疇
A
lig.

T. II. 2
0
0
3
`
S
.
1
3
0
,
 

137, 1
4
2
 ff.
)。
「柚
g
A
の
生
命
：
身
体
」
の
み
が
「
タ
ブ
ー
」
で
あ
る
と
考
え
る
ロ
ク
シ
ン
の
立
場
（
前
出
、

四
．
＿
注

(31)
）
の
帰
結
と
し
て
は
一
貫
し

て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
で
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
「
刑
法
的
に
重
要
な
か
た
ち
」
で
は
侵
害
し
え
な
い
と
い
う
の
も
曖
昧
で
あ
る
。

す
で
に
明
か
な
よ
う
に
自
殺
も
自
傷
も
法
益
侵
害
で
あ
る
が
処
罰
さ
れ
な
い
。
加
害
者
と
被
害
者
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
猥
褻
物
購
入
者
は
「
被
害

者
」
の
市
民
と
し
て
は
処
罰
さ
れ
な
い
が
、
当
該
猥
褻
物
販
売
の
「
教
唆
者
」
と
し
て
は
、
刑
法
一
七
五
条
の
「
正
犯
」
に
加
担
し
た
「
加
害
者
」
と
し
て

可
罰
的
た
り
う
る
（
内
田
・
概
要
中
巻
四
二
五
頁
）
の
と
同
様
、
傷
害
の
被
害
者
も
加
害
者
（
正
犯
）
と
共
働
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
傷
害
罪
の
加
害
者
（
共
犯
）
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た
り
う
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
生
き
残
っ
た
受
諾
殺
人
依
頼
者
は
「
期
待
可
能
性
」
の
欠
如
に
よ
り
処
罰
さ
れ
ず
、
受
諾
傷
害
依
頼
者
は
、
受
諾
傷
害
の
正
犯

に
加
担
し
た
共
犯
（
教
唆
犯
）
た
り
う
る
と
い
う
違
い
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
被
害
者
も
、
状
況
の
変
化
に
よ
っ
て
加
害
者
に
な
り
う

る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
「
刑
法
的
に
重
要
な
か
た
ち
」
で
自
己
の
法
益
侵
害
に
関
与
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
後
注
(40)
（41)
。

(39)
「自
律
」
と
「
他
律
」
を
極
端
に
対
置
す
る
も
の
と
し
て
は
、

G.
S
i
m
s
o
n
,
 S
c
h
w
i
n
g
e
,
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 1
0
2
 
;
 C. R
o
x
i
n
,
 D
r
e
h
e
r
|
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
.
 S. 3
3
9
.
 

「
自
己
責
任
論
」
の
見
地
か
ら
、
自
己
の
責
任
に
基
い
て
「
自
傷
」
に
出
る
者
に
加
担
し
た
第
三
者
は
、
そ
の
者
が
「
行
為
支
配
」
を
握
ら
な
い
限
り
、
「
不

可
罰
」
に
止
ど
ま
る
と
す
る
も
の
と
し
て
は
、

U
•
N
e
u
m苔
n

,

D
i
e
 S
t
r
a
f
b
a
r
k
e
i
t
 d
e
r
 Suizidbeteili
唇
n
g
als P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 E
i
g
e
n
v
e
r
a
n
t
w
o
r
t
t
l
i
c
h
k
e
i
t
 

d
e
s
 
.. O
p
f
e
r
s
"
,
 J
A
.
 1
9
8
7
,
 S. 2
4
4
 ff. 2
5
6
.

い
ず
れ
も
、
余
り
に
も
自
己
を
主
観
的
に
「
孤
立
さ
せ
る
」
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
4
0
)
H
.J. H
i
r
s
c
h
`
W
e
l
z
e
l
-
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 7
9
7
 ff.; 
H. Otto, L
a
n
g
e
|
F
e
s
t
s
c
h
r
i
f
t
,
 S. 2
1
3
.
 

(41)
受
傷
者
は
、
自
己
の
法
益
を
損
っ
た
者
と
し
て
は
「
被
害
者
」
で
あ
る
が
、
偽
害
者
に
共
働
し
た
者
と
し
て
は
傷
害
罪
の
共
犯
者
と
し
て
「
加
害
者
」
の

地
位
を
取
得
す
る
。
シ
リ
ン
グ
の
立
場
で
は
、
傷
害
の
共
同
正
犯
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

G.
Schilling, I
N
.
 1
9
7
9
,
 S. 1
6
0
 f. 

(42)
即
ち
、
保
険
金
詐
欺
の
共
謀
者
以
外
の
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
刑
集
一
二
四
巻
六
号
四

0
六
頁
以
下
。

(43)
前
出
、

四
・
一

注

(33)
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
と
、
受
託
殺
人
の
不
法
減
少
（
前
注
（

6
）
）
と
の
間
に
不
調
和
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
け
だ
し
、
死
を
求
め
る
者
の
「
絶
望
感
」
と
殺
人
者
の
「
不
法
」
と
は
、
一
致
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(44)
こ
こ
で
は
、
加
害
者
の
「
不
法
」
が
、
被
害
者
の
「
不
法
依
頼
」
に
よ

っ
て
「
低
下
」
す
る
こ
と
に
な
る
。
「
傷
害
の
不
法
」
は
、

「
殺
人
の
不
法
」
に
較

べ
て
大
き
な
幅
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

(
4
5
)
H
.
 

G
e
r
l
a
n
d
,
 V
D
A
.
 II. 
S. 5
2
0
 f.. 
5
3
0
 ;
 H
.
J
.
 H
i
r
s
c
h
,
 W
e
l
z
e
lー

Festschrift,
S. 7
9
7
 ff. 

(46)
身
体
の
平
穏
・
健
康
の
重
要
性
に
つ
き
、
わ
が
国
で
も
、
も
う
す
こ
し
神
経
質
に
な
っ
て
し
か
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
見
地
か
ら
は
、
二

0
四
条
の

減
軽
類
型
の
新
設
も
考
慮
に
値
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
「
傷
害
不
法
」
の
質
と
量
に
つ
き
、
社
会
的
自
覚
を
喚
起
す
る
契
機
が
与
え

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
一
九
七

0
年
の
「
代
案
」

―
―
二
条
四
項
は
、
同
意
に
基
く
不
妊
手
術

・
去
勢
が
違
法
阻
却
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
二
五
歳
未

満
の
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
よ
う
な
場
合
等
に
は
「
不
法
減
少
」
に
止
ど
ま
る
も
の
と
し
て
、
「
三
月
」
の
「
日
数
罰
金
」
に
処
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
の

で
あ
る

(
A
E
.§
 

112 A
b
s
.
 4, 
S. 5
3
)

。
さ
ら
に
、
格
闘
技
等
の
際
の
「
協
害
」
等
に
つ
い
て
も
、
検
討
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
4
7
)
B
G
H
.
 

Str. B
d
.
 3
6
,
 1
9
9
0
,
 S. 1
 
ff., 1
6
 ff. 
;
 
M
a
u
r
a
c
h
|
S
c
h
r
o
e
d
e
r
ーマ
faiwald,
B
e
s
s
o
n
d
.
 T. I. 
S. 1
2
1
 
[
F
.
 

C
h
r
.
 S
c
h
r
o
e
d
e
r
 
J
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(48)
受
傷
者
が
、
み
ず
か
ら
の
「
行
為
支
配
」
に
基
い
て
性
交
に
応
じ
、
感
染
し
た
場
合
は
、
「
自
傷
」
に
出
た
の
で
あ
っ
て
、
相
手
は
「
自
傷
関
与
」
に
止

ど
ま
る
と
す
る
判
例
が
あ
り

(
B
a
y
O
L
G
.
 J
R
 19
9
0
.
 S. 4
7
3
 f)
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
学
説
も
有
力
で
あ
る

(D.
Dolling, J
R
 19
9
0
,
 S. 4
7
4
 ff. 
;
 M
a
u
r
a
c
h
 

ー

S
c
h
r
o
e
d
e
r
|
M
a
i
w
a
l
d
,
B
e
s
o
n
d
.
 T. I, 
S. 1
1
6
 [F. C
h
r
.
 S
c
h
r
o
e
d
e
r
))
。
し
た
が

っ
て
、
こ
こ
で
も
、
「
行
為
支
配
」
が
い
ず
れ
の
側
に
認
め
ら
れ
る
か
が

決
定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
(D
.
Dolling, J
R
 19
9
0
,
 S. 4
7
5
)

。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
事
案
で
は
、
ド
ェ
ー
リ
ン
グ
も
認
め
る
よ
う
に
「
行

為
支
配
」
が
双
方
に
あ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
。
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
自
傷
関
与
」
に
止
ど
ま
る
と
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
前
注

(21)
。
な
お
、

H. O
t
to
,
 

T
r
o
n
d
l
eー

F
e
stsc
h
rift.
S. 1
6
6
 f.

さ
ら
に
、
「
エ
イ
ズ
患
者
」
の
性
交
が
も
た
ら
す
「
傷
害
」
が
、
「
公
序
良
俗
」
に
反
し
て
違
法
を
阻
却
し
え

な
い
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が
あ
る
。
け
だ
し
、

「性
交
」
は
、
一

三
歳
以
上
の
者
に
と
っ
て
は
自
由
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
責
任
」
に
任
さ
れ
て
い
る

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
し
、
エ
イ
ズ
患
者
の
性
交
を

「禁
止
」
す
る
法
規
も
見
当
た
ら
な
い
（
次
注

(49)
）
と
い
え
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
シ
ェ
ー

ネ
マ
ン
は
、
こ
こ
で
も
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
を
問
題
に
す
る
が
、
そ
れ
は

「法
規
制
」
の
欠
如
を
意
味
す
る
だ
け
で
あ
る
。

B.
S
c
h
u
n
e
m
a
n
n
.
 

D
i
e
 R
e
c
h
t
s
p
r
o
b
le
m
e
 v
o
n
 A
i
d
s
,
 E
s
e
rー

Festschrift,
2
0
0
5
,
 S. 1
1
4
1
 
ff., 1
1
4
3
.
 1
1
4
4
 f. 
1
1
4
8
 ff. 

(49)
ド
イ

ツ
で
も
、

「性
病
患
者
」
の
性
交
を
禁
止
す
る
法
規
は
み
ら
れ
る
が
、
「
エ
イ
ズ
患
者
」
の
そ
れ
は
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
る
。

A
r
z
tー

W
e
b
e
r
,B
e, 

s
o
nd. 
T. S. 1
5
3
 

[U. W
e
ber). 

(50
)
ロ
ク
シ
ン
は
、
教
科
書
・
総
論

I

（第
四
版
）
の

「
序
文
」
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
刑
法
ニ
ニ
八
条
の
「
良
俗
違
反
」
と
「
受
託
傷
害
罪
違
法
阻
却
」
の
関

係
に
つ
き
、
前
者
は
後
者
を
否
定
す
る
根
拠
た
り
う
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
学
説
・
判
例
の
展
開
が
、
版
を
新
た
に
さ
せ
る
大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
と
明
言

す
る

(C.
R
o
x
i
n
,
 Strafrecht. A
lig. 
T・I. 4
 Aafl. V
 or
w
o
r
t
 VII
)。
し
か
し
、
問
題
領
域
の
詳
細
な
分
析
に
も
拘
わ
ら
ず
、
「
行
為
の
自
由
」
を
強
く
保
障

し
よ
う
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
（
た
と
え
ば
、
前
出
、

一
注

(19
)。
な
お
、
前
出

(31)
（
32)
）
は
こ
れ
を
堅
持
し
、
「
良
俗
違
反
」
は
「
社
会
的
有
害
性
」

を
伴
う
場
合
に
限

っ
て
、
「
違
法
阻
却
」
を
否
定
す
る
根
拠
た
り
う
る
に
止
ど
ま
る
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
(
C
.R
o
x
i
n
,
 Strafrecht. Alig. T
.
 I.4 Aufl. 

S. 5
5
8
f
f
.
,
 5
6
2
)

。

だ
が
し
か
し
、

「弊
風
」
即
ち

「良
俗
違
反
」
を
助
長
す
る
風
潮
は
、
常
に
社
会
的
に

「有
害
」
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
出
、
二
注

(25)
、

四
・
一

注

(50)
|

（
52)
、
前
注

(3
0
)
|
（37
)
（
46
)
（48)
。

そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
は
、
内
田
・
各
論
〔
第
三
版
〕
三
一
頁
注

(
3
)
が、

「公
序
良
俗
」
の
刑
法
的
意
義
に
つ
き
、
消
極
的
に
過
ぎ
た
こ
と
を
も
反
省

（内
田
・
神
奈
川
法
学
四

0
巻
―
二
号
二

0
頁
以
下
）

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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み
じ
く
も
、 法

治
国
家
に
お
い
て
は
、
法
の
管
轄
に
属
す
る
事
柄
に
つ
い
て
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
い

(1
)
 

ヒ
ッ
ペ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
で
社
会
生
活
を
送
る
こ
と
は
、
空
気
の
な
い
地
球
で
生
き
る
こ

と
と
同
様
、

不
可
能
な
の
で
あ
る
。
自
己
保
存
欲
求
の
飽
く
な
き
追
求
が
も
た
ら
す
禍
を
調
整
す
る
た
め
、
刑
法
は
、

(
2
)
 

令
を
発
す
る
。
人
は
、
憲
法
を
は
じ
め
、
多
く
の
法
の
下
で
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
に
な
る
。

一
定
の
禁
止
・
命

し
か
し
、
刑
法
で
は
、
か
ね
て
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
や
「
転
轍
手
事
例
」
が
、
許
さ
れ
は
し
な
い
が
「
禁
止
」
さ
れ
も
し
な
い
領

域
、
即
ち
「
刑
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
盛
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
「
自
殺
」
・
「
自
傷
」
も
、
そ

も
そ
も
構
成
要
件
の
「
禁
止
」
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
「
刑
法
か
ら
解
放
」
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
で
あ
っ
た
。

た
し
か
に
、
以
上
の
諸
例
は
、
外
観
上
、
「
法
か
ら
解
放
さ
れ
た
領
域
」
に
あ
る
か
に
み
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
「
法
の
空
白
」

に
よ
る
も
の
で
は
な
い

。
「
法
の
承
認
」
と
い
う
実
質
に
支
え
ら
れ
た
刑
法
的
思
考
の
産
物
な
の
で
あ
る
。

「自
殺
」
・
「
自
傷
」
は
、
「
法
益
侵
害
」
で
あ
り
、
「
処
罰
価
値
」
が
あ
る
が
i

そ
れ
故
、
自
殺
関
与
は
罰
せ
ら
れ
、
他
人
に
影
響
を
与

え
る
自
傷
も
特
別
法
で
罰
せ
ら
れ
る
、
「
自
殺
」
は
「
生
物
と
し
て
の
人
間
の
脆
弱
さ
」
の
故
に
「
生
き
る
義
務
」
の
履
行
を
期
待
す

る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
た
め
、
ま
た
、

「自
傷
そ
の
も
の
」
は
「
私
事
」
で
あ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
「
画
一
的
」
に
構
成
要
件
の
外
側
に

置
か
れ
た
も
の
で
、
刑
法
の
歴
史
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
カ
ル
ネ
ア
デ
ス
の
板
」
や
「
ミ
ニ
ョ
ネ
ッ
ト
号
事
件
」
は
、
「
優
越
利
益
の
た
め
の
緊
急
避
難
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
自
己

五

結

論
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保
存
欲
求
」
の
貫
徹
が
、
こ
こ
で
は
「
優
越
利
益
」
に
代
わ
っ
て
、
「
通
常
人
」
に
「
許
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
に
は
、
こ
の
視

(3
)
 

点
が
欠
け
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
、
「
転
轍
手
事
例
」
で
は
、
少
人
数
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
人
達
の
至
高
の
「
生
命
」
を
犠
牲
に
し
て
い
る
。
到
底
優
越
利
益
を
守
っ

手
の
立
場
に
置
か
れ
た
者
は
、

た
と
は
い
え
な
い
。
転
轍
手
の
自
己
保
存
欲
求
の
具
現
で
も
な
い
。
し
か
し
、
「
最
少
被
害
」
に
止
ど
め
た
こ
と
も
た
し
か
で
あ
る
。
転
轍

(4
)
 

み
な
彼
と
同
様
の
行
為
に
出
た
に
違
い
な
い
と
い
う
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
見
解
は
、
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
「

一
般
的
期
待
可
能
性
」
の
欠
如
を
示
す
の
で
あ

っ
て
、
転
轍
手
の
特
殊
個
人
的
事
情
を
勘
酌
す
る
ま
で
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
真
正
の
期
待
可
能
性
」
の
欠
如
故
に
「
赦
さ
れ
る
」
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
も
、

わ
が
刑
法
三
七
条
が
想
定
す
る
「
緊
急
避
難
」
な
ら
ば
こ
れ
を
「
違
法
阻
却
事
由
」
と
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

注(l
)
R. 
v
.
 
H
i
p
p
e
)
.
 D
e
u
t
s
c
h
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 

I, 
S
.
 

7
 

(2)

R
.V•

Hippe

!, 

D
e
u
t
s
c
h
e
s
 S
t
r
a
f
r
e
c
h
t
,
 

I
,
 S
.
 

7
 

(3
)
ヒ
ル
シ
ュ
は
、
生
命
・
身
体
の
「
タ
ブ
ー
」
を
強
調
し
、
生
命
の
質
的
・
量
的
比
較
を
許
さ
な
い
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、
多
数
者
の
た
め
の
少
数
者
の
犠

牲
を
も
認
め
な
い
か
ら
、
「
転
轍
手
事
例
」
を
も
違
法
阻
却
緊
急
避
難
か
ら
排
除
す
る

(LK.
11 A
u
f
l
.
 

1
9
9
4
,
 V

o
r
 §
 
3
2
 R
d
n
.
 11 f

f
.
§
 
3
4
 R
d
n
.
 

6
2
 ff 
[H
.
 

J. 
H
i
r
s
c
h
]
)
。
し
か
し
、

「
最
少
被
害
」
に

つ
い
て
は
、
特
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。

(
4
)
ヴ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は、

転
轍
手
に
は

「
社
会
的
非
難
可
能
性

(so
ziale
V
o
r
w
e
r
f
b
a
r
k
e
i
t
)
」
が
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
H.
W
e
l
z
e
l
,
N
S
t
r
W
.
 

6
3
,
 S
.
 

5
4
.
 

し
か
し
、
ヴ
ェ

ル
ツ

ェ
ル
に
と
っ
て
、
「
社
会
的
非
難
可
能
性
」
の
欠
如
と
は
、
「
通
常
人
の
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
」
の
欠
如
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と

を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
0
0
九
（
平
成
ニ

―
)
年
五
月
＝
二
日




