
刑法改正 と常習累犯の概念

刑
法
改
正
と
常
習
累
犯
の
概
念

一

は
し
が
き

岩

崎

二

郎

終
戦
を
契
機
と
し
て
わ
が
国
に
は
種
々
の
意
味
で
大
き
な
変
革
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
れ
は
将
に

一
の
無
血
維
新
で
あ
っ
た

と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
法
制
の
面
で
も
色
々
の
領
域
に
お
い
て
大
き
な
変
換
が
顕
著
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
'
憲
法
を
始

め
と
し
て
民
法
'
商
法
'
労
働
法
等
等
何
れ
も
皆
然
り
で
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
が
刑
法
だ
け
は
い
さ
さ
か
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡
わ
が
国
に
始
め
て
近
代
法
的
な
型
態
を
備
え

た
刑
法
が
で
き
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
十
五
年
の
旧
刑
法
'
い
わ
ゆ
る
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
刑
法
典
で
あ

っ
た
が
'
こ
れ
は
フ
ラ

ン
ス
刑
法
を
焼
き
直
し
て
わ
が
国
の
民
情
に
適
合
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
そ
の
後
わ
が
国
の
急
激
な
社
会
基
盤
の
変
遷
と
社
会
思
潮
の
趨
勢
は
こ
の
刑
法
の
改
正
を
要
請
す
る
に
至

っ
た
の
で
あ

る
が
'
こ
の
結
果
と
し
て
新
た
に
制
定
さ
れ
た
の
が
明
治
四
十
年
の
新
刑
法
典
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
反
転
し
て
主
と
し
て
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ド
イ
ツ
刑
法
に
学
び
こ
れ
を
母
法
と
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
｡
爾
来
わ
が
国
に
お
い
て
は
刑
法
と
い
え
ば
そ
れ
は
直
ち
に
ド
イ

ツ
刑
法
で
あ
り
'
刑
法
学
と
い
え
ば
そ
れ
は
即
ち
ド
イ
ツ
刑
法
学
で
あ
る
と
い
う
程
に
ヨ
ー
ロ
ッ
｡ハ
大
陸
法
'
殊
に
ド
イ
ツ
法

一
辺

倒
で
あ

っ
た
の
で
あ
-
'
従

っ
て
英
米
刑
法
に
は
殆
ん
ど
親
近
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
そ
し
て
こ
の
刑

法
は
明
治
四
十
年
に
制
定
以
来
連
綿
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
実
に
五
十
有
余
年
'
勿
論
そ
の
間
多
少
の
部
分
的
改
正
は
あ

っ
た
が
終

戦
を
経
て
今
日
に
至
る
ま
で
依
然
と
し
て
現
行
刑
法
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
今
日
わ
が
国
の
法
制
下
に
お
い
て

)

は
此
較
的
旧
式
な
も
の
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
㍗ゝ

と
こ
ろ
で
前
述
の
よ
う
に
終
戦
を
契
機
と
し
て
わ
が
国
の
様
相
は

一
変
し
た
｡
殊
に
明
治
四
十
年
当
時
と
現
在
で
は
国
民
感
情
や

社
会
思
潮
又
こ
れ
を
支
え
る
社
会
基
盤
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
尚
刑
法
と
他
の
法
律
と
の
間
に
も
均
衡
を
失
す
る
も

の
が
多
々
あ
る
こ
と
が
看
取
せ
ら
れ
る
に
至

っ
た
｡
そ
し
て
又
形
式
か
ら
い
っ
て
も
戦
後
の
他
の
一
般
法
令
の
文
体
'
用
語
等
の
近

代
化
的
傾
向
は
刑
法
の
後
進
性
を
い
よ
い
よ
強
-
露
呈
せ
し
め
る
に
至

っ
た
｡
そ
し
て
刑
法
は
近
時
益
々
精
微
化
さ
れ
た
学
説
と
彪

大
に
集
積
さ
れ
た
判
例
に
よ
っ
て
辛
じ
て
そ
の
運
用
が
調
節
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
今
や
こ
れ
が
改
正
の
気
運
は
潜
辞
と
し
て
夙
に

醸
成
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
こ
で
政
府
は
昭
和
三

一
年
法
務
省
刑
事
局
に
刑
法
改
正
準
備
会
を
設
け
同
省
特
別
顧
問
小
野
清

一
郎
博
士
を
議
長
と
し
て
鋭
意

改
正
の
作
業
を
進
め
て
釆
た
が
遂
に
三
六
年
十
二
月

一
応
の
最
終
案
を
完
成
し
た
の
で

｢
改
正
刑
法
準
備
草
案
｣

(
以
下
草
案
と
略

秤
)
と
銘
う

っ
て
公
表
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
る
と
お
-
で
あ
る
｡
勿
論
こ
れ
は
文
字
通
り
未
だ
草
案

な
の
で
あ
る
が
政
府
の
説
明
に
よ
る
と
今
後
更
に
慎
重
に
審
議
を
重
ね
て
概
ね
三

･
四
年
程
度
の
期
間
内
に
最
終
的
な
成
果
を
得
た

い
と
い
う
意
向
の
よ
う
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
今
回
の
草
案
は
実
は
大
正
十
年
以
来
の
刑
法
改
正
事
業
の
跡
を
受
け
て
こ
れ
を
継
続
し
っ
つ
且
つ
結
実
さ
せ
よ
う
と
す
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る
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
し
て
殊
に
立
案
の
基
礎
と
さ
れ
た
の
は
昭
和
十
五
年
に

一
応
未
定
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る

｢
改
正

刑
法
仮
案
｣

(
以
下
仮
案
と
略
称
)
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
が
'
し
か
し
今
日
の
草
案
は
決
し
て
奴
隷
的
に
こ
の
仮
案
を
踏
襲
し
た
も

の
で
は
な
く
却

っ
て
そ
の
批
判
の
上
に
立
ち
両
も
内
外
の
新
し
い
立
法
例
や
学
説
も
充
分
に
吸
収
し
っ
つ
'
殊
に
又
わ
が
国
に
お
い

て
今
日
迄
に
集
積
さ
れ
た
判
例
や
い
よ
い
よ
精
微
化
さ
れ
た
学
説
等
も
充
分
に
参
酌
し
っ
つ
立
案
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
t

Eid2

そ
れ
は
将
に
今
世
紀
に
お
け
る
最
も
斬
新
且
つ
高
い
水
準
の
草
案
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡

私
は
か
つ
て
前
述
の
仮
案
が
当
時
に

お
い
て
日
本
刑
法
学
が
う
ち
立
て
た

一
大
金
字
塔
で
あ

っ
た
の
で
あ
久

世
界
各
国
刑
法
の
水
準
を
し
の
ぐ
も
の
で
あ

っ
た
と
い
わ

れ
た
こ
と
を
今
に
し
て
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
今
回
の
改
正
は
仮
案
の
線
か
ら
後
退
す
べ
き
で
な
い
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
が
又
そ
れ
が
仮
案
の
線
を
出
な
い
も
の
で
あ

っ
て
ほ
な
ら
な
い
の
で
あ
-
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
文
字
通
-
今
世
紀

に
お
け
る
世
界
各
国
刑
法
を
リ
ー
ド
す
る
程
の
も
の
で
あ

っ
て
欲
し
い
と
願

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
今
回
の
草
案
に
は
種
々
の
新
し
い
合
目
的
的
な
制
度
や
施
策
が
考
慮
さ
れ
た
が
'
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
と
し
て
常
習

累
犯
規
定
の
新
設
と
い
う
新
し
い
試
み
が
あ
る
｡
こ
れ
は
将
に
劃
期
的
な
こ
と
だ
と
思
う
の
だ
が
'
微
力
な
が
ら
も
私
は
こ
の
問
題

Eid3

に
つ
い
て
し
ば
し
ば
こ
れ
を
指
摘
し
て
こ
れ
に
対
す
る
概
念
の
創
設
'
ひ
い
て
は
そ
の
立
法
化
を
提
唱
し
て
来
た
の
で
あ

っ
た
｡

そ

こ
で
本
稿
に
お
い
て
は
重
ね
て
こ
の
間
超
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て
再
考
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡

二

累

累
犯
と
常
習
犯
と
は
通
俗
的
に
は
殆
ん
ど
同
意
義
に
理
解
さ
れ
易
い
の
で
あ
-
又
こ
れ
を
区
別
す
る
場
合
に
も
そ
れ
は
又
極
め
て

硬
味
な
意
味
に
お
い
て
唯
漠
然
と
把
握
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
刑
法
的
に
は
両
者
の
概
念
は
甚
だ
似
て
実
は
い
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き
き
か
非
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
従

っ
て
そ
こ
に
は
甚
だ
微
妙
且
つ
困
難
な
問
題
が
包
蔵
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡

知
ら
れ
る
如
く
累
犯
に
つ
い
て
は
既
に
刑
法
典
に

l
般
的
な
総
則
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
で
は
累
犯
(R
B
ck
fa
lt,

reite･

ration.r6cid
ive
)
と
は
何
か
｡
累
犯
と
は
文
理
的
に
は
犯
罪
を
累
次
的
に
重
ね
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
そ
の
l
次
な
る
を
再
犯
'

つ
づ
い
て
累
次
反
覆
す
る
毎
に
三
犯
'
四
犯
と
称
さ
れ
る
｡
つ
ま
-
累
犯
と
は
再
犯
以
上
の
総
括
名
称
な
の
で
あ
る
｡
通
俗
的
に
は

前
科

一
犯
'
二
犯
､
五
犯
'
更
に
総
称
し
て
前
科
者
等
と
い
わ
れ
て
い
る
が
刑
法
で
い
う
累
犯
は
こ
れ
と
い
さ
さ
か
異
な
る
の
で
あ

る
｡
刑
法
で
い
う
累
犯
と
は

｢
懲
役

二
処
セ
ラ
レ
タ
ル
者
其
執
行
ヲ
終
り
又

ハ
執
行
ノ
免
除
ア
リ
タ
ル
日
ヨ
リ
五
年
内

二
更

二
罪
ヲ

犯
シ
有
期
懲
役

二
処
ス
へ
キ
ー
キ
ハ
之
ヲ
再
犯
-
ス
｣
(五
六
ノ
一
)
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り

｢
三
犯
以
上
ノ
者
卜
難
モ
偽
ホ
再
犯

ノ
例

二
同
シ
｣
(五
九
)
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
累
犯
と
は

山前
犯
が
懲
役
で
あ
り
'

㈲そ
の
執
行
を
終
り
又
は
そ
の
免
除
が

あ
-
'
㈲
そ
れ
か
ら
五
年
内
に
後
犯
が
犯
さ
れ
'
㈲
後
犯
も
亦
有
期
懲
役
に
処
す
べ
き
と
き
t
に
始
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
'

そ
れ
は
通
俗
的
な
用
語
と
異
な
っ
て
甚
だ
刑
法
的
､
法
律
的
､
技
術
的
'
形
式
的
な
概
念
な
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
累
犯
に
は
又

一
般
累
犯
(
R

か
c

id
iv
e
g
6n
6ra
te)
と
特
別
累
犯

(R
6cid
iv
e
sp
6ciate
)
と
い
う
区
別
が
あ
る
｡
前
者

EiiZI
4

は
前
犯
と
後
犯
と
が
そ
の
罪
質
を
異
に
す
る
場
合
で
あ
り
後
者
は
両
者
が
そ
の
罪
質
を
同
じ
く
す
る
場
合
を
い
う
｡
こ
れ
に
反
し
て

常
習
犯
は
常
に
前
犯
と
後
犯
が
同

一
種
類
の
犯
罪
に
限
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
こ
の
点
が
後
述
す
る
よ
う
に
両
者
の
概
念

を
判
然
と
識
別
す
る
場
合
の
一
つ
の
難
点
と
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

l
皮
び
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
そ
の
後
長
く
な
い
期
間
内
に
-

累
犯
酵
卵
期
と
い
う
-

更
に
再
び
犯
罪
を
重
ね
た
場

合
に
先
ず
素
朴
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
こ
れ
に
刑
を
加
重
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
'
こ
れ
は
殆
ん
ど
常
識
的
に
も

自
明
の
理
と
い
う
程
の
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
リ
ス
I
に
よ
れ
ば
累
犯
制
度
は
ロ
ー
マ
法
に
お
い
て
も
中
世
の
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
も
又

カ
ー
ル
五
世
帝
の
刑
事
裁
判
所
法
第

一
六

一
条
'

一
六
二
条
に
お
い
て
も
唯
単
に
各
個
の
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
'
特
に
窃
盗
に
つ
い
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て
の
み
そ
の
加
重
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
'

ド
イ
ツ
普
通
法
時
代
に
至

っ
て
イ
タ
リ
ヤ
学
者
の
慣
習
犯
論

(C
o
n
su
etu
d
o

d
e
-in
q
u
en
d
i)
及
び
反
覆
犯
論

(Iterati
o
de-icti)
の
観
念
が
唱
え
ら
れ
る
に
及
ん
で
大
に
発
達
し
且
つ
一
般
的
な
も
の
に
な
る

に
至

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
殊
に
累
犯
'
数
罪
倶
発
'
慣
習
と
い
っ
た
概
念
が
漸
次
い
よ
い
よ
精
密
に
区
別
且
つ
規
定
さ
れ
る

に
至
っ
た
が
'
第
十
九
世
紀
ド
イ
ツ
刑
法
典
の
多
-
は

(
プ

ロ
シ

ャ
も
同
様
)
仔
細
の

点

に
お
い

て
は
多
く
の

差
異
は
あ
っ

た
が
尚

Eid5

且

つ
累
犯
を

一
般
的
加
重
の
原
由
と
し
た
の
で
あ

っ
た
｡

ひ
る
が
え

っ
て
わ
が
国
刑
法
で
は
ど
う
か
と
い
う
と
'
既
に
古
-
は
大
宝
律
に
も

｢
凡
ソ
盗
断
ヲ
経
テ
後
佃
更

二
盗
ヲ
行
ヒ
前
後

三
タ
ビ
徒
ヲ
犯
ス
者

ハ
近
流
'
三
タ
ビ
流
ヲ
犯
ス
者

ハ
絞
｣
と
し
て
概
ね
三
犯
を
も
っ
て
累
犯
加
重
と
し
た
の
で
あ
り
'
降

っ
て
明

治
維
新
時
代
の
新
律
綱
領
や
改
定
律
令
で
も
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
場
合
に
累
犯
の
刑
を
加
重
し
て
い
る
｡
又
明
治
十
五
年
の
旧
刑
法
に

お
い
て
も
第
九

一
条
乃
至
第
九
八
条
に
お
い
て
重
罪
'
軽
罪
'
達
警
罪
の
各
再
犯
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
本
刑
に
各

一
等
を
加
え
る
も

Eid6

の
と
し
'
連
警
罪
に
つ
い
て
は

一
年
以
内
と
い
う
制
限
を
設
け
て
い
た
｡

累
犯
者
は
重
い
刑
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
常
識
的
に
も
殆
ん
ど
自
明
の
理
と
い
う
程
の
も
の
で
あ
る
こ
と

は
前
述
の
如
-
で
あ
る
が
'
い
わ
ゆ
る
客
観
主
義
応
報
刑
論
の
長
き
に
わ
た
る
絶
大
な
努
力
と
施
策
と
に
も
拘
ら
ず
'
犯
罪
は
依
然

と
し
て
減
少
し
な
い
の
み
か
却

っ
て
第
十
九
世
紀
に
お
け
る
犯
罪
の
増
加
殊
に
累
犯
の
激
増
と
い
う
事
実
は
必
然
的
に
近
代
派
主
観

主
義
刑
法
理
論
を
喚
起
せ
し
め
る

一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
累
犯
に
対
し
て
は
唯
機
械
的
に
重
い
刑
罰
を

も

っ
て
対
処
す
れ
ば
即
ち
足
る
と
い
う
よ
う
な
素
朴
的
な
応
報
刑
思
想
で
は
も
は
や
殆
ん
ど
効
果
が
あ
が
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
深

刻
に
反
省
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
累
犯
加
重
の
制
度
は
そ
の
基
本
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
刑
事
政
策
学
派
の
主

唱
す
る
犯
人
の
個
別
的
人
格
改
善
を
目
的
と
す
る
新
派
刑
法
思
想
に
立
脚
し
た
政
策
的
な
も
の
を
多
分
に
お
ぴ
て
い
る
も
の
と
い
わ

FJLiz

ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡

｢
火
傷
し
た
子
は
火
を
恐
れ
る
｣
(eiロ
g
eb

raロ
ロ
{e
K
iロd
scheut

d

a

s
F

euer)
と
い
う
諺
が
あ
る
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が
'
こ
れ
は
累
犯
者
の
心
理
的
特
質
及
び
累
犯
と
刑
罰
と
の
関
係
を
最
も
適
切
に
示
唆
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
｡
火
傷
し
て
も
尚
且

つ
火
を
恐
れ
な
い
と
い
う
よ
う
な
者
は
誠
に
始
末
に
お
え
な
い
無
法
者
と
い
う
べ
き
者
で
あ
る
が
t
か
よ
う
な
犯
罪
の
累
積
者
は
こ

れ
を
規
範
的
面
よ
り
み
て
は
そ
の
非
難
性
が
強
く
又
政
策
的
面
よ
-
し
て
も
そ
の
危
険
性
が
甚
だ
大
で
あ
る
か
ら
今
日
世
界
各
国
刑

法
は
こ
の
問
題
を
重
要
な
論
点
と
し
て
配
慮
し
て
い
る
の
で
あ
り
又
近
時
国
際
刑
法
会
議
等
に
お
い
て
も
累
犯
乃
至
常
習
犯
の
処
遇

FれH】

と
対
策
の
問
超
は
刑
政
上
格
別
に
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
し
て
論
議
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
聖

と
こ
ろ
で
今
回
の
草
案
は
累
犯
の
予
防
と
処
罰
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
現
行
法
の
範
囲
を
出
な
い
の
で
あ
り
な
ん
ら
み
る
べ
き
新
し

い
施
策
を
配
慮
し
て
い
な
い
の
は
い
さ
さ
か
遺
憾
な
こ
と
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡
い
う
ま
で
も
な
く
累
犯
加
重
の
制
度
は
こ
れ
に

よ
り
累
犯
を

一
般
的
に
予
防
し
よ
う
と
す
る

一
般
目
的
と
'
更
に
累
犯
に
重
い
刑
を
科
す
る
こ
と
に
よ
り
こ
れ
を
個
別
的
に
教
化
改

善
し
ょ
う
と
す
る
特
別
予
防
の
二
目
的
を
併
せ
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
こ
の
制
度
が
若
し
真
に
所
期
の
如
-

一
般
予
防

の
効
果
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
世
の
中
に
累
犯
者
は
す
べ
か
ら
-

一
般
的
に
減
少
す
る
筈
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
又
若
し
そ

れ
が
真
に
特
別
予
防
の
効
果
を
有
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
い
わ
ゆ
る
頻
回
累
犯
者
も
こ
の
制
度
に
比
例
し
て
少
な
-
と
も
漸
次

減
少
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
が
甚
だ
遺
憾
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず

一
般
的
な
累
犯
率
も
又
い
わ

)9

ゆ
る
頻
回
累
犯
者
率
も
必
ず
し
も
減
少
し
な
い
の
み
な
ら
ず
却

っ
て
寧
ろ
逐
年
増
加
の
傾
向
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
恐
ら
-
累

犯
に
は
唯
機
械
的
に
応
報
刑
的
な
刑
罰
を
加
重
す
れ
ば
足
る
と
い
っ
た
制
度
自
体

(
立
法
)
の
欠
陥
に
も
基
因
す
る
が
'
こ
れ
と
共
.1EO=り

に
又
寧
ろ
そ
の
政
策
面

(司
法
)
殊
に
出
獄
後
の
免
囚
保
護
の
不
充
分
と
貧
困
と
い
っ
た
諸
々
の
要
素
に
基
く
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

こ
れ
を
要
す
る
に
累
犯
加
重
の
刑
事
政
策
的
実
益
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
加
重
刑
の
執
行
期
間
だ
け
そ
の
犯
人
の
犯
罪
行
為
か
ら
社
会
を

防
衛
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
単
に
消
極
的
な
い
わ
ゆ
る
排
害
刑
た
る
の
効
果
を
有
す
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

こ
の
際
切
実
に
反
省
さ
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
か
よ
う
な
見
地
か
ら
今
回
の
草
案
が
累
犯
に
対
処
す
る
施
策
と
し
て
例
え
ば
不
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定
期
刑
の
問
題
等
を
殆
ん
ど
顧
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
は
い
さ
さ
か
当
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
惜
し
ま
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て

又
こ
れ
と
並
行
し
て
出
獄
者
に
対
す
る
保
護
施
策
も
他
の
社
会
政
策
と
相
侯

っ
て
こ
の
際
思
い
切

っ
て
大
々
的
に
展
開
せ
ら
れ
る
べ

き
だ
と
思
う
の
だ
が
'
こ
れ
ら
の
問
題
は

一
応
本
稿
の
枠
外
に
あ
る
か
ら
他
日
又
別
の
機
会
に
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
と
し
よ
う
｡

三

常

習

犯

前
述
の
如
-
累
犯
に
つ
い
て
は
刑
法
は
総
則
に

一
般
的
規
定
を
お
い
て
こ
れ
に
対
処
す
る
と
い
う
本
格
的
な
体
制
を
示
し
て
い
る

が
常
習
犯
に
対
し
て
は
唯

一
片
の
総
則
規
定
も
存
在
し
な
い
｡
そ
し
て
卒
然
と
し
て
分
則
の
片
隅
に
唯

一
個
条

｢
常
習
賭
博
罪
｣

(
一
八
六

･
Ⅰ
)

が
規
定
さ
れ
て

い
る
の
み
で
あ
-
又

一
八
二
条
に

｢
淫
行
ノ
常
習
ナ
キ
婦
女
｣
と
い
っ
た
条
文
が
お
か
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
更
に
奇
妙
に
思
わ
れ
る
の
は
特
別
法
と
し
て
の

｢
暴
力
行
為
等
処
罰

二
関
ス
ル
法
律
｣

(常
習
的
暴
行
'

脅
迫
､
器
物
緊
栗
'
面
会
強
要
'
強
談
威
迫
)'

｢
盗
犯
等
ノ
防
止
及
処
分

二
関
ス
ル
法
律
｣

(常
習
的
窃
盗
'
強
盗
'
準
強
盗
'
昏

酔
強
盗
'
常
習
的
累
犯
強
窃
盗
'
強
盗
傷
人
'
強
盗
強
姦
)'

｢
公
職
選
挙
法
｣
(常
習
的
買
収
及
び
利
害
誘
導
)'

｢覚
せ
い
剤
取
締

法
｣
(常
習
的
各
種
違
反
行
為
)
'

｢麻
薬
取
締
法
｣
(常
習
的
各
種
違
反
行
為
)'

｢売
春
防
止
法
｣
(売
春
さ
せ
る
こ
と
を
業
と
す
る

者
)
'

等
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
常
習
者
に
つ
き
個
別
的
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
｡

こ
れ
は
常
習
犯
の
概
念
設
定
と
そ
の
立
法
化
が

甚
だ
困
難
な
問
題
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
累
犯
と
の
区
別
も
亦
必
ず
し
も
明
か
で
な
い
の
で
過
渡
的
に
そ
の
ま
ま
見
送
ら
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
'
そ
れ
に
し
て
も
常
習
犯
と
い
う
よ
う
な
刑
法
最
大
の
穴
が
全
く
空
自
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で

き
な
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る
｡
ま
し
て
や
前
述

一
連
の
特
別
法
中
に
は
単
な
る

一
時
的
な
取
締
的
行
政
犯
で
は
な
く
寧
ろ
純
然

tlnt
=リ1

た
る
恒
久
的
な
自
然
犯
と
し
て
刑
法
典
に
編
入
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
も
多
々
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
が
'
そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
の
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常
習
犯
を
総
措
す
る
常
習
犯
に
つ
い
て
の
一
般
的
'
共
通
的
概
念
が
当
然
に
総
則
に
創
設
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
な
の
で
は
な
い
か
O

ク
ナ
イ
ゼ
ル
は

｢
刑
法
草
案
の
価
値
'
無
価
値
は
根
本
的
に
は
累
犯
及
び
常
習
犯
人
に
対
す
る
規
定
が
真
に
合
目
的
的
に
な
さ
れ
て

EiiJ2=り

い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
｣
と
い
っ
て
い
る
が
､
そ
れ
は
い
さ
さ
か
誇
張
的
な
言
辞
で
あ
る
と
し
て
も
こ
の
問
題
の
重
要

性
を
端
的
に
指
摘
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

そ
れ
な
ら
ば
常
習
犯
と
は
何
か
｡
常
習
犯
の
概
念
は
元
来
フ
エ
リ
'
リ
ス
-
､
ア
シ
ヤ
ッ
フ
エ
ン
ブ
ル
グ
等
に
よ
る
刑
事
社
会
学
に

お
け
る
犯
罪
人
の
分
類
と
し
て
認
め
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
が
'
法
律
学
的
に
は
未
だ
充
分
に
理
論
構
成
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡常
習
犯
は
概
し
て
財
産
犯
に
お
い
て
最
も
顕
著
に
発
現
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
が
'
発
生
的
且
つ
刑

事
学
的
に
は
最
初
リ
ス
I
が
抱
摸
､
詐
欺
師
'
恐
喝
者
'
堕
胎
で
糧
を
稼
ぐ
産
婆
等
の
い
わ
ゆ
る
職
業
的
犯
人
(B
eru
fsv
erb
r
echer

)

を
も
含
ま
し
め
て
こ
れ
を
状
態
的
'
慢
性
的
犯
人

(Zustan
d
sv
erb
reche
r)
と
い
っ
た
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
の
で
あ
り
'
そ
の
他

暴
行
'
脅
迫
､
堕
胎
'
わ
い
せ
つ
'
売
淫
'
略
取
誘
拐
'
被
拐
取
者
等
収
受
'
面
会
強
要
'
強
談
威
迫
'
偽
造
'
誕
告
'
横
領
'
背

任
'
駐
物
関
係
､
収
贈
賄
'
阿
片
等
の
各
種

一
般
犯
罪
に
つ
い
て
も
亦
常
習
犯
の
発
現
と
い
う
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う

の
で
あ
る
｡
常
習
犯
人
は
墳
純
な
誘
惑
や
刺
激
で
も
容
易
に
犯
罪
に
陥
る
と
い
う
抜
き
難
い
犯
罪
性
癖
が
い
わ
ゆ
る

｢
な
ら
い
性
と

な

っ
た
者
｣
で
あ
る
が
'
総
じ
て
こ
れ
ら
常
習
犯
人
の
心
理
的
基
底
と
し
て
は
浮
浪
性
'
乞
食
性
'
怠
惰
性
'
遊
蕩
性
､
売
淫
性
'
偽

晒
性
'
偏
向
性
､
騎
-
性
'
ア
ル
コ
ー
ル
そ
の
他
薬
物
の
中
毒
性
t
と
い
っ
た
精
神
的
及
び
肉
体
的
な
変
質
性
が
潜
在
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡
リ
ス
I
の
言
を
借
-
れ
ば

｢
こ
れ
ら
の
全
て
が
社
会
秩
序
に
対
す
る
根
本
的
反
抗
者
の
軍
隊

】■nu
31

を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り

そ
し
て
そ
の
参
謀
本
部
が
慣
習
的
犯
人
-

常
習
犯
人
-

で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡｣
常
習
犯
は

｢
釈
放
せ
ら
る
る
や
直
に
再
び
犯
罪
生
活
に
入
る
と
い
う

決
然
た
る
決
心
と
共
に
刑
期
を
満
了
す
る
と
こ
ろ
の
人
人
で
あ
り
｣

又

｢継
続
し
て
不
誠
実
な
若
は
犯
罪
的
な
生
活
に
沈
潜
す
る
者
｣
な
ど
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
彼
等
に
と
っ
て
は

｢
刑
務
所
は
生
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首
の
根
堅

な
の
で
あ
り
常
に
在
監
中
か
ら
既
に
次
の
犯
罪
を
企
図
し
て
い
る
無
薯

で
あ
る
点
に
お
い
て
､
比
較
的
偶
発
的
'
散

発
的
,
機
会
的
な
い
わ
ゆ
る
鋭
角
犯
人
た
る
累
犯
と
異
な
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
常
習
犯
に
は
通
常
職
業
犯
を
包
含
せ
し
め
て
い
る
が
,
厳
密
に
は
ア
シ
ヤ
ッ
フ
エ
ン
ブ
ル
グ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
両
者

は
こ
れ
を
区
別
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
常
習
犯
は
そ
の
環
境
や
精
神
的
或
は
肉
体
的
欠
陥
の
故
に
犯
罪
の
習
癖
者
た
る
に
陥

っ
た
と
い
う
い
わ
ば
消
極
的
な
者
で
あ
る
の
に
反
し
て
､
職
業
犯
は
心
身
共
に
健
全
否
寧
ろ
有
能
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
却

っ
て
優
れ

た
技
能
を
さ
え
有
す
る
者
が
熟
慮
の
上
意
識
的
に
犯
罪
生
活
に
沈
潜
し
そ
れ
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
技
術
を
心
得
た
上
で
犯
罪
を
反
覆

累
行
す
る
と
い
う
い
わ
ば
積
極
的
な
者
で
あ
る
が
,

｢
知
能
的
な
恐
喝
｣
や

｢
売
春
を
業
と
す
る
者
｣
等
は
そ
の
最
も
典
型
的
な
事

例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
常
習
犯
人
は
あ
る
種
の
犯
罪
を
反
覆
す
る
こ
と
に
よ
-
抜
き
難
い
性
格
を
作
-
出
し
た
者
､

つ
ま
り
犯
罪
が

｢
な
ら
い
性
と
な
っ
た
者
｣
で
あ
る
が
,
ア
シ
ヤ
ッ
フ
エ
ン
ブ
ル
グ
の

｢彼
等
は
真
面
目
な
仕
事
を
す
る
能
力
は
な

く
,
刑
に
対
す
る
恐
怖
は
鈍
麻
し
,
何
事
に
も
無
関
心
と
な
り
,
彼
等
は
飢
え
つ
渇
き
つ
'
凍
え
つ
汗
に
ま
み
れ
つ
つ
'
或
は
木
賃

宿
に
,
或
は
線
路
の
傍
の
溝
に
宿
り
つ
つ
,
村
か
ら
村

へ
,
町
か
ら
町

へ
と
さ
ま
よ
い
歩
く
の
で
あ
る
｡
し
か
も
彼
等
の
中
に
は
再

び
堅
気
の
勤
労
生
活
に
立
ち
返
り
得
る
者
は
家
々
と
し
て
稀
で
あ
る
｣
と
い
う
表
現
は
常
習
犯
人
の
赤
裸
々
な
姿
を
最
も
端
的
に
描

写
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
か
よ
う
に
し
て
エ
キ
ス
ナ
-
等
の
い
う
よ
う
に
常
習
犯
人
と
は

一
定
の
反
覆
せ
ら
れ
た
行

n■nu41

為
に
よ
-
表
示
さ
れ
た

一
定
犯
罪

へ
の
傾
向
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
が
,
こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
対
す
る
強
い
傾
向
性

乃
至
持
続
的
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
常
習
犯
人
類
型
の
本
質
的
な
要
素
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

元
来
累
犯
の
概
念
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
刑
事
立
法
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
,
常
習
犯
の
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
立
法
に
お

Eid5

い
て
採
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
&
.

両
者
は
こ
の
よ
う
に
法
系
自
体
を
異
に
し
て
い
る
の
み
な
ら
ず
又
そ
の
実
質
'
内

容
に
お
い
て
も
極
め
て
微
妙
な
相
違
が
あ
る
｡
勿
論
累
犯
と
常
習
犯
と
は
そ
の
根
本
的
基
底
に
お
い
て
-

犯
罪
を
反
覆
累
行
す
る
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と
い
う
-

多
く
の
共
通
的
'
重
複
的
な
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
が
､
し
か
し
概
念
的
に
は
両
者
は

一
応
別
個
の
も
の
と
し
て
こ
れ

Eid6

を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
聖

し
か
し
な
が
ら
又
発
生
的
に
は
実
は
常
習
犯
は
元
来
累
犯
か
ら
派
生
的
に
分
化
し

て
来
た
も
の
で
あ
り
且
つ
実
際
的
に
も
累
犯
中
に
相
当
多
数
の
常
習
犯
を
探
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
,
両
者
は
又
極

JUJLiZ
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め
て
密
接
不
離
の
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
も
亦
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ

｡
つ
ま
り
常
習
犯
と
い
う
犯
人
の
類
型
は
卒
然
と

し
て
突
如
現
わ
れ
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く

そ
れ
は

一
定
の
外
部
的
､客
観
的
に
把
握
で
き
る
形
式
で
現
わ
れ
て
来
る

の
で
あ
る
が
'
そ
の
形
式
は
ひ
っ
き
ょ
う
累
犯
と
し
て
で
あ
る
｡
リ
ス
-
の
言
を
借
-
る
な
ら
ば

｢慣
習
犯
人
た
る
性
質
は
そ
の
法

律
的
表
現
を
累
犯
統
計
の
数
の
中
に
見
出
し
つ
つ
あ
る
｣
と
い
う
の
で
あ
る
が
'
差
当
り
累
犯
中
か
ら
常
習
犯
を
認
識
す
る
外
に
方
法

は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
諸
国
の
立
法
例
も
い
ず
れ
も
累
犯
の
枠
の
中
に
常
習
犯
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し

て
い
る
｡
か
よ
う
に
し
て
常
習
犯
の
概
念
は
理
論
的
に
は
や
は
-
累
犯
の
枠
の
中
に
こ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
最
も
妥
当
な
の
で
あ
り
,
pJ00

歴
史
的
に
も
亦
常
習
犯
に
対
す
る
対
策
は
累
犯
に
対
す
る
そ
れ
の
中
か
ら
必
然
的
に
分
化
発
達
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ

㍗ゝ

と
こ
ろ
で
現
行
法
上
常
習
犯
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
凡
て
同

一
種
類
の
犯
罪
に
関
す
る
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
｡
常
習
賭
博
罪
,

そ
の
他

一
連
の
特
別
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
い
ず
れ
も
皆
然
り
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
前
述
の
よ
う
に
常
習
犯
は
持
続
的
,

状
態
的
な
犯
罪
習
癖
の
発
現
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
っ
て
'
必
ず
し
も
常
に
同

一
犯
罪
の
そ
れ
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
の

で
は
な
い
か
｡
習
癖
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
同

一
犯
罪
の
反
覆
累
行
と
い
う
こ
と
に
結
び
つ
き
易
い
が
'
し
か
し
現
実
的
に
は
異
種

犯
罪
で
も
こ
れ
を
-
り
返
し
て
尚
且
つ
あ
き
な
い
と
い
う
習
癖
も
亦
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
｡
従

っ
て
た
と
え
異
種
類
の
犯
罪
で

ぁ
っ
て
も
常
習
犯
の
成
立
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡
前
述
の
よ
う
に
現
行
法
に
は
異
種
累
犯
と
同
種
累
犯
の
二
が

ぁ
る
が
'
異
種
累
犯
の
場
合
は
敢
て
問
題
は
な
い
と
し
て
も
'
若
し
そ
れ
が
同
種
累
犯
で
あ
る
場
合
に
は
そ
れ
は
概
念
的
に
も
常
習

犯
に
甚
だ
近
接
し
て
来
る
の
で
為
り
'
ま
し
て
や
そ
こ
に
犯
罪
習
癖
性
の
発
現
が
確
認
さ
れ
る
と
き
は
,
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
常
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習
犯
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
意
味
で
も
現
行
法
の
累
犯
に
関
す
る
考
え
方
の
基
底
に
は
偶
発
的
な
も
の
と
常
習
的
な
も

の
と
が
梢
憤
然
と
混
清
さ
れ
て
内
包
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

又
従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
累
犯
中
特
に
社
会
的
危
険
性
の
大
な
る
も
の
と
し
て
常
習
犯
が
あ
る
の
で
あ
り
,
そ
の
意
味
で
常
習
犯

は
累
犯
の
中
核
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
累
犯
と
い
う
こ
と
は
必
ず
し
も
常
に
常
習
性
あ
り
と
の
基
礎
と
な
る
も
の

で
は
な
く
､
累
犯
は
唯
単
に
常
習
性
の
徴
表
と
し
て
の
み
考
慮
さ
れ
る
を
要
し
且
つ
得
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
,
こ

れ
を
要
す
る
に
累
犯
は
常
習
性
認
識
の
一
つ
の
客
観
的
な
形
式
と
し
て
'
累
犯
の
枠
の
中
に
累
犯
を
徴
表
と
し
て
常
習
犯
を
認
識
す

べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
累
犯
と
常
習
犯
と
は
果
し
て
そ
の
よ
う
に
当
然
且
つ
直
ち
に
直
結
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う

か
｡
何
故
か
と
い
う
と
エ
ム
･
エ
･
マ
イ
ヤ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に

｢
凡
て
の
累
犯
者
は
必
ず
し
も
常
に
常
習
犯
で
は
な
い
｡
偶
発

的
に
く
り
返
し
窃
盗
を
な
す
者
も
あ
り
得
る
｡
又
凡
て
の
常
習
犯
人
は
必
ず
し
も
常
に
累
犯
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
｡
か
つ
て

一
回

も
処
罰
さ
れ
る
こ
と
な
-
し
て
両
も
永
年
詐
欺
に
よ
-
生
活
を
営
ん
で
来
た
者
も
あ
り
得
る
｣
と
い
う
甚
だ
印
象
的
な
表
現
を
用
い

EiiF9

て
累
犯
は
常
習
性
の
徴
表
と
し
て
の
み
考
慮
せ
ら
る
る
を
要
し
且
つ
得
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
&
.
因
み
に
わ
が
現
行
法
に
お
い
て

も

｢常
習
と
し
て
｣
と
い
う
犯
罪
習
癖
の
発
現
あ
り
や
否
や
の
認
定
は

一
に
凡
て
事
実
認
定
に
関
す
る
職
権
の
範
囲
に
属
す
る
も
の

と
し
て
裁
判
官
の
自
由
な
る
裁
量
に

一
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
･
小
野
博
士
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
唯

一
回
の
行
為
を
処
罰
す

る
場
合
に
お
い
て
も
'
そ
の
行
為
者
を
常
習
者
と
認
む
べ
き
証
拠
あ
る
限
-
は
尚
且
つ
常
習
犯
と
す
る
を
妨
げ
な
い
と
さ
れ
る
場
合

E■nHt
0

)

も
あ
る
の
で
あ
S
･
又
正
木
博
士
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
常
習
的
初
犯
者
と
い
う
の
も
あ
り
得
る
の
で
あ
聖

因
み
に
常
習
的
初
犯

1

者
と
は
有
罪
の
判
決
を
受
け
る
こ
と
は
最
初
で
あ
る
が
'
そ
の
以
前
に
し
ば
し
ば
不
起
訴
処
分
を
受
け
,
有
罪
判
決
を
受
け
た
と
き

は
既
に
犯
罪
性
が
濃
厚
に
な
っ
て
い
る
者
を
い
う
｡
こ
れ
は
刑
と
し
て
は
初
犯
者
で
あ
っ
て
も
,
普
通
の
初
犯
者
と
区
別
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
t
と
さ
れ
る
の
だ
が
､
こ
の
場
合
に
も
た
と
え
初
犯
者
で
あ
っ
て
も
若
し
そ
こ
に
習
癖
性
の
発
現
が
確
認
で
き
れ
ば
,
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そ
れ
は
や
は
り
常
習
犯
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
｡
従

っ
て
常
習
犯
に
つ
い
て
は
裁
判
官
は
唯
単
に
こ
れ
を
抽
象
的
'
外
部
的
'

現
象
的
に
把
握
す
べ
き
で
は
な
く

ま
し
て
や
犯
人
の
前
科
の
度
数
の
み
を
機
械
的
に
計
算
す
る
だ
け
で
は
到
底
不
充
分
な
の
で
あ

っ
て
,
す
べ
か
ら
く
犯
人
と
い
う
人
間
そ
の
も
の
を
直
視
し
て
常
習
性
即
ち
習
癖
の
有
無
を
具
体
的
'
内
部
的
'
心
理
的
に
把
握
'

判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
か
よ
う
に
し
て
常
習
犯
と
累
犯
と
は
甚
だ
似
て
実
は
い
さ
さ
か
非
な
る
も
の
で
あ
る
｡
両

者
は
犯
罪
を
反
覆
累
行
す
る
者
と
い
う
底
辺
に
お
い
て
確
か
に
共
通
'
同

一
な
基
盤
に
立
っ
て
い
る
が
'
常
習
犯
は
常
に
必
然
的
'

計
画
的
,
慢
性
的
な
の
に
対
し
て
,
累
犯
は
概
ね
機
会
的
'
偶
発
的
'
散
発
的
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
'
底
辺
上
に
形
成
さ
れ

る
三
角
形
の
影
像
は
甚
だ
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
両
者
は
必
然
且
つ
当
然
に
は
直
結
で
き
な
い
が
'
さ
り

256

と
て
又
戴
然
と
割
切
っ
て
分
離
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
'
そ
れ
は
ひ
っ
きEidよ
う
累
犯
と
い
う
科

(generic
c
-
ass)
に
対
す
る

22

常
習
犯
と
い
う
種

(Sp
ecies)
の
関
係
で
あ
る
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡

累
犯
と
常
習
犯
は
甚
だ
似
て
而
も
い
さ
さ
か
非
な
る
も
の
が
あ
る
が
'
累
犯
に
つ
い
て
は
法
典
に

一
般
的
総
則
規
定
が
あ
る
が
常

習
犯
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
皆
無
で
あ
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
は
牧
野
博
士
は
夙
に

早
く
大
正
の
中
期
に
お
い
て

｢
ド
イ
ツ
刑
法
に
お
い
て
は
若
干
の
犯
罪
に
つ
き
そ
れ
が
営
業
的
な
る
こ
と
'
職
業
的
な
る
こ
と
又
は

慣
習
的
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
別
の
刑
を
認
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
｡
し
か
し
こ
れ
は
特
殊
の
犯
罪
に
限
ら
る
べ
き
で
は
な
い
｡
常

Eid32

習
犯
人

一
般
に
対
し
,
か
か
る
特
別
な
規
定
が
概
括
的
に
設
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
考
え
る
｣
と
せ
ら
れ
､
又
小
野
博
士

も

｢
累
犯
と
常
習
犯
と
は
そ
の
基
本
観
念
に
お
い
て
幾
分
異
な
る
点
が
あ
る
が
'
し
か
し
立
法
論
と
し
て
は
両
者
を
統

一
的
に
規
定

tlu42

す
る
の
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
｣
と
さ
れ
て
こ
の
間
超
に
つ
い
て
の
卓
見
を
示
さ
れ
て
い
る
｡
又
木
村
博
士
も

｢改
正
仮
案
は
常
習

犯
に
対
し
重
き
刑
を
科
す
る
場
合
を
現
行
法
に
比
較
し
て
著
し
く
多
く
し
た
の
は
甚
だ
重
要
な
意
義
を
持

っ
て
い
る
｡
即
ち
賭
博
罪

の
外
に
単
純
暴
行
罪
,
堕
胎
罪
'
脅
迫
罪
等
の
場
合
の
上
に
も
こ
の
思
想
を
拡
充
し
て
.い
る
｡
唯
だ
'
最
も
常
習
犯
の
多
い
財
産
罪
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灯れu52

に
関
し
て
同
様
の
規
定
が
欠
け
て
い
る
の
は
不
充
分
で
は
な
か
ろ
う
か
｣
'

又

｢
わ
が
刑
法
の
累
犯
規
定
は
偶
発
的
な
も
の
と
常
習

的
な
も
の
と
を
無
差
別
に
形
式
的
に
規
定
し
て
い
る
の
は
再
検
討
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
'
そ
れ
と
関
聯
し
て
不
定
期
刑
の
必
要

Jrnu
62

と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
｣
と
せ
ら
れ
'
更
に
尚
最
近
に
は

｢仮
案
で
は
累
犯
の
規
定
と
独
立
し
て
'
第
九

一
条
以
下
に
常
習
累

犯
者
に
関
す
る
複
雑
な
規
定
を
設
け
不
定
期
刑
を
科
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
む
し
ろ
累
犯
の
規
定
中
に
包
括
L
t
累
犯

者
中
に
単
純
な
偶
発
的
な
者
と
常
習
者
を
区
別
し
'
偶
発
的
累
犯
者
に
つ
い
て
は
刑
を
加
重
L
t
常
習
累
犯
者
に
つ
い
て
は
不
定
期

【■ノウHu2

宣
告
刑
を
認
め
る
よ
う
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
｣
と
し
て
問
題
の
解
明
に
大
き
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
｡
又
故
江
家
義
男

tlu82

教
授
も

｢
今
は
ご
く
特
殊
な
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
常
習
犯
の
規
定
が
あ
る
が
'

こ
れ
を
も
う
少
し

一
般
化
す
る
こ
と
は
ど
う
か
｣
t

と
し
て
常
習
犯
総
則
化

へ
の
問
題
を
提
起
し
て
い
る
が
'
私
も
亦
し
ば
し
ば
同
様
の
趣
旨
を
提
唱
し
て
今
日
に
至

っ
て
い
る
こ
と
は

前
述
の
如
-
で
あ
る
｡

尚
ド
イ
ツ
で
も
刑
法
改
正
の
動
き
は
常
習
犯
の
問
題
に
関
し
て
で
あ
っ
た
が
'

一
九
二
七
年
刑
法
改
正
委
員
会
委
員
長
カ
ー
ル
氏

は

｢職
業
的
及
び
慣
習
的
犯
人
に
対
し
従
来
よ
り
も
厳
重
な
規
定
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
｡
即
ち
累
犯
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
全
-
不
適
当
で
あ
っ
た
｡
又
保
安
処
分
と
刑
罰
を
結
び
つ
け
る
こ
と
'
換
言
す
れ
ば
犯
人
が
累
犯
に
陥
る
こ
と
か
ら
'
及
び
社

会
を
犯
人
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｣
と
し
て
常
習
犯
に
対
し
て
は
累
犯
と
い
う
制
度
の
み
を
も
っ
て
し
て
は
未
だ
十

全
で
な
い
と
し
て
い
る
｡
又

一
九
五
〇
年

へ
-
グ
の
国
際
刑
法
監
獄
会
議
に
お
い
て
も
そ
の
決
議
の
一
と
し
て

｢
従
来
の
累
犯
に
関

す
る
刑
事
法
上
の
規
定
は
,
常
習
犯
罪
を
抑
制
す
る
に
足
る
有
力
な
武
器
で
は
な
い
｡
従

っ
て
常
習
犯
罪
と
闘
う
為
に
は
他
の
適
切

醐

な
措
置
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
｡

か
よ
う
に
し
て
常
習
犯
の
処
遇
と
対
策
,
殊
に
そ
の
概
念
の
明
確
化
'
ひ
い
て
は
こ
れ
の
総
則
的
立
法
化
と
い
う
こ
と
は
'
今
日

の
わ
が
刑
法
学
に
お
け
る
極
め
て
重
要
な
問
超
た
る
に
至

っ
て
い
る
が
'
現
在
こ
の
時
点
に
際
会
し
て
い
る
の
が
即
ち
今
回
の
刑
法
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改
正
の
事
業
な
の
で
あ
り
文
先
般
当
局
か
ら
公
表
せ
ら
れ
た

｢
改
正
刑
法
準
備
草
案
｣
な
の
で
あ
る
｡

四

常
習
累
犯
の
新
概
念

さ
て
'
こ
の
度
の
草
案
は
常
習
犯
に
対
し
て
新
に

一
の
劃
期
的
な
措
置
を
講
じ
た
が
､
そ
れ
は
常
習
累
犯
と
い
う
概
念
の
新
し
い

総
則
的
立
法
化
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
｡

｢
六
月
以
上
の
懲
役
に
処
せ
ら
れ
た
累
犯
者
が
'
更
に
罪
を
犯
し
,
累
犯
と
し
て
有
期
の

懲
役
を
も
っ
て
処
断
す
べ
き
場
合
に
お
い
て
'
犯
人
が
常
習
者
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
'
こ
れ
を
常
習
累
犯
と
す
る
｣
(六
一
),
｢
常

習
累
犯
に
対
し
て
は
､
不
定
期
刑
を
言
渡
す
こ
と
が
で
き
る
｣
(六
二
･
Ⅰ
)'
｢第

一
項
の
不
定
期
刑
は
,
処
断
刑
の
範
囲
内
に
お
い

て
長
期
と
短
期
を
定
め
て
こ
れ
を
言
渡
す
｡

但
し
'
処
断
刑
の
短
期
が

一
年
未
満
で
あ
る
と
き
は
,
こ
れ
を

一
年
と
す
る
｣

(
六
二

.
Ⅲ
)
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡

も

っ
と
も
常
習
累
犯
と
い
う
用
語
は
学
界
に
お
い
て
も
時
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
あ

Eid0
S
･
又
断
片
的
で
は
あ
る
が

｢
盗
犯
等
ノ
防
止
及
処
分

品

ス
ル
法
律
｣
第
三
条
も
常
習
累
犯
強
窃
盗
と
い
っ
た
観
念
を
認
め
て
い

る
が
'
こ
れ
は
唯
機
械
的
に
累
犯
と
常
習
犯
を
組
合
せ
た
よ
う
な
感
が
あ
っ
て
そ
の
実
質
的
内
容
は
必
ず
し
も
明
確
な
も
の
と
は
思

Lrnu13

え
な
い
の
で
あ
る
｡

尚
又
か
つ
て
大
正
十
五
年
臨
時
法
制
宥
議
会
決
議
と
し
て
の
刑
法
改
正
の
綱
領
第
十
七
は

｢
常
習
犯

こ
付
テ

ハ
特

二
刑
ヲ
加
重
ス

へ
キ
規
定
ヲ
設
ケ
ル
コ
-
｣
と
し
又
そ
の
第
十
九
は

｢
不
定
期
刑
ノ
言

渡
ヲ
為
ス
コ
-
ヲ
得

へ
キ
規
定
ヲ
設
ケ
ル
コ
-
｣
と
し
て
い

る
｡
そ
し
て
更
に
昭
和
十
五
年
の
改
正
仮
案
で
は

｢
累
犯
者

ニ
シ
テ

一
年
ノ
懲
役
又

ハ
禁
鍋
以
上
ノ
刑

二
処
セ
ラ
レ
其
ノ
執
行
ヲ
終

り
又

ハ
執
行
ノ
免
除
ヲ
得
タ
ル
後
長
期
十
年
ノ
懲
役
又
ハ
禁
鋤
以
上
ノ
刑

二
該
ル
罪
ヲ
犯
シ
更

二
累
犯
-
シ
テ
有
期
ノ
懲
役
又

ハ
禁

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

鏑

二
処
ス
へ
キ
者
常
習
-
シ
テ
其
ノ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ー
キ
ハ
不
定
期
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
｣
(九
一
)
'
｢浮
浪
又

ハ
労
働
嫌
忌



刑法改正と常習累犯の概念

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

ニ
因
り
常
習
ト
シ
テ
罪
ヲ
犯
シ
タ
ル
者

二
対
シ
刑
ノ
言
渡
ヲ
為
ス
場
合

二
於
テ
ハ
其
ノ
裁
判
卜
共

1妥

作
処
分

l南

ス
ル
旨
ノ
言
渡

ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
｣
(
三

六
)
と
し
た
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
常
習
犯

一
般
に
つ
い
て
の
定
義
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
,
唯
単

に
不
定
期
刑
を
科
し
得
べ
き
場
合
の
要
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
は
既
に
木
村
博

士
の
批
判
的
な
見
解
が
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
｡

そ
れ
な
ら
ば
今
回
新
設
さ
れ
た
常
習
累
犯
と
は

一
体
何
か
｡
第
六

一
条
は
そ
の
要
件
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
が
,
こ
れ
に
よ
る
と

常
習
累
犯
た
る
為
に
は
先
ず
第

一
に
累
犯
者
が
更
に
累
犯
と
し
て
罪
を
犯
し
た
こ
と
'
つ
ま
り
今
回
の
犯
人
が

｢
累
犯
の
累
犯
｣
で

ぁ
る
と
い
う
特
定
の
累
犯
者
で
あ
る
こ
と
'
換
言
す
れ
ば

｢
累
犯
の
累
犯
｣
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
'
今
回
の
累
犯
の
前
に
二
個
の

累
犯
関
係
あ
る
前
科
の
あ
る
こ
と
が
前
提
要
件
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
'
こ
れ
を
形
式
的
要
件
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

か
よ
う
に
し
て
今
回
の
草
案
が
常
習
犯
の
形
式
的
要
件
と
し
て
常
に

｢累
犯
の
累
犯
｣
を
前
置
し
た
こ
と
は
誠
に
妥
当
な
立
法
だ
と

思
う
の
だ
が
､
何
故
か
と
い
う
と
前
述
マ
イ
ヤ
ー
等
も
指
摘
す
る
よ
う
に
累
犯
者
は
常
習
犯
人
で
あ
る
場
合
も
あ
る
が
必
ず
し
も
常

に
然
り
と
は
限
ら
ず
'
逆
に
又
常
習
犯
人
が
常
に
累
犯
者
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
従

っ
て
累
犯
と
常
習
犯
人
は
概
念

上
は

一
応
区
別
さ
れ
る
と
は
い
え
'
常
習
犯
人
と
い
う
行
為
者
類
型
は
累
犯
と
い
う
形
式
の
中
に
も
現
わ
れ
従

っ
て
累
犯
者
の
中
か

ら
そ
れ
を
契
機
と
し
て
常
習
犯
人
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
立
法
当
局
者
の
説
明
に
よ
る
と

本
条
が
常
習
累
犯
の
概
念
を
新
に
立
て
'
累
犯
と
常
習
犯
人
と
の
二
つ
を
そ
の
要
件
と
し
て
挙
げ
た
所
以
は
'
単
に
異
種
の
要
件
を

併
列
し
た
の
で
は
な
く

又
累
犯
の
章
下
に
常
習
累
犯
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
規
定
し
て
は
い
る
が
'
累
犯
中
の
特
殊
の
重
い
累
犯

と
し
て
こ
れ
を
対
象
に
し
た
の
で
も
な
く

寧
ろ
犯
人
の
常
習
性
を
問
題
と
し
て
常
習
犯
人
と
い
う
こ
と
に
重
点
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

又
唯
単
に

｢
常
習
犯
人
と
認
め
ら
れ
る
と
き
｣
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
規
定
だ
け
で
は
そ
の
判
断
認
定
が
慈
意
的
に
な
さ
れ
る
恐

れ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
'
人
権
保
障
の
面
を
考
慮
し
て
'
常
習
犯
人
と
の
判
断
認
定
に

一
つ
の
標
準
を
示
す
意
味
に
お
い
て
'
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累
犯
性
を
形
式
的
な
要
件
と
し
て
附
加
し
た
も
の
で
あ
る
｡
従

っ
て
累
犯
性
と
い
う
要
件
は
そ
れ
自
体
独
立
の
意
味
を
も
つ
も
の
で

は
な
く
'
単
に
常
習
性
の
徴
表
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
'
実
質
的
な
重
点
は
常
習
性
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
と

F
u23

い
っ
て
い
る
｡

第
二
は
実
質
的
要
件
で
あ
る
が
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
犯
人
が

｢
常
習
者
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
現
行
法
の
各
則
に

規
定
さ
れ
て
い
る
常
習
犯
は

｢
常
習
と
し
て
-
-
為
し
た
る
と
き
は
｣
と
い
う
形
式
で
表
現
さ
れ
て
い
る
が
'
今
回
の
草
案
で
は
こ

れ
を
改
め
て

｢
常
習
者
｣
と
い
う
表
現
形
式
に
修
正
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
常
習
性
は
本
来
行
為
の
属
性
で
は
な
-
行
為
者
の
属
性

で
あ
る
か
ら
'
行
為
者
を
核
心
と
し
て
規
定
す
べ
き
で
あ

っ
て
行
為
者
類
型
と
し
て
の

｢
常
習
者
｣
と
い
う
表
現
が
よ
り
適
切
で
あ

封3

る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

そ
れ
な
ら
ば
常
習
性
と
は
何
か
｡
こ
れ
は
通
俗
的
に
は

一
見
極
め
て
明
か
で
あ
る
や
に
み
え
る
が
実
は
甚
だ
難
解
な
概
念
な
の
で

あ
る
｡
そ
こ
で
今
回
の
草
案
で
は
常
習
性
を
認
定
す
る
基
準
と
い
っ
た
も
の
を
形
式
的
に
明
記
す
る
こ
と
は
さ
け
た
の
で
あ
る
｡
そ

れ
は
前
述
の
よ
う
に

｢
累
犯
の
累
犯
｣
と
い
う
形
式
的
'
客
観
的
要
件
を
具
備
し
た
場
合
に
お
い
て
の
み
そ
の
累
犯
を
契
機
と
し
て

そ
の
累
犯
の
枠
の
中
か
ら
始
め
て
常
習
者
を
認
定
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
か
ら
'
前
門
に
お
い
て
そ
こ
に
は
既
に

一
応
の
基
準
が
前

置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
し
又
現
行
法
の
常
習
犯
も
唯
単
に

｢
常
習
-
シ
テ
｣
と
規
定
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
あ
る
が
'
し
か
し
賢

明
に
し
て
且
つ
良
識
あ
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
現
に
適
当
且
つ
妥
当
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
も
あ
る
か
ら
'
そ
こ
で
常
習
性
の
認
定

は
裁
判
所
の
裁
量
に
任
せ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
っ
て
'
こ
と
さ
ら
に
他
の
要
件
を
明
記
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡

又
若
し
強
い
て
こ
れ
を
明
文
化
し
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
立
法
技
術
的
に
も
甚
だ
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
で
常
習
性
有
無
の

限
界
や
そ
の
認
定
は
ひ
っ
き
ょ
う
裁
判
所
に
数
多
く
集
積
さ
れ
た
判
例
に
よ
り
こ
れ
を
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
が
'
そ
こ

11日u4
3

に
は
お
の
ず
か
ら
統

一
的
且
つ
集
約
的
な

一
線
が
既
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
｡
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と
こ
ろ
で
今
回
の
草
案
は
常
習
性
の
認
定
に
つ
い
て
第

一
次
の
累
犯
の
前
科
と
'
こ
れ
と
累
犯
と
な
る
今
回
の
犯
罪
と
が
共
に
同

種
の
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と
し
て
規
軍

し
て
い
な
い
｡
現
行
法
で
は
常
習
犯
は
常
に
同
種
犯
罪
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
て
い

る
の
だ
が
,
こ
れ
に
つ
い
て
立
法
当
局
者
は

｢
常
習
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
'
こ
れ
を
同
種
犯
罪
の
範
囲
内
に
お
い
て
初
め
て
認
定

し
得
る
も
の
と
す
る
か
,
必
ず
し
も
そ
の
必
要
が
な
い
か
に
つ
い
て
は
'
従
来
学
説
も
わ
か
れ
て
い
る
｡
本
条
は
こ
の
点
に
つ
い
て

)53

は
特
別
に
規
定
し
な
か
っ
た
の
で
解
釈
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
｣
と
し
て
い
る
が
'
こ
れ
は
今
後
に
大
き
な
問
題
を

残
す
こ
と
と
な
ろ
う
｡

尚
政
治
犯
､
確
信
犯
と
の
関
係
,
殊
に
常
習
累
犯
に
対
す
る
相
対
的
不
定
期
刑
の
問
超
'
ひ
い
て
は
予
防
拘
禁
'
保
安
処
分
と
い

っ
た
極
め
て
重
要
な
問
題
も
あ
る
が
,
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
本
稿
の
焦
点
に
梢
外
れ
る
の
で
い
ず
れ
又
他
の
機
会
に
こ
れ
を
論
ず
る

こ
と
と
し
よ
う
｡

五

む

す

ぴ

今
回
の
草
案
は
立
案
の
中
心
と
な
ら
れ
た
小
野
博
士
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
'
常
習
と
い
う
概
念
に
問
題
が
な
い
訳
で
は
な
い
が
'

現
行
法
と
し
て
も
盗
犯
防
止
法
が
久
し
く
行
な
わ
れ
て
お
り
'
諸
国
の
立
法
例
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
'
更
に

一
歩
を
進
め
て

一

Eid63

般
的
な
規
定
を
試
み
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

こ
れ
は
従
来
し
ば
し
ば
そ
の
総
則
的
立
法
化
を
授
唱
し
て
来
た
私
共
に
と
っ
て
は
誠

に
喜
こ
ぼ
し
い
こ
と
と
い
う
の
外
は
な
い
｡
私
は
当
初
累
犯
と
常
習
犯
は
そ
の
概
念
を
戴
然
と
割
切

っ
て
区
別
し
て
立
法
化
す
べ
き

も
の
と
考
え
て
い
た
が
,
そ
の
後
常
習
犯
の
実
体
構
造
や
集
積
さ
れ
た
判
例
の
動
向
等
を
仔
細
に
検
討
し
て
行
-
中
に
'
両
者
は
必

ず
し
も
割
切

っ
て
分
離
す
べ
き
も
の
で
な
く
又
そ
れ
は
現
実
的
に
も
殆
ん
ど
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
至

っ
て
い
る
｡
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何
故
か
と
い
う
と
両
者
は
し
ば
し
ば
述
べ
た
よ
う
に
,
犯
罪
を
反
覆
累
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
基
底
に
お
い
て
密
接
不
離
,
不

即
不
離
'
唇
歯
輔
車
の
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
唯

一
点
異
な
る
と
こ
ろ
は
累
犯
が
此
較
的
偶
発
的
,
散
発
的
,
機
会
的

な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
'
常
習
犯
は
概
ね
必
然
的
'
計
画
的
'
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
｡
そ
の
意
味

で
前
述
の
よ
う
に
累
犯
が

｢科
｣
で
あ
れ
ば
常
習
犯
は

｢種
｣
と
も
い
う
べ
き
関
係
に
あ
る
と
思
う
の
だ
が
,
こ
の
場
合
区
別
の
き

め
て
と
な
る
種
差
は
唯

一
点
'
そ
れ
は
常
習
犯
を
特
徴
づ
け
る
と
こ
ろ
の

｢習
癖
性
｣
の
有
無
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
考
え
て
い
る
｡
又
同
種
常
習
犯
は
敢
て
問
題
は
な
い
と
し
て
も
'
異
種
常
習
犯
に
つ
い
て
は
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
も
重
要
で
あ

る
が
'
私
は
常
習
性
は
い
ず
れ
の
犯
罪
に
つ
い
て
も
同
様
に
発
現
さ
れ
る
も
の
だ
と
思
う
し
又
犯
罪
の
種
類
に
よ
り
特
に
こ
れ
を
区

別
す
る
積
極
的
理
由
は
余
り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡
簡
局
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
学
説
の
発
展
と
判
例
の
解
釈

に
任
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
'
私
は
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
簡
素
･
清
明
な
ら
し
め
る
趣
旨
に
お
い
て
･
差
当
り
累
犯
を

｢
普

通
累
犯
｣
と

｢
常
習
累
犯
｣
に
二
大
別
し
､

そ
の
各
々
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ

｢
異
種
累
犯
｣

と

｢
同
種
累
犯
｣
,

｢
異
種
常
習
犯
｣
と

｢
同
種
常
習
犯
｣
と
い
っ
た
体
系
の
確
立
を
試
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
｡
尚
今
回
の
草
案
が
新
し
い
施
策
の
創
設
で
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
総
じ
て
概
ね
控
え
目
の
態
度
で
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
従

っ
て
又
常
習
累
犯
の
認
定
に
も

｢
累
犯
の
累
犯
｣
と
い
う
形

式
的
要
件
を
前
置
し
た
こ
と
は
人
権
保
障
の
見
地
か
ら
も
極
め
て
妥
当
な
こ
と
と
考
え
る
が
'
そ
の
反
面
又
此
東
的
多
く
の
常
習
犯

を
み
す
み
す
逸
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
予
想
で
き
る
の
で
は
な
い
か
｡
尚
又
常
習
累
犯
を
懲
役
刑
の
み
に
限
る
の
は
果
し
て
ど

ぅ
で
あ
ろ
う
か
t
と
問
題
は
多
々
あ
る
の
だ
が
'
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
今
後
の
学
説
の
発
展
と
判
例
の
展
開
に
ま
つ
べ
き
問
題
だ
と

考
え
る
｡
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m

そ
れ
だ
け
に
文
例
'
用
語
そ
の
他
に
甚
だ
珍
奇
な
も
の
が
多
い
.
例
え
ば

｢
罪
本
重
カ
ル
可
ク
シ
テ
-
･･･J

(
三
八
の
二
)
と
い
っ
た
条
文
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は
法
律
の
専
門
家
で
も

一
読
直
ち
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
と
い
わ
れ
て
お
-
'

｢
-
-
止
タ
-
-
｣

(
四
五
)
の

｢
止
タ
｣
と
い
う
用
語
の

如
き
は
甚
だ
古
い
明
治
調
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
他
拘
留
と
勾
留
'
科
料
と
過
料
'
没
収
と
没
取
'
心
神
畢
矢
と
耗
弱
'
痔
唖
者
'
首
服
'
邦
土

の
暦
窃
'
金
穀
の
資
給
'
談
合
'
水
間
､
蛮
塞
'
官
府
の
証
券
'
博
戯
と
賭
事
'
陵
虐
'
寄
蔵
'
故
買
'
牙
保
等
々
殆
ん
ど
枚
挙
に
い
と
ま
も

な
い
｡
詳
細
は
拙
稿

｢
風
俗
を
害
す
る
罪
に
つ
い
て
｣

(
刑
法
改
正
に
関
す
る
意
見
書
集
'
法
務
省
刑
事
局
編
'
改
正
資
料
第

一
号
'
昭
和
三

三
年
七
月
'
二
六

〇
貢
｡
本
書
は
今
回
の
刑
法
改
正
に
際
し
て
法
務
大
臣
よ
-
若
干
の
刑
法
学
者
に
対
し
て
意
見
書
提
出
の
依
頼
が
あ

っ
た
が

そ
れ
を
当
局
が
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
)
を
参
照
せ
ら
れ
た
い
｡

物
改
正
刑
法
準
備
草
案
'
附
同
理
由
書
'
昭
和
三
六
年

1
二
月
'
小
野
清

一
郎
､
八
三
貢
以
下
.

㈲
拙
稿
'
累
犯
､
総
合
判
例
研
究
叢
書
'
刑
法
(
6
)
､
三
貢
以
下

(
こ

れ
は
累
犯
と
常
習
犯
に
つ
い
て
旧
刑
法
以
来
今
日
に
至
る
迄
の
判
例
を

殆
ん
ど
網
羅
的
に
蒐
集
整
理
し
て
そ
の
問
題
点
を
明
か
に
し

且
つ
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
学
説
の
変
遷
を
跡
づ
け
た
も
の
で
あ
る
)
｡

尚
拙
稿
'

常
習
犯
に
つ
い
て
'
木
村
博
士
還
暦
祝
賀
論
文
集
'
刑
事
法
学
の
基
本
間
超
(
上
)
､
六
〇
五
頁
以
下
｡

初

木
村
亀
二
'
新
刑
法
読
本
'
三

二

貢
.
安
平
政
吉
､
刑
法
総
論
'
四

〇
六
頁
｡
久
礼
田
益
喜
'
刑
法
学
概
説
､
三
六
八
貢
.
八
木
肝
'
刑

法
総
論
'
三

〇
七
貢
｡
私
は
こ
の
区
別
に
用
い
ら
れ
て
い
る

一
般
'
特
別
と
い
う
用
語
は
必
ず
し
も
そ
の
内
容
を
指
す
の
に
適
切
で
な
い
か
ら
'

寧
ろ
端
的
に
異
種
累
犯
と
同
種
累
犯
と
す
る
に
如
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
授
唱
し
た
い
の
で
あ
る
｡
又
常
習
犯
も
後
述
す
る
よ
う
に
右
に

対
応
し
て
異
種
常
習
犯
と
同
種
常
習
犯
と
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
｡
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小
野
､
刑
法
総
論
'
二
八
七
貢
｡
安
平
'
前
掲
､
四

〇
三
貢
｡

㈲
花
井
忠
'
刑
事
法
講
座
'
三
巻
'
五
四
七
貢
｡
宮
城
浩
蔵
'
刑
法
正
義
'
上
'
六
三
三
貢
｡
村
田
保
'
刑
法
註
釈
'
巻
二
'
三
八
葉
以
下
｡

S

前
田
信
二
郎
'
犯
罪
社
会
学
の
諸
間
塩
t

l
三
九
貢
.

㈲

団
藤
重
光
'
刑
法
､

一
九
八
貢
｡
安
平
'
新
刑
事
政
策
'
二

〇
四
貢
｡
花
井
､
前
掲
､
三
四
五
貢
｡
拙
稿
'
前
稿
'
三
貢
以
下
｡

欄
高
橋
正
己
'
戦
後
に
お
け
る
累
犯
再
入
率
の
考
察
､
累
犯
の
研
究
､
三

1
貢
以
下
.

｢
戦
後
の
累
犯
現
象
を
観
察
し
た
結
果
'
懲
役
刑
の
加

重
に
よ
る
累
犯
の
防
止
乃
至
鎮
圧
は
少
く
と
も
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
全
く
無
効
果
で
あ

っ
た
こ
と
を
明
か
に
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
｣
と

統
計
の
数
字
で
実
証
し
て
い
る
｡
尚
'
高
橋
'
刑
事
政
策
'
八
東
以
下
｡
小
野
'
本
邦
犯
罪
現
象
の
認
識
'

一
三
貫
以
下
参
照
｡

㈹細網

団
藤
'
前
掲
'

一
九
九
貢
｡
井
上
正
治
'
刑
法
学
総
則
､
二
八
〇
真
｡
高
橋
'
政
策
'

一
八
九
真
｡

今
回
の
草
案
で
は
刑
法
典
中
そ
れ
ぞ
れ
の
条
下
に
常
習
犯
と
し
て
編
入
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
こ
と
は
誠
に
妥
当
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
あ
る

｡
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野
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'
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貢
｡

木
村
､
前
掲
'
二
六
七
貢
｡
市
川
秀
雄
'
刑
法
総
論
､
三
八
六
貢
｡

安
平
'
新
刑
事
政
策
'
二
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木
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前
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､
二
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二
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餌鋤鍋､旬短
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小
野
'
刑
の
執
行
猶
予
そ
の
他
'
二
四
三
真
｡
前
掲
'
概
論
､
三

一
四
貢
｡

正
木
亮
'
常
習
的
初
犯
者
と
保
護
観
察
'
刑
政
'
四
八
巻
､
二
号
'
二
貢
以
下
0

前
田
､
前
掲
'

一
四
三
貢
｡

牧
野
'
刑
事
学
の
新
患
軌
と
新
刑
法
'
二

二
二
貢
｡

小
野
'
刑
事
判
例
評
釈
集
'
二
巻
'

一
九

一
貫
｡

木
村
'
刑
事
政
策
の
基
礎
理
論
'
四
八
六
貢
O

木
村
'
刑
法
雑
筆
､
二
八
五
貢
｡

木
村
'
刑
法
総
則
の
体
系
に
つ
い
て
'
前
掲
'
刑
法
改
正
に
関
す
る
意
見
書
集
'

一
四
貢
｡

江
家
義
男
､
法
律
時
報
､
二
九
巻
'
二
号
'

一
九
貢
｡

安
平
'
前
掲
'
政
策
'
二
二
二
貢
｡
尚
今
ま
で
述
べ
て
来
た
中
特
に
二
及
び
三
に
つ
い
て
は
私
の
前
掲
旧
柄
に
拠

っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
多
い

の
で
時
に
重
複
し
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
｡

｢
累
犯
中
特
に
社
会
的
危
険
の
大
な
る
も
の
と
し
て
常
習
犯
が
あ
る
が
'
普
通
累
犯
に
対
し
て
こ
れ
を
常
習
累
犯
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う

(
牧
野
'
刑
法
総
論
'
四
六
六
貢
｡
市
川
'
前
掲
'
三
八
五
頁
｡
江
家
'
刑
法
総
則
講
義
'
四
二
五
貢
｡
八
木
肝
'
刑
法
総
論
'
三

〇
七
貢
)
0

刑
法
で
は
通
常
'

一
般
累
犯
と
特
別
累
犯
と
い
う
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
'
そ
う
す
る
と
右
の
場
合
常
習
累
犯
に
対
称
さ
れ
る
普
通
累
犯
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鋸鋤鍋糾脚鍋
と
は
何
か
と
い
う
用
語
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
の
で
必
ず
し
も
適
切
で
な
い
｡

小
野
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前
掲
'
概
論
､
二

一
七
貢
｡

前
掲
'
草
案
理
由
書
'

一
三
六
頁
以
下
｡

同
'
理
由
書
､

一
三
七
頁
｡

拙
稿
'
前
掲
'
判
例
叢
書
｡
累
犯
を
含
め
て
百
二
十
二
の
判
例
を
蒐
集
整
理
し
て
あ
る
が
'
私
に
は
常
習
性
の
認
定
に
つ
い
て
の
基
準
が
概

ね
感
得
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

前
掲
'
理
由
書
'

一
三
七
貢
｡

同
､
理
由
書
'
九

一
貢
｡




