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刑
の

屡
止
の
性
質

　
　
－
到
例
に
現
わ
れ
た
意
見
の
封
立
を
め
ぐ
つ
て
ー
ー

宮

崎

澄

未

　
刑
事
訴
訟
法
三
三
七
條
二
號
は
「
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
」
を
も
つ
て
、
「
確
定
剣
決
を
経
た
と
ぎ
」
（
同
一
號
）
、
「
大

赦
が
あ
つ
た
と
き
」
（
同
三
號
）
、
「
時
効
が
完
域
し
た
と
き
」
（
同
四
號
）
と
共
に
冤
訴
事
由
と
し
、
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き

は
到
決
で
冤
訴
の
言
渡
を
な
す
べ
き
も
の
と
定
め
、
ま
た
同
三
八
三
條
二
號
は
、
控
訴
理
由
の
一
つ
と
し
て
「
到
決
が
あ
つ
た
後
に
刑
の
慶
止
若

し
く
は
墜
更
叉
は
大
赦
が
あ
つ
た
と
き
」
を
認
め
、
同
三
九
七
條
は
こ
の
よ
う
な
事
由
が
あ
る
場
合
に
は
原
剣
決
を
破
棄
す
べ
き
も
の
と
し
、
更

に
、
四
一
一
條
は
、
「
上
告
裁
到
所
は
、
第
四
百
五
條
各
號
に
規
定
す
る
事
由
が
な
い
場
合
で
あ
つ
て
も
、
左
の
事
由
が
あ
つ
て
原
剣
決
を
破
棄

し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
到
決
で
原
到
決
を
破
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
そ
の
五
號
に
「
到
決
が
あ
つ

た
後
に
刑
の
慶
止
若
し
く
は
攣
更
叉
は
大
赦
が
あ
つ
た
こ
と
」
と
規
定
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
刑
の
慶
止
は
、
冤
訴
の
書
渡
を
な
す
べ
き
事
由
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
、
刑
の
慶
止
と
は
何
を
意

味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
通
読
は
、
こ
れ
を
刑
罰
法
令
の
慶
止
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
鋼
例
の
見
解
も
多
～
こ
れ
に
從
つ
て
い
る
よ
う
で
あ
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る
が
、
こ
れ
と
異
る
見
解
と
し
て
．
刑
の
慶
止
と
は
、
既
に
嚢
生
、
成
立
し
た
刑
罰
櫨
を
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
つ
て
積
極
的
に
放
棄
し
た
場
合
を

指
す
も
の
で
あ
る
、
と
す
る
考
え
方
が
、
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
は
極
め
て
興
味
あ
る
意
見
で
あ
り
、
實
醒
法
適
用
の
問
題
と
し
て
の

行
爲
時
法
主
義
と
裁
到
時
法
主
義
の
問
題
、
刑
法
六
條
の
適
用
の
間
題
等
に
關
蓮
し
、
ま
た
訴
訟
法
上
は
冤
訴
剣
決
の
本
質
に
關
係
し
て
來
る
問

題
で
あ
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
の
當
否
を
中
心
と
し
て
、
刑
の
慶
止
の
本
質
を
少
し
く
検
討
し
て
見
度
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
以

下
に
お
い
て
、
用
語
を
簡
略
化
す
る
た
め
、
こ
の
見
解
を
刑
罰
権
放
棄
読
と
呼
び
こ
れ
に
封
し
通
読
的
な
考
え
方
を
法
令
慶
止
読
と
呼
ぶ
こ
と
に

し
た
い
。

　
刑
罰
椹
放
棄
読
は
、
實
は
、
最
高
裁
の
到
例
中
に
、
少
激
意
見
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
か
な
り
整

つ
た
形
で
主
張
さ
れ
て
い
る
の
は
、
昭
和
二
八
年
七
月
二
二
日
の
最
高
裁
の
釧
例
（
刑
集
七
・
七
．
一
五
六
二
）
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
話
は
い
ま

わ
し
い
過
去
の
こ
と
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
蓮
合
國
占
領
軍
の
我
國
占
領
當
時
、
い
わ
ゆ
る
ポ
ツ
ダ
ム
命
令
と
稻
せ
ら
れ
る
も
の
の
一
種
と
し
て
、

昭
和
二
一
年
勅
令
三
二
號
及
び
昭
和
二
五
年
政
令
三
二
五
號
の
二
つ
が
あ
つ
た
。
前
者
は
、
蓮
合
國
占
領
軍
の
占
領
目
的
に
有
害
な
行
爲
に
封

す
る
塵
罰
等
に
關
す
る
勅
令
と
名
づ
け
ら
れ
、
蓮
合
國
最
高
司
令
官
の
日
本
國
政
府
に
封
す
る
指
令
の
趣
旨
に
反
す
る
行
爲
、
そ
の
指
令
を
實
施

す
る
た
め
に
蓮
合
國
占
領
軍
の
軍
、
軍
團
叉
は
各
司
令
官
の
登
す
る
命
令
の
趣
旨
に
反
す
る
行
爲
及
び
そ
の
指
令
を
履
行
す
る
た
め
に
日
本
國
政

府
の
褒
す
る
法
令
に
蓮
反
す
る
行
爲
を
、
占
領
目
的
に
有
害
な
行
爲
と
し
て
庭
罰
す
る
旨
を
規
定
し
、
後
者
は
、
こ
れ
を
改
正
し
た
も
の
で
、
占

領
目
的
阻
害
行
爲
塵
罰
令
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
問
題
の
事
案
は
、
被
苦
人
が
蓮
合
國
最
高
司
令
官
の
「
ア
カ
ハ
タ
及
び
そ
の
後
織
紙
の
襲
行
停
止

に
闘
す
る
指
令
」
に
蓬
反
し
、
「
ア
カ
ハ
タ
」
の
後
機
紙
で
あ
る
「
李
和
の
聲
」
を
頒
布
し
た
こ
と
に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
行
爲
後
た
る

昭
和
二
七
年
四
月
二
八
日
李
和
條
約
が
稜
効
し
た
こ
と
に
關
蓮
し
て
、
被
告
人
を
冤
訴
す
べ
き
か
ど
う
か
が
間
題
と
な
つ
た
。
そ
し
て
右
最
高
裁

の
多
激
意
見
は
免
訴
す
べ
き
も
の
と
到
示
し
た
が
、
田
中
、
霜
山
、
齋
藤
、
木
村
の
四
裁
剣
官
は
、
前
記
の
刑
罰
椹
放
葉
読
諜
て
選
ー

お
，
い
で
は
被
告
、
人
を
冤
訴
す
べ
渚
　
雪
い
る
。



　
こ
の
見
解
を
詳
細
に
紹
介
す
る
前
に
、
本
件
に
お
け
る
問
題
黙
を
簡
軍
に
述
べ
て
置
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
亭
和
條
約
の
嚢
効
と
い
う
こ
と
が

間
題
と
な
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
限
時
法
の
間
題
、
更
に
ま
た
特
に
二
つ
の
法
律
と
の
關
係
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
の
二

つ
の
法
律
と
い
う
の
は
、
昭
和
二
七
年
法
律
八
輔
號
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
襲
す
る
命
令
に
關
す
る
件
の
塵
止
に
關
す
る
法
律
」
及
び

同
年
法
律
コ
ニ
七
號
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
伴
い
螢
す
る
命
令
に
關
す
る
件
に
基
く
法
務
府
關
係
諸
命
令
の
措
置
に
關
す
る
法
律
」
で
あ

り
、
前
者
は
ポ
ツ
ダ
ム
命
令
の
基
礎
と
な
つ
て
い
た
昭
和
二
〇
年
勅
令
五
四
二
號
を
塵
止
す
る
と
共
に
、
右
勅
令
に
基
く
命
令
（
す
な
わ
ち
ポ
ツ
ダ

ム
命
令
）
は
、
別
に
法
律
で
塵
止
又
は
存
績
に
關
す
る
措
置
が
な
さ
れ
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
李
和
條
約
嚢
効
の
日
か
ら
一
八
○
日
間
に
限
り
、

法
律
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
旨
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
こ
れ
に
絞
い
て
制
定
さ
れ
、
そ
の
二
條
六
號
は
、
前
述
の
政
令
三
二
五
號

を
慶
止
す
る
と
共
に
、
そ
の
三
條
一
項
に
お
い
て
、
「
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
爲
に
封
す
る
罰
則
の
適
屠
に
つ
い
て
は
、
な
お
從
前
の
例

に
よ
る
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
つ
た
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
果
し
て
本
件
被
告
人
の
行
爲
を
庭
罰
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
が
間
題
と
な

り
、
こ
れ
に
違
憲
論
が
か
ら
ん
で
、
裁
到
官
の
間
に
活
濃
な
論
雫
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
冤
訴
す
べ
し
と
す
る
多
藪
意
見
の
中
に
は
、
政
令
三
二
五
號
は
李
和
條
約
の
獲
効
と
同
時
に
全
面
的
に
、
効
力
を
失
つ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る

も
の
と
、
本
件
の
よ
う
な
内
容
の
指
令
に
關
す
る
限
り
李
和
條
約
襲
効
と
共
に
失
効
し
た
も
の
と
す
る
意
見
と
に
分
れ
て
い
る
が
、
刑
罰
法
令
が

慶
止
さ
れ
た
も
の
と
し
て
冤
訴
の
事
由
あ
り
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
令
塵
止
読
に
立
脚
し
て
い
る
。
こ
の
多
数

意
見
に
封
し
て
、
田
中
、
霜
山
、
齋
藤
、
木
村
の
四
裁
鋼
官
は
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

『
刑
訴
四
一
一
條
に
い
わ
ゆ
る
「
到
決
が
あ
つ
た
後
に
刑
の
塵
止
が
あ
つ
た
こ
と
」
と
あ
る
の
は
、
刑
訴
三
三
七
條
二
號
に
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
G

の
法
令
に
よ
り
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
」
と
同
義
で
あ
つ
て
、
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
、
積
極
的
に
明
示
叉
は
少
く
と
も
獣
示
を
以
て
、
既
に
褒

生
し
成
立
し
た
刑
罰
穫
を
特
に
放
棄
し
た
と
き
、
す
な
わ
ち
特
に
こ
れ
を
慶
止
す
る
國
家
意
思
の
蛋
現
が
あ
つ
た
と
き
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
を
採
用
し
た
法
治
國
に
お
い
て
は
、
犯
罪
者
が
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
塵
罰
さ
れ
る
の
は
當
然
の
約
束
で
あ
つ
て
、
行
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質
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一
七
六
五
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爲
時
法
に
よ
つ
て
既
に
襲
生
↓
成
立
し
た
刑
罰
法
規
の
効
果
で
あ
る
刑
罰
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
大
赦
叉
は
法
令
に
よ
つ
て
特
に
浩
滅
叉
は
庚
止
さ

れ
な
い
限
り
存
綾
す
る
の
は
営
り
前
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
刑
の
慶
止
は
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
嚢
生
、
成
立
し
た
刑
罰
穫
の
放
棄
で
あ
る
か
ら
、

行
爲
時
法
に
よ
り
刑
罰
椹
が
一
旦
有
効
に
嚢
生
、
成
立
し
た
以
上
、
行
爲
の
後
そ
の
刑
罰
穫
を
嚢
生
、
成
立
せ
し
め
る
原
因
と
な
つ
た
法
規
が
輩

に
將
來
に
向
つ
て
慶
止
ぎ
れ
又
は
漕
滅
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
既
に
襲
生
、
成
立
し
絡
つ
た
既
成
の
法
律
効
果
を
同
時
に
放
棄
・
駿
止
す
る
國
家

意
思
の
表
現
が
な
い
限
り
、
法
律
効
果
そ
の
も
の
が
當
然
消
滅
す
る
道
理
が
な
い
。
た
だ
犯
罪
行
爲
の
後
こ
れ
を
成
立
せ
し
め
た
或
る
法
規
が
慶

止
さ
れ
叉
は
浩
滅
し
た
場
合
に
、
そ
の
塵
止
叉
は
浩
滅
の
理
由
が
同
時
に
立
法
者
に
お
い
て
翫
に
襲
生
、
成
立
し
た
刑
罰
構
を
も
暗
黙
に
放
棄
し

た
と
認
む
べ
き
場
合
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
』
と
論
じ
、
響
展
簗
」
傾
の
場
合
を
ム
忌
で
の
　
　
　
　
　
力
　
　
　
　
　
偵

に
勃
的
観
念
、
、
刑
法
的
便
値
§
、
從
來
認
め
ら
れ
て
い
た
刑
罰
法
上
の
可
罰
性
を
認
む
べ
き
で
な
い
と
す
る
よ
う
な
理

由
に
よ
る
場
合
に
は
、
臨
に
成
立
し
た
刑
罰
樟
を
暗
磨
放
棄
し
な
鷲
の
、
昌
推
定
耳
得
る
し
、
反
封
に
い
わ
ゆ
る
限
時
法
の
場
合
、
特
に
そ
の
立

法
と
同
時
に
豫
め
法
規
失
効
の
後
も
失
効
前
の
違
反
行
爲
に
野
し
罰
則
を
適
用
す
る
旨
の
明
文
を
設
け
て
い
る
場
合
の
よ
う
に
、
法
規
の
慶
止
叉

，
は
消
滅
が
立
法
者
の
法
的
観
念
叉
は
刑
法
的
債
値
到
断
の
墜
更
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
軍
に
事
情
の
墜
更
乃
至
時
間
の
維
過
曇
，
に
過
嘉
い

と
議
法
規
の
塵
止
叉
は
溝
滅
後
も
立
法
者
が
、
既
成
の
法
律
効
果
を
放
葉
し
な
麟
、
薗
家
意
思
で
あ
る
蕊
認
む
慧
で
あ
る
、
と
し
た
上
、
「
本

件
政
令
三
二
五
號
は
、
初
め
か
ら
占
領
中
の
み
に
限
り
有
効
に
存
在
し
、
占
領
の
終
了
と
同
時
に
そ
の
効
力
を
失
う
べ
き
政
令
で
あ
る
こ
と
は
論

を
侯
た
な
い
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
限
時
法
に
島
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
こ
と
は
多
言
を
要
し
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
昭
和
ニ
ニ
年
法
律
八
一
號
同
U

三
七
號
は
、
却
つ
て
そ
の
刑
罰
を
特
に
慶
止
し
な
い
旨
の
明
確
な
國
家
意
恩
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
刑
の
塵
止
の
主
張
は
い
ず
れ
の

顯
か
ら
み
て
も
探
用
で
き
な
い
」
と
し
、
憲
法
蓮
反
の
勲
に
關
し
て
は
、
刑
の
慶
止
は
、
行
爲
時
法
に
よ
っ
℃
、
有
妨
に
穫
生
、
成
立
し
た
珊
罰
港

の
放
棄
で
あ
る
か
ら
、
一
旦
有
効
に
成
立
し
た
刑
罰
権
を
特
に
放
棄
し
な
い
趣
旨
の
立
法
は
、
妻
刑
訴
＃
葦

妻
き
訴
訟
法
叉
庶
刑
法
六
條
の
ご
と
き
例
外
規
定
の
適
用
窪
い
耳
と
を
明
確
咋
蓮
　
“
磁
　
　
　
力
、
　
。
　
　
　
、
一
旦
失
効
し



た
刑
罰
法
規
そ
の
も
の
を
失
効
後
再
び
有
効
な
法
規
と
し
て
こ
れ
を
復
活
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
黙
か
ら
、
違
憲
論
を
退
け
て
い
る
。

所
論
の
う
ち
、
違
憲
論
は
本
件
に
特
有
な
問
題
で
あ
る
の
で
、
別
論
と
し
て
、
「
刑
の
慶
止
」
を
も
つ
て
刑
罰
穫
の
明
示
叉
は
獣
示
の
放
棄
と

見
る
こ
と
が
本
意
見
の
基
本
的
態
度
で
あ
り
、
本
稿
に
お
い
て
は
こ
の
黙
に
關
す
る
論
議
の
み
を
問
題
と
し
て
行
き
度
い
と
思
う
。

　
右
の
よ
う
な
、
刑
罰
櫨
放
棄
読
は
、
實
は
、
そ
れ
以
前
の
到
例
に
お
い
て
既
に
齋
藤
裁
到
官
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
到
例
と
い
う
の
は
銃
砲
火
藥
類
取
締
施
行
規
則
違
反
事
件
に
關
す
る
昭
和
二
七
年
＝
一
月
二
四
日
の
最
高
裁
鋼
所
の
到
決
（
刑
集
六
．

一
一
・
＝
一
西
六
）
で
あ
る
。
被
告
人
が
日
本
國
憲
法
施
行
前
た
る
昭
和
二
二
年
一
月
中
旬
頃
右
施
行
規
則
に
違
反
し
て
爆
藥
及
び
導
火
線
を
所
持

し
て
い
た
と
い
う
事
實
に
つ
い
て
日
本
國
憲
法
施
行
後
な
お
こ
れ
を
塵
罰
し
得
る
や
否
や
に
關
し
問
題
を
生
じ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
規
則
二
二
條

は
、
同
條
に
限
定
的
に
列
學
し
た
者
が
そ
の
火
藥
類
を
所
持
す
る
場
合
の
外
は
、
火
藥
類
を
所
持
す
る
こ
と
を
得
な
い
も
の
と
規
定
し
、
同
四
五

條
は
、
右
の
違
反
行
爲
を
庭
罰
す
る
旨
の
規
定
で
あ
つ
た
が
、
こ
の
施
行
規
則
の
基
本
法
た
る
銃
砲
火
藥
類
取
締
法
に
は
、
罰
則
を
定
め
る
こ
と

を
命
令
に
委
任
す
る
規
定
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
奮
憲
法
の
下
に
お
い
て
は
別
間
題
と
し
て
も
、
現
行
憲
法
の
下
に
お
炉
て
は
、
昭
和
ニ
ニ
年
法

律
七
二
號
「
日
本
國
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規
定
の
効
力
に
關
す
る
法
律
」
一
條
の
「
日
本
國
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を

霧
雛
耀
灘
醗
編
縫
蕪
幅
鮭
魏
欝
魑
舞
町
雛
輌
蝶
盤
胴
翻
禦
跡

五
條
の
規
定
は
、
前
記
法
律
七
二
號
輔
條
に
い
う
日
本
國
憲
法
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
命
令
の
規
定
で
、
法
律
を
以
て
規
定
す
べ
き
事
項

を
規
定
す
る
も
の
」
に
該
當
し
、
從
つ
て
昭
和
二
三
年
一
月
一
日
以
降
は
國
法
と
し
て
の
効
力
を
失
つ
た
も
の
と
言
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

し
、
本
件
行
爲
の
當
時
及
び
第
一
審
剣
決
當
時
に
は
、
右
四
五
條
の
刑
罰
規
定
が
存
在
し
た
が
、
原
到
決
當
時
（
昭
和
二
三
年
七
旦
一
七
日
）
に
お

い
て
は
、
該
刑
罰
法
規
は
失
効
し
、
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
の
慶
止
あ
り
た
る
と
き
に
該
當
す
る
か
ら
、
原
審
は
薔
刑
訴
三
六
三
條
二
號
、
四

〇
七
條
に
よ
り
冤
訴
の
言
渡
を
な
す
べ
き
に
拘
ら
ず
有
罪
の
言
渡
を
し
た
違
法
あ
り
と
し
、
有
罪
の
原
剣
決
を
破
棄
し
、
冤
訴
の
言
渡
を
し
て
い
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六
八
）

る
。　

こ
れ
に
封
し
て
、
齋
藤
裁
到
官
は
、
●
多
数
論
は
前
記
施
行
規
則
四
五
條
は
失
効
し
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
の
慶
止
あ
り
た
る
と
き
に
該
當
す

る
と
い
つ
て
奮
刑
訴
三
六
三
條
二
號
を
引
用
し
て
い
る
が
、
訴
訟
法
に
「
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
駐
刑
の
慶
止
あ
り
た
る
と
き
」
と
い
う
の
は
、
犯

罪
後
の
法
令
に
よ
念
極
的
吟
ず
な
わ
ち
明
示
又
は
獣
示
を
以
て
、
既
に
成
立
し
た
刑
罰
を
特
に
慶
止
す
る
と
き
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
に
基
く
法
治
國
で
あ
る
以
上
、
犯
罪
者
が
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
塵
罰
さ
れ
る
の
は
當
然
で
あ
つ
て
、
行
爲
時
法
に
よ
つ

て
既
に
成
立
し
た
刑
罰
擢
の
効
果
で
あ
る
刑
罰
は
、
そ
の
後
に
お
け
る
大
赦
又
は
法
令
に
因
つ
て
特
に
清
滅
慶
止
さ
れ
な
い
限
り
、
存
績
す
る
の

は
當
り
前
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
銃
砲
火
藥
類
取
締
法
並
び
に
同
法
施
行
規
則
は
、
本
件
犯
罪
後
も
何
等
慶
止
叉
は
攣
更
さ
れ
る
こ

と
な
く
し
て
存
績
し
、
こ
と
に
昭
和
二
五
年
五
月
四
日
法
律
一
四
九
號
火
藥
類
取
締
法
は
、
そ
の
附
則
に
お
い
て
、
銃
砲
火
藥
類
取
締
法
を
駿
止

す
る
と
共
に
、
新
法
施
行
前
に
し
た
行
爲
に
封
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
從
前
の
例
に
よ
る
旨
規
定
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
多
数
読

が
失
効
し
た
と
構
す
る
奮
法
施
行
規
則
四
五
條
（
二
二
條
）
に
相
當
す
る
新
法
四
九
條
（
同
條
二
號
、
二
一
條
）
の
規
定
は
、
そ
の
刑
罰
を
却
つ
て
強

化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
假
に
、
多
藪
読
の
い
う
が
ご
と
く
施
行
規
則
二
二
條
に
違
反
し
同
規
則
四
五
條
に
該
當
す
る
罰
則
の
部
分
が
自

然
に
失
効
し
た
と
し
て
も
、
立
法
者
が
臨
に
成
立
し
た
刑
罰
を
慶
止
す
る
意
思
な
ど
は
到
底
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
從
つ
て
多

数
詮
が
こ
れ
を
奮
刑
訴
三
六
三
條
二
號
に
該
當
す
る
と
剣
断
す
る
こ
と
自
髄
が
訴
訟
法
の
解
繹
を
誤
つ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
更
に
、
前
記
昭
和
二
八
年
七
月
二
二
日
の
最
高
裁
の
劃
決
の
後
に
お
い
て
も
、
昭
和
二
八
年
一
二
月
一
六
日
の
爾
到
決
（
昭
和
二
七
年
（
あ
）

六
六
九
號
、
刑
集
七
・
一
二
二
西
五
七
、
及
び
昭
和
二
七
年
（
あ
）
二
二
二
六
號
、
刑
集
同
號
二
五
二
〇
）
に
お
い
て
、
同
じ
四
裁
剣
官
の
意
見
と
し
て
、

昭
和
二
九
年
一
二
月
一
日
到
決
（
刑
集
八
．
コ
丁
一
九
二
）
、
昭
和
三
〇
年
二
月
二
三
日
到
決
（
刑
集
九
．
二
．
三
四
四
）
、
昭
和
三
〇
年
四
月
一

七
日
到
決
（
刑
集
九
・
匠
・
九
四
七
）
及
び
昭
和
三
一
年
一
月
二
五
日
の
爾
到
決
（
昭
和
二
五
年
（
あ
）
一
八
四
八
號
、
刑
集
一
〇
．
一
．
八
九
、
昭
和
二
九



年
（
あ
）
二
ご
三
號
、
刑
集
同
號
一
〇
五
）
等
に
お
い
て
は
、
田
中
、
齋
藤
、
木
村
の
三
裁
剣
官
の
意
見
と
し
て
終
始
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
に
見
た
よ
う
に
、
刑
罰
穫
放
棄
読
は
、
根
本
に
お
い
て
は
行
爲
時
法
主
義
に
立
脚
し
、
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
成
立
し
た
刑
罰
権

は
、
法
令
に
よ
つ
て
明
示
叉
は
獣
示
的
に
放
棄
さ
れ
な
い
限
り
、
假
令
刑
罰
法
令
が
行
爲
後
漕
滅
し
て
も
な
お
存
績
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
そ

の
主
張
良
饅
に
お
い
て
明
胃
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
關
蓮
し
て
、
い
わ
ゆ
る
コ
別
の
、
慶
止
」
，
の
場
合
に
事
。
刑
法
六
條
が
適
用
さ
れ
る
蓑
ど

う
か
の
問
題
ボ
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
特
に
齋
藤
裁
到
官
は
、
前
記
昭
和
二
八
年
七
月
二
二
日
の
劃
例
中
に
お
い
て
、
附
加
意
見
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
論
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

『
刑
法
六
條
は
、
實
饅
珊
法
上
行
爲
時
法
を
適
用
す
る
の
が
嘗
然
で
あ
つ
て
、
新
法
を
遡
及
適
用
す
べ
き
で
な
い
原
則
に
封
し
、
犯
罪
者
に
封
す

る
恩
恵
上
一
大
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
立
法
趣
旨
に
照
し
こ
れ
を
狭
く
嚴
格
に
解
す
べ
く
、
廣
ぐ
類
推
し
て
解
繹
す
ぺ
、
き
で
な

い
ビ
と
は
い
ヲ
ま
で
も
な
い
。
同
條
は
、
そ
の
法
文
上
明
ら
か
な
よ
う
に
、
軍
に
、
「
犯
罪
後
ノ
法
律
二
因
リ
刑
ノ
攣
更
ア
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
ノ

輕
キ
モ
ノ
ヲ
適
用
ス
」
と
規
定
し
て
犯
罪
行
爲
時
法
の
刑
が
犯
罪
後
の
法
律
に
因
り
墜
更
さ
れ
た
と
き
に
限
り
規
定
し
た
に
止
り
、
ド
イ
ッ
藷
刑

法
二
條
二
項
の
よ
う
に
犯
罪
の
時
か
ら
劃
決
言
渡
の
時
ま
で
の
間
い
や
し
く
も
實
艦
刑
法
規
定
の
攣
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
犯
罪
者
に
最
も
有
利

な
結
果
を
生
ず
べ
き
一
切
の
規
定
を
適
用
す
る
趣
旨
の
規
定
で
は
な
く
、
ま
た
ド
イ
ッ
刑
法
二
條
a
二
項
後
段
の
よ
う
に
行
爲
當
時
、
の
「
刑
罰
、
法
規

が
到
、
決
言
渡
の
時
に
慶
止
さ
れ
又
ぱ
，
溝
滅
し
た
場
合
に
ヤ
そ
の
法
規
を
適
用
し
な
い
で
無
罪
た
ら
し
め
る
趣
旨
の
實
髄
法
規
噂
も
な
り
』
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
刑
罰
穫
放
棄
読
に
封
し
て
反
論
を
敢
て
し
た
の
は
眞
野
裁
剣
官
で
あ
つ
た
。
同
裁
到
官
は
右
の
到
決
に
お
い
て
、
多
数
意
見
に
組

し
、
そ
の
補
足
意
見
と
し
て
、
ま
ず
、
刑
法
六
條
と
刑
訴
三
三
七
條
二
號
、
四
一
一
條
五
號
等
の
諸
規
定
は
、
そ
れ
ぞ
れ
實
髄
面
と
手
績
面
か
ら

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
互
に
密
接
な
關
蓮
が
あ
る
か
ら
綜
合
し
て
統
一
的
な
解
繹
を
打
立
て
る
こ
と
を
要
す
る
と
前
提
し
て
、
『
憲
法
の

原
則
と
な
つ
て
い
る
罪
刑
法
定
主
義
か
ら
い
え
ば
、
犯
罪
後
制
定
さ
れ
た
刑
罰
法
規
を
適
用
し
て
人
を
塵
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
犯
罪
者
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に
封
し
て
は
犯
罪
時
に
現
存
す
る
刑
罰
法
規
を
適
用
し
て
、
虚
罰
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
犯
罪
後
裁

鋼
時
迄
の
間
に
刑
を
定
め
て
い
る
刑
罰
法
規
の
攣
更
に
よ
つ
て
、
刑
が
輕
く
攣
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
攣
更
後
の
同
種
犯
罪
者
に
封
し
て
は
輕
い

珊
を
定
め
た
新
刑
罰
法
規
が
適
用
さ
れ
る
の
に
比
し
、
從
前
の
犯
罪
者
に
封
し
て
は
重
い
刑
を
定
め
た
奮
刑
罰
法
規
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
不
穫

衡
が
生
ず
る
。
こ
の
不
構
衡
を
取
除
き
、
公
李
に
、
從
前
の
犯
罪
者
に
封
し
て
も
輕
い
新
刑
罰
法
規
を
適
用
す
る
よ
う
に
定
め
た
の
が
刑
法
六
條

の
趣
旨
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
刑
法
六
條
は
、
公
李
庭
罰
の
見
地
か
ら
、
被
告
人
の
利
盆
の
た
め
に
罪
刑
法
定
主
義
と
密
接
な
關
係
を
有
す
る
行
爲

時
法
主
義
（
不
遡
及
の
原
則
）
の
一
つ
の
例
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
…
…
珊
の
慶
止
に
つ
い
て
刑
法
六
條
の
適
用
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、

多
少
の
議
論
は
あ
る
が
、
刑
の
慶
止
は
、
同
條
に
い
わ
ゆ
る
刑
の
攣
更
の
最
も
輕
い
極
限
に
當
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
當
然
に
同
條
の
適
用
を
見

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
刑
法
六
條
の
「
刑
の
攣
更
」
の
中
に
は
、
狭
義
の
刑
の
攣
更
と
珊
の
塵
止
（
刑
訴
四
二
條
五
號
）
を
含
む
と
解
す

る
を
相
當
と
す
る
。
（
刑
の
慶
止
に
は
、
珊
の
鍵
莫
の
痢
法
六
條
の
精
満
を
類
推
ず
る
と
い
蔭
の
は
、
い
さ
さ
か
丈
字
に
擁
卸
職
た
感
が
お
る
。
ま
た
刑
の
慶
止
は

憂
更
と
は
質
が
異
る
か
ら
、
同
條
の
適
用
が
な
い
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
親
念
的
な
物
の
考
え
方
で
あ
る
。
共
に
賛
同
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
）
そ
こ
で
刑
⑳
慶
止

が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
も
は
や
刑
罰
法
規
は
存
在
し
な
い
法
律
状
態
と
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
に
述
べ
た
公
李
・
恩
恵
・
寛
容
・
仁
愛
・
慈

悲
の
精
紳
に
よ
つ
て
、
從
前
の
犯
罪
者
も
庭
罰
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
な
け
れ
ば
、
無
罪

と
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
冤
訴
と
す
べ
き
か
は
多
少
問
題
と
し
て
疑
間
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
刑
訴
三
三
七
條
二
號
（
奮
刑
訴
三
六
三
條
二

號
）
は
明
文
を
も
つ
て
こ
の
疑
問
に
．
解
決
を
與
え
る
た
め
、
「
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
」
は
、
到
決
で
菟
訴
を
言
渡
す
べ
き

も
の
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
』
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
右
の
よ
う
に
論
じ
た
後
、
本
件
に
お
け
る
棄
却
読
に
つ
い
て
詳
細
な
反
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
霜
の
う
ち
特
に
刑
罰

構
放
棄
読
に
關
す
る
部
分
の
み
を
見
る
と
、
O
棄
却
読
は
刑
罰
法
規
が
塵
止
さ
れ
て
も
、
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
既
に
嚢
生
し
た
刑
罰
穫
は
、
特
に

明
示
叉
倣
獣
示
に
よ
つ
て
放
棄
の
意
思
の
表
現
が
な
い
限
り
浩
滅
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
從
前
の
行
爲
に
鍬
す
る
罰



則
の
適
用
に
つ
い
て
は
從
前
の
例
に
よ
る
、
と
い
つ
た
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
全
く
無
意
味
で
あ
り
不
必
要
で
あ
る
こ
と
、
⇔
假
令
刑
罰

法
令
が
な
く
な
つ
て
も
從
前
の
犯
罪
に
封
す
る
刑
罰
穫
は
、
法
令
に
よ
り
明
示
叉
は
獣
示
の
放
棄
の
な
い
限
り
、
存
在
し
冤
訴
に
な
ら
な
い
と
す

る
こ
と
は
、
前
述
の
刑
法
六
條
の
立
法
趣
旨
を
全
く
誤
解
し
て
い
る
こ
と
、
目
棄
却
読
は
、
從
前
の
犯
罪
に
鍬
し
て
嚢
生
し
た
刑
罰
槽
は
、
特
に

明
示
又
は
獣
示
に
よ
る
そ
の
放
棄
の
な
い
限
り
、
冤
訴
す
べ
き
で
な
い
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
從
前
の
犯
罪
に
野
す
る
刑
罰
櫨
を
放
棄

す
る
法
律
が
設
け
ら
れ
る
場
合
に
は
、
大
赦
令
に
よ
る
大
赦
と
同
様
な
こ
と
が
、
そ
の
法
律
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
普
通
の

大
赦
令
に
よ
る
大
赦
は
政
令
匿
基
い
て
行
わ
れ
る
が
、
前
記
の
場
合
に
は
法
律
に
基
い
て
赦
勇
が
行
わ
れ
る
と
い
う
差
が
あ
る
だ
け
の
ご
と
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
む
し
ろ
大
赦
に
關
す
る
刑
訴
三
三
七
條
三
號
及
び
四
一
一
條
五
號
後
段
の
規
定
が
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
從
つ
て
刑

の
魔
止
に
關
す
る
刑
訴
三
三
七
條
二
號
、
四
二
條
五
號
前
段
の
規
定
は
適
用
さ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
黙
で
棄
却
論
は
法

律
に
よ
る
赦
冤
と
刑
の
慶
止
に
よ
る
赦
冤
と
を
混
同
し
て
い
る
過
ち
を
犯
し
て
い
る
こ
と
、
四
棄
却
読
は
限
時
法
の
理
論
を
持
ち
出
し
て
い
る

が
、
限
時
法
の
理
論
は
、
刑
の
慶
止
が
あ
つ
て
も
冤
訴
せ
ず
、
從
前
の
例
に
よ
つ
て
虚
罰
す
る
と
い
う
の
で
あ
つ
て
、
刑
の
慶
止
に
よ
る
菟
蔀
の

一
例
外
を
認
め
る
た
め
に
案
出
さ
れ
た
刑
法
理
論
で
あ
り
刑
の
駿
止
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
は
限
時
法
の
理
論
を
適
用
す
る
飴
地
は
全
く
な
い
。

棄
却
読
が
前
段
の
読
明
に
お
い
て
は
、
刑
の
慶
止
は
な
い
の
だ
と
い
い
、
後
段
の
読
明
に
お
い
て
は
、
限
時
法
に
屡
す
る
と
い
つ
て
い
る
の
ば
、

前
後
矛
盾
す
る
理
由
を
主
張
す
る
誤
り
が
あ
る
こ
煮
等
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
眞
野
裁
到
官
の
反
駁
に
封
し
て
、
は
げ
し
い
感
酬
が
、
前
記
昭
和
二
八
年
｝
二
月
ニ
ハ
日
の
爾
剣
決
（
い
ず
れ
も
刑
集
七
巻
二
一

號
所
載
）
に
お
い
て
齋
藤
裁
到
官
の
附
加
意
見
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
論
旨
は
、
右
爾
到
決
に
お
い
て
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
論
旨
は
主
と
し
て
刑
法
六
條
に
關
す
る
眞
野
裁
鋼
官
の
見
解
に
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
ご
と
く
、
ま
ず
、
既
に
齋
藤
裁
鋼
官
が
昭
和
二
八
年

七
月
ニ
ニ
日
の
到
例
中
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
と
同
趣
旨
の
見
解
を
再
読
し
た
上
（
本
稿
四
九
ー
五
〇
頁
滲
照
）
、
特
に
、
刑
の
慶
止
は
、
刑
法
六

條
に
い
わ
ゆ
る
刑
の
墜
更
の
最
も
輕
い
極
限
に
営
る
か
ら
、
同
條
の
刑
の
攣
更
の
中
に
は
狭
義
の
刑
の
攣
更
と
刑
の
慶
止
（
刑
訴
四
二
條
五
號
）

　
　
　
　
刑
の
慶
止
の
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
一
七
七
一
）



　
　
　
刑
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慶
止
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性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
　
（
一
七
七
二
）

の
爾
者
を
含
む
も
の
と
す
る
読
を
駁
し
て
、
『
六
條
は
そ
の
明
文
の
示
す
と
お
の
、
刑
の
攣
更
の
場
合
に
限
り
輕
い
法
律
を
遭
用
す
る
と
い
う
法

律
適
用
に
闘
す
る
規
定
で
あ
つ
て
、
實
饅
刑
法
を
適
用
し
な
い
で
無
罪
叉
は
冤
訴
を
す
る
場
合
の
規
定
で
は
な
い
。
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
刑

り
慶
止
と
刑
の
攣
更
と
を
明
確
に
優
別
し
て
規
定
し
、
爾
者
と
も
控
訴
理
由
若
し
く
は
上
告
審
に
お
け
る
職
櫨
破
棄
事
由
と
な
つ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
刑
の
愛
更
の
場
合
は
冤
訴
の
事
由
と
は
な
ら
な
い
。
從
つ
て
刑
法
六
條
の
刑
の
攣
更
が
刑
訴
三
三
七
條
二
號
又
は
四
二
條
五
號
中
の
刑
の

廣
止
を
含
ま
な
い
こ
と
は
、
法
文
上
一
勲
の
疑
も
な
い
。
』
と
し
、
更
に
、
刑
を
規
定
し
た
刑
罰
法
規
が
將
來
に
向
つ
て
失
効
し
た
と
思
わ
れ
る

場
合
に
、
刑
法
六
條
を
類
推
適
用
し
て
刑
の
慶
止
が
あ
つ
た
と
す
る
こ
と
の
當
否
に
論
及
し
て
『
刑
法
六
條
は
、
理
論
上
當
然
の
規
定
で
は
な

く
」
論
者
の
い
う
が
ご
と
く
、
從
前
の
犯
罪
者
に
封
す
る
恩
恵
、
寛
容
、
仁
愛
、
慈
悲
の
糟
紳
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
敢
て
争
わ
な
い
。

（
但
し
こ
こ
で
同
裁
剣
官
は
眞
野
裁
到
官
が
こ
の
中
に
公
革
を
加
え
て
い
る
こ
と
を
根
擦
な
き
狸
籔
で
あ
る
と
す
る
。
）
し
か
し
、
元
來
珊
を
規
定
し
た
刑
罰
法

規
そ
の
も
の
の
慶
止
又
は
失
効
の
動
機
又
は
理
由
は
、
必
ず
し
も
從
前
の
犯
罪
者
に
封
す
る
恩
恵
的
精
紳
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
動
機
叉

は
理
由
は
、
或
い
は
立
法
者
の
側
に
お
け
る
法
的
観
念
、
刑
法
的
債
値
鋼
断
に
攣
更
を
生
じ
、
從
前
認
め
ら
れ
て
い
た
刑
罰
法
上
の
可
罰
牲
を
認

む
べ
き
で
な
い
と
す
る
よ
う
な
場
合
も
あ
り
、
或
い
は
箪
な
る
事
情
の
憂
更
乃
至
時
間
の
経
過
に
因
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
場
合
も
あ
る
の
で
あ

る
。
前
の
場
合
に
は
そ
の
法
規
失
効
の
理
由
に
鑑
み
同
時
に
既
成
の
刑
罰
を
慶
止
し
、
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
麩
嚢
生
、
…
成
立
U
だ
刑
罰
樒
を
も

同
時
，
に
放
棄
U
，
馨
窟
類
　
　
　
養
く
4
は
護
い
が
、
後
の
場
合
に
は
か
か
る
類
推
や
推
定
を
詐
す
愛
當
性
が
な
い
。

從
つ
て
後
の
場
合
は
、
罪
刑
法
定
主
義
當
然
の
約
束
に
從
つ
て
、
行
爲
時
法
に
從
い
可
罰
性
を
認
め
行
爲
時
法
所
定
の
刑
罰
を
科
す
る
の
が
當
り

前
で
あ
る
。
』
と
し
、
獅
乙
刑
法
二
條
a
第
二
項
後
段
の
よ
う
な
規
定
の
な
い
わ
が
刑
法
六
條
の
解
繹
に
お
い
て
猫
乙
法
と
同
様
の
結
論
を
と
る

論
者
こ
そ
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
刑
法
六
條
の
立
法
趣
旨
を
全
く
誤
解
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
原
則
と
例
外
と
を
顛
倒
し
た
見
解
で
あ
る
、

と
評
し
、
な
お
、
放
棄
読
を
是
認
す
る
な
ら
ば
、
「
奮
法
令
慶
止
前
に
し
た
行
爲
に
封
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
從
前
の
例
に
よ
る
」

と
い
つ
た
よ
う
な
規
定
は
無
意
味
に
な
る
と
い
う
黙
に
つ
い
て
は
、
こ
の
種
の
規
定
は
、
軍
に
法
令
の
慶
止
が
將
來
に
向
つ
て
そ
の
効
力
を
及
ぼ



し
、
既
成
の
効
果
を
慶
止
し
な
い
と
い
う
注
意
的
な
規
定
で
あ
つ
て
、
刑
罰
法
令
の
適
用
は
到
決
時
法
に
よ
る
と
の
原
則
を
示
し
た
も
の
で
は
な

い
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
刑
罰
椹
放
棄
読
を
め
ぐ
る
論
雫
黙
の
主
要
な
も
の
は
蓋
き
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
後
の
到
例
に
お
い
て
も
、
刑
罰
椹

放
棄
読
に
基
く
主
張
は
、
鍛
次
の
到
例
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
右
の
到
例
を
引
用
す
る
に
止
ま
つ
て
い
る
。
そ
こ
で
今
右
に
述

べ
た
論
黙
を
要
約
し
て
見
る
と
大
健
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
e
　
刑
罰
法
令
慶
止
読
は
、
刑
訴
三
三
七
條
二
號
．
同
三
八
三
條
二
號
、
同
四
一
一
條
五
號
に
い
わ
ゆ
る
「
刑
の
慶
止
」
と
は
刑
罰
法
令
の
塵

止
（
失
効
の
場
合
を
含
め
て
）
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
刑
罰
穫
放
棄
読
は
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
行
爲
時
の
法
律
に
よ
り
既
に
襲
生
、
成
立
し
た
刑
罰

椹
を
放
棄
す
る
國
家
慧
思
が
法
令
に
よ
つ
て
明
示
叉
は
獣
示
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
き
を
い
う
も
の
と
す
る
。
も
つ
と
も
後
者
に
あ
つ
て
も
、

あ
る
行
爲
に
封
し
刑
罰
穂
を
濃
生
せ
し
め
た
刑
罰
法
規
が
行
爲
後
慶
止
さ
れ
ま
た
は
浩
滅
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
屡
止
叉
は
消
滅
の
理
由
い
か
ん

に
よ
つ
て
曙
黙
に
翫
に
叢
生
し
た
刑
罰
椹
を
放
棄
し
た
と
認
め
得
る
場
合
が
あ
り
、
こ
と
に
そ
の
理
由
が
立
法
者
の
側
に
お
け
る
法
的
観
念
、
刑

法
的
債
値
到
断
に
攣
更
を
生
じ
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
は
、
そ
の
慶
止
と
同
時
に
既
成
の
刑
罰
椹
を
曙
獣
に
放
棄
し
た
も
の
と
推
定
し
得
る
も
の

と
す
る
か
ら
、
多
く
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
理
論
の
適
用
の
結
果
の
み
か
ら
見
れ
ぱ
、
通
例
同
一
に
締
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で

は
な
く
、
現
に
上
來
述
べ
た
到
例
に
お
い
て
は
、
多
数
意
見
が
免
訴
の
緒
論
を
幽
し
て
い
る
の
に
封
し
て
、
こ
の
刑
罰
穫
放
棄
読
に
塞
い
て
上
告

棄
却
設
（
原
審
の
有
罪
剣
決
支
持
）
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
⇔
論
黙
の
二
は
、
裁
到
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
の
は
行
爲
時
法
か
裁
到
時
法
か
の
間
題
及
び
荊
法
六
條
に
關
す
る
間
題
で
あ
る
。
法
令
慶
止

読
が
、
裁
到
時
法
主
義
を
と
る
か
、
ま
た
は
行
爲
時
法
主
義
の
原
則
は
認
め
つ
つ
も
、
刑
法
六
條
に
よ
り
、
珊
の
攣
更
の
場
合
と
同
様
刑
の
慶
止

の
場
合
に
も
輕
き
裁
到
時
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
に
封
し
、
刑
罰
穫
放
棄
読
は
、
行
爲
時
法
主
義
に
立
脚
し
、
刑
法
六
條
は
箪
に
刑
の
攣
更
が
あ

る
場
合
の
規
定
で
、
刑
罰
法
令
の
駿
止
の
場
合
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
．
し
た
が
つ
て
行
爲
時
に
よ
る
既
饗
の
刑
罰
穫
は
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
國
家
意
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恩
が
表
現
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
存
績
す
る
も
の
と
す
る
。

　
以
上
e
⇔
が
主
要
な
論
勲
で
あ
る
が
、
な
お
こ
れ
に
附
随
し
て
、
日
「
從
前
の
行
爲
に
封
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
從
前
の
例
に
よ
る
」

と
い
つ
た
趣
旨
の
規
定
の
意
味
い
か
ん
、
放
棄
読
に
よ
る
場
合
刑
の
慶
止
と
大
赦
と
は
い
か
に
異
る
か
、
放
棄
読
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
限
時
法

は
い
か
な
る
意
味
を
有
す
る
か
等
が
問
題
と
な
つ
て
い
る
。

　
以
下
に
お
い
て
私
は
、
右
の
諸
黙
に
つ
い
て
検
討
し
私
見
を
述
べ
て
見
度
い
と
思
う
。

　
ま
ず
刑
の
慶
止
と
い
う
こ
と
を
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
と
考
え
る
か
、
既
彊
饒
成
の
刑
罰
穫
の
放
棄
と
見
る
か
の
黙
で
あ
る
が
、
そ
れ
自
饅
と
し

て
は
い
ず
れ
も
可
能
な
考
え
方
で
あ
る
と
思
う
。
刑
罰
法
令
に
つ
い
て
そ
の
慶
止
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
刑
罰
構
の
放
棄
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
い
う
刑
罰
構
と
い
う
の
は
具
燈
的

犯
罪
事
實
に
基
い
て
國
家
に
震
生
す
る
刑
罰
穫
す
な
わ
ち
具
髄
的
刑
罰
檬
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
既
に
襲
生
し
て
い
る
と
考
え

ま
た
そ
の
放
棄
を
認
め
る
こ
と
は
、
例
え
ば
、
．
民
法
上
の
不
法
行
爲
が
あ
れ
ば
、
被
害
者
か
ら
加
害
者
そ
の
他
に
鍬
し
損
害
賠
償
債
穫
が
震
生

し
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
権
利
の
放
棄
を
認
め
得
る
と
同
様
、
法
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
我
々
が
穫
利
の
嚢
生
轟
成
立
を
考
え
る
の
は
、
當
の
法
律
的
事
實
に
封
し
て
法
的
評
債
を
行
う
か
ら
で
あ
つ
て
、
法
的

評
慣
を
離
れ
て
は
、
穫
利
の
襲
生
も
成
立
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
黙
で
椹
利
の
襲
生
、
成
立
は
、
も
の
の
物
理
的
な
畿
生
、
成
立
パ
例
え
ば
、
工

事
の
竣
工
に
よ
つ
て
建
物
が
出
來
上
る
よ
う
に
）
と
は
全
く
異
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、
「
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
一
旦
襲
生
、
成
立
し
た
刑

罰
権
は
、
特
に
そ
れ
が
放
棄
さ
れ
な
い
限
り
存
績
す
る
の
は
當
り
前
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
一
且
工
事
に
よ
つ
て
出
來
上
つ
た
建
物
は
人

力
叉
は
自
然
力
に
よ
つ
て
破
壊
さ
れ
な
い
限
り
存
績
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
云
い
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
行
爲
の
行
爲
時
法
に
よ
る
評
債
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
お
り
、
特
に
清
滅
原
因
が
な
い
限
り
一
且
襲
生
し
た

刑
罰
権
は
消
滅
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
前
提
の
下
に
お
い
て
の
み
去
い
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
刑
罰
穫
放
棄
読
は
、



行
爲
時
法
主
義
と
密
接
に
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
（
こ
の
鮎
は
放
棄
説
自
身
が
繰
り
返
し
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
、
し
か
も
放
棄
読

を
理
論
的
に
基
礎
づ
け
る
た
め
に
は
、
軍
に
行
爲
は
行
爲
の
時
の
法
律
に
よ
つ
て
評
慣
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
の
行
爲
時
法
に
よ

つ
て
評
債
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
爲
後
の
刑
罰
法
令
の
慶
止
に
よ
つ
て
何
等
の
影
響
を
も
受
け
る
こ
と
が
な
い
、
す
な
わ
ち
、
行
爲
に
封
す
る

刑
罰
法
的
評
償
は
、
飽
く
ま
で
も
行
爲
時
の
法
律
に
よ
る
べ
き
も
の
で
、
事
後
に
お
け
る
行
爲
時
法
の
慶
止
消
滅
に
よ
つ
て
何
等
影
響
を
受
け
る

こ
と
が
な
い
と
い
う
迄
の
結
び
つ
き
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
論
議
は
飛
法
六
條
の
解
繹
に
移
行
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
假
り
に
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
、

刑
法
六
條
の
適
用
な
り
類
推
な
り
に
よ
つ
て
、
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
評
慣
す
べ
き
で
な
く
、
裁
鋼
時
法
に
よ
つ
て
評
債
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
刑
の
慶
止
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
行
爲
時
法
は
そ
の
評
贋
的
機
能
を
果
し
得
な
く
な
り
、
む
し
ろ
刑
罰
穫
は
最
初
よ
り
襲
生

し
な
い
か
叉
は
少
く
と
も
刑
罰
法
令
の
慶
止
が
あ
つ
た
と
ぎ
に
浩
滅
す
る
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
あ
た
か
も
、
重
い
刑
を
定
め
た
刑
罰
法
令
が

輕
く
攣
更
さ
れ
た
場
合
に
、
重
い
行
爲
時
法
で
は
な
く
、
輕
い
裁
剣
時
法
の
み
が
刑
罰
穫
の
範
園
を
定
め
る
規
準
と
な
る
と
考
え
る
か
父
は
少
く

と
も
重
い
法
律
に
よ
つ
て
嚢
生
し
た
刑
罰
権
が
輕
い
法
律
に
よ
る
刑
罰
穰
に
攣
更
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
到
時
法
主
義
を
と
れ
ば
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
、
假
り
に
、
行
爲
時
法
主
義
を
と
つ
て
「
行
爲
は
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
評

贋
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
原
則
を
承
認
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
例
外
（
行
爲
時
法
主
義
か
ら
云
え
ぱ
）
と
し
て
刑
法
六
條
の
規
定
が
設
け
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
モ
　
ヨ
　
じ
じ
　
き
ミ
ヨ
ヒ
き
き
ユ
ビ
ぎ
ノ

て
い
る
限
り
、
も
し
こ
れ
が
、
刑
罰
響
適
用
交
ば
　
　
、
　
　
　
　
y
　
弥
力
　
を
　
　
翻
ホ
壱
季
　
が
彦
稜
省
、
な
い
こ
と

泌
箋
、
剛
爽
嚢
刑
の
魔
遣
ば
刑
罰
槽
り
．
放
棄
で
あ
る
ε
，
聴
弓
轟
叢
燦
る
が
蔦
｛

，
笥

　
そ
こ
で
、
刑
法
六
條
が
刑
罰
法
令
塵
止
の
場
合
に
、
適
用
又
は
類
推
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
學
読
は
や
は
り
二
つ
に
分
れ
て
い

る
。
例
え
ぱ
、
適
用
あ
り
と
す
る
も
の
に
、
定
塚
・
限
時
法
・
刑
事
法
講
座
一
雀
九
六
ー
九
七
頁
、
木
村
・
讃
本
全
訂
新
版
四
四
ー
画
五
頁
、
類
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推
す
べ
し
と
す
る
も
の
に
市
川
・
総
論
五
咽
九
頁
等
が
あ
る
。
團
藤
・
刑
法
二
八
ー
二
九
頁
は
、
刑
法
六
條
の
読
明
の
箇
所
に
お
い
て
、
刑
の
輕

重
あ
る
場
合
の
次
に
「
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
つ
て
裁
到
時
ま
で
に
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
は
、
む
ろ
ん
塵
罰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
訴
訟
法
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
ギ

に
は
、
こ
の
ば
あ
い
に
は
菟
訴
の
鋼
決
が
言
渡
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
て
お
り
、
他
方
教
授
は
、
刑
の
慶
止
、
大
赦
等
の
場
合
に
は
、
刑

罰
穫
ま
で
漕
滅
す
る
も
の
と
解
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
恐
ら
く
は
、
六
條
の
適
用
か
類
推
を
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
と
反
封
に
、
適
用

な
し
と
す
る
も
の
に
は
、
植
松
・
概
論
九
六
頁
、
宮
崎
・
総
論
四
八
頁
等
が
あ
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
後
に
お
い
て
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
ど
う
虞
罰
す
る
か
は
、
立
法
政
策
上
の
間
題
と
し
て
は
、
い
か

よ
う
に
も
な
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
刑
の
攣
更
の
場
合
と
同
様
に
取
扱
う
こ
と
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
若
干
異
つ
た
取
扱
い
を
す
る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ
る
。
刑
の
饗
更
の
場
合
と
刑
の
慶
止
の
場
合
と
を
同
様
に
取
扱
い
、
共
に
既
に
行
わ
れ
た
行
爲
を
新
し
い
規
定
乃
至
新
し
い
法
律

に
依
擦
し
て
評
慣
し
な
け
れ
ば
胤
ら
な
い
と
す
る
理
論
的
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
珊
が
輕
く
攣
更
さ
れ
る
場
合
の
極
限
は
全
く
刑

が
科
せ
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
一
磨
承
認
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
5
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
刑
が
輕
く

饗
更
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
輕
い
新
法
が
適
用
さ
れ
る
以
上
、
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
た
場
合
に
も
、
新
法
す
な
わ
ち
こ
れ
が
慶
止
さ
れ
た
法
律
状

態
に
よ
つ
て
刑
罰
構
の
有
無
を
到
漸
し
、
刑
罰
穫
が
獲
生
し
な
か
つ
た
も
の
叉
は
一
旦
稜
生
し
た
刑
罰
穫
が
清
滅
す
る
も
の
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
、
と
す
る
こ
と
は
、
飛
躍
で
あ
る
。

　
齋
藤
裁
剣
官
は
、
前
述
の
所
論
の
中
で
、
猫
乙
刑
法
二
條
a
の
規
定
を
學
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
そ
の
前
段
に
お
い
て
、
裁
剣
時
に

お
い
て
行
爲
時
よ
り
も
輕
い
法
律
が
効
力
を
有
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
輕
い
法
律
が
適
用
さ
る
べ
き
も
の
と
す
る
と
同
時
に
、
別
に
そ
の
後
段
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
り
　
　
ち
　
　
へ
　
　
ち
　
　
め
　
　
ち
　
　
ち
　
　
じ
　
　
し

お
い
て
、
行
爲
が
裁
到
時
に
お
い
て
最
早
罰
せ
ら
れ
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
を
腱
罰
し
な
い
こ
と
を
得
る
旨
を
定
め
た
も
の
で
あ
つ
て
、

こ
の
よ
う
な
立
法
も
理
論
的
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
も
っ
と
も
、
こ
の
條
丈
は
一
九
蓋
三
年
八
月
の
改
正
に
よ
つ
て
創
除
さ
れ
、
現
在

は
二
條
二
項
に
お
い
て
「
刑
は
行
爲
の
時
に
効
力
あ
る
法
律
に
よ
つ
て
定
ま
る
。
爲
さ
れ
た
行
爲
の
時
か
ら
そ
の
到
決
の
冒
渡
に
至
る
ま
で
の
法
律
に
差
異
あ
る
と



き
は
、
最
も
輕
い
法
律
を
適
用
す
る
」
と
定
め
、
今
日
濁
乙
の
通
説
は
、
行
爲
後
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
た
揚
合
に
も
こ
の
幾
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
と
解
し
て
い

る
）
。

　
か
く
し
て
私
は
、
結
局
間
題
は
刑
罰
法
令
の
慶
止
に
つ
い
て
我
現
行
法
が
い
か
な
る
建
前
を
と
つ
て
い
る
か
の
貼
に
あ
る
も
め
と
考
え
る
の
で

あ
る
。

　
ま
ず
、
刑
法
六
條
は
、
刑
罰
法
令
が
駿
止
さ
れ
た
場
合
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
と
解
す
る
根
擦
と
し
て
、
第
一
に
同
條
が
、
「
刑
ノ
攣
更

ア
リ
タ
ル
ト
キ
」
と
規
定
し
て
い
る
黙
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
刑
ノ
憂
更
」
と
は
讃
ん
で
字
の
如
く
、
刑
が
攣
更
さ
れ
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
．
刑
罰
法

令
自
饅
の
慶
止
で
は
な
い
、
と
い
う
黙
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
文
理
解
繹
と
し
て
一
つ
の
論
擦
で
あ
る
こ
と
は
孚
え
な
い
が
、
六
條
の
立

法
精
紳
か
ら
事
を
論
じ
て
行
け
ば
、
少
く
と
も
、
六
條
を
荊
罰
法
令
塵
止
の
場
合
に
類
推
す
べ
し
と
す
る
読
に
封
し
て
は
、
反
封
論
擦
と
し
て
薄

弱
で
あ
る
こ
と
を
冤
れ
な
い
。

　
論
擦
の
第
二
は
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
、
六
條
を
適
用
し
ま
た
は
類
推
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
黙
で
あ
る
。
六
條
は

「
其
ノ
輕
キ
モ
ノ
ヲ
適
用
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
刑
罰
法
令
慶
止
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
適
用
す
べ
き
法
規
が
無
く
な
つ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
、
適
用
も
類
推
も
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
六
條
の
精
紳
か
ら
立
論
し
て
行
け
ば
、
少
く
と
も
、
類
推
適
用

を
主
張
す
る
読
に
封
し
て
は
有
力
な
反
駁
と
は
な
り
得
な
い
。
た
し
か
に
慶
止
さ
れ
た
刑
罰
規
定
は
、
こ
れ
を
適
用
し
よ
う
が
な
い
の
で
は
あ
る

が
、
今
や
刑
法
に
、
當
該
行
爲
を
塵
罰
す
る
旨
の
規
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
行
爲
を
無
罪
と
評
慣
す
る
こ
と
は
、
で
き
る
筈
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
少
く
と
も
、
六
條
の
類
推
を
認
め
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
不
當
と
評
す
る
こ
と
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
第
三
に
、
若
し
刑
罰
法
令
が
塵
止
さ
れ
た
場
合
に
つ
き
、
刑
法
六
條
の
適
用
又
は
類
推
適
用
を
認
め
る
な
ら
ば
、
立
法
者
の
側
に
お
け
る
法
的

観
念
、
刑
法
的
債
値
到
断
に
饗
更
を
生
じ
た
た
め
で
は
な
く
、
輩
な
る
事
情
の
攣
更
や
時
間
の
経
過
に
因
つ
て
法
令
の
塵
止
消
滅
が
生
じ
た
場
合

に
不
當
な
結
果
を
生
ず
る
と
い
う
貼
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
限
時
法
を
認
め
る
限
り
さ
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
十
分
な
根
擦
と
は
な
り
得
な
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い
と
思
わ
れ
る
。

　
か
く
し
て
、
刑
法
の
規
定
の
み
を
基
礎
と
し
て
事
を
論
ず
る
限
り
、
以
上
何
れ
の
論
擦
も
そ
れ
の
み
で
は
、
六
條
適
用
論
叉
は
類
推
適
用
論
に

封
し
て
決
定
的
な
反
封
論
擦
と
な
り
得
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
一
方
適
用
論
又
は
類
推
適
用
論
の
側
に
お
い
て
も
、

そ
の
立
論
の
根
櫨
は
、
刑
法
六
條
の
立
法
趣
旨
に
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
犯
罪
後
法
律
が
攣
更
さ
れ
て
刑
が
輕
く
な
つ
た
場
合
に
、
犯
人
の
利
盆
の

た
め
に
、
輕
い
新
法
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
そ
の
立
法
の
精
紳
か
ら
推
す
な
ら
ぱ
、
犯
罪
行
爲
後
そ
の
種
の
行
爲
が
庭
罰
す
べ
き
も
の
で
な
い

と
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
場
合
に
も
、
刑
法
六
條
の
規
定
を
適
用
叉
は
類
推
し
て
塵
罰
し
な
い
こ
と
と
す
る
の
が
適
當
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
以
外

に
は
、
有
力
な
根
擦
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
適
用
論
又
は
類
推
適
用
論
の
側
に
お
け
る
こ
の
論
擦
も
、
決
し
て
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
刑
罰
法
令
慶
止
の
場
合
に
右
六
條
の
規
定
の
適
用
を
認
め
な
け
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
た

立
法
趣
旨
に
反
す
る
と
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
適
用
を
認
め
る
以
外
に
、
立
法
者
の
意
思
に
適
合
し
た
よ
う
な
庭
置
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
假
り
に
六
條
の
適
用
や
類
推
適
用
を
認
め
な
く
と
も
、
立
法
者
が
刑
法
六
條
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
趣
皆
が
達

せ
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
敢
て
六
條
の
適
用
や
類
推
を
主
張
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
ま
ず
、
一
饅
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
、
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
實
燈
法
的
に
は
い
か
な
る

こ
と
を
意
味
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
更
め
て
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
學
者
は
多
く
こ
の
場
合
に
は
「
塵
罰
さ
れ
な
い
」
と
い
う
結
論
を
肯
定

す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
塵
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は
い
か
な
る
意
味
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
こ
こ
で
、
訴
訟
法
の
規
定
に
鰯
れ
る
こ
と
な
く
、
た

だ
、
珊
罰
法
令
塵
止
の
場
合
に
刑
法
六
條
の
適
用
乃
至
類
推
適
用
し
た
な
ら
ば
、
行
爲
の
實
髄
法
的
評
慣
の
結
果
は
ど
う
な
の
か
、
と
い
う
こ
と

の
み
を
問
題
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
答
は
極
め
て
簡
軍
で
あ
つ
て
、
行
爲
は
無
罪
と
評
債
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何

と
な
れ
ば
、
眞
野
裁
鋼
官
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
刑
罰
法
令
の
塵
止
が
あ
れ
ば
、
そ
の
種
の
行
爲
を
罰
す
る
法
規
が
存
在
し
な
い
法
律
状
態
に
な

つ
て
い
る
の
で
あ
り
、
六
條
の
適
用
や
類
推
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
に
こ
の
新
し
い
法
律
厭
態
に
依
擦
し
て
、
既
に
行
わ
れ
た
行
爲
を
評



便
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
六
條
の
「
ソ
ノ
輕
キ
モ
ノ
ヲ
適
用
ス
」
と
い
う
規
定
の
適
用
又
は
類
推
適
用
の
結
果
は
右
以
外
に
は
考
え
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
眞
野
裁
到
官
は
、
他
の
法
律
に
規
定
が
な
け
れ
ば
、
無
罪
と
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
冤
訴
と
す
べ
き
か
は
、
多
少
間
題
と

し
て
疑
問
を
残
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
刑
訴
三
三
七
條
二
號
（
奮
刑
訴
三
六
三
條
二
號
）
は
、
明
文
を
も
つ
て
こ
の
疑
間
に
解
決
を
與
え
る
た
め
、

到
決
で
冤
訴
を
言
渡
す
べ
き
も
の
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
で
は
犯
罪
後
の
刑
罰
法
令
慶
止
の
場

合
に
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
他
に
法
律
の
規
定
こ
と
に
刑
訴
三
三
七
條
、
三
八
三
條
、
四
一
一
條
の
よ
う
な
規
定

の
な
い
限
り
、
無
罪
と
す
べ
き
は
當
然
で
あ
つ
て
何
等
の
疑
問
も
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
疑
問
は
む
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
刑
の
塵
止
の
場
合
に
、
無

罪
到
決
で
は
な
く
、
冤
訴
の
到
決
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
た
刑
訴
三
三
七
條
の
規
定
、
刑
の
攣
更
と
刑
の
慶
止
と
を
匠
別
し
た
同
三
八
三
條
二

號
、
四
一
一
條
五
號
の
規
定
等
に
よ
つ
て
嚢
生
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
者
が
「
刑
の
慶
止
」
の
場
合
に
無
罪
を
言
渡
す
べ
き
も
の
と

せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
と
別
個
の
冤
訴
の
言
渡
を
す
べ
き
も
の
と
し
た
の
は
そ
も
そ
も
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
い
や
し
く
も
我
々
が
實
饒
法
規
た
る

刑
法
六
條
と
訴
訟
法
規
定
た
る
刑
訴
三
三
七
條
二
號
と
を
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
こ
の
黙
を
究
明
す
る
こ
と
に
重
黙
が
置
・

か
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
思
を
致
す
な
ら
ば
、
或
は
法
律
は
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
、
刑
法
六
條
の
規
定

を
適
用
叉
は
類
推
適
用
す
る
と
い
う
方
法
に
擦
ら
ず
、
他
の
方
法
を
取
つ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
は
當
然
に
襲
生
し
て
よ
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
前
言
し
た
よ
う
に
、
刑
罰
法
令
が
事
後
に
塵
止
さ
れ
た
場
合
に
、
痢
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
が
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
無
罪
の
言
渡
を
な
す
の
が
む
し
ろ
當
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
結
局
現
行
法
は
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
、
刑
の
攣
更
の
場
合
に
關
す
る
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
は

な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
下
に
、
無
罪
の
言
渡
で
も
な
く
、
又
有
罪
の
言
渡
で
も
な
い
一
種
特
別
な
言
渡
で
あ
る
冤
訴
の
言
渡
を
認
め
、

こ
れ
に
よ
つ
て
、
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
と
離
れ
て
、
し
か
も
そ
の
立
法
趣
旨
す
な
わ
ち
被
告
人
の
利
盆
を
計
る
と
い
う
趣
旨
を
貫
ぬ

こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
、
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
刑
の
慶
止
の
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
三
　
　
　
（
一
七
七
九
）



　
　
　
刑
の
慶
止
の
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四
　
　
　
（
一
七
八
0
）

　
刑
罰
穂
放
棄
読
は
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
を
認
め
な
い
。
私
見
も
、
結
果
に
お
い
て
は
こ
れ
と
同
様
で

あ
る
。
ま
た
放
棄
詮
は
、
こ
の
場
合
行
爲
時
法
に
よ
る
刑
罰
穫
の
襲
生
存
績
を
認
め
る
。
こ
の
黙
に
お
い
て
も
私
は
結
論
上
は
同
意
見
で
あ
る
。

放
棄
詮
は
、
進
ん
で
、
刑
訴
三
三
七
條
二
號
に
い
わ
ゆ
る
「
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
」
、
三
八
三
條
二
號
、
四
一
一
傑
五
號
に
い
わ
ゆ
る
「
刑
の

慶
止
」
と
い
う
の
は
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
を
い
5
も
の
で
は
な
く
、
犯
罪
後
の
法
令
に
よ
り
、
積
極
的
に
明
示
叉
は
獣
示
を
以
て
、
既
に
嚢
生
し

成
立
し
た
刑
罰
槽
を
特
に
放
葉
し
た
場
合
を
指
す
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
こ
の
瓢
に
お
い
て
は
、
放
棄
読
と
見
解
を
異
に
し
、
法
令
塵

止
読
の
主
張
に
賛
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
刑
罰
法
令
の
慶
止
消
滅
そ
れ
自
身
が
前
記
諸
法
條
に
い
わ
ゆ
る
刑
の
慶
止
に
あ
た
る
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
放
棄
設
は
、
右
の
よ
う
に
刑
の
慶
止
を
も
つ
て
荊
罰
構
の
放
棄
と
解
す
る
根
擦
と
し
て
、
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
襲
生
、
成
立
し
た
刑
罰
槽
は
、

大
赦
や
法
令
に
よ
つ
て
特
に
慶
止
さ
れ
な
い
限
り
存
績
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
考
は
、
冤
訴
鋼
決
は
、

刑
罰
櫨
が
消
滅
し
た
場
合
に
言
渡
さ
れ
る
も
の
と
い
う
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
窺
い
得
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
冤
訴

の
言
渡
が
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、
一
旦
嚢
生
し
た
刑
罰
穫
が
浩
滅
し
た
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
理
論
と
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
が
あ
つ

て
も
行
爲
時
法
に
よ
つ
て
嚢
生
、
成
立
し
た
刑
罰
構
は
特
に
そ
の
潰
滅
の
原
因
が
な
い
限
り
浩
滅
し
な
い
で
存
絞
す
る
と
い
う
理
論
と
を
結
合
せ

し
め
る
た
め
に
は
、
冤
訴
事
由
た
る
「
刑
の
慶
止
」
を
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
自
饅
と
見
る
の
で
は
足
ら
ず
、
む
し
ろ
刑
罰
椹
を
消
滅
せ
し
め
る
原

由
た
る
何
か
を
求
め
る
必
要
が
あ
り
、
「
刑
の
慶
止
」
即
刑
罰
権
の
放
棄
と
い
う
理
論
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
生
れ
て
來
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
然
し
、
私
は
冤
訴
の
到
決
は
、
刑
訴
三
三
七
條
一
號
の
場
合
は
勿
論
二
號
以
下
の
場
合
で
も
、
刑
罰
穫
自
饅
が
漕
滅
し
だ
場
合
で
あ
る
占
昧
考

，

沼
召
醸
睾
か
り
に
こ
の
黙
を
別
論
と
し
て
も
、
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
て
い
て
も
、
法
令
の
規
定
に
よ
つ
て
既
生
の
刑
罰
穫
が
特
に
放
棄
さ
れ

な
い
限
り
、
裁
到
所
は
冤
訴
の
言
渡
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
冤
訴
事
由
に
不
當
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
で
あ
つ
て
賛
成
す
る



こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
、
放
棄
論
自
身
の
擦
つ
て
立
っ
冤
訴
鋼
決
の
本
質
に
關
す
る
見
解
す
な
わ
ち
冤
訴
は
一

旦
襲
生
し
た
刑
罰
椹
が
後
に
消
滅
し
た
場
合
に
言
渡
さ
れ
る
實
艘
裁
到
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
、
刑
罰
法
令
慶
止
の
場
合
に
刑
法
六
條
の
適
用
叉

は
類
推
適
用
を
否
定
す
る
見
解
と
を
調
和
せ
し
め
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
は
、
實
質
的
根
擦
は
存
在
し
な
い
も
の
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
現
行
法
は
、
刑
罰
法
令
の
塵
止
消
滅
の
場
合
に
、
刑
法
六
條
の
適
用
又
は
類
推
適
用
を
認

め
て
無
罪
の
冒
渡
を
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
な
く
、
菟
訴
の
言
渡
を
な
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
根
本
精
紳

す
な
わ
ち
事
後
に
お
け
る
法
令
の
改
慶
を
行
爲
者
の
利
盆
に
影
響
せ
し
め
よ
う
と
す
る
趣
旨
に
お
い
て
は
、
刑
法
六
條
と
全
く
同
一
で
あ
つ
て
、

刑
法
六
條
の
場
合
、
輕
い
法
律
に
よ
つ
て
庭
罰
す
る
た
め
に
は
、
刑
が
輕
く
愛
更
さ
れ
た
こ
と
だ
け
で
十
分
で
あ
つ
て
、
別
に
法
令
の
規
定
を
も

つ
て
輕
き
も
の
を
適
用
す
る
旨
の
立
法
者
の
意
思
が
表
明
さ
れ
る
必
要
が
な
い
と
同
様
に
、
い
わ
ゆ
る
刑
の
慶
止
の
場
合
に
も
、
刑
罰
法
令
が
慶

止
き
れ
た
こ
と
で
十
分
で
あ
つ
て
、
特
に
法
令
に
よ
つ
て
刑
罰
権
放
棄
の
國
家
意
思
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
立
法
者
が
反
封
の
意
恩
を
表
明
す
る
か
又
は
屡
止
前
の
法
令
が
そ
の
性
質
上
い
わ
ゆ
る
限
時
法
に
屡
す
る
た
め
、

菟
訴
の
釧
決
を
す
る
こ
と
が
不
當
な
結
果
を
生
ず
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
の
み
、
こ
の
原
則
の
例
外
を
認
め
る
こ
と
が
、
實
質
的
に
見
て
愛
當

な
結
論
で
あ
り
、
立
法
の
精
紳
に
適
合
す
る
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
放
棄
読
は
、
獣
示
の
放
棄
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
こ
と
に
刑
罰
法
令
の
慶
止
が
立
法
者
の
法
的
親
念
、

刑
法
的
贋
値
剣
断
に
攣
更
を
生
じ
、
從
來
認
め
ら
れ
て
い
た
可
罰
性
の
否
定
を
理
由
と
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
暗
獣
に
刑
罰
穫
を
放
棄
し
た
も

の
と
推
定
し
得
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
實
際
上
の
結
果
と
し
て
は
、
右
の
不
當
な
制
限
は
鯨
程
緩
和
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
根
本
の
考
え
方

自
盤
と
し
て
は
や
は
り
、
立
法
趣
旨
に
添
わ
な
い
考
え
方
で
あ
る
と
衰
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
ら
ば
、
犯
罪
後
に
お
い
て
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
た
場
合
、
こ
れ
を
、
い
わ
ゆ
る
「
刑
が
慶
止
さ
れ
た
と
き
」
と
し
て
冤
訴
の
言
渡
を
す

る
と
い
う
こ
と
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
と
は
冤
訴
の
到
決
の
本
質
に
燭
れ
る
間
題
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
は
そ
れ
自
身
學
詮

　
　
　
　
刑
の
駁
止
の
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
　
　
　
（
一
七
八
一
）



　
　
　
刑
の
慶
正
の
性
質
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六
　
　
　
（
一
七
八
二
）

上
到
例
上
極
め
て
論
孚
の
多
い
問
題
で
あ
る
が
、
私
見
を
簡
軍
に
述
べ
れ
ば
、
刑
訴
法
が
刑
の
慶
止
の
場
合
に
冤
訴
の
到
決
が
な
さ
れ
る
も
の
と

し
た
の
は
、
刑
罰
法
令
が
慶
止
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
刑
法
六
條
が
適
用
叉
は
類
推
適
用
さ
れ
、
當
該
行
爲
が
無
罪
と
評
贋
さ
れ
る
た
め
で
も

な
く
、
ま
た
凱
に
襲
生
し
た
刑
罰
権
が
放
棄
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
刑
罰
穂
が
溝
滅
し
た
こ
と
に
基
く
た
め
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
刑
罰
法
令
が
慶

止
さ
れ
た
緒
果
同
種
行
爲
の
可
罰
性
が
國
家
に
よ
つ
て
否
定
さ
れ
る
に
至
つ
た
こ
と
と
、
若
し
行
爲
者
の
當
該
行
爲
が
そ
の
後
に
な
さ
れ
だ
と
假

定
す
れ
ば
、
庭
罰
さ
れ
ず
に
濟
ん
だ
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
の
二
瓢
か
ら
、
既
に
観
念
的
に
襲
生
、
成
立
し
て
い
る
具
鰹
的
刑
罰
穫
を
、
裁
到

所
の
到
決
に
よ
つ
て
確
定
・
定
立
し
、
現
實
的
・
確
定
的
刑
罰
権
た
ら
し
め
る
こ
と
が
、
適
當
で
な
い
と
い
う
考
慮
か
ら
、
訴
追
を
詐
さ
な
い
も

の
と
し
、
假
り
に
訴
追
さ
れ
て
も
、
刑
罰
穫
自
饅
を
確
定
す
る
こ
と
な
く
、
形
式
裁
到
を
も
つ
て
手
績
を
打
切
る
と
い
う
方
法
を
と
つ
た
も
の
に

外
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
、
緒
局
、
刑
法
六
條
の
適
用
叉
は
類
推
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
の
孚
に
つ
い
て
は
、
放
棄
読
の
主
張
を
結
論
的
に
正
営

と
考
え
る
と
同
時
に
、
「
刑
の
駿
止
」
の
性
質
が
、
荊
罰
法
令
の
慶
止
か
そ
れ
と
も
刑
罰
権
の
積
極
的
放
棄
で
あ
る
か
の
雫
に
つ
い
て
は
、
鞍
令

慶
止
読
に
賛
意
を
表
し
、
放
棄
読
を
不
當
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
荊
の
慶
止
（
す
な
わ
ち
刑
罰
法
令
の
慶
止
漕
滅
）
が
あ
つ
た
場
合
に
菟
訴
の
到
決
が

な
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
に
よ
つ
て
、
犯
罪
に
基
い
て
嚢
生
し
た
観
念
的
・
具
饅
的
刑
罰
椹
の
確
定
・
定
立
が
、
批
會
的
愛
當
性
を
歓
く
に
至
る
が

た
め
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
一
言
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
裁
到
時
法
主
義
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
主
義
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
後
裁
到
時
に
お
い
て
刑
罰
法
令
が
慶

止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
法
六
條
の
規
定
の
適
用
又
は
類
推
適
用
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
裁
到
時
の
法
律
に
よ
つ
て
塵
罰
し
な
い
も
の
と
す
る
結

論
を
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
然
し
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
刑
罰
法
令
の
慶
止
の
場
合
に
刑
法
六
條
の
適
用
又
は
類
推
あ
り
と
す
る
読
と
同
様

に
、
刑
事
訴
訟
法
が
刑
の
塵
止
の
場
合
に
無
罪
の
言
渡
を
せ
ず
、
冤
訴
の
言
渡
を
す
べ
き
も
の
と
し
た
理
由
を
十
分
に
読
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。


