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〔
刑
法
　
八
」
名
巻
穀
損
罪
の
幕
助
に
あ
た
る
と
し
た
の
が
違
法
と
さ
れ
た
事
例

（
鰻
麟
灘
灘
薪
雛
舗
鰍
件
）

　
【
判
示
事
項
】
　
一
、
新
聞
記
事
に
よ
る
名
響
製
損
罪
の
成
否

　
二
、
名
響
殿
損
罪
の
正
犯
の
確
定
に
つ
い
て
審
理
不
蓋
の
場
合
の
耕
助
犯
の

成
否

　
【
墾
照
條
交
】
刑
法
第
二
三
〇
條
第
一
項
、
第
六
二
條
第
一
項
、
刑
訴
法
第

四
二
條
第
一
號

　
【
事
實
】
　
本
件
に
お
い
て
は
、
事
官
關
係
が
重
要
で
あ
り
、
一
、
二
、
三
審

と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
認
定
を
異
に
し
て
い
る
が
、
要
す
る
に
、
問
題
と
な
つ

た
の
は
、
昭
和
三
〇
年
七
月
三
〇
日
付
K
新
報
紙
上
に
掲
載
さ
れ
た
「
年
少
者

も
酷
使
7
　
N
螢
業
所
人
権
問
題
、
螢
基
署
で
も
調
査
へ
」
と
い
う
表
題
の
記

事
で
、
こ
れ
は
K
紙
Y
記
者
の
取
材
に
基
き
、
本
件
被
告
人
X
が
反
封
當
事
者

A
に
人
槽
侵
害
の
事
實
あ
り
と
し
て
法
務
局
S
支
局
に
提
訴
す
る
と
共
に
S
署

に
告
襲
の
手
績
を
と
り
、
こ
れ
に
基
き
同
支
局
が
調
査
を
開
始
し
た
事
實
お
よ

び
S
替
働
基
準
監
督
署
で
も
騎
働
基
準
法
違
反
容
疑
あ
り
と
し
て
調
査
を
進
め

て
い
る
事
實
な
ら
び
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
世
人
の
動
き
と
關
心
を
客
観
的

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

に
厳
述
し
た
う
え
、
末
尾
に
關
係
者
へ
法
務
局
S
支
局
長
、
S
笏
基
署
B
監
督

官
、
本
件
被
告
人
X
、
反
封
當
事
者
た
る
A
所
長
4
の
談
話
を
要
約
し
て
附
記

し
た
も
の
で
、
そ
の
記
事
の
一
部
、
「
解
雇
さ
れ
た
X
さ
ん
の
話
、
ま
つ
た
く

寝
耳
に
水
で
バ
ス
代
横
領
と
は
心
外
だ
。
そ
れ
に
こ
の
野
郎
ふ
ざ
け
る
な
な
ど

の
暴
言
を
吐
き
身
髄
検
査
を
さ
れ
そ
れ
に
無
實
の
罪
を
着
せ
ら
れ
退
職
願
も
書

か
な
い
の
に
こ
れ
を
本
吐
に
提
出
し
た
こ
と
は
當
然
私
文
書
爲
造
で
あ
り
噺
固

闘
う
」
と
い
う
部
分
が
A
の
名
讐
を
製
損
し
た
も
の
と
し
て
問
題
と
な
つ
た
の

で
あ
る
。

　
因
み
に
被
告
人
X
は
、
一
、
二
審
の
認
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
昭
和
二

九
年
五
月
一
〇
日
頃
、
F
電
氣
鐵
道
株
式
會
吐
に
雇
わ
れ
、
同
肚
N
螢
業
所
配

圏
の
乗
合
自
動
車
の
運
韓
を
し
て
お
り
、
同
年
二
月
下
旬
退
職
し
た
者
で
あ

を
が
、
右
會
壮
に
在
職
當
時
同
螢
業
所
所
長
A
か
ら
、
自
動
車
蓮
輔
中
料
金
を

横
領
し
た
と
の
嫌
疑
で
意
に
反
し
て
彊
制
的
に
身
騰
を
楡
査
さ
れ
、
叉
、
同
會

杜
を
退
職
す
る
に
際
し
被
告
人
名
義
の
退
職
願
書
を
爲
造
さ
れ
た
旨
主
張
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一
　
　
　
へ
五
二
九
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

お
り
、
こ
の
事
實
を
探
知
し
た
前
記
K
紙
Y
記
者
が
取
材
し
て
記
事
を
作
成
、

報
道
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
右
の
事
實
に
つ
い
て
、
第
一
審
は
「
被
告
人
は
…
…
情
を
知
り
な
が
ら
右
Y

の
質
問
に
鷹
じ
て
そ
の
材
料
を
提
供
し
た
結
果
、
同
人
の
手
記
し
て
邊
付
し
た

原
稿
に
基
き
、
昭
和
三
つ
年
七
月
三
⊃
日
護
行
の
K
新
報
紙
上
に
『
年
少
者
も

酷
使
？
　
N
螢
業
所
人
権
問
題
、
螢
基
署
で
も
調
査
へ

2
の
表
題
で
、
そ
の
冒

頭
に
A
及
び
被
告
人
爾
名
の
爲
眞
を
掲
げ
た
記
事
の
一
部
に
『
解
雇
さ
れ
た
X

さ
ん
の
話
云
々
』
と
掲
載
さ
れ
た
も
の
を
護
行
し
、
こ
れ
を
そ
の
頃
F
縣
S
市

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
リ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ロ
　
　
　
る
　
　
　
セ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ヤ
　
　
　
じ

内
そ
の
他
多
籔
の
購
讃
者
に
配
布
せ
し
め
、
以
て
公
然
事
實
を
摘
示
し
て
A
の

名
答
を
鍛
損
し
た
」
（
傍
鮎
筆
者
）
旨
の
事
實
を
認
定
し
、
被
告
人
を
正
犯
と

し
て
庭
断
し
た
。

　
右
に
封
し
て
第
二
審
へ
原
審
4
は
「
…
…
被
告
人
は
Y
記
者
の
意
圖
を
察
知

し
な
が
ら
Y
の
問
に
答
え
て
A
に
關
し
“
ま
つ
た
く
寝
耳
に
水
で
バ
ス
代
横
領

と
は
心
外
だ
。
云
々
”
旨
A
の
名
響
を
殿
損
す
る
に
足
る
談
話
を
し
た
結
果
、

…
Y
等
の
新
聞
紙
護
行
に
よ
る
名
響
鍛
損
の
行
爲
を
容
易
な
ら
し
め
て
甜
助

む
　
　
ち

し
た
」
（
傍
鮎
筆
者
）
旨
の
事
實
を
認
定
し
、
被
告
人
の
所
爲
は
Y
等
（
Y
記
者

及
び
編
輯
責
任
者
）
の
名
讐
殿
損
罪
に
封
す
る
教
唆
犯
で
は
な
く
（
第
一
審
到

決
は
、
A
の
名
春
を
殿
損
す
る
Y
等
の
共
同
行
爲
に
封
す
る
教
唆
の
事
實
を
到

示
し
た
趣
旨
と
解
せ
ら
れ
る
、
と
原
審
は
云
う
）
、
報
助
犯
を
構
成
す
る
も
の

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
被
告
人
に
封
し
右
の
罪
の
教
唆
犯
を
認
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二
　
　
　
　
（
五
三
〇
）

且
つ
正
犯
の
法
條
を
以
て
問
擬
し
た
第
一
審
到
決
に
は
事
實
の
認
定
並
び
に
法

令
の
適
用
を
誤
つ
た
違
法
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
違
法
は
到
決
に
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
旨
の
読
示
を
し
て
、
第
一
審
到
決
を
破
棄
自
判
し
た
。

　
【
上
告
理
由
】
　
辮
護
人
の
上
告
趣
意
書
は
彪
大
な
も
の
で
あ
る
が
四
鮎
か
ら

構
成
さ
れ
、
要
約
す
る
と
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
第
一
鮎
（
憲
法
第
一
二
條
違
反
に
つ
い
て
ノ

　
本
件
新
聞
記
事
は
、
こ
れ
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
と
、
何
ら
他
人
の
名
響
を

殿
損
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ニ
ュ
ー
ス
を
報
道
し
て
讃
者
に
知
ら
し
め
る
こ
と

を
使
命
と
す
る
新
聞
肚
の
正
當
な
業
務
行
爲
の
範
園
内
に
驕
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
か
ら
、
Y
記
者
乃
至
K
新
報
の
編
輯
護
行
者
を
名
響
殿
損
罪
の
正
犯
と

漸
定
し
、
被
告
人
に
講
助
犯
の
罪
責
を
認
め
た
原
判
決
の
到
断
は
、
言
論
、
出

版
の
自
由
を
保
障
し
た
憲
法
第
二
一
條
に
違
反
す
る
。

　
第
二
鮎
（
憲
法
第
二
條
、
第
一
四
條
、
第
三
一
條
違
反
に
つ
い
て
）
　
A

の
被
告
人
に
封
す
る
身
膿
槍
査
等
の
行
爲
を
是
認
し
た
原
判
決
の
到
断
は
、
法

の
下
に
耶
等
で
あ
る
べ
き
螢
使
の
關
係
に
つ
き
、
勢
働
者
と
い
う
肚
會
的
身
分

に
馬
す
る
も
の
は
使
用
者
の
支
配
監
督
下
に
あ
る
限
り
か
か
る
庭
遇
を
受
く
る

も
已
む
な
し
と
す
る
差
別
的
考
え
方
の
基
礎
に
立
ち
、
基
本
的
人
槽
の
保
障
に

愼
重
な
る
考
慮
を
敏
き
、
法
律
に
よ
ら
ず
し
て
人
身
の
自
由
を
侵
す
こ
と
を
得

な
い
も
の
と
す
る
前
記
憲
法
の
條
項
並
び
に
そ
の
精
神
に
蓮
背
す
る
。

　
第
三
鮎
（
到
例
蓮
反
の
馳
に
つ
い
て
）
　
①
原
到
決
は
Y
記
者
を
名
得
殿
損



罪
の
正
犯
と
し
、
被
告
人
を
蓄
助
罪
と
し
て
慮
蜥
し
た
が
、
Y
記
者
は
通
信
員

で
あ
り
、
こ
れ
を
名
響
殿
損
罪
の
正
犯
と
し
た
原
審
の
到
蜥
は
、
新
聞
編
輯
入

に
正
犯
の
責
任
を
認
め
、
こ
れ
に
記
事
を
提
供
し
た
通
信
員
叉
は
投
書
者
を
轄

助
犯
に
問
擬
し
た
到
例
（
燗
購
姻
細
鉾
矩
遡
に
違
反
す
る
。

　
吻
叉
、
從
犯
の
成
立
に
は
正
犯
者
が
庭
罰
を
受
け
た
と
否
と
を
問
わ
ず
そ
の

罪
責
を
間
う
こ
と
は
で
き
る
が
少
く
と
も
正
犯
の
存
在
を
前
提
と
す
る
の
が
判

例
（
甥
昨
た
糀
麟
期
棚
二
）
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
本
件
に
お
い
て
は
被

告
人
を
除
く
新
聞
肚
關
係
の
責
任
者
に
つ
い
て
は
猫
り
Y
記
者
の
み
を
取
調
べ

そ
の
後
何
等
の
捜
査
も
せ
ず
、
有
罪
の
到
決
も
な
く
、
正
犯
關
係
に
お
い
て
は

こ
れ
に
封
し
裁
到
所
の
直
接
の
到
断
を
得
る
こ
と
が
不
可
能
で
、
唯
本
件
を
通

じ
間
接
的
に
右
Y
ら
新
聞
關
係
者
が
實
行
の
正
犯
で
あ
る
と
の
到
臨
を
得
た
に

止
ま
る
。
つ
ま
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
正
犯
な
る
も
の
は
不
存
在
な
の
で
あ

つ
て
、
正
犯
の
存
在
し
な
い
從
犯
の
成
立
を
認
め
た
違
法
が
あ
る
。

　
第
四
黙
（
憲
法
第
三
一
條
違
反
の
黙
）
　
本
件
に
お
い
て
は
新
聞
編
輯
責
任

者
が
正
犯
、
Y
記
者
は
こ
れ
に
封
す
る
從
犯
の
關
係
に
あ
る
か
ら
、
被
告
人
の

所
爲
は
從
犯
の
蓄
助
た
る
關
係
に
立
ち
、
こ
れ
を
庭
罰
し
う
る
規
定
は
現
行
刑

法
上
存
在
し
な
い
か
ら
、
原
到
決
の
到
蜥
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
反
し
、

憲
法
第
三
一
條
に
蓮
反
す
る
。

　
【
判
旨
】
　
破
棄
差
戻
（
但
し
小
谷
、
藤
田
、
奥
野
三
裁
判
官
の
多
数
意
見
。

他
に
池
田
克
、
河
村
大
助
爾
裁
到
官
の
少
籔
意
見
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
）
。

　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

　
多
籔
意
見
は
、
ω
關
係
官
聴
が
人
櫻
侵
害
、
螢
基
法
違
反
等
の
疑
が
あ
る
と

し
て
調
査
を
開
始
し
た
と
い
う
よ
う
な
事
實
は
、
公
盆
に
影
響
を
及
ほ
す
べ
き

問
題
で
あ
る
か
ら
、
新
聞
紙
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
報
道
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ

る
。　

ω
本
件
記
事
の
内
容
等
を
み
て
も
、
こ
と
さ
ら
に
事
實
を
歪
曲
し
た
り
な
ど

し
た
黙
は
認
め
ら
れ
ず
、
特
に
原
到
決
引
用
の
被
告
人
の
談
話
の
部
分
も
、
そ

の
内
容
が
眞
實
で
あ
る
か
の
よ
う
に
報
道
L
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
反
封
鴬

事
者
の
A
及
び
關
係
官
聴
係
官
の
談
話
も
合
せ
て
掲
載
し
、
各
關
係
者
が
本
件

の
間
題
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
い
る
こ
と
を
、
一
つ
の
事
實
と
し
て
掲
載

報
道
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
⑧
右
の
よ
う
な
取
り
上
げ
方
を
し
た
本
件
記
事
を
綜
合
的
全
髄
的
に
観
察
す

る
場
合
に
、
關
係
者
の
一
人
と
し
て
末
尾
に
載
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
談
話
の
部

分
の
み
が
、
果
し
て
名
讐
襲
損
に
あ
た
る
事
實
の
摘
示
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑

わ
し
い
。
更
に
原
到
決
が
正
犯
（
印
ち
Y
記
者
お
よ
び
編
集
責
任
者
）
と
し
て

い
る
名
霧
殿
損
罪
の
成
立
に
つ
い
て
の
到
蜥
は
、
十
分
首
肯
さ
せ
る
に
足
り
な

い
も
の
が
あ
る
。
原
判
決
は
被
告
人
の
行
爲
は
名
響
聾
損
罪
の
蓄
助
に
該
る
も

の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
正
犯
の
確
定
に
つ
い
て
審
理

不
叢
延
い
て
は
法
令
違
背
の
蓮
法
が
あ
る
。

　
ρ
池
田
・
河
村
爾
裁
到
官
の
少
歎
意
見
は
、
要
約
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
　
　
　
ρ
五
三
一
）



　
　
　
　
判
例
研
究

　
多
敏
意
見
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
Y
記
者
等
の
行
爲
は
そ
の
正
當
な
業
務
行

爲
の
範
園
に
局
し
蓮
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
場
合
に
當
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
に

も
拘
ら
ず
正
犯
の
成
立
あ
る
も
の
と
し
た
原
判
決
に
は
首
肯
し
得
な
い
も
の
が

あ
る
と
す
る
と
同
時
に
、
正
當
業
務
行
爲
と
し
て
の
Y
記
者
の
取
材
に
鷹
じ
た

被
告
人
の
行
爲
に
封
し
原
到
決
の
よ
う
に
需
助
犯
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
は
無

意
義
と
な
り
、
た
だ
、
間
接
正
犯
の
成
否
を
問
題
と
す
る
飴
地
を
残
す
こ
と
に

な
る
の
で
、
こ
の
問
題
を
審
到
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。　

そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
多
籔
意
見
に
は
賛
同
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
報

道
機
關
と
し
て
の
新
聞
紙
が
取
り
扱
う
ニ
ュ
ー
ス
は
、
プ
レ
ス
．
コ
ー
ド
に
よ

つ
て
「
嚴
格
に
眞
實
に
符
合
す
る
も
の
た
る
べ
き
」
　
こ
と
が
要
講
さ
れ
て
い

る
、
本
件
に
お
い
て
Y
記
者
が
本
件
ニ
ュ
ー
ス
の
取
材
報
道
に
當
り
公
耶
正
確

を
期
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
Y
記
者
の
原
審
公
到
に
お
け
る

一
自
分
は
被
告
人
の
談
話
内
容
を
眞
實
と
考
え
た
の
で
は
な
く
、
眞
實
の
到
臨

は
讃
者
に
ま
か
せ
る
考
え
で
あ
つ
た
」
旨
の
謹
言
か
ら
も
窺
え
る
と
お
り
、
右

被
告
人
の
談
話
ニ
ュ
ー
ス
が
眞
實
に
符
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
調
査
し
た
何

等
の
形
跡
も
記
録
上
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
Y
記
者
等
の
行
爲
は
正

當
業
務
の
範
園
に
麗
す
る
と
は
云
え
な
い
。

　
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
原
到
決
が
認
定
し
た
よ
う

に
Y
記
者
等
の
正
犯
の
事
實
を
肯
定
し
得
る
も
の
と
す
る
の
で
は
な
い
。
Y
記

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
　

（
五
三
二
）

者
等
の
行
爲
は
本
件
名
得
殿
損
罪
の
正
犯
と
し
て
の
主
観
的
要
件
を
敏
き
、
從

つ
て
、
被
告
人
に
封
し
謂
助
犯
と
し
て
の
刑
責
を
負
わ
し
め
る
に
由
な
く
、
被

告
人
は
箪
に
Y
記
者
の
問
に
答
え
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
本
件
の
如
き
事
實
關

係
の
も
と
で
は
、
い
わ
ゆ
ろ
間
接
正
犯
に
も
営
ら
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相

當
で
あ
る
。
從
つ
て
被
告
人
に
封
し
て
は
無
罪
の
言
渡
し
を
す
べ
き
も
の
と
思

料
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
）

　
【
研
究
】
　
一
、
最
近
の
マ
ス
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
飛
躍
的
な
護
達
と

言
論
出
版
の
自
由
の
憲
法
上
の
保
障
と
が
相
侯
つ
て
、
個
人
の
名
讐
の
保
護
と

は
往
々
に
し
て
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
な
言
論
出
版
の
自
由
と
個
人

的
な
名
碁
と
を
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
保
障
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
必
ら

ず
や
爾
雄
並
び
立
た
ず
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
各
國
と
も
そ
の
調
整
を

考
慮
す
る
わ
け
で
、
ご
目
冨
磯
8
暮
霞
嘗
①
訂
暮
ゲ
）
導
①
磯
8
暮
霞
詰
5

一
皆
①
一
●
、
、
と
い
う
法
諺
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
非
常
に
強
力
に
名
讐

を
保
護
す
る
英
米
法
で
も
眞
實
の
謹
明
の
あ
つ
た
場
合
に
は
公
盆
上
冤
責
さ
れ

る
特
権
犀
オ
旨
鵯
が
認
め
ら
れ
（
ピ
ぎ
9
卜
9
”
一
〇
。
＆
）
、
他
方
眞
實
の
主

張
を
殆
ん
ど
無
條
件
に
許
す
立
場
を
と
る
ド
イ
ッ
で
も
こ
れ
を
公
盆
に
必
要
な

場
合
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
刑
法
上
こ
の
種
の

調
整
的
機
能
を
果
そ
う
と
い
う
の
が
荊
法
第
二
三
〇
條
の
二
で
あ
る
こ
と
は
今

更
読
明
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
膿
に
日
本
人
は
公
的
な
機
關
に
活
字



で
表
現
さ
れ
た
事
は
眞
實
そ
の
も
の
で
あ
る
と
信
じ
易
い
性
癖
を
も
つ
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
從
つ
て
、
一
旦
公
的
な
出
版
物
に
公
表
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
蒙

る
個
人
の
損
害
は
意
外
に
大
き
い
場
合
が
あ
る
。
事
實
を
歪
曲
し
て
報
道
さ
れ

た
場
合
は
勿
論
、
事
實
を
事
實
と
し
て
報
道
し
た
場
合
で
あ
つ
て
も
そ
の
取
り

扱
い
方
、
表
現
の
仕
方
で
意
外
の
被
害
を
蒙
る
こ
と
も
決
し
て
少
く
は
な
い
。

そ
の
意
味
で
、
新
聞
報
道
と
名
讐
鍛
損
罪
の
成
否
に
つ
い
て
具
膣
的
な
判
断
を

示
し
て
い
る
鮎
で
本
件
到
決
は
興
味
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
本
件
は
、

一
審
、
原
審
、
本
審
と
審
理
を
重
ね
る
毎
に
結
論
が
二
韓
、
三
韓
し
て
い
る
馳

で
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
本
件
に
お
い
て
は
、
と
く
に
事
實
關
係
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す

で
に
前
述
し
た
。

　
事
實
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
一
、
二
、
三
審
と
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
一

審
は
被
告
人
を
名
響
殿
損
の
正
犯
と
し
た
の
に
野
し
て
原
審
た
る
二
審
は
な
ぜ

か
一
審
判
決
を
も
つ
て
被
告
人
を
名
魯
殿
損
教
唆
で
購
し
た
も
の
と
解
し
た

（
一
審
で
正
犯
と
し
た
の
は
法
の
適
用
の
誤
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
）
上
（
こ
の

誤
解
は
検
察
官
の
答
辮
書
の
中
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
教
唆
犯
の
成
立
を
否

定
し
て
破
棄
自
判
し
て
名
讐
殿
損
蓄
助
を
も
つ
て
問
擬
し
、
更
に
、
本
審
で
は

「
正
犯
の
存
在
し
な
い
從
犯
の
成
立
を
認
め
た
蓮
法
が
あ
る
」
と
い
う
上
告
論

旨
（
第
三
黙
）
に
封
し
て
、
「
原
到
決
が
正
犯
と
し
て
い
る
名
饗
駿
損
罪
の
成

立
に
つ
い
て
の
原
審
の
到
断
は
未
だ
十
分
首
肯
せ
し
め
る
に
足
り
な
い
」
か

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

ら
、
原
剣
決
は
被
告
人
を
名
讐
殿
損
罪
の
蓄
助
と
し
て
い
る
が
「
そ
の
前
提
と

な
る
正
犯
の
確
定
に
つ
い
て
審
理
不
壷
延
い
て
は
法
令
蓮
背
の
違
法
が
あ
り
、

こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
と
し
て
破
棄
差
戻
に
し
た

の
で
あ
る
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
本
判
決
は
小
谷
、
藤
田
、
奥
野
三
裁
判
官
の
多
藪
意
見
の

外
に
、
池
田
、
河
村
爾
裁
到
官
の
少
籔
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
爾
者
と
も

原
到
決
を
不
當
と
し
、
破
棄
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
黒
で
は
一
致
し
て
い
る
。

そ
の
意
見
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
は
被
告
人
の
所
爲
に
つ
い
て
名
讐
殿
損
罪
の
蓄

助
を
認
め
る
に
つ
い
て
の
前
提
と
な
る
正
犯
の
確
定
に
つ
い
て
更
に
審
理
さ
せ

る
べ
く
原
審
に
差
戻
す
か
、
そ
れ
と
も
訴
訟
記
録
、
原
審
及
び
一
審
の
謹
接
に

よ
つ
て
直
ち
に
Y
記
者
等
の
行
爲
の
正
犯
性
を
、
名
答
駿
損
の
故
意
を
敏
く
と

い
5
理
由
で
否
定
し
、
更
に
被
告
人
は
輩
に
Y
記
者
の
問
に
答
え
た
に
す
ぎ
な

い
か
ら
間
接
正
犯
に
も
問
擬
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
て
、
自
到
し
て
、
無

罪
を
言
い
渡
す
べ
き
か
の
馳
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
に
お
い
て
、
正
犯
の
成

否
に
つ
い
て
正
當
業
務
行
爲
説
（
少
敷
意
見
の
理
解
す
る
多
歎
意
見
、
辮
護

人
、
検
察
官
の
見
解
）
と
故
意
阻
却
読
（
少
敷
意
見
）
、
被
告
人
に
封
す
る
間
接

正
犯
の
間
題
（
検
察
官
肯
定
、
少
数
意
見
否
定
）
に
つ
い
て
槍
討
し
、
最
後
に

綜
合
的
な
結
論
と
し
て
破
棄
差
戻
と
破
棄
自
到
の
何
れ
が
要
當
か
を
検
討
す
る

こ
と
に
し
よ
う
。

　
二
、
　
共
犯
に
お
い
て
は
、
現
行
法
の
解
羅
論
の
範
疇
で
考
察
す
る
限
り
、
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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五
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三
三
）



　
　
　
　
剣
　
例
　
研
　
究

犯
從
麗
性
読
に
よ
る
と
い
う
の
が
今
目
の
通
昌
訳
説
で
あ
る
こ
と
は
云
う
を
侯
た
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
共
犯
從
馬
性
読
の
中
で
も
、
今
日
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い

る
制
限
從
驕
説
に
よ
れ
ば
、
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
少
く
と
も
正
犯
行

爲
が
構
成
要
件
に
該
當
し
、
か
つ
違
法
な
行
爲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
從
っ

て
、
名
響
殿
損
罪
の
よ
う
に
親
告
罪
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
に
お
い
て
、
正
犯
に

封
す
る
告
訴
が
な
い
た
め
に
公
訴
提
起
も
爲
さ
れ
ず
、
正
犯
に
封
す
る
有
罪
到

決
は
得
ら
れ
な
か
つ
た
こ
と
は
共
犯
の
成
否
に
關
係
は
な
い
と
し
て
も
、
少
く

と
も
正
犯
の
構
成
要
件
該
當
性
と
蓮
法
性
は
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
筈
で
、
こ
の
黙
に
つ
き
と
く
に
論
ず
る
こ
と
な
く
、
た
だ
Y
記
者
の
謹
言
及

び
被
告
人
の
第
一
審
に
お
け
る
供
述
記
載
、
謹
第
三
（
昭
和
三
〇
年
七
月
二
七

日
付
Y
新
聞
の
切
抜
）
、
第
四
（
昭
和
三
〇
年
七
月
三
〇
日
付
K
新
報
の
切
抜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ち
　
　
ち

號
の
各
存
在
と
記
載
に
よ
り
直
ち
に
「
被
告
人
の
所
爲
は
Y
等
の
名
響
殿
損
罪

に
封
す
る
教
唆
犯
で
は
な
く
、
蓄
助
犯
を
構
成
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
云
々
」
と
し
た
の
は
、
明
ら
か
に
審
理
不
蓋
と
い
う
べ
き
で
あ
つ
て
、

こ
の
馳
で
す
で
に
原
到
決
は
破
棄
さ
れ
る
べ
き
充
分
な
理
由
を
備
え
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
從
つ
て
こ
の
黙
で
は
、
原
到
決
を
不
當
と
し
こ
れ
を
破
棄
す
べ
き

も
の
と
し
た
多
数
意
見
、
少
数
意
見
共
に
正
當
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
三
、
さ
て
次
に
Y
記
者
等
の
行
爲
に
封
す
る
理
解
の
し
方
に
は
多
少
喰
い
蓮

い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
帥
ち
少
籔
意
見
は
、
多
歎
意
見
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
Y
記
者
等
の
行
爲
は
正
當
な
業
務
行
爲
の
範
園
に
麗
し
、
蓮
法
性
が
阻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
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却
さ
れ
る
場
合
に
営
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
云
々
と
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
多

籔
意
見
は
輩
に
右
記
事
の
内
容
を
な
す
事
實
の
如
き
は
公
盆
に
影
響
を
及
ぼ
す

べ
き
問
題
て
あ
る
か
ら
、
報
道
機
關
と
し
て
の
新
聞
紙
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
報

道
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
こ
と
、
叉
記
事
の
作
成
、
編
集
の
方
法
、
内
容
等

を
見
て
も
こ
と
さ
ら
に
事
實
を
歪
曲
し
た
り
な
ど
し
た
。
黙
は
認
め
ら
れ
な
い
と

云
つ
て
い
る
だ
け
で
正
當
業
務
行
爲
と
し
て
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
る
云
々
と
ま

で
は
到
示
し
て
は
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
瓢
を
強
調
し
た
の
は
上

告
論
旨
第
一
黙
及
び
検
察
官
の
答
辮
書
一
で
あ
り
、
右
の
理
由
で
原
到
決
の
よ

う
に
被
告
人
を
名
讐
駿
損
罪
の
蓄
助
犯
に
問
擬
す
る
こ
と
は
法
令
の
解
羅
適
用

を
誤
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
被
告
人
の
行
爲
は
そ
れ
故
無
罪
な
の
で
は
な
く
、
Y

等
の
蓮
法
な
行
爲
を
利
用
し
た
間
接
正
犯
で
あ
る
と
解
す
る
の
を
相
當
と
す
る

と
い
う
の
は
検
察
官
の
主
張
で
あ
る
（
答
辮
書
一
。
但
し
検
察
官
に
よ
れ
ば
右

の
よ
う
に
原
審
の
誤
り
を
是
正
し
て
被
告
人
に
正
犯
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
、

却
つ
て
被
告
人
に
不
利
盆
と
な
る
の
で
、
被
告
人
上
告
に
か
か
る
本
件
に
お
い

て
は
、
原
到
決
を
破
棄
し
な
け
れ
ぽ
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
は
認
め
ら

れ
な
い
と
す
る
）
。
少
籔
意
見
の
多
数
意
見
に
封
す
る
解
麗
は
、
前
述
の
辮
護

人
及
び
瞼
察
官
の
主
張
を
多
籔
意
見
に
併
せ
考
慮
し
て
、
多
籔
意
見
の
積
極
的

に
主
張
し
て
い
な
い
黙
ま
で
こ
れ
を
補
充
し
た
も
の
で
、
や
や
曲
解
の
き
ら
い

が
な
い
で
も
な
い
。
或
い
は
一
緒
に
審
理
を
つ
づ
け
、
多
敷
意
見
の
眞
意
を
探

れ
ば
、
そ
う
解
羅
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
く
と
も
到
例
時



報
に
記
載
さ
れ
た
限
度
で
客
観
的
に
多
藪
意
見
を
瞼
討
し
た
限
り
で
は
、
や
や

行
き
過
ぎ
が
あ
る
よ
5
に
思
わ
れ
る
。

　
右
に
見
た
よ
う
に
多
敷
意
見
そ
の
も
の
は
、
Y
等
の
行
爲
は
正
當
業
務
行
爲

だ
か
ら
蓮
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
上
告
論
旨
第
一
黙
の
主
張
を
そ
の
ま
ま

積
極
的
に
肯
定
し
た
も
の
と
は
云
い
難
い
が
、
本
件
記
事
の
如
ぎ
は
新
聞
紙
と

し
て
報
道
す
る
こ
と
を
許
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
記
事
の
作
成
、
編

集
方
法
、
記
事
内
容
等
の
正
當
性
を
一
懸
肯
定
し
て
い
る
鮎
は
疑
が
な
い
し
、

少
藪
意
見
の
方
は
こ
の
黙
を
明
ら
か
に
判
断
し
て
、
正
當
業
務
の
範
園
に
属
す

る
行
爲
と
は
云
え
な
い
、
と
反
駁
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
ず
そ
の
黙
を

楡
討
し
て
み
よ
う
。

　
Y
記
者
等
の
行
爲
を
正
當
業
務
の
範
園
内
の
行
爲
と
し
て
名
讐
畏
損
の
構
成

要
件
該
當
性
は
あ
つ
て
も
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
い
う
の
は
上
告
辮
護
人
並

び
に
検
察
官
の
一
致
し
た
見
解
で
あ
る
。
掲
り
少
籔
意
見
の
み
、
被
告
人
の
談

話
ニ
ュ
ー
ス
が
眞
實
に
符
合
す
る
か
ど
う
か
に
つ
き
調
査
し
た
何
等
の
形
跡
も

認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
Y
記
者
等
の
行
爲
は
未
だ
以
て
そ
の
正
當
業
務
の
範
團

に
馬
す
る
行
爲
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
の
は
、
報
道
機
關
に

封
し
不
當
に
苛
酷
な
要
求
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
論
を
急
ご
う
。
私
は

敢
え
て
こ
の
鮎
に
つ
い
て
は
少
数
意
見
に
左
担
す
る
者
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

新
聞
報
道
の
公
共
性
と
そ
の
影
響
力
の
大
な
る
こ
と
、
マ
ス
・
コ
、
・
・
ユ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
偉
力
を
考
え
る
時
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
は
か
な
り
高
度
の
倫
理
性
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例
　
研
　
究

が
要
求
さ
れ
て
然
る
べ
く
、
從
つ
て
そ
の
取
材
報
道
に
關
し
て
、
ニ
ュ
！
ス
ば

公
李
且
つ
正
確
で
あ
る
と
共
に
「
嚴
格
に
眞
實
に
符
合
す
る
も
の
た
る
べ
き
」

で
あ
る
と
い
う
プ
レ
ス
・
コ
ー
ド
の
規
定
は
で
き
る
だ
け
奪
重
さ
れ
る
べ
き
で
、

個
人
の
権
利
が
彊
力
な
筆
力
（
し
か
も
往
々
に
し
て
筆
は
す
べ
る
？
）
で
不
當

に
侵
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
萬
全
を
期
す
る
に
如
く
は
な
く
、

報
道
關
係
者
は
ニ
ュ
ー
ス
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
速
報
性
の
要
請
の
反
面
、
で

ぎ
る
だ
け
個
人
の
人
槽
を
侵
さ
ぬ
た
め
に
愼
重
に
、
公
李
・
正
確
に
、
か
つ
眞

實
と
の
符
合
に
つ
い
て
も
考
慮
を
掬
5
べ
く
義
務
づ
げ
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ

き
で
あ
ろ
う
（
な
お
、
小
野
・
「
刑
法
に
お
け
る
名
讐
の
保
護
」
．
二
三
六
頁
以
下

滲
照
）
。
考
え
よ
う
に
よ
つ
て
は
、
現
代
肚
會
に
お
け
る
最
大
の
實
力
者
と
も

云
う
べ
き
報
道
機
關
は
、
過
重
な
位
の
制
約
を
自
ら
課
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
眞

に
吐
會
の
公
器
と
し
て
の
機
能
を
襲
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。

　
四
、
少
敷
意
見
と
共
に
、
右
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
、
Y
記
者
等
の
取
材
、
記

事
作
成
、
編
集
等
の
行
爲
は
必
ら
ず
し
も
違
法
性
を
阻
却
さ
れ
な
い
か
ら
、
當

然
に
残
さ
れ
た
他
の
犯
罪
成
立
要
件
を
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
少

籔
意
見
は
、
Y
記
者
等
に
は
名
答
殿
損
の
故
意
が
な
い
か
ら
、
名
響
畏
損
罪
の

正
犯
と
は
な
り
得
な
い
と
す
る
。
こ
こ
に
謂
う
「
名
響
を
殿
損
す
る
故
意
一
と

は
必
ら
ず
し
も
明
確
と
は
云
い
難
い
が
、
こ
れ
に
關
連
」
て
一
懸
名
讐
殿
損
罪

に
お
け
る
故
意
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
　
　
（
五
三
五
）
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い
う
ま
で
も
な
く
、
名
讐
襲
損
罪
は
過
失
虜
罰
の
規
定
を
峡
き
、
故
意
犯
と

解
せ
ら
れ
る
（
ド
イ
ッ
で
は
名
春
穀
損
の
虚
罰
に
關
し
て
過
失
に
よ
る
場
合
も

虚
罰
す
べ
し
と
す
る
主
張
ー
ベ
ー
リ
ン
グ
、
ザ
ウ
ァ
ー
、
エ
ン
ゲ
ル
ハ
ル
ト

等
t
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
て
專
ら
立
法
論
と
し
て
で
あ
つ
て
、
解
繹
論

と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
）
が
、
故
意
と
は
、
一
般
に
、
「
犯
罪

事
實
の
表
象
・
認
容
」
（
團
藤
）
、
叉
は
「
構
成
要
件
の
外
部
的
・
客
観
的
要
素
を

認
識
（
豫
見
）
し
て
こ
れ
を
實
現
し
よ
う
と
す
る
意
思
」
（
木
村
）
を
い
う
も
の

と
さ
れ
る
。
し
か
し
名
轡
段
損
罪
に
お
い
て
具
匿
的
に
名
響
殿
損
の
故
意
あ
り

と
す
る
た
め
に
、
公
然
、
（
人
の
名
答
を
殿
損
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
）
事
實
を
摘

示
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
（
表
象
）
が
あ
れ
ば
充
分
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、

更
に
人
の
名
讐
を
畏
損
す
る
意
圏
（
目
的
）
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
5
か
。

判
例
は
、
之
を
消
極
に
解
し
、
事
實
の
摘
示
に
あ
た
つ
て
、
名
答
穀
損
の
目
的

の
あ
る
こ
と
は
必
要
で
な
い
と
し
（
獣
朋
吠
唖
猷
犀
蹴
朋
旺
胆
一
調
鮭
網
肺
た
郎
年
）
、
學

読
も
多
少
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
る
が
、
概
ね
消
極
に
解
す
る
（
例
え
ば
、
泉

二
・
各
論
六
四
〇
頁
は
、
「
自
己
ノ
行
爲
力
人
ノ
名
響
ヲ
製
損
ス
ル
ニ
至
ル
コ

ト
ヲ
認
識
ス
ル
ヲ
以
テ
足
リ
必
シ
モ
名
讐
製
損
ヲ
希
欲
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
ル
モ

ノ
ニ
ア
ラ
ス
」
と
し
、
又
岡
田
朝
・
刑
法
分
論
一
八
O
頁
は
「
必
し
も
其
行
動

目
的
が
人
の
名
讐
を
駿
損
す
る
に
在
る
を
要
せ
ず
」
と
す
る
。
こ
の
他
同
趣
旨

の
も
の
は
や
や
古
く
山
岡
・
刑
法
原
理
四
四
四
頁
、
最
近
の
も
の
に
中
野
・
名

讐
に
封
す
る
罪
、
刑
事
法
講
座
第
四
巻
八
二
五
頁
が
あ
る
。
術
、
以
上
に
比
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
　
　

（
五
三
六
）

て
僅
か
に
積
極
に
傾
く
も
の
と
し
て
小
野
・
瀧
川
雨
博
士
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
帥
ち
小
野
・
刑
法
に
お
け
る
名
轡
の
保
護
三
九
〇
頁
は
「
公
然
事
實

を
摘
示
し
て
人
の
名
春
を
殿
損
す
る
の
認
識
を
以
て
、
し
か
も
其
の
行
爲
を
敢

て
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
故
意
あ
り
と
爲
す
こ
と
を
得
ぬ
」
「
名
饗
毅
損
の
結
果

を
少
く
と
も
未
必
的
に
1
可
能
な
る
も
の
と
し
て
”
其
の
危
瞼
あ
る
も
の
と

し
て
ー
認
識
し
、
豫
見
し
た
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
「
其
の
認
識
さ
れ
た

行
爲
、
其
の
豫
見
さ
れ
た
結
果
を
肯
定
す
る
意
思
的
要
素
を
必
要
と
す
る
」
と

さ
れ
、
又
瀧
川
・
刑
法
各
論
九
五
頁
は
「
故
意
は
、
他
人
の
名
巻
を
殿
損
す
る

こ
と
も
欲
す
る
か
、
欲
す
る
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
他
人
の
名
轡
を
殿
損
す

る
結
果
に
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
行
爲
に
出
る
こ
と
で
あ
る
」

と
す
る
。
し
か
し
、
小
野
・
瀧
川
爾
博
士
に
お
い
て
も
、
積
極
的
に
殿
損
の
目

的
ま
で
必
要
と
し
て
い
る
の
で
な
い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
）
。

　
し
か
し
、
名
響
襲
損
罪
は
、
事
實
を
摘
示
し
て
人
の
名
讐
を
段
損
す
る
こ
と

が
構
成
要
件
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
小
野
博
士
も
明
ら
か
に
し
て
お

ら
れ
る
通
り
、
軍
に
事
實
の
摘
示
に
つ
い
て
の
認
識
の
他
に
名
饗
殿
損
の
結
果

饗
生
、
少
く
と
も
結
果
護
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
認
識
（
表
象
）
、
豫
見
は

構
成
要
件
的
故
意
と
し
て
當
然
に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

被
告
人
に
は
そ
の
意
味
で
の
表
象
・
認
容
が
あ
つ
た
と
は
云
え
な
い
か
ら
、
名

唇
襲
損
の
故
意
が
あ
つ
た
と
は
云
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
、
少

轍
意
見
の
い
わ
ゆ
る
「
名
讐
を
殿
損
す
る
故
意
が
あ
つ
た
も
の
と
認
め
る
こ
と



は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

　
五
、
叉
、
槍
察
官
の
、
Y
記
者
等
の
行
爲
は
正
當
業
務
行
爲
と
し
て
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
か
ら
被
告
人
は
Y
記
者
等
の
正
犯
を
蓄
助
し
た
と
い
う
原
到
決

は
誤
り
で
、
む
し
ろ
間
接
正
犯
な
の
だ
と
い
5
主
張
に
封
し
て
、
少
籔
意
見
は

答
え
て
、
「
被
告
人
は
輩
に
同
記
者
の
問
に
答
え
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
」
で
「
い

わ
ゆ
る
間
接
正
犯
に
も
問
擬
し
得
な
い
」
と
し
て
い
る
。
新
聞
記
者
、
編
集
者

と
記
事
提
供
者
と
の
關
係
に
お
い
て
間
接
正
犯
を
論
ず
る
こ
と
の
不
當
で
あ
る

こ
と
は
読
明
の
必
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
從
つ
て
少
籔
意
見
の
主
張
は
こ
の
黙

に
關
し
て
も
正
當
で
あ
る
。

　
六
、
以
上
の
よ
う
に
論
じ
て
來
れ
ば
、
當
然
に
「
少
敷
意
見
に
賛
成
」
と
い

5
結
論
に
至
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
Y
記
者
等
の
行
爲
の
正
犯
性

に
つ
い
て
充
分
審
理
さ
れ
、
か
つ
そ
の
正
犯
性
が
否
定
さ
れ
た
上
で
の
こ
と
で

あ
る
。
少
数
意
見
の
主
張
に
は
正
當
な
も
の
が
多
々
認
め
ら
れ
る
が
、
全
膣
と

し
て
結
局
少
歎
意
見
に
は
賛
成
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
前
提
と
な
つ
て
い
る
こ

と
が
實
は
確
謹
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
じ
　
　
　
む
　
　
　
ち
　
　
　
じ
　
　
　
む
　
　
　
じ
　
　
　
ち

　
ま
ず
、
少
籔
意
見
は
、
も
と
よ
り
多
数
意
見
に
封
す
る
反
封
少
数
意
見
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
じ
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち
　
　
　
ち

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
多
籔
意
見
に
封
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
本
到
決
に
お
け
る
少
轍
意
見
は
、
多
籔
意
見
が
そ
う
到
示

し
て
は
い
な
い
の
に
記
者
等
の
行
爲
は
正
當
業
務
行
爲
と
し
て
違
法
性
が
阻
却

さ
れ
る
か
ら
、
被
告
人
の
行
爲
に
封
し
て
耕
助
犯
の
成
立
は
認
め
ら
れ
ず
、
た
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だ
間
接
正
犯
の
成
否
を
間
題
と
す
る
鹸
地
を
残
す
こ
と
と
な
る
の
で
、
こ
の
間

題
を
審
到
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
た
、
と
解
し
て
い
る
が
、
先
に
も
ふ
れ

た
よ
う
に
、
多
籔
読
は
違
法
阻
却
の
問
題
も
、
間
接
正
犯
の
間
題
も
積
極
的
に

到
示
し
た
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
Y
記
者
等
の
行
爲
を
名
答
殿
損
罪
の
正
犯
と

し
た
こ
と
に
つ
い
て
審
理
不
審
、
法
令
違
背
の
違
法
が
あ
る
か
ら
そ
の
鮎
を
も

う
一
度
審
理
す
べ
き
も
の
と
し
て
原
審
に
差
し
戻
し
た
に
す
ぎ
な
い
と
解
せ
ら

れ
る
。
從
つ
て
少
籔
意
見
の
前
提
と
し
た
多
轍
意
見
の
到
示
は
い
わ
ば
存
在
し

な
い
。
そ
れ
故
少
籔
意
見
の
多
籔
意
見
に
封
す
る
批
到
は
當
を
得
な
い
と
云
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
七
、
最
後
に
残
さ
れ
た
間
題
は
、
破
棄
差
戻
（
多
敏
意
見
、
・
と
破
棄
自
到
（
少

敷
意
見
」
の
何
れ
が
愛
當
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
原
到
決
は
、
前
に
も
見
た
様
に
、
一
審
が
被
告
を
名
春
殿
損
罪
の
正
犯
と
し

て
庭
臨
し
た
の
を
、
教
唆
犯
と
し
て
庭
断
し
た
も
の
と
解
し
た
り
、
被
告
人
の

刑
責
を
せ
め
る
に
急
で
Y
記
者
等
の
正
犯
の
確
定
に
つ
い
て
甚
だ
墨
さ
ぬ
も
の

が
あ
り
、
破
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
（
も
つ
と
も
、
審
理

不
墨
の
意
義
は
必
ら
ず
し
も
一
義
的
で
は
な
く
、
又
刑
訴
法
の
上
訴
理
由
の
何

れ
に
該
當
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
法
三
七
八
條
四
號
に
該
當
す
る
と
い
う
絶
封

的
上
訴
理
由
説
、
法
三
七
九
條
の
訴
訟
手
績
の
法
令
違
反
に
な
る
と
い
う
相
封

的
上
訴
理
由
設
、
法
一
條
、
規
則
一
條
に
裏
付
け
ら
れ
た
訴
訟
手
績
の
法
令
蓮

反
に
な
る
と
い
う
相
封
的
上
訴
理
由
説
等
、
學
説
は
分
れ
る
が
、
何
れ
に
も
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九
　
　
　
（
五
三
七
）



　
　
　
　
鋳
例
研
究

よ
、
こ
の
場
合
審
理
不
墨
ひ
い
て
は
法
令
違
反
と
し
て
破
棄
さ
れ
る
べ
ぎ
鮎
に

つ
い
て
は
箏
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
）
。
叉
、
裁
到
の
迅
速
化
を
期
す
る
と
い
う

意
味
で
、
自
到
（
無
罪
到
決
）
す
べ
し
と
す
る
少
数
意
見
も
理
由
は
あ
る
が
、

被
告
人
の
行
爲
が
名
嬰
殿
損
罪
の
蓄
助
に
も
、
間
接
正
犯
に
も
な
ら
な
い
と
す

る
た
め
に
は
、
Y
記
者
等
の
行
爲
に
つ
い
て
審
理
の
上
確
定
す
る
こ
と
が
先
決

で
あ
り
、
本
件
の
場
合
、
刑
訴
法
四
コ
ニ
條
の
「
訴
訟
記
録
な
ら
び
に
原
裁
判

所
お
よ
び
第
一
審
裁
判
所
に
お
い
て
、
取
り
調
べ
た
謹
擦
に
よ
つ
て
、
直
ち
に

剣
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
と
き
」
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な

い
と
し
て
も
妥
當
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本
件
の
場
合
、
事
實
は
一
見
極
め
て

明
瞭
の
よ
う
で
あ
り
乍
ら
、
一
審
、
二
審
、
三
審
と
判
漸
を
異
に
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
の
事
實
に
封
す
る
認
定
、
評
債
の
微
妙
さ
を
物
語
る
も
の
と
解
し

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
こ
の
際
迅
速
化
の
要
請
は
多
少
穰
牲
に

し
て
も
、
原
審
に
差
戻
し
、
こ
の
鮎
の
審
理
を
壷
さ
し
め
る
の
が
穏
當
だ
と
云

う
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
多
籔
読
は
、
結
論
的
に
正
當
で
あ
る
。

　
附
記
　
本
稿
校
正
中
に
本
剣
決
に
封
す
る
吉
川
調
査
官
の
最
高
裁
剣
所
剣
例

　
　
解
設
（
法
曹
時
報
二
二
巻
三
號
六
九
頁
以
下
）
に
接
し
た
。
事
實
、
原
剣

　
　
決
に
つ
き
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
貼
か
ら
も
、
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
谷
瑳
子
）

二
二
〇

（
五
三
八
）


