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独
立
教
唆
，
罪

に
　
つ
い
て

青

柳

文

雄

鱒
姥
較
決
的
考
嬢

二
現
論
上
の
閲
題

幽
二
　
実
務
荊
法
か
ら
の
考
癖

比
較
法
的
考
察

　
独
立
教
唆
罪
嫁
、
正
犯
の
実
竹
の
着
手
を
ま
た
な
い
で
教
唆
行
為
そ
の
も
の
を
処
罰
の
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
．
主
観
説
の
論
者
の
特
倒

の
規
定
を
ま
た
な
い
で
当
然
に
処
罰
で
き
る
と
の
主
張
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
例
お
よ
び
通
説
に
よ
つ
て
特
別
の
規
定
が
な
け
れ
ぱ
処
罰
で
き
な
い

と
解
さ
れ
．
国
家
公
務
員
法
一
一
一
条
．
地
方
公
務
員
法
六
二
条
、
破
壊
活
動
防
止
法
三
八
条
等
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
し
．
ま
た
改
正
刑
法
準

備
草
案
が
内
乱
罪
に
つ
い
て
二
一
三
条
に
．
外
患
罪
に
つ
い
て
一
三
九
条
に
、
殺
人
罪
に
つ
い
て
二
哲
一
条
に
そ
れ
ら
の
罪
を
犯
す
こ
と
を
教
唆

し
た
者
を
『
そ
れ
だ
け
で
」
処
罰
す
る
旨
規
定
し
た
の
も
同
様
の
趣
旨
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
．

　
こ
れ
を
外
国
の
立
法
例
で
み
て
も
．
教
唆
を
独
立
罪
と
し
て
き
た
イ
ギ
リ
ス
普
通
法
を
別
と
す
れ
ば
、
フ
ラ
ソ
ス
大
革
命
以
後
の
近
世
の
大
陸



簾
系
の
荊
法
は
．
原
則
的
に
教
竣
を
正
犯
の
実
行
に
従
属
さ
せ
て
お
り
、
教
唆
を
独
立
罪
と
す
る
場
合
は
特
別
の
規
定
を
設
け
て
い
る
。
ド
イ
ッ

鯛
法
四
九
条
a
は
、
重
罪
の
教
竣
来
遂
の
規
定
を
設
け
て
い
る
し
、
こ
の
規
定
は
若
干
の
軽
罪
（
国
家
に
対
す
る
危
害
行
為
の
九
〇
条
三
環
、
虚
偽
の
験
述

彰
つ
い
て
の
蝉
五
九
条
）
に
も
準
用
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
も
教
唆
を
含
め
て
共
犯
は
重
罪
ま
た
は
軽
罪
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
あ
り
得
な
い
と
さ

れ
．
そ
t
か
ら
自
殺
の
教
唆
、
親
族
相
盗
の
教
唆
．
実
行
が
開
始
さ
れ
な
か
つ
た
教
竣
、
恩
赦
に
よ
り
犯
罪
の
可
罰
性
が
消
滅
し
た
場
合
の
教
険

ほ
健
れ
も
特
珊
の
規
定
が
な
け
れ
ば
あ
勢
得
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
特
別
の
規
定
と
し
て
ぱ
、
無
政
府
主
義
者
の
殺
人
等
の
せ
ん
動
　
（
蝉
八
八

一
年
七
月
二
九
日
法
律
）
．
堕
胎
教
慶
（
一
九
二
〇
年
七
月
一
三
旧
法
律
V
、
内
乱
教
唆
荊
法
七
七
条
V
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
特
に
重
大
な
犯
罪

で
な
い
な
ら
ば
教
慶
の
未
遂
を
処
罰
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
．
権
利
の
侵
害
な
い
し
法
益
の
侵
害
を
強
調
し
た
一
九
世
紀
以
降
の
近
世
飛
法
学
の

虞
果
で
あ
つ
て
．
ロ
ー
マ
法
で
は
正
犯
と
共
犯
の
区
別
を
し
な
い
で
参
加
者
を
処
罰
し
た
の
だ
し
、
ゲ
ル
マ
ソ
法
で
も
参
加
者
多
数
の
犯
罪
で
は

釜
犯
も
激
竣
も
区
別
さ
れ
な
か
つ
た
。
近
世
に
入
つ
て
か
ら
教
唆
だ
け
で
絃
権
利
の
侵
害
な
い
し
法
益
の
侵
害
か
ら
未
だ
遠
い
と
考
え
ら
れ
て
教
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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慶
の
未
遂
の
不
可
罰
が
原
則
的
に
確
立
し
た
。
ド
イ
ッ
で
も
フ
ラ
γ
ス
で
も
犯
罪
の
着
手
に
つ
い
て
は
主
観
説
が
判
例
．
通
説
で
あ
り
．
原
則
的

に
犯
意
が
明
確
に
外
部
に
現
わ
れ
た
段
階
で
着
手
が
あ
る
と
し
、
不
能
犯
も
殆
ん
ど
認
め
な
い
の
に
．
共
犯
の
成
立
上
の
従
属
性
は
な
お
固
執
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
恐
ら
く
不
能
犯
の
場
合
は
結
果
の
発
生
が
客
観
的
に
不
能
な
場
合
で
あ
つ
て
も
、
行
為
者
の
主
観
で
は
結
果
の
発

生
に
慮
接
す
る
行
為
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、
教
簑
の
場
合
は
そ
の
間
に
意
思
の
自
由
の
あ
る
第
三
者
が
介
入
し
て
い
て
客
観
的
に
は
も
ち
ろ
ん

主
観
的
に
も
結
果
の
発
生
に
直
接
す
る
行
為
を
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
論
は
刑
法
の
保
護
的
機
能
よ
り

も
僚
障
的
機
能
を
窪
視
す
る
こ
と
の
相
当
性
が
是
認
さ
れ
て
は
じ
め
て
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
解
．
社
会
学
的
に
は
響
ー
p
ッ
パ
諸
国
で
こ
の
理

諭が

強
調
さ
れ
た
フ
ラ
ソ
ス
大
革
命
前
後
に
は
こ
れ
ら
諸
国
は
ま
だ
中
世
の
ギ
ル
ド
社
会
を
脱
却
し
て
お
ら
ず
．
大
都
市
の
発
達
も
ま
だ
ぽ
じ
ま

ら
ず
、
治
安
の
確
保
に
つ
い
て
刑
法
の
拡
張
を
葵
求
す
る
ま
噂
に
至
つ
て
お
ら
な
い
の
に
．
中
世
に
お
け
る
強
力
な
警
察
国
家
へ
の
反
動
は
警
察

力
の
側
限
を
要
求
し
て
い
た
こ
と
に
あ
つ
た
と
い
ρ
て
よ
か
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
を
訴
訟
法
殊
に
註
拠
法
の
見
地
で
考
え
る
と
、
藩
纂
の
発
生
が
不

　
　
　
独
立
蟹
鶯
騨
に
學
い
て
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能
の
来
遂
で
は
、
，
そ
の
行
為
か
ら
犯
意
を
推
定
で
渉
る
よ
う
な
も
の
が
裁
判
の
場
に
登
場
す
る
の
で
・
着
手
を
主
観
的
に
理
解
し
未
遂
と
し
て
処

罰
す
る
と
L
て
も
、
事
実
認
定
を
誤
る
危
険
性
を
も
つ
こ
と
は
む
し
ろ
少
な
い
の
に
対
し
て
．
正
犯
が
実
行
に
着
手
し
な
い
教
唆
の
場
合
に
に
糺

閥
主
義
の
伝
統
を
引
く
大
陸
法
的
な
訴
訟
法
で
は
捜
査
官
な
り
、
予
審
判
事
な
り
の
取
調
べ
に
よ
つ
て
、
被
疑
者
は
そ
の
主
観
酌
な
も
の
を
追
及

さ
れ
．
そ
の
間
に
起
き
る
供
述
の
く
い
ち
が
い
、
平
素
の
素
行
等
は
証
拠
法
の
制
限
の
な
い
大
陸
法
の
諸
国
で
事
実
の
認
定
を
誤
ら
せ
る
危
険
が

少
な
く
は
な
い
。
フ
ラ
ソ
ス
大
革
命
後
一
時
イ
ギ
リ
ス
の
制
度
を
模
倣
し
た
フ
ラ
ソ
ス
の
訴
訟
法
も
ナ
ポ
レ
オ
ソ
法
典
に
よ
っ
て
治
安
の
維
持
の

た
め
に
公
剃
開
始
前
は
糺
問
主
義
、
公
判
開
始
後
は
当
事
者
主
義
と
い
う
構
造
を
採
用
し
た
が
．
証
拠
法
の
制
限
は
殆
ん
ど
な
い
．
そ
こ
で
は
実

　
　
‘

体
法
を
制
約
す
る
方
向
が
好
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
正
式
起
訴
を
要
す
る
重
大
犯
罪
麟
呂
ぱ
む
宮
o
o
旨
婁
8
を
犯
す
こ
と
を
教
唆
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
軽
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
・

そ
れ
以
外
の
犯
罪
の
場
合
に
は
．
そ
の
よ
う
な
教
唆
が
あ
つ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
罪
が
犯
さ
れ
な
け
れ
ば
教
唆
も
ま
た
犯
罪
で
は
な
い
が
．
も
し

そ
の
罪
が
現
実
に
行
わ
れ
れ
ば
教
唆
者
も
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
。
そ
し
て
結
果
が
発
生
す
れ
ば
．
重
罪
な
ら
事
前
従
犯
と
し
て
、
軽
罪
な
ら
正
犯

港
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
教
竣
行
為
の
処
罰
は
星
室
裁
判
所
Q
。
餐
｝
窺
警
響
爵
讐
幕
岡
の
強
引
な
判
例
法
の
拡
張
に
よ

り
て
未
遂
、
共
謀
と
混
合
し
て
発
達
し
た
の
に
は
じ
ま
り
、
未
遂
．
共
謀
、
教
唆
の
観
念
が
そ
れ
ぞ
れ
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
は
漸
く
一

九
世
紀
の
終
り
頃
で
あ
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
重
罪
の
教
唆
は
そ
の
重
罪
溝
行
な
わ
れ
た
と
き
に
正
犯
と
同
様
に
処
罰
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

T
の
原
則
が
古
く
か
ら
存
在
し
た
が
．
独
立
教
唆
の
判
例
法
は
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
で
教
唆
の
成
立
に

制
限
を
加
え
よ
う
と
の
動
き
が
あ
る
頃
に
な
お
イ
ギ
リ
ス
で
は
む
し
ろ
こ
れ
を
拡
張
す
る
方
向
に
あ
つ
た
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
学
的
に
は
大
陸

諸
．
国
に
一
歩
先
ん
じ
た
産
業
革
命
．
大
都
会
の
発
達
に
比
較
し
て
警
察
力
が
微
弱
で
あ
つ
て
治
安
の
維
持
の
た
め
に
教
唆
の
未
遂
も
処
罰
す
る
必

・
婆
が
あ
つ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
訴
訟
法
的
に
は
被
疑
者
を
取
調
べ
の
対
象
と
し
な
い
伝
統
と
伝
聞
証
拠
の
制
限
、
性
格
証
拠
の
制
限
等
各
種
の

証
拠
法
上
の
制
約
か
ら
．
捜
査
の
行
き
過
ぎ
、
人
権
の
侵
害
の
危
険
が
少
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
で
ば
主
観
主
義
的
な
刑
法
理
論



か
ら
こ
の
よ
う
な
拡
張
が
要
求
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
独
立
教
唆
罪
の
解
釈
上
の
是
非
な
い
し
特
別
規
定
の
要
否
は
．
客
観
説
．
主
観
説
と
い
う
刑
法
体
系
上
の
観
点
か
ら
割
り
切
る
だ

け
マ
足
り
る
の
で
な
く
．
社
会
学
的
に
は
国
民
性
に
ま
で
立
ち
入
り
、
訴
訟
法
殊
に
証
拠
法
の
運
用
を
斜
酌
し
て
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
．
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
独
立
教
竣
罪
の
検
討
を
し
て
み
た
い
。

二
　
理
論
上
の
問
題

　
教
竣
犯
が
処
罰
さ
れ
る
根
拠
と
し
て
は
拡
張
的
正
犯
論
の
ほ
か
主
観
説
が
主
張
す
る
共
犯
独
立
性
説
と
客
観
説
の
多
数
者
に
よ
つ
て
主
張
さ
れ

る
共
犯
従
属
性
説
と
が
あ
る
。
拡
張
的
正
犯
論
が
間
接
正
犯
の
処
罰
の
説
明
の
た
め
に
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
．
そ
の
理
由
も
実
定
法
が
偶

然
に
教
慶
、
耕
助
と
し
て
規
定
し
た
も
の
だ
け
ボ
正
犯
概
念
か
ら
除
か
れ
る
と
い
う
に
止
ま
っ
て
、
教
唆
犯
の
処
罰
に
つ
い
て
の
根
拠
を
説
明
す

　
　
　
　
　
　
　
（
3
》

る
の
に
不
十
分
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
共
犯
独
立
性
説
は
行
為
者
の
悪
性
格
に
よ
る
犯
意
の
現
わ
れ
が
犯
罪
で
あ
る
と
主
彊
し
．
そ
れ
故
に
教
唆

者
は
教
唆
行
為
を
終
つ
た
こ
と
に
よ
つ
て
な
す
べ
き
全
行
為
を
終
り
、
そ
の
後
の
正
犯
の
行
為
は
國
果
の
流
れ
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
教
唆
行
為

の
処
罰
に
つ
い
て
一
応
明
確
な
基
礎
を
提
供
し
て
い
る
。
犯
罪
を
以
て
そ
の
者
の
悪
性
に
基
づ
く
悪
い
意
思
の
現
わ
れ
で
あ
る
と
見
る
思
想
が
そ

の
根
底
に
あ
る
が
、
人
は
す
べ
て
潜
在
的
犯
人
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
社
会
に
危
険
な
悪
い
性
格
は
す
べ
て
の
人
が
持
つ
て
い
る
と
い

つ
て
差
支
え
な
い
。
そ
の
悪
い
性
格
は
自
然
犯
に
つ
い
て
は
身
体
的
動
作
で
示
す
こ
と
は
少
な
く
て
も
、
書
語
で
な
ら
ば
よ
り
軽
率
に
、
よ
り
安

易
に
示
さ
れ
る
。
書
語
で
示
さ
れ
た
悪
い
性
格
は
必
ず
し
も
直
ち
に
矯
正
を
必
要
と
す
る
社
会
的
冠
険
性
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
教
竣
を
犯
罪

の
実
行
行
為
と
同
視
す
る
こ
と
は
こ
の
爾
者
の
差
異
に
つ
い
て
の
十
分
な
検
討
を
し
た
上
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
教
竣
が
正
犯

の
実
行
行
為
に
日
時
、
場
所
に
お
い
て
近
接
し
、
正
犯
が
教
唆
者
の
監
視
と
影
響
の
下
に
あ
る
と
き
は
別
で
あ
る
が
、
実
行
に
移
る
と
否
と
が
な
お

被
教
竣
者
の
自
由
に
委
さ
れ
て
い
る
と
き
は
3
教
唆
者
は
教
唆
行
為
に
出
た
と
い
う
こ
と
で
そ
の
な
す
べ
き
こ
と
を
す
べ
て
終
つ
た
の
で
は
な
く
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《
y
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ハ
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で
そ
の
勘
篭
冒
力
を
持
綻
す
る
た
ぬ
の
何
ら
か
の
活
動
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
・
こ
の
場
合
に
は
教
竣
が
あ
つ
た
か
ら
と
い
つ
て
な
す

べ
き
こ
と
が
す
べ
て
終
つ
た
の
で
は
な
い
．
共
犯
独
立
性
説
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
看
過
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
典
犯
従
属
性
説
と
い
わ
れ

る
も
の
に
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
。
共
犯
が
正
犯
か
ら
犯
罪
性
と
可
罰
性
を
借
り
る
と
の
理
論
は
質
ー
マ
法
、
カ
ノ
ン
法
に
あ
っ
た
が
、
こ
れ
を
徹
底

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

すると

す
れ
ぱ
正
犯
の
身
分
に
も
従
属
さ
鷺
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
不
当
だ
と
い
う
の
で
こ
の
理
論
は
今
圓
で
は
残
つ
て
い
な
い
。
教
唆
は
犯
人

を
製
造
し
た
も
の
で
．
そ
れ
故
に
処
罰
さ
れ
る
と
の
思
想
も
カ
ノ
ソ
法
に
あ
つ
た
が
、
近
時
多
数
説
と
な
り
つ
つ
あ
る
正
犯
の
資
任
性
ま
で
要
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

し
恥
い
制
限
従
属
形
式
は
．
こ
の
理
論
で
説
明
し
尽
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
世
の
共
犯
従
属
性
の
理
論
は
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
後
の
権
利
の
侵
害

な
い
し
法
益
の
侵
害
を
霊
大
視
し
て
．
犯
罪
成
立
の
範
瞬
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
思
想
に
発
し
．
そ
の
よ
う
な
侵
害
は
正
犯
の
実
行
行
為
に
よ
つ

て
は
じ
め
て
生
じ
る
の
で
．
教
唆
行
為
は
そ
の
侵
蜜
の
危
険
を
惹
起
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
危
険
は
な
お
余
り
に
遠
く
、
法
益
侵

喪
の
重
大
性
の
故
に
な
お
そ
の
危
険
が
違
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
処
罰
す
る
必
要
を
立
法
者
ポ
特
に
認
め
た
場
合
以
外
は
処
罰
し
な
い
と
す
る
に

あ
る
．
こ
の
恩
想
の
下
で
も
な
お
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
は
法
益
の
侵
害
ま
た
は
そ
の
危
険
を
違
法
性
の
中
核
に
置
く
考

え
労
に
発
し
、
憲
犯
の
塞
行
行
為
を
中
心
に
考
え
、
教
唆
者
は
法
益
侵
害
へ
と
正
犯
に
決
意
さ
せ
、
実
行
に
至
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
帯
助
者
は

法
益
優
害
の
危
険
を
促
進
、
強
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
処
罰
さ
れ
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
違
法
性
は
客
観
的
な
法
益
の
侵
害

な
い
し
腰
そ
の
危
険
に
帰
着
す
る
の
で
、
教
唆
行
為
の
違
法
性
、
轍
助
行
為
の
違
法
性
が
別
個
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
立
場
で
は

主
観
的
遠
法
要
素
は
で
鳶
る
限
り
限
定
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
し
．
ま
た
厳
密
に
い
え
ぱ
そ
の
主
観
的
違
法
要
素
は
正
犯
の
も
の
が
考
え

ら
れ
．
教
陵
者
．
盤
助
者
は
そ
の
認
識
と
認
容
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
．
表
現
犯
、
傾
向
犯
は
も
と
よ
り
．
目
的
犯
も
略
々
同

様
に
考
え
ら
れ
る
。
他
の
一
つ
は
違
法
性
を
義
務
違
反
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
義
務
違
反
と
い
う
以
上
は
共
犯
者
各
自
の
義
務
違
反
を
考
え
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
な
れ
ば
違
法
性
も
共
滋
着
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
．
共
犯
の
従
属
性
を
否
定
し
て

し
ま
う
こ
と
さ
え
本
質
的
に
は
可
能
で
あ
つ
て
、
従
属
性
を
承
認
す
る
に
し
た
と
こ
ろ
で
誤
箏
の
な
い
処
罰
の
た
め
の
敷
策
的
な
も
の
で
あ
る
か



嚇
．
正
犯
の
実
行
着
手
は
処
罰
条
件
で
あ
り
、
従
つ
て
教
唆
者
の
意
思
と
正
犯
の
実
行
行
為
と
の
く
い
ち
が
い
は
抽
象
的
符
合
説
に
従
つ
て
．
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
敦
慶
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
5
。
私
は
違
法
性
の
中
核
を
法
益
の
侵
害
ま
た
は
そ
の
危
険
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
刑
法
の
保
障
的

機
能
を
無
保
し
、
罪
刑
法
定
主
義
を
実
質
化
し
て
捜
査
官
、
裁
判
官
の
恣
意
的
判
断
を
避
け
ら
れ
る
と
考
え
る
の
で
前
の
立
場
を
採
る
が
、
以
下

こ
れ
に
よ
，
つ
て
生
じ
る
い
く
つ
か
の
理
論
的
問
題
を
検
討
し
て
み
よ
う
．

　
改
正
刑
法
準
備
草
案
＝
一
三
条
は
、
内
乱
教
唆
を
独
立
罪
と
し
て
い
る
。
内
乱
罪
の
よ
う
な
集
合
的
必
要
的
共
犯
に
刑
法
総
則
共
犯
の
規
定
が

適
用
さ
れ
る
の
か
は
議
諭
が
あ
る
が
、
必
要
的
共
犯
者
相
互
の
間
に
は
刑
法
総
則
共
犯
の
規
定
の
適
用
は
排
除
さ
れ
、
部
外
者
に
つ
い
て
腰
叡
唆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
》

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
解
す
る
と
、
こ
の
準
備
草
案
の
規
定
は
部
外
考
に
つ
い
て
の
正
犯
の
実
行
着
手
前
の
規
定
で
あ
つ
て
．
正
犯
が
実
行
に

蒼
手
し
た
以
上
は
刑
法
総
則
共
犯
の
規
定
に
よ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
．
ま
た
そ
の
こ
と
か
ら
自
ら
も
内
乱
に
参
加
す
る
意
思
で
他
人
を
教

慶
し
た
者
は
、
準
傭
童
案
；
二
条
の
予
備
、
陰
謀
罪
に
な
る
の
で
．
独
立
教
唆
罪
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。
正
犯
が
実
行
に

碧
手
後
は
必
要
的
共
犯
者
と
し
て
正
犯
の
観
念
中
に
包
括
さ
れ
る
よ
う
な
者
が
．
実
行
着
手
前
に
は
独
立
教
唆
罪
で
あ
る
と
い
う
の
ぱ
．
正
犯
概

念
と
教
唆
概
念
の
混
乱
を
生
じ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
内
乱
罪
で
は
常
に
総
則
共
犯
の
規
定
が
排
除
さ
れ
る
と
の
学
説
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

よ
る
と
準
備
草
案
の
独
立
激
唆
罪
の
規
定
は
特
殊
の
教
竣
概
念
で
予
傭
陰
謀
に
近
い
も
の
と
解
す
る
ほ
か
な
い
．

　
準
儒
草
案
一
三
九
条
の
規
定
す
る
外
患
罪
に
関
す
る
鞍
立
教
唆
、
二
七
一
条
の
規
定
す
る
殺
人
の
独
立
教
唆
に
は
、
必
要
鮒
共
犯
を
め
ぐ
つ
て

の
困
難
た
閥
題
は
な
い
。
た
だ
外
息
罪
の
場
合
に
は
殺
人
罪
に
く
ら
ぺ
れ
ば
事
実
上
集
団
犯
と
な
る
傾
向
が
あ
つ
て
、
教
竣
者
と
予
備
、
陰
謀
者

と
の
区
別
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
に
ま
た
準
備
草
案
が
外
患
罪
の
独
立
教
唆
は
．
予
儂
．
陰
謀
の
次
条
に
同
一
の
刑

で
規
定
し
．
こ
れ
に
対
し
て
殺
人
罪
の
独
立
教
竣
は
予
備
陰
謀
の
前
条
に
．
よ
り
重
い
刑
の
規
簸
を
設
け
た
理
由
が
あ
姦
う
。
殺
人
罪
の
教
慶
は

陰
険
、
悪
錬
な
も
の
で
あ
つ
て
、
教
襲
者
が
自
ら
実
行
行
為
に
参
掬
す
る
こ
と
は
甚
だ
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
独
立
献
陵
罪
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
罪
に
つ
い
て
被
教
唆
者
が
教
唆
さ
れ
た
罪
よ
秒
軽
い
罪
を
犯
し
た
場
禽
例
え
ぱ
議
備
藁
案
二
七
榊
・
条

　
　
　
激
立
董
癒
饗
に
ゆ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
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七
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O
殺
人
の
教
竣
を
し
た
と
こ
ろ
．
被
教
竣
者
が
傷
害
の
決
意
を
し
傷
害
を
行
な
つ
た
場
合
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
構
成
要
件
が
合
理
的
に
符
合
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
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澄
隈
度
で
殺
人
の
独
立
教
唆
罪
と
傷
害
教
竣
の
観
念
的
競
合
と
解
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
殺
人
を
教
唆
さ
れ
た
正
犯
が
傷
害
の
意
思
で
暴
行
を
加
え

被
害
者
の
死
を
惹
起
し
た
場
合
に
は
問
題
が
あ
る
。
主
観
説
に
従
え
ぱ
教
唆
と
結
果
の
発
生
と
の
間
に
因
果
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
か

ら
、
仮
に
粗
当
因
果
関
係
を
要
求
す
る
と
し
て
も
．
そ
の
暴
行
行
為
の
強
度
如
何
に
よ
つ
て
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
殺
人
教
唆
を
承

認
す
る
こ
と
に
な
る
。
共
犯
従
属
性
説
に
従
う
と
傷
害
致
死
の
重
い
結
果
に
つ
い
て
過
失
を
必
要
と
す
る
の
か
否
か
で
結
論
が
異
る
。
過
失
を
必

婁
と
す
る
多
数
説
に
よ
れ
ば
教
竣
者
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
限
度
で
殺
人
の
独
立
教
唆
罪
と
傷
害
致
死
教
唆
罪
の
観
念
的
競
合
を
認
め
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
正
犯
の
実
行
着
手
を
処
罰
条
件
と
す
る
程
度
の
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
．
主
観
説
と
同
じ
結
論
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ

る
。

　
独
立
教
唆
罪
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
教
竣
者
が
教
唆
後
正
犯
の
実
行
を
阻
止
す
る
た
め
真
剣
な
努
力
を
し
た
と
き
に
中
止
犯
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
の
か
は
議
論
が
分
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ッ
刑
法
四
九
条
a
三
項
の
よ
5
な
明
文
が
な
い
わ
が
国
で
は
予
備
罪
に
中
止
犯
の
規
定
の
適

用
が
あ
る
か
と
い
う
閥
題
と
同
様
の
議
論
に
な
る
。
準
備
草
案
＝
一
三
条
は
内
乱
の
独
立
教
唆
に
つ
い
て
暴
動
前
の
自
首
を
要
件
と
し
て
刑
の
軽

減
ま
た
は
免
除
を
認
め
．
外
患
罪
の
独
立
教
唆
に
は
こ
の
種
の
規
定
を
設
け
ず
．
二
七
一
条
の
殺
人
の
独
立
教
唆
に
は
情
状
に
よ
る
免
除
の
規
定

を
設
け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
立
法
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
独
立
教
唆
の
中
止
に
異
つ
た
規
定
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
．
中
止
犯
に
関
す
る
準
備
草
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
船
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貧
）

二
四
条
の
適
用
を
排
除
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
多
数
説
は
中
止
犯
の
規
定
の
準
用
を
認
め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
を
積
極

に
露
め
る
以
上
は
正
犯
が
他
の
理
由
で
実
行
を
阻
止
さ
れ
、
ま
た
は
教
唆
と
無
関
係
に
実
行
行
為
が
行
な
わ
れ
た
と
き
も
．
教
唆
者
が
真
剣
な
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
》

カ
を
し
匙
以
上
中
止
犯
の
規
定
の
準
用
を
認
め
る
こ
と
の
方
が
舶
貫
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
激
唆
罪
に
関
違
し
て
ア
ジ
ャ
ソ
・
ブ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
蓬
ル
の
可
罰
性
が
論
じ
ら
れ
る
が
、
独
立
教
唆
罪
に
つ
い
て
も
こ
れ
が
問
題
に
な
る
。
主
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
》

説
に
よ
れ
ぱ
教
唆
者
は
自
ら
犯
罪
を
実
行
す
る
意
思
を
有
し
な
い
の
で
、
そ
の
可
罰
性
が
否
定
さ
れ
、
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
一
般
的
に
肯
定



　
　
　
　
　
　
　
（
猛
》

さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
も
つ
と
も
共
犯
従
属
性
を
肯
定
し
た
と
こ
ろ
で
．
ド
イ
ッ
刑
法
の
通
説
は
教
唆
者
が
犯
罪
遂
行
へ
の
意
思
を
も
た
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
こ
れ
の
な
い
ア
ジ
ャ
ン
・
ブ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
ー
ル
の
処
罰
を
認
め
な
い
し
．
ま
た
共
犯
従
属
性
説
を
と
つ
た
と
こ
ろ
で
正

犯
の
実
行
が
処
罰
条
件
に
過
ぎ
な
い
乏
の
説
に
従
え
ば
、
ア
ジ
ャ
ソ
・
ブ
ロ
ヴ
妨
カ
ト
ー
ル
の
処
罰
は
否
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
◎

　
教
唆
一
般
に
つ
い
て
そ
の
犯
罪
地
、
犯
罪
の
日
時
、
罪
数
を
ど
う
考
え
る
の
か
議
論
が
あ
つ
て
、
判
例
は
正
犯
の
実
行
地
．
実
行
の
日
時
．
罪
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教
を
基
準
と
し
て
教
唆
者
に
つ
い
て
も
そ
の
犯
罪
地
、
犯
罪
の
日
時
．
罪
数
を
定
め
る
も
の
と
し
て
い
て
、
こ
れ
に
賛
成
す
る
説
も
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
教
唆
行
為
自
身
が
犯
罪
で
あ
る
と
の
立
場
を
強
調
す
る
主
観
説
は
当
然
に
教
唆
行
為
の
場
所
、
自
時
、
行
為
数
で
定
め
る
べ
琶
で
あ
る

と
し
、
共
犯
従
属
性
説
で
も
従
属
性
を
そ
こ
ま
で
拡
げ
る
の
は
正
当
で
な
い
と
し
て
教
唆
行
為
の
場
所
．
日
時
．
行
為
数
を
標
準
と
す
べ
き
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
V

る
と
説
く
説
も
あ
る
。
独
立
教
唆
罪
の
場
合
に
は
正
犯
た
る
べ
き
者
が
犯
罪
の
実
行
に
着
手
せ
ず
．
場
合
に
よ
つ
て
は
こ
れ
を
拒
否
す
る
場
合
も

含
む
か
ら
、
独
立
教
唆
罪
の
犯
罪
地
、
犯
罪
日
時
、
犯
罪
数
を
正
犯
の
も
の
に
よ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
一
般
の
教
唆
犯
と
全
く
そ
の
性
質
を

異
に
す
る
も
の
と
し
て
犯
罪
の
場
所
、
日
時
．
個
数
を
定
め
る
こ
と
は
．
独
立
教
唆
罪
が
正
犯
の
実
行
着
手
に
よ
つ
て
一
般
の
教
唆
犯
に
変
化
し

た
場
合
に
犯
罪
の
場
所
馬
日
時
、
個
数
ま
で
変
化
す
る
こ
と
に
な
つ
て
適
当
で
な
い
か
ら
．
独
立
教
唆
罪
は
一
般
の
教
唆
罪
の
亜
型
と
し
て
共
通

に
場
所
、
圓
時
、
個
数
を
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
う
。
こ
の
見
解
に
従
う
と
き
は
判
例
の
立
場
に
よ
れ
ば
、
独
立
教
唆
罪
の
場
所
は
正
犯
が
実

行
を
予
定
さ
れ
た
場
所
で
あ
り
．
日
時
は
正
犯
ボ
実
行
を
予
定
さ
れ
た
日
時
で
あ
り
、
犯
罪
の
個
数
も
正
犯
に
予
定
さ
れ
た
個
数
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
な
つ
て
、
甚
し
く
法
的
安
全
性
を
害
す
る
。
土
地
管
轄
も
明
ら
か
で
な
く
、
公
訴
時
効
の
進
行
も
時
点
が
確
定
せ
ず
、
一
事
不
再
理
の
効

果
も
そ
の
範
囲
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
独
立
教
唆
罪
の
場
合
は
も
と
よ
り
．
一
般
の
教
唆
罪
の
場

合
も
そ
の
犯
罪
地
、
犯
罪
の
目
時
．
犯
罪
の
個
数
と
も
教
唆
行
為
を
中
心
と
し
て
考
え
る
の
が
疋
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
準
備
草
案
の
規
定
す
る
独
立
教
唆
罪
に
つ
い
て
は
問
題
で
は
な
い
が
．
将
来
独
立
教
唆
罪
の
範
囲
が
拡
張
さ
れ
た
場
合
に
傭
え
て
身
分
犯
の
独

立
教
竣
罪
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
真
正
身
分
犯
に
つ
い
て
考
え
る
と
主
観
説
に
よ
れ
ば
収
賄
罪
を
例
に
と
る
と
、
非
公
務
員
が
公
務
負

　
　
　
敬
立
敦
聡
鼻
私
り
い
て
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樵
紋
購
め
救
駿
を
し
で
も
不
可
罰
で
あ
る
演
、
公
務
員
が
非
公
務
員
に
収
賭
の
教
慶
を
す
る
と
可
罰
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
さ
え
な
り
か
ね
な

い
。
畿
慶
行
為
が
犯
罪
の
実
行
噌
あ
る
と
解
す
る
以
上
は
そ
の
よ
う
な
結
論
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
逆
の
結
諭

に
な
り
．
非
公
務
員
が
公
務
員
に
収
賄
の
教
簑
を
す
れ
ば
可
罰
的
で
あ
る
が
、
公
務
員
が
葬
公
務
員
に
収
賄
の
教
唆
を
し
た
と
こ
ろ
で
自
手
犯
で

あ
る
た
め
に
処
罰
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
独
立
教
唆
罪
が
こ
れ
ら
の
罪
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
つ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
不

真
運
身
分
犯
に
つ
い
て
考
え
る
と
特
別
公
務
員
逮
捕
監
禁
罪
の
例
で
、
主
観
説
に
よ
れ
ば
非
公
務
員
に
よ
る
特
別
公
務
員
の
教
唆
は
逮
捕
監
蒙
教

慶
罪
で
あ
り
、
特
別
公
務
員
に
よ
る
非
公
務
員
の
教
凌
は
特
別
公
務
員
逮
捕
監
禁
教
唆
罪
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
共
犯
従
属
性
説
に
よ
れ
ば
非
公

務
員
に
よ
る
特
別
公
務
員
の
教
凌
は
逮
捕
監
禁
教
襲
罪
で
あ
り
、
特
別
公
務
員
に
よ
る
非
公
務
員
の
教
唆
は
、
一
般
の
教
唆
罪
に
つ
い
て
は
説
が

　
　
　
　
　
　
　
　
翁
》

分
れ
る
こ
と
に
は
な
る
淋
．
こ
の
場
合
に
は
人
の
膚
由
の
侵
害
と
い
う
法
益
侵
害
は
同
む
で
あ
つ
て
、
刑
罰
の
加
重
は
義
務
違
反
が
加
わ
る
だ
け

で
あ
る
か
ら
．
特
別
公
務
員
逮
捕
監
禁
教
唆
罪
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
他
常
習
と
い
う
よ
う
な
行
為
者
の
属
性
と
し
て
の
意
味
の
強
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》
も
の
の
場
合
に
は
撫
重
は
正
犯
．
共
犯
を
問
わ
ず
そ
の
身
分
の
あ
る
者
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。

　
準
傭
草
案
の
規
定
と
は
関
係
な
い
が
、
被
害
者
が
独
立
教
唆
罪
を
犯
す
こ
と
が
で
き
る
か
は
．
場
合
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
そ

れ
が
被
害
者
の
承
諾
と
し
て
構
成
要
件
該
当
性
を
阻
却
す
る
場
合
に
は
可
罰
性
が
な
い
．
窃
盗
の
被
害
者
の
承
諾
の
よ
う
な
場
含
で
あ
る
。
ま
た

被
双
者
の
殺
書
の
嘱
託
は
嘱
託
殺
人
罪
の
敦
唆
で
は
な
い
。
こ
れ
と
同
様
に
被
害
者
の
承
諾
が
行
為
の
違
法
性
を
阻
却
す
る
程
度
の
例
え
ぱ
傷
害

に
お
け
る
被
害
者
の
同
意
の
場
合
の
被
害
者
の
教
唆
も
独
立
教
駿
罪
と
し
て
の
可
罰
性
を
欠
く
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
の
場
合
に
は
被
害
者
の
承
諾

砿
法
穣
上
意
味
を
も
た
な
い
か
ら
、
被
害
麿
の
教
唆
も
ま
た
独
立
教
凌
罪
と
し
て
処
罰
の
対
象
に
な
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
主
観
説
に
よ
れ
ば

彼
害
者
の
漂
諾
に
よ
る
傷
害
の
例
に
お
け
る
被
害
者
の
教
唆
は
自
傷
行
為
と
し
て
構
成
要
件
不
該
当
と
な
ろ
う
。



三
　
実
務
刑
法
か
ら
の
考
察

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
独
立
教
唆
罪
は
証
拠
法
の
制
約
の
あ
る
英
米
法
は
別
と
し
て
．
大
陸
法
で
は
例
外
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
．
証
拠
法
の
鷺

紬
を
設
け
な
い
で
被
疑
者
を
取
調
べ
の
客
体
と
す
る
場
合
に
は
独
立
教
唆
罪
の
処
罰
は
．
そ
れ
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
法
益
の
保
護
に
く
ら
べ
て
．

決
的
安
全
性
を
失
な
う
危
険
の
方
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
が
実
質
上
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
以
下
こ
の
点
を
掘
り
下
げ
て
立
法
上
の
参
考
に
し
た
い

匙
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
》

　
独
立
教
陵
を
広
く
認
め
．
そ
の
刑
を
軽
く
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
法
的
安
全
性
を
繕
持
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
説
く
説
が
あ
O
。

し
か
し
、
英
国
普
通
法
の
よ
う
に
重
罪
の
教
唆
を
そ
れ
だ
け
で
軽
罪
と
し
て
処
罰
す
る
と
い
う
場
合
は
、
単
に
刑
が
軽
い
と
い
う
こ
と
に
止
ま
る

の
で
は
な
く
て
．
歴
史
的
に
は
重
罪
犯
人
が
法
の
保
護
外
に
置
か
れ
、
手
続
の
面
で
も
証
人
を
立
て
る
権
利
が
な
く
．
弁
護
人
も
制
限
さ
れ
て
い
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た
の
に
、
軽
罪
の
犯
人
に
は
全
面
的
に
こ
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
相
違
が
あ
つ
た
こ
と
や
．
令
状
な
し
の
逮
捕
に
つ
い
て
も
重
罪
で

は
合
理
的
な
疑
い
さ
え
あ
れ
ば
何
人
で
も
行
な
う
こ
と
が
で
き
た
が
．
軽
罪
の
犯
人
は
裁
判
官
の
令
状
が
な
け
れ
ば
逮
捕
さ
れ
な
か
つ
た
し
．
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
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た
重
罪
犯
人
は
保
釈
の
権
利
が
な
か
つ
た
の
に
対
し
て
、
軽
罪
犯
人
は
こ
の
権
利
を
も
つ
て
い
た
と
い
う
手
続
の
差
が
む
し
ろ
重
要
で
あ
つ
た
こ

と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
法
総
則
の
教
唆
に
く
ら
べ
て
多
少
刑
を
軽
く
し
た
ぐ
ら
い
で
濫
用
の
危
険
が
防
げ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
現

突
の
量
刑
が
法
定
刑
の
下
限
附
近
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
、
ま
た
こ
の
程
度
の
法
定
刑
の
差
異
で
は
手
続
上
の
相
違
を
生
じ
な
い
こ
と
を

考
え
る
と
全
く
の
空
想
論
に
過
ぎ
な
い
。

　
英
国
の
警
察
力
の
犀
史
的
な
微
力
は
独
立
教
凌
界
の
検
討
に
つ
い
て
も
社
会
学
的
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
げ

れ
ぱ
な
ら
な
い
．
そ
れ
が
た
め
に
蹴
罪
犯
人
を
逮
捕
す
る
の
は
国
民
す
べ
て
の
義
務
で
あ
う
て
．
こ
れ
を
敢
え
て
し
な
い
こ
と
が
犯
人
購
遵
百
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
露
》

｛
憂
一
8
の
罪
に
閥
わ
れ
、
ま
た
警
察
官
ほ
治
安
剰
事
の
命
令
の
執
行
機
関
で
あ
つ
て
、
法
秩
序
の
守
護
者
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
，
犯
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人
が
、
遼
雛
に
当
つ
て
抵
抗
し
て
ζ
れ
を
死
に
致
す
な
ら
ば
。
殺
害
の
故
意
が
な
く
て
も
謀
殺
疑
竃
簿
と
さ
れ
て
重
く
処
罰
さ
れ
る
．
そ
の
よ

う
な
夜
瞥
的
性
格
の
警
察
は
大
都
市
の
発
達
に
伴
つ
て
近
代
警
察
へ
と
次
第
に
脱
皮
は
し
た
ボ
．
な
お
伝
統
的
に
被
疑
者
を
糺
問
の
対
象
と
は
し
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て
い
な
い
。
証
拠
を
駁
得
す
る
た
め
の
事
実
上
の
取
調
べ
は
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
な
お
警
察
国
家
の
歴
史
を
も
ち
．
被
疑
者
を
坂
調
べ
の
対
象

と
し
て
き
た
大
陸
法
諸
国
と
は
格
段
の
差
が
あ
つ
て
．
捜
査
の
能
率
と
い
う
点
で
は
大
陸
法
に
く
ら
べ
て
低
い
が
．
人
権
保
障
と
い
う
点
で
は
か

な
り
高
い
も
の
が
あ
る
。
わ
が
国
の
警
察
は
閉
治
以
降
こ
の
大
陸
法
の
制
度
を
撲
倣
し
、
国
の
秩
序
の
維
持
者
と
し
て
強
力
な
線
織
を
も
ち
、
戦

駒
は
被
疑
者
は
販
調
ぺ
の
対
象
と
さ
れ
て
何
ら
怪
し
ま
れ
な
か
つ
た
。
戦
後
は
警
察
機
構
の
改
革
が
あ
つ
て
警
察
は
戦
前
の
権
力
を
大
幅
に
失
な

い
、
ざ
た
日
本
国
憲
蟄
に
よ
つ
て
被
疑
者
の
供
述
拒
否
権
が
朗
定
さ
れ
、
現
行
刑
訴
は
一
九
八
条
の
取
調
べ
に
当
つ
て
供
述
拒
否
権
を
告
げ
る
こ

と
に
は
し
て
い
る
が
．
情
緒
的
な
国
民
性
の
影
響
も
あ
つ
て
自
白
は
依
然
と
し
て
相
当
に
高
い
率
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
と
訴
訟
法

の
運
用
の
下
で
独
立
教
竣
罪
を
広
く
認
め
る
こ
と
は
治
安
の
確
保
の
た
め
に
差
し
迫
つ
た
必
要
性
が
な
い
の
に
、
証
明
力
の
評
価
に
函
難
な
自
白

な
り
供
述
を
生
み
．
法
的
安
全
性
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
葵
国
普
通
法
で
は
共
犯
の
供
述
の
証
明
力
に
関
し
、
裁
判
官
が
陪
審
員
に
注
意
を
与
え
る
も
の
と
し
て
い
る
し
．
ア
メ
リ
カ
で
は
誰
明
力
自
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翁
》

を
制
定
法
で
制
限
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ
の
理
由
は
共
犯
者
が
自
己
の
責
任
を
他
に
転
じ
て
自
ら
免
れ
る
こ
と
を
恐
れ
る
の
と
、
捜
査
官

が
こ
の
心
理
状
態
を
利
用
し
て
証
拠
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
共
犯
者
を
装
つ
て
犯
罪
団
体
に
潜
入
し

滝
捜
査
官
の
供
述
に
は
補
強
を
必
要
と
し
な
い
と
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
も
警
察
官
に
対
す
る
信
頼
度
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
わ
が
刑

訴
は
業
犯
者
の
供
述
の
証
明
力
に
つ
い
て
特
段
の
規
定
を
設
け
て
い
な
い
し
、
判
例
も
一
般
の
証
人
の
供
述
と
異
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
．
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
露
）

補
強
を
要
求
し
て
い
な
い
。
恐
ら
く
わ
が
国
で
は
伝
聞
証
拠
の
例
外
が
広
い
の
で
、
公
判
廷
に
お
け
る
証
言
を
獲
得
す
る
た
め
に
共
犯
者
の
一
都

と
取
引
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
情
緒
的
な
国
民
性
は
．
自
己
の
利
益
の
た
め
に
他
の
共
犯
者
に
す
べ
て
を
押
し
つ
け
る
ほ
ど
割
り
切
る
態
度
を

と
り
得
な
い
こ
と
．
共
犯
者
の
自
白
に
補
強
証
拠
を
必
要
と
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
得
ら
れ
る
法
的
安
全
性
よ
り
、
失
な
わ
れ
る
刑
法
の
保
護
的
機



能
が
遙
か
に
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
供
述
拒
否
権
が
あ
る
と
い
っ
て
も
こ
れ
を
特
に
利
用
す
る
者
は
少
な
く
、
特
に
利
益
を
与
え
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
マ

い
限
り
供
述
し
な
い
と
い
う
共
犯
者
は
稀
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
．
こ
の
よ
5
な
場
合
に
供
述
の
証
明
力
の
評
価
が
重
要
で
あ
る

だ
け
に
独
立
教
駿
罪
の
拡
張
と
引
替
え
に
共
犯
者
の
供
述
の
証
明
力
を
制
限
す
る
こ
と
は
全
体
と
し
て
刑
法
の
傑
護
的
機
能
を
余
り
に
犠
牲
に
供

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
種
々
の
角
度
か
ら
考
え
て
独
立
教
唆
罪
の
規
定
の
新
設
は
特
に
必
要
の
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
独
立
教
唆
昴

を
設
け
る
雛
合
に
刑
罰
の
面
．
或
い
は
誘
訟
手
続
の
面
で
こ
れ
を
憾
隈
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
以
上
、
刑
法
の
保
障
的
機
能
を
考
慮
し
て
構
成

要
件
の
薗
で
こ
れ
を
し
ぽ
る
こ
と
が
最
後
に
考
え
ら
れ
ゐ
。
被
教
唆
者
が
実
行
に
驚
手
蕊
に
何
ら
か
の
準
備
行
為
に
出
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
の

が
そ
の
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。
準
備
草
案
の
規
定
す
る
内
乱
、
外
患
・
殺
人
は
何
れ
も
予
薦
を
も
処
罰
し
て
い
る
か
ら
．
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設

け
る
こ
と
に
よ
り
飽
人
を
陥
れ
る
た
め
に
虚
偽
の
申
告
を
し
．
鉦
君
を
す
る
こ
と
は
自
ら
の
処
罰
の
危
険
を
貿
す
こ
と
に
な
る
の
で
か
な
り
防
比

で
き
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
こ
の
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
申
告
を
減
少
さ
せ
て
折
角
の
独
立
教
嚢
界
の
効
罵
を
瞬
ら
か
に
渡
殺
す
る

こ
と
に
な
る
．
或
い
は
衝
教
唆
嚢
が
犯
罪
実
行
を
決
意
し
た
こ
と
を
要
件
と
す
る
に
止
め
る
こ
と
が
次
に
考
え
ら
れ
る
。
決
意
だ
け
で
は
右
の
鷺

罪
に
お
い
て
も
可
罰
性
は
な
い
の
で
刑
法
の
保
障
的
機
能
の
犠
牲
に
お
い
て
保
護
的
機
鰭
の
拡
彊
を
図
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
．
実
務
上
は
決

意
の
証
虜
は
何
ら
か
の
準
備
行
為
・
陰
謀
行
為
を
鋒
つ
て
は
じ
め
て
謹
窮
さ
れ
る
の
で
．
二
つ
の
要
件
の
差
が
そ
れ
滝
ど
大
き
い
と
は
思
わ
れ
な

い
が
、
強
い
て
い
え
ば
後
の
方
法
を
と
る
場
金
は
法
律
上
予
備
と
玄
で
は
い
え
な
い
実
欝
，
・
の
た
め
の
計
藤
郵
簸
窮
さ
れ
れ
ば
決
意
が
あ
つ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ

と
さ
れ
よ
う
か
ら
．
そ
の
程
度
で
ゃ
や
広
く
独
立
激
．
擬
の
処
罰
を
す
る
こ
と
が
可
能
》
義
簿
、
う
．

　
要
す
る
に
独
立
教
唆
罪
を
設
け
る
か
ど
う
か
・
ど
の
範
囲
で
設
け
る
の
が
よ
い
か
は
、
理
論
上
の
問
題
で
あ
る
よ
り
は
、
飛
法
の
保
障
的
機
能

と
保
繊
的
機
能
の
薦
和
の
問
題
で
あ
り
．
瞬
訟
手
続
、
国
民
性
を
も
考
慮
に
入
れ
て
慎
霊
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
ド
イ
ツ
法
に
づ
い
て
餌
蜜
嚢
ご
8
薯
藝
馨
一
噌
》
段
野
の
一
8
弊
フ
ヴ
ン
ス
法
に
つ
い
て
魂
豊
巨
9
麟
髭
露
冒
暫
ロ
璽
糞
凸
謬
聾
鳳

　
　
　
　
絵
立
薮
癒
算
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藷
騒
　
　
二
（
》
毒
¢



撫
”
叢
縢
舞
磯
り
い
｛

壕
邸
　
　
壽
Q
墨
響

5
診
・
誓
8
遷
蓼
ぎ
鱒
一
サ
毯
5
9

（
2
》
．
悩
β
昌
．
構
◎
霞
憂
9
0
ユ
鑑
琴
一
疑
考
お
鵠
噂
．
お

（
3
）
　
も
し
拡
彊
的
正
犯
概
念
を
貫
く
と
す
れ
ば
、
真
正
身
分
犯
を
身
分
の
な
い
者
が
教
唆
し
た
場
倉
の
教
唆
轡
膿
少
な
く
と
も
疋
犯
の
塞
質
を
備
え
で
い
な
い
こ
と
に
な

　
篭
り
に
何
赦
鑑
禰
葦
れ
る
の
わ
の
説
明
に
園
る
こ
と
に
な
る
。

（
4
）
　
〈
釜
．
暮
璽
8
み
算
マ
毯
こ
れ
に
関
L
木
村
教
授
は
そ
の
刑
法
総
論
　
三
八
八
頁
以
下
で
．
共
犯
の
健
属
性
を
こ
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
が
．
醤
犯

　
従
属
儀
の
定
義
と
し
て
不
完
全
で
あ
る
。

（
5
）
　
嚇
・
誉
鐸
菱
疑
壕
紳
鑑
響
冨
置
環
ゴ
譜
醇
＞
§
q
鉾
臨
劇
鴫
な
お
江
家
義
男
・
刑
濠
総
論
一
九
〇
頁
誤
教
竣
の
反
社
会
性
の
騨
つ
と
し
て
倦
人
の
行
為
を

　
翻
溺
し
て
滋
鼻
を
す
る
こ
と
．
飽
の
欄
つ
と
し
て
犯
人
の
製
造
を
挙
げ
る
の
も
．
こ
の
伝
統
的
な
思
考
に
轡
る
も
の
で
あ
る
が
．
圃
教
授
は
興
犯
独
立
性
説
で
あ
っ
た
か

　
ら
犯
人
の
製
造
と
い
う
意
味
も
余
り
徽
底
し
た
も
の
で
は
な
く
．
せ
い
層
い
搬
罪
の
決
意
を
さ
せ
た
と
い
う
に
比
ま
つ
た
。

（
3
　
斎
藤
金
作
・
刑
決
継
諭
　
一
二
四
頁
で
遠
法
性
に
つ
い
て
義
務
途
反
を
強
饗
す
る
こ
と
淋
こ
の
よ
う
な
意
味
な
も
つ
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
草
野
教

　
授
、
斎
藤
教
授
の
共
同
意
患
垂
体
説
は
磁
畢
団
体
に
典
通
の
慧
思
を
重
視
す
る
の
で
義
務
違
反
に
つ
い
て
も
搬
罪
厨
鉢
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
両
書
二
二
九
頁
が
共
犯
に
つ
い
て
は
、
爆
立
上
の
従
属
性
だ
け
を
認
め
．
処
罰
上
の
鍵
属
性
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
義
務
違
反
の
個
別
牲
を
主
張
す
る
よ
う
に

　
も
み
え
る
．
こ
の
立
場
か
ら
は
ま
た
伺
書
一
九
一
亙
の
い
5
抽
象
的
符
合
説
が
調
和
す
為
．
故
意
を
遮
法
妻
素
で
あ
る
と
す
る
醸
的
的
行
為
諭
は
．
法
益
の
侵
害
ま
た
臨

　
そ
の
盆
険
を
犯
罪
の
本
質
的
蔓
素
と
せ
ず
．
奢
為
考
の
法
荻
序
に
鰐
す
る
侵
害
性
、
簑
務
違
茂
性
を
強
鋼
す
る
か
む
．
本
質
的
に
は
共
犯
従
属
性
の
否
定
に
赴
く
こ
ど
も

　
不
可
能
で
砥
な
い
。
し
か
し
．
ド
イ
ッ
刑
法
に
纏
そ
の
五
〇
条
に
共
犯
の
従
属
形
式
．
殊
に
翻
限
鍵
属
形
式
を
認
め
る
規
定
が
鐙
か
れ
て
い
る
の
で
、
目
的
的
行
為
論
者

　
も
こ
れ
を
前
提
と
し
て
議
諭
を
展
開
す
る
．
　
署
傷
鑑
ε
も
算
o
塗
『
壌
舞
参
照
．
ま
た
事
実
の
錆
誤
鵜
つ
い
て
は
罫
イ
ッ
刑
法
五
九
条
の
関
係
か
ら
具
体
的
符
合
説
な

　
い
し
廉
法
定
的
符
食
説
が
≧
ら
れ
る
．
饗
露
絶
馨
為
鉾
興
露
躍
参
簾
。
わ
が
国
響
罰
的
的
行
為
諭
凌
畿
あ
木
村
敏
授
が
卿
方
で
共
狙
独
立
性
説
を
輩
弧
す
る
と
と
も

　
に
．
他
方
で
は
適
用
を
制
隈
さ
れ
た
抽
象
的
符
合
説
セ
と
っ
て
、
実
質
的
に
ぱ
法
定
的
符
合
説
に
帰
蕃
し
て
い
る
の
は
な
お
問
題
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

（
7
）
　
描
著
。
刑
法
通
灘
∬
各
論
　
一
六
頁
、
柏
木
千
秋
・
刑
法
各
論
　
三
鴎
頁
．
総
則
典
犯
の
規
竃
の
緋
除
を
主
張
す
る
説
に
、
団
藤
重
光
・
刑
法
綱
要
各
論
嬬
六
頁
．

（
8
）
　
総
則
共
猫
の
規
定
を
全
面
酌
に
排
除
す
る
説
を
と
れ
ば
も
と
よ
り
．
準
億
草
案
＝
幽
三
蚤
の
刑
を
＝
“
；
条
の
珊
よ
り
重
く
規
定
す
る
こ
と
は
盗
意
的
な
立
法
で

　
あ
る
と
の
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
私
見
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
で
．
自
ら
内
乱
罪
に
参
加
す
る
憲
思
が
そ
の
準
備
段
階
で
必
ず
し
も
確
定
し
て
い
る
と
は
い
え
な

　
い
と
考
え
る
の
で
．
予
備
．
陰
謀
の
刑
と
独
立
教
竣
の
刑
を
区
別
し
て
後
者
を
特
に
重
く
す
る
こ
と
は
含
理
牲
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
二
れ
に
反
し
て
共
犯
強
立
性
説
に

　
よ
れ
ぱ
独
立
蓑
慶
罪
を
特
に
重
く
処
罰
す
る
こ
と
は
何
ら
差
支
え
な
い
こ
と
に
准
る
で
あ
ろ
う
。
教
慶
講
は
そ
の
な
す
べ
き
犯
罪
行
為
を
す
べ
て
終
っ
た
の
で
あ
る
か

　
ら
．
な
お
実
9
昆
8
る
鉾
¢
一
宏
は
ド
イ
ツ
荊
法
四
九
条
轟
に
関
す
る
一
般
論
と
し
て
で
あ
る
拳
案
餐
零
れ
た
と
き
必
要
的
共
犯
と
し
て
不
可
罰
と
な
る
範
囲
で
独

　
立
教
俊
罪
は
不
可
罰
で
あ
る
と
し
て
い
る
・

（
9
）
饗
銭
簸
多
6
雛
卿
一
驚



《
1
0
）
　
大
審
院
判
大
正
五
年
五
月
四
日
・
刑
録
二
二
韓
六
八
五
頁
．
最
高
判
昭
和
二
九
年
一
月
二
〇
募
。
飛
集
八
巻
一
号
四
繍
頁
は
、
何
れ
も
予
備
罪
に
中
止
犯
の
規
定
の

　
適
用
は
な
い
と
し
て
い
る
．
同
旨
　
拙
著
。
刑
法
通
論
－
総
諭
　
三
四
六
頁
．

（
U
）
　
予
備
罪
に
つ
き
団
藤
・
刑
法
綱
要
総
論
　
二
七
五
頁
．

（
珍
）
　
毒
邑
8
弓
o
鉾
の
一
蒙
前
出
団
藤
総
論
　
二
七
四
頁
。

｛
B
）
　
前
出
木
村
　
四
綱
七
頁
．
教
麓
の
未
遂
は
可
罰
的
で
あ
る
が
、
未
遂
の
教
愛
は
不
可
罰
で
あ
る
と
表
現
す
る
．
前
出
江
家
　
一
九
〇
頁
は
犯
人
の
製
造
と
い
う
観
点

　
か
ら
ア
ジ
ャ
γ
・
ブ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
婁
ル
の
可
罰
性
を
肯
定
す
る
が
．
正
犯
が
決
意
ぱ
し
た
が
．
実
行
に
と
り
か
か
ら
な
か
っ
た
と
き
に
ま
で
こ
の
理
論
が
妥
当
す
る
の
か

　
は
疑
わ
し
い
．

（
慧
）
　
前
出
団
藤
総
請
　
三
櫛
O
頁
。
こ
の
場
合
に
官
憲
に
よ
る
教
竣
行
為
が
違
法
性
を
欠
く
か
ど
う
か
腺
・
恐
ら
く
単
に
犯
罪
の
機
会
を
与
え
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
否

　
か
で
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
．
前
出
　
刑
法
通
論
－
総
論
　
三
八
五
頁
。

（
欝
）
　
蟹
匿
8
』
算
幹
零
糞
ド
イ
ツ
刑
法
で
中
止
犯
が
不
可
罰
と
さ
れ
る
こ
と
と
関
遮
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
．

（
欝
）
　
大
審
院
判
大
正
輔
鱒
年
三
月
鱒
五
日
・
刑
集
一
巻
轍
四
四
頁
・
大
審
院
判
明
治
四
四
年
六
月
二
三
縫
。
刑
録
一
七
輯
“
二
五
二
頁
．
大
審
院
判
大
正
榊
二
年
三
月
咽

　
五
日
・
刑
集
二
巻
二
一
八
頁
．

（
1
7
）
　
前
出
斎
藤
　
二
四
五
貰
。

（
1
8
）
　
前
出
団
藤
総
論
　
二
九
二
頁
、
前
出
　
飛
法
通
譲
－
総
鍮
　
三
六
七
頁
。

（
⑲
》
　
前
出
団
藤
総
論
　
三
二
五
夏
．
教
唆
者
だ
け
に
身
分
が
あ
っ
て
．
被
敦
慶
者
に
身
分
が
な
い
と
き
に
教
唆
奢
に
撫
重
を
認
め
る
と
．
刑
法
六
五
条
二
環
は
身
分
の
な

　
い
．
』
と
を
以
て
嶋
つ
の
身
分
と
解
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
冒
幾
判
す
る
。
ド
イ
ツ
荊
法
匠
0
条
二
項
の
よ
う
に
凶
定
の
事
由
の
あ
る
正
犯
ま
た
は
共
犯
に
の
み
無
重
髭
定

　
等
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
の
と
異
り
て
、
わ
が
粥
法
六
匠
条
二
項
は
そ
の
点
を
明
規
し
て
い
な
い
の
で
問
題
が
あ
る
が
加
重
が
囎
定
の
義
務
違
反
に
墓
づ
く
と
き

　
は
，
そ
れ
が
正
犯
で
あ
る
と
教
襲
で
あ
る
と
を
閥
わ
ず
そ
の
義
務
遠
反
の
あ
る
者
だ
け
が
加
重
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
前
出
　
刑
法
通
諭
1
総
臨
四
〇

　
〇
頁
．

（
26

》
　
雌
出
団
藤
三
二
六
頁
も
常
習
が
資
任
妻
素
で
あ
っ
て
本
来
の
構
成
要
件
要
秦
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
ら
．
刑
法
六
五
条
二
項
に
よ
ら
な
い
で
そ
の
常
習
性
を
も
つ

　
饗
に
つ
い
て
滋
け
灘
霊
規
定
の
適
用
が
あ
る
と
す
る
．
こ
の
場
合
に
は
義
務
違
反
に
よ
る
場
合
で
は
な
い
か
ら
．
珊
法
六
五
条
二
項
の
適
用
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
繕
論

　
に
な
苓
め
で
は
な
い
と
癖
す
る
ζ
髭
も
で
き
る
．
蔚
出
刑
法
通
諭
！
総
論
四
〇
醐
頁
．

（
徽
）
　
驚
出
木
村
　
ゑ
九
六
頁
。
濁
教
授
は
．
前
出
団
藤
総
諭
二
八
五
頁
が
論
犯
独
立
性
説
を
銑
判
す
る
U
つ
の
根
拠
と
し
く
破
訪
法
三
九
条
が
政
治
的
目
的
に
出
る
殺
人

　
の
激
蓑
聖
五
年
“
以
下
内
懲
役
、
禁
個
で
娼
罰
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
、
共
犯
独
立
性
説
に
従
5
て
当
然
教
慶
の
未
遂
が
可
廟
”
的
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
．
政
泊
的
葭
的
に
出
た

　
罠
主
憲
襲
を
蕨
壊
す
る
嚢
入
教
駿
の
衆
遂
が
何
散
特
に
軽
く
処
罰
さ
れ
る
の
か
不
窮
で
あ
る
と
挑
判
す
る
の
に
対
し
て
．
濫
用
の
危
険
を
訪
止
す
る
た
め
に
騨
般
の
未
遷

　
O
瀬
翼
ま
り
も
軽
く
処
蔚
す
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
反
論
し
ズ
い
る
．

　
　
　
臓
泣
撒
駿
御
梶
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奪
㌶
　
　
な
O
享
箕
｝
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数
盤
激
瞭
錐
纏
ゆ
疑
望

益
な
影
響
を
受
け
る
被
沓
人
自
身
の
沈
黙
と
か
．

　
ほ
一
面
瑳
弼
決
に
ょ
る
鶯
釣
ほ
さ
し
た
る
働
き
を
し
な
い
こ
と
に
な
る
と
と
も
に
．

　
ダ　

る
審
査
を
困
難
に
す
る
．

（
濁
）

　
罰
条
鶴
と
し
て
藤
策
的
緯
考
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
．

　あっ

で
．

　
苓
．

憲
六
　
　
二
〇
三
太
）

擬
塗
層
書
・
鼻
讐
旨

鐸
ぎ
り
擁

鐸
言
塁
報
弩

疑
勲
潔
墓
り
謹

携
著
　
新
訂
刑
事
艀
訟
法
遜
諭
　
九
九
頁
。
二
四
舶
頁
．

右
陶
　
六
七
八
叢
．

最
鞘
大
昭
和
三
三
年
匠
月
二
八
昼
6
刑
集
一
二
巻
八
号
一
七
一
八
頁
。

莫
米
法
で
行
な
わ
れ
て
い
る
よ
ラ
に
共
犯
妻
の
供
述
の
補
強
証
拠
の
範
囲
を
、
罪
体
の
補
強
証
拠
よ
り
も
ゆ
る
や
か
に
理
解
し
て
．
共
犯
者
の
自
白
に
よ
っ
て
不
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逃
ロ
上
と
い
う
一
種
の
承
認
と
見
ら
れ
る
態
度
で
足
り
る
と
解
す
れ
ば
、
自
由
心
証
主
義
を
強
調
す
る
訴
訟
法
の
下
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
他
面
わ
が
国
の
よ
う
に
事
実
誤
認
が
上
訴
理
由
と
な
る
法
制
の
下
で
は
上
級
審
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
よ
5
な
態
魔
を
訴
訟
記
録
に
現
わ
す
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

独
立
教
慶
罪
の
構
成
要
件
を
こ
の
よ
う
に
制
限
す
る
こ
と
ぱ
．
共
犯
独
立
性
説
の
立
場
か
ら
い
っ
て
矛
震
で
あ
る
し
．
正
犯
の
決
意
な
い
し
予
備
行
為
は
一
種
の
処

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
犯
従
属
性
説
の
立
場
か
ら
は
こ
れ
に
関
す
る
構
成
要
件
を
ど
の
よ
う
な
も
の
に
す
る
か
は
全
く
立
法
者
の
自
由
で

　
　
函
民
性
．
接
査
機
関
殊
に
警
察
力
の
強
弱
．
辞
訟
法
殊
に
毎
拠
法
則
の
関
連
で
適
宜
決
す
れ
縦
よ
い
の
で
構
成
要
件
に
よ
っ
て
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
と
な


