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〔
労
働
法
　
二
二
〕
　
「
ビ
ラ
貼
り
行
為
と
器
物
殿
棄
罪
お
よ
び
建
造
物
損
壊
罪
」

（
騰
雛
轍
野
九
号
）

　
【
事
実
】
　
こ
の
刑
事
事
件
に
お
け
る
被
告
人
A
は
、
福
井
県
鯖
江
市
の
相
互

タ
ク
シ
ー
株
式
会
社
に
、
自
動
車
運
転
手
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
た
。
A
は
、
昭

和
三
八
年
三
月
六
目
、
会
社
の
従
業
員
を
も
つ
て
相
互
タ
ク
シ
ー
労
働
組
合
が

結
成
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
執
行
委
員
長
と
な
つ
た
。
右
労
働
組
合
は
、
結
成
後

間
も
な
く
、
労
働
条
件
改
善
の
要
求
を
掲
げ
、
会
社
に
対
し
活
淡
な
組
合
活
動

を
展
開
し
、
団
体
交
渉
を
た
び
重
ね
て
い
た
。
し
か
し
団
体
交
渉
は
、
進
展
せ

ず
、
団
体
交
渉
の
み
で
は
労
働
組
合
の
所
期
の
目
的
が
達
成
さ
れ
な
い
た
め
、

つ
い
に
右
労
働
組
合
は
、
昭
和
三
八
年
三
月
二
五
日
か
ら
争
議
行
為
に
突
入
し
、

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

そ
の
要
求
の
実
現
を
は
か
つ
た
の
で
あ
る
．
争
議
行
為
は
、
長
期
化
す
る
様
相

を
示
し
た
が
、
い
ぜ
ん
と
し
て
効
果
は
あ
が
ら
ず
、
労
使
の
間
に
は
、
ま
つ
た

く
問
題
好
転
の
き
ざ
し
が
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
争
議
行
為
が
長
び
く
に
つ
れ
、

会
社
は
、
事
業
所
閉
鎖
、
出
勤
停
止
命
令
な
ど
に
よ
り
組
合
側
に
対
抗
し
、
「
ま

た
同
年
五
月
二
五
日
に
な
さ
れ
た
福
井
地
方
裁
判
所
の
賃
金
支
払
を
命
ず
る
仮

処
分
決
定
に
従
わ
ず
」
か
な
り
対
労
働
組
合
に
対
し
、
積
極
的
行
動
に
で
て
い

た
。
そ
こ
で
労
働
組
合
の
役
員
は
、
争
議
行
為
の
手
段
と
し
て
、
会
社
の
営
業

所
に
ビ
ラ
を
貼
る
こ
と
を
企
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
方
法
で
こ
れ
を
実
行
し
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
　
　
　
（
饗
二
五
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
ω
　
労
働
組
合
は
、
争
議
期
間
中
で
あ
る
六
月
二
日
午
後
二
時
過
ぎ
頃
か
ら

三
時
ま
で
の
あ
い
だ
に
、
会
社
営
業
所
に
お
い
て
、
委
員
長
A
と
七
名
の
者
が

共
同
し
、
営
業
所
の
事
務
室
兼
休
憩
室
の
硝
子
戸
五
本
の
硝
子
二
〇
枚
お
よ
び

腰
板
、
な
ら
び
に
中
二
階
の
硝
子
戸
二
本
の
硝
子
六
枚
へ
、
わ
ら
半
紙
に
．
「
市

会
議
員
を
道
楽
で
や
っ
て
い
る
と
云
う
社
長
に
は
世
論
も
聞
え
ぬ
だ
ろ
う
」
、

「
地
獄
よ
り
の
使
者
加
藤
家
へ
来
る
、
地
獄
の
エ
ン
マ
」
、
「
忌
中
」
な
ど
と
墨

書
し
た
ビ
ラ
四
六
枚
を
洗
濯
用
糊
で
貼
り
つ
け
、
い
ち
じ
る
し
く
採
光
を
妨
げ

て
、
硝
子
戸
の
効
用
を
失
わ
し
め
た
。

　
ω
　
右
日
時
、
同
場
所
に
お
い
て
営
業
所
建
物
の
土
壁
、
板
壁
、
柱
お
よ
び

桁
に
わ
ら
半
紙
を
用
い
「
加
藤
チ
ャ
ン
早
く
死
げ
」
．
「
タ
ク
シ
ー
で
も
う
け
て

ブ
タ
の
よ
う
に
大
き
く
な
つ
た
、
近
い
日
に
高
血
圧
で
死
ぬ
ぞ
バ
チ
見
さ
れ
」

な
ど
と
墨
書
し
た
ビ
ラ
六
三
枚
を
貼
り
つ
け
建
物
の
外
観
を
著
し
く
汚
損
し

た
。　

右
貼
付
さ
れ
た
ビ
ラ
は
、
縦
約
三
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
二
六
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
の
わ
ら
半
紙
で
、
墨
書
さ
れ
た
字
は
、
乱
雑
な
字
体
で
書
か
れ
、
文

字
の
横
に
赤
イ
ン
ク
で
傍
線
、
丸
印
を
つ
け
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
貼
り
方
は
、

な
ん
ら
の
秩
序
な
く
一
面
に
集
中
、
密
接
し
て
お
り
き
わ
め
て
雑
然
と
貼
ら
れ

て
い
た
。
な
お
ビ
ラ
の
裏
面
に
は
、
全
体
に
洗
濯
用
糊
が
ぬ
ら
れ
て
お
り
、
建

築
用
材
の
木
目
の
凹
部
に
ま
で
く
い
こ
み
、
そ
の
と
り
は
が
し
の
た
め
水
洗
い

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
の
た
め
火
箸
、
せ
ん
ば
な
ど
の
金
具
を
使
用
し
て
こ

す
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
ほ
ど
で
、
そ
れ
で
も
な
お
小
紙
片
が
残
存
し
、
か
つ

取
り
は
が
し
の
た
め
壁
に
擦
り
痕
の
損
傷
が
残
る
状
態
で
あ
つ
た
。

　
【
判
旨
】
　
判
旨
は
、
大
き
く
三
つ
に
分
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
器
物
穀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
　
　
　
（
＝
二
六
）

棄
罪
お
よ
び
建
造
物
損
壊
罪
の
成
立
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
り
、
つ
ぎ
は
、
こ

の
事
件
に
お
け
る
ビ
ラ
貼
り
行
為
が
、
正
当
な
争
議
行
為
で
あ
る
か
い
な
か
の

判
断
で
あ
る
。
第
三
は
、
ビ
ラ
貼
り
の
慣
行
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
と
い
う
点
で

あ
る
。

　
一
　
器
物
穀
棄
罪
、
建
造
物
損
壊
罪
の
成
立
に
つ
い
て

　
「
硝
子
戸
七
本
（
建
造
物
の
一
部
で
な
く
、
こ
れ
を
穀
損
し
な
い
で
取
り
は
ず
し

可
能
な
物
で
あ
る
）
に
対
す
る
器
物
損
壊
を
内
容
と
す
る
『
暴
力
行
為
等
処
罰
二

関
ス
ル
法
律
』
違
反
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
ビ
ラ
貼
り
に
よ
り
各
硝
子
戸
を
汚
損

さ
れ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
硝
子
戸
本
来
の
効
用
で
あ
る
採
光
を
著
し
く
妨
げ

た
事
実
（
事
務
室
兼
休
憩
室
で
は
日
中
で
も
新
聞
記
事
が
読
め
な
い
程
度
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
内
部
が
運
転
手
の
仮
眠
所
と
な
つ
て
い
る
中
二
階
の
硝
子
戸
の
採
光
障
害

も
、
貼
ら
れ
た
ビ
ラ
の
枚
数
、
ビ
ラ
の
硝
子
を
覆
う
部
分
か
ら
み
て
事
務
室
兼
休
憩

室
と
大
差
な
い
）
を
前
掲
証
拠
に
よ
り
認
め
得
る
か
ら
、
右
事
実
が
器
物
穀
棄

罪
に
該
当
す
る
こ
と
は
疑
が
な
い
」
、
な
お
　
「
前
記
営
業
所
建
物
は
、
木
造
、

ト
タ
ン
葺
の
相
当
年
数
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
も
と
、
所
有
者
蓑
輪
佐
市
方
の

物
置
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
格
別
の
美
観
と
い
う
も
の
は
な
い
け
れ

ど
も
、
本
件
発
生
当
時
に
お
い
て
は
、
前
記
会
社
の
営
業
所
（
電
話
に
よ
る
客

か
ら
の
注
文
受
附
、
配
車
等
の
事
務
所
、
運
転
手
の
休
憩
所
、
車
庫
等
と
し
て
使
用
）

に
充
て
ら
れ
、
同
所
で
客
の
乗
降
す
る
こ
と
も
あ
り
、
鯖
江
市
に
お
け
る
主
要

道
路
で
あ
る
国
道
八
号
線
に
面
し
、
相
応
の
外
観
を
備
え
る
こ
と
を
要
し
て
い

た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
本
件
ビ
ラ
貼
り
に
よ
り
そ
の
外
観
が
、
著
し
く
損
な

わ
れ
、
前
記
使
用
目
的
に
供
す
る
た
め
の
営
業
所
と
し
て
は
、
そ
の
ま
ま
の
状

態
で
は
到
底
使
用
に
堪
え
ず
本
来
の
効
用
を
事
実
上
、
感
情
ヒ
減
損
し
た
」
と



し
、
器
物
穀
棄
罪
お
よ
び
建
造
物
損
壊
罪
の
成
立
を
認
め
る
。

　
二
　
正
当
な
争
議
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

　
「
本
件
当
時
団
体
交
渉
が
難
航
し
て
い
た
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か

ら
団
体
交
渉
の
再
開
、
要
望
事
項
等
を
掲
げ
た
ビ
ラ
を
争
議
行
為
の
一
環
と
し

て
事
業
施
設
の
一
部
に
貼
付
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
場
合
に
よ
つ
て
は
使
用
者

に
お
い
て
受
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
考
え
ら
れ
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が

労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も

否
定
で
き
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
事
情
を
勘
案
し
て
も
、
本
件
ビ
ラ
貼
り
は
そ
の

内
容
に
お
い
て
、
社
長
で
あ
る
加
藤
舜
二
、
そ
の
妻
百
合
子
や
脱
退
旧
組
合
員

に
対
す
る
個
人
的
誹
諺
、
い
や
が
ら
せ
に
終
始
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
団
体
交

渉
の
目
的
に
直
接
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
正
当
な
組
合
活
動
と
は
到

底
認
め
ら
れ
な
い
。

　
三
　
ビ
ラ
貼
り
の
慣
行
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

　
「
本
件
会
社
に
お
い
て
、
会
社
側
の
明
示
ま
た
は
、
黙
示
の
承
認
に
よ
る
ビ

ラ
貼
り
の
慣
行
が
あ
つ
た
こ
と
は
認
め
得
ず
、
ま
た
他
の
企
業
に
お
い
て
も
、

組
合
活
動
と
し
て
正
当
な
主
張
を
記
載
し
一
般
市
民
、
使
用
者
に
訴
え
る
種
類

の
も
の
は
と
も
か
く
、
前
記
の
よ
う
な
記
載
内
容
の
ビ
ラ
張
り
の
慣
行
が
あ
つ

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
判
断
に
も
と
づ
ぎ
、
判
決
は
、
被
告
入
の
行
為
を
「
暴
力
行
為
等
処

罰
に
関
す
る
法
律
」
一
条
一
項
、
刑
法
二
六
〇
条
お
よ
び
二
六
一
条
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
と
し
、
有
罪
と
し
、
被
告
人
を
懲
役
三
ヵ
月
、
執
行
猶
予
一
年

と
し
、
訴
訟
費
用
全
額
を
被
告
人
負
担
と
す
る
結
論
を
だ
し
た
。
な
お
被
告
人

と
と
も
に
ビ
ラ
貼
り
行
為
を
行
な
つ
た
組
合
員
三
名
の
者
は
、
告
訴
処
分
を
受

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

け
て
お
ら
ず
、
判
断
の
対
象
と
な
つ
て
い
な
い
。

　
【
研
究
】
　
判
旨
お
よ
び
結
論
に
反
対
で
あ
る
。

　
一
　
ビ
ラ
貼
り
行
為
は
、
通
常
組
合
活
動
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
が
、

ビ
ラ
が
労
働
組
合
の
掲
示
板
に
貼
付
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
た
と
い
そ
の

内
容
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
ま
つ
た
く
問
題
の
起
こ
る
余
地
は
な
い

と
い
え
よ
う
。
し
か
し
労
働
組
合
の
ビ
ラ
が
、
工
場
や
事
務
所
の
建
物
に
貼
付

さ
れ
る
と
き
、
そ
の
貼
付
行
為
は
、
器
物
駿
棄
罪
、
建
造
物
損
壊
罪
に
な
る
の

で
は
な
い
か
と
し
て
、
労
使
関
係
に
そ
の
問
題
性
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ビ
ラ

貼
り
行
為
は
、
ビ
ラ
を
使
用
者
の
建
造
物
に
無
断
で
、
か
っ
不
特
定
場
所
に
多

数
貼
付
す
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
器
物
穀
棄
罪
も
し
く
は
建
造
物
損
壊
罪
を
成

立
せ
し
め
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
他
面
右
の
よ
う
な
行
為
は
、
労
働
組
合
活
動

と
り
わ
け
争
議
行
為
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
か

な
り
微
妙
な
事
実
と
判
断
と
が
、
介
在
し
て
い
る
が
、
終
局
的
に
は
労
働
組
合

活
動
あ
る
い
は
争
議
行
為
に
お
け
る
正
当
性
の
原
理
に
結
び
つ
い
て
判
断
さ
れ

る
べ
ぎ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
す
で
に
こ
の
種
事
件
に
つ
い
て
は
、
昭
和
三
九

年
二
月
二
四
日
、
最
高
裁
判
決
（
建
造
物
侵
入
、
軽
犯
罪
法
違
反
被
告
事
件
、

最
高
裁
昭
三
七
（
あ
）
四
六
八
号
第
三
小
法
廷
）
が
出
て
い
る
。
右
判
決
は
、
国
鉄

山
陽
線
小
郡
駅
事
件
に
お
け
る
ビ
ラ
貼
り
行
為
を
抽
象
的
に
判
断
し
て
い
る

が
、
そ
の
理
由
は
、
十
分
に
詳
論
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
「
人
べ
ら
し
は

死
ね
と
い
う
こ
と
だ
」
、
「
人
間
ら
し
い
生
活
を
さ
せ
よ
」
、
「
み
ん
な
の
力
で
賃

金
調
停
を
有
利
に
出
さ
せ
よ
う
」
な
ど
と
印
刷
し
て
あ
る
ビ
ラ
六
四
枚
を
硝
子

窓
、
出
入
口
の
各
硝
子
戸
、
室
内
の
木
製
衝
立
な
ど
に
貼
付
し
た
行
為
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
三
一
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

て
、
最
高
裁
は
、
「
刑
法
二
六
〇
条
の
建
造
物
損
壊
罪
な
い
し
同
二
六
一
条
の

器
物
損
壊
を
内
容
と
す
る
、
『
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
ス
ル
法
律
』
　
一
条
一
項

の
罪
を
構
成
す
る
も
の
で
な
い
と
し
た
原
判
旨
は
、
相
当
と
し
て
是
認
す
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
し
、
こ
れ
以
上
論
旨
の
展
開
を
避
け
て
い
る
。
こ
の
最
高
裁

判
決
は
、
使
用
者
の
建
造
物
に
対
す
る
労
働
組
合
の
ビ
ラ
貼
り
行
為
を
一
般
的

に
合
法
視
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
っ

い
て
建
造
物
損
壊
罪
、
器
物
穀
棄
罪
の
成
立
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
右
判
決
は
両
罪
が
成
立
す
る
か
い
な
か
は
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る

具
体
的
事
実
関
係
に
も
と
づ
い
て
、
そ
の
違
法
性
と
侵
害
性
の
程
度
い
か
ん
に

よ
つ
て
、
な
お
こ
れ
が
成
立
す
る
場
合
の
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
こ
の
最
高
裁
判
決
以
降
、
こ
の
種
事
件
に
対
す
る
判
決
の
主
な
る
も
の

を
あ
げ
れ
ば
、
昭
和
三
九
年
一
二
月
二
八
日
名
古
屋
高
裁
の
東
海
電
通
局
事
件

（
建
造
物
損
壊
建
造
物
侵
入
並
び
に
暴
力
行
為
等
処
罰
に
関
す
る
法
律
違
反
被
告
事

件
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
三
八
5
七
三
六
号
）
と
、
本
事
件
と
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

つ
て
、
こ
の
判
決
は
、
最
高
裁
判
決
以
降
に
お
い
て
、
建
造
物
損
壊
罪
お
よ
び
器

物
穀
棄
罪
の
成
立
を
認
め
、
最
高
裁
判
決
と
結
論
を
異
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
か
ら
注
目
に
値
す
る
判
決
で
あ
る
．
し
か
も
こ
の
種
事
件
は
、
労
働
刑
法
に

お
け
る
原
則
的
な
も
の
と
関
連
し
、
組
合
活
動
な
い
し
は
争
議
行
為
に
お
け
る

正
当
性
の
原
理
と
関
連
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ

と
も
同
時
に
注
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
二
　
そ
こ
で
最
初
に
、
ビ
ラ
貼
付
行
為
が
、
刑
事
免
責
を
受
け
る
か
ど
う
か

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
来
争
議
行
為
に
お
け
る
刑
事
免
責
は
、
労
組

法
第
一
条
第
二
項
の
違
法
性
阻
却
を
も
っ
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
理
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を
前
提
と
す
る
か
ぎ
り
、
争
議
行
為
中
の
各
行
為
が
個
々
別
々
に
法
的
評
価
の

対
象
と
な
り
が
ち
で
あ
る
．
そ
こ
に
は
集
団
的
行
為
の
一
環
と
し
て
の
性
格
が

希
薄
と
な
る
可
能
性
が
あ
り
、
個
々
別
々
に
分
解
さ
れ
た
行
為
を
市
民
刑
法
の

み
に
照
ら
し
て
判
断
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
と
り
わ
け
刑
法
第
三
五
条
を
適
用

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
違
法
性
阻
却
を
考
え
る
と
き
市
民
法
的
法
意
識
だ
け
で
違

法
性
の
判
断
を
行
な
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
争
議
行
為
中
の
行
為
は
（
そ
れ

が
集
団
的
意
思
を
背
景
と
す
る
か
ぎ
り
）
、
集
団
的
行
為
の
中
に
お
い
て
は
じ

め
て
そ
の
真
姿
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
個
々
の
行
為
の
構
成

要
件
該
当
性
と
違
法
性
あ
る
い
は
責
任
性
だ
け
を
も
つ
て
、
刑
事
責
任
を
判
断

す
る
こ
と
は
妥
当
と
い
え
な
い
。
そ
も
そ
も
争
議
行
為
中
の
行
為
に
つ
い
て
は
、

構
成
要
件
の
該
当
性
に
お
い
て
一
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
の
わ
が
国
の
法

体
系
か
ら
し
て
は
、
争
議
行
為
中
に
お
け
る
行
為
の
構
成
要
件
論
は
、
い
わ
ぽ

裁
判
官
の
法
的
判
断
に
も
と
づ
い
て
構
成
要
件
に
お
け
る
行
為
の
類
型
性
が
確

定
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
、
「
い
わ
ゆ
る
開
か
れ
た
構
成
要
件
」
（
藤
木
英
雄
．

「
争
議
行
為
の
態
様
と
正
当
性
」
労
働
法
大
系
3
巻
、
六
五
頁
参
照
）
と
よ
ば
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
裁
判
官
の
価
値
判
断
は
、
憲
法
論
の
場
に
お
い
て
、

一
見
市
民
刑
法
に
お
け
る
構
成
要
件
の
該
当
行
為
を
も
、
な
お
非
該
当
行
為
に

転
換
さ
せ
し
め
る
可
能
性
を
も
つ
て
い
る
。
市
民
刑
法
に
お
け
る
可
罰
性
と
労

働
刑
法
に
お
け
る
可
罰
性
と
の
相
違
は
、
右
の
よ
う
な
構
成
要
件
論
に
お
い
て

ま
ず
明
確
に
な
る
と
い
え
る
。
ま
た
右
の
可
罰
性
の
相
違
は
、
違
法
性
の
判
断

に
お
い
て
も
ま
た
同
様
に
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
集
団
的
行
為
に
お
け
る

違
反
行
為
す
な
わ
ち
労
働
法
上
違
法
と
判
断
さ
れ
る
行
為
で
あ
つ
て
も
そ
れ
が

た
だ
ち
に
市
民
刑
法
上
違
法
と
さ
れ
、
可
罰
の
対
象
行
為
と
な
る
よ
う
な
こ
と



は
な
い
。
ま
た
右
の
論
理
と
は
逆
に
、
市
民
刑
法
上
違
法
と
さ
れ
る
行
為
で
あ

つ
て
も
、
労
働
法
上
違
法
視
さ
れ
ず
、
可
罰
の
対
象
と
さ
れ
な
い
行
為
も
多
く

あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
本
件
に
お
け
る
判
旨
は
、
ぎ
わ
め
て
安
易
に
建
造
物
損
壊
罪
、
器
物
穀

棄
罪
両
罪
の
成
立
を
認
め
る
が
、
そ
の
前
提
に
お
け
る
法
理
に
な
お
十
分
な
検

討
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
三
　
本
来
建
造
物
損
壊
罪
お
よ
び
器
物
穀
棄
罪
は
、
他
人
の
建
造
物
な
り
器

物
な
り
の
利
用
価
値
あ
る
い
は
効
用
を
侵
害
す
る
行
為
を
い
う
が
、
ビ
ラ
を
貼

る
行
為
が
、
右
両
罪
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
ビ
ラ
貼
付
行
為
の
性
格
、
と

り
わ
け
具
体
的
事
実
に
お
け
る
諸
要
素
を
検
討
し
た
う
え
で
の
考
察
を
必
要
と

す
る
。
ま
ず
そ
こ
に
は
ビ
ラ
貼
付
行
為
と
財
産
権
と
の
侵
害
が
、
き
わ
だ
つ
て

対
立
し
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
場
合
に
お
け
る
判
断
は
、
組
合
活
動
あ
る
い
は

争
議
行
為
な
ど
が
憲
法
上
保
障
さ
れ
、
そ
の
権
利
行
使
と
し
て
行
な
わ
れ
る
こ

と
を
、
考
慮
の
対
象
と
す
べ
き
で
あ
る
。
す
で
に
憲
法
に
お
い
て
は
、
団
結
権

な
り
争
議
権
な
り
の
行
使
と
し
て
の
各
行
為
を
一
般
市
民
刑
法
の
可
罰
対
象
行

為
か
ら
除
外
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
ビ
ラ
貼
付
行
為
が
、
た
し
か
に

右
権
利
行
使
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら

可
罰
の
対
象
と
な
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
。
こ
の
点
最
高
裁
の
前
掲
判
決

は
、
き
わ
め
て
す
な
お
に
右
の
原
則
論
を
承
認
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
問
題
は
な
お
残
り
、
相
対
立
す
る
両
権
利
に
お
け
る
法
益
の
優
劣
と
侵
害
行

為
の
態
様
と
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
侵
害
行

為
の
態
様
は
、
侵
害
行
為
に
対
す
る
価
値
判
断
で
あ
り
、
そ
の
行
為
の
反
価
値

性
の
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ビ
ラ
貼
り
行
為
が
、
い
か
な
る
結
果
を
生

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

む
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
い
か
な
る
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
、
こ
う
し
た

二
面
か
ら
す
る
考
察
に
よ
つ
て
ビ
ラ
貼
り
行
為
の
可
罰
性
が
判
断
さ
れ
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ビ
ラ
貼
り
行
為
は
、
明
ら
か
に
財
産
権
に
対
す
る
侵

害
行
為
を
と
も
な
う
が
、
こ
の
場
合
労
働
法
原
理
が
優
越
す
る
の
か
そ
れ
と
も

財
産
権
と
労
働
法
原
理
と
は
対
等
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
学
説
判
例
の
わ
か
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
判
断
に
お
い
て
、
や
は
り
中
心
と
な
る
の
は
、

右
両
者
を
対
等
な
も
の
と
理
解
し
な
が
ら
、
具
体
的
事
実
の
態
様
と
あ
わ
せ
総

体
的
に
認
識
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
旨
は
、
「
ビ
ラ
貼
り
に
よ

り
各
硝
子
戸
を
汚
損
さ
れ
た
こ
と
は
も
と
よ
り
、
硝
子
戸
本
来
の
効
用
で
あ
る

採
光
を
著
し
く
妨
げ
た
事
実
」
に
対
す
る
検
討
の
み
で
器
物
段
棄
罪
の
成
立
を

認
め
る
が
、
そ
こ
に
は
争
議
行
為
の
手
段
の
相
当
性
に
対
す
る
考
慮
が
不
十
分

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ビ
ラ
貼
り
行
為
そ
の
も
の
の
無
価
値
性
を
述
べ
そ
れ
を

明
確
に
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
一
方
的
に
器
物
の
侵
害
性
の
み
を
論
ず
る
こ
と

は
、
社
会
的
相
当
性
に
目
を
覆
う
法
理
と
い
う
ほ
か
な
い
。
ま
た
結
果
の
反
価

値
性
に
つ
い
て
は
、
建
造
物
損
壊
の
側
面
か
ら
考
察
を
進
め
て
お
り
、
社
会
的

相
当
性
の
法
理
か
ら
こ
れ
を
み
よ
う
と
せ
ず
、
そ
こ
で
は
き
わ
め
て
厳
格
な
市

民
刑
法
の
適
用
が
単
純
に
行
な
わ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
取
り
は
が
し
の
た
め
壁
等
に
擦
り
痕
を
与
え
た
」
こ
と
、
お
よ
び
「
本
来

の
効
用
を
事
実
上
、
感
情
上
減
損
し
た
」
と
し
、
罪
の
成
立
を
認
め
る
の
で
あ

る
が
、
こ
の
程
度
の
損
傷
は
、
ビ
ラ
貼
り
行
為
に
当
然
随
伴
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
を
も
つ
て
犯
罪
成
立
の
有
力
な
根
拠
と
す
る
こ
と
は
当
ら
な
い
。

ま
し
て
ビ
ラ
の
貼
ら
れ
た
営
業
所
の
建
物
は
「
木
造
、
ト
タ
ン
葺
の
相
当
年
数

を
経
た
も
の
で
あ
り
」
か
つ
て
は
個
人
の
物
置
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
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も
あ
る
建
物
で
、
そ
の
損
傷
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
さ
さ
い
な
も
の
で
あ
つ
た

と
い
え
よ
う
。
こ
の
事
実
は
、
犯
罪
成
立
に
つ
い
て
か
な
り
考
慮
さ
れ
て
し
か

る
べ
き
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
来
ビ
ラ
貼
付
行
為
に
つ
い
て
は
、
そ
の
原

状
回
復
の
難
易
よ
り
穀
棄
行
為
の
犯
罪
性
を
論
ず
る
傾
向
が
強
く
、
判
例
の
多

く
も
こ
の
態
度
を
と
る
。
し
か
し
右
の
基
準
に
の
み
拘
束
さ
れ
て
判
断
す
る
こ

と
は
か
な
ら
ず
し
も
妥
当
と
い
え
な
い
（
荘
子
邦
雄
・
「
労
働
刑
法
』
〇
九
頁
参

照
）
。
ビ
ラ
を
貼
ら
れ
た
器
物
が
、
い
か
な
る
用
途
に
使
用
さ
れ
、
ま
た
機
能
を

は
た
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
事
実
を
十
分
に
検
討
し
た
う
え
で
、
本
来
的
機
能

が
失
わ
れ
、
侵
害
行
為
が
引
き
起
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ま
た
本
件
の
ビ
ラ
貼
り
行
為
は
、
少
数
の
労
働
者
に
よ
つ
て
結
成
さ
れ
て
い

る
企
業
別
労
働
組
合
が
、
使
用
者
か
ら
β
ッ
ク
・
ア
ウ
ト
を
か
け
ら
れ
、
か
つ

出
勤
停
止
命
令
を
受
け
て
い
る
状
態
の
も
と
に
お
い
て
、
行
な
う
争
議
行
為
の

一
環
と
し
て
の
行
為
で
あ
る
。
労
働
組
含
は
、
右
の
よ
う
な
状
態
の
も
と
に
お

い
て
ほ
と
ん
ど
有
効
な
争
議
手
段
を
な
く
し
、
か
つ
そ
の
う
え
に
裁
判
所
の
賃

金
支
払
命
令
の
仮
処
分
決
定
に
使
用
者
が
従
わ
ず
．
労
働
組
合
と
し
て
は
ギ
リ

ギ
リ
の
と
こ
ろ
に
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
労
働
組
合
員
の
行
為

が
、
や
や
も
す
れ
ば
常
軌
を
失
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
一
概
に
そ
の
刑

事
責
任
を
追
求
で
ぎ
な
い
事
情
で
あ
る
。
判
旨
は
、
右
の
点
に
関
し
、
な
お
十

分
の
考
慮
が
で
き
な
か
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
四
　
判
旨
は
、
こ
の
ほ
か
正
当
な
争
議
行
為
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
、
「
労
働
組
合
法
第
一
条
第
二
項
に
よ
り
違
法
性
を
阻
却
す
る

場
合
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
ぎ
な
い
」
と
し
、
表
現
に
や
や
曖
昧
な
と
こ
ろ
が

あ
る
に
し
て
も
、
争
議
行
為
の
正
当
性
と
刑
事
法
上
に
お
け
る
正
当
性
と
を
混
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同
し
て
い
る
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
両
正
当
性

は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
労
働
法
上
に
お
け
る
違
法
行
為
が
、
た
だ
ち

に
市
民
刑
事
法
上
に
お
け
る
可
罰
性
に
直
結
す
る
も
の
で
は
な
い
。
判
例
に
お

い
て
は
、
ビ
ラ
の
内
容
が
、
か
な
り
重
要
視
さ
れ
て
い
る
が
、
ビ
ラ
の
内
容
に

そ
れ
ほ
ど
の
重
点
を
置
く
必
要
も
な
い
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
本
件
の
ビ
ラ

に
お
い
て
は
不
適
当
で
あ
り
、
人
間
関
係
に
お
い
て
表
明
す
べ
か
ら
ざ
る
よ
う

な
内
容
が
、
ビ
ラ
の
な
か
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
さ
り
と
て
一
般
的
に
は
ビ
ラ

の
内
容
は
法
的
評
価
の
対
象
に
な
る
性
質
の
も
の
で
な
く
、
争
議
行
為
の
正
当

性
を
判
断
す
る
ポ
イ
ン
ト
と
も
な
り
え
な
い
。
　
　
　
　
　
（
阿
久
沢
　
亀
夫
）


