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判
例
研
究

一
一
六
　
　
　
（
一
七
山
ハ
一
一
》

〔
刑
法
　
二
六
〕
　
深
夜
墓
碑
を
押
し
倒
し
た
行
為
が
刑
法
第
一
八
八
条
第

一
項
に
い
う
公
然
の
行
為
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
事
例

蔽
灘
灘
鐸
ぎ
亀

　
【
参
照
条
文
】
　
刑
法
一
八
八
条
一
項

　
　
　
ゆ

　
【
事
実
】
　
被
告
人
は
、
ほ
か
一
名
の
者
と
共
謀
の
う
え
．
昭
和
四
一
年
九
月

一
三
日
午
前
二
時
頃
岡
山
県
児
島
郡
興
除
村
大
字
東
疇
六
三
七
番
地
通
称
東
疇

共
同
墓
地
で
．
酔
つ
て
丁
外
八
名
方
の
墓
所
の
墓
碑
合
計
四
〇
本
余
及
び
台
石

等
九
個
位
を
順
次
押
し
倒
し
．
も
つ
て
同
墓
所
に
対
し
公
然
不
敬
の
行
為
を
し

た
も
の
と
し
で
起
訴
さ
れ
た
。

　
弁
護
人
は
．
礼
拝
所
不
敬
の
訴
因
に
つ
き
そ
の
公
然
性
に
疑
問
が
あ
る
旨
主

張
し
た
の
に
対
し
、
第
一
審
は
．
礼
拝
所
不
敬
罪
に
お
け
る
「
公
然
』
と
は
不

特
定
ま
た
は
多
数
の
者
が
覚
知
し
得
る
状
態
を
い
い
．
そ
の
可
能
性
が
あ
れ
ぽ

足
り
、
現
実
に
多
数
人
に
覚
知
さ
れ
た
こ
と
は
必
要
で
な
い
。
被
告
人
両
名
の

本
件
犯
行
は
深
夜
の
墓
地
で
敢
行
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
証
拠
に
よ
れ
ば

本
件
墓
地
は
県
道
に
つ
な
が
る
村
道
に
近
接
し
て
お
り
、
か
つ
他
人
の
住
家
も

遠
か
ら
鳳
位
置
に
散
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
午
前
六
時
頃
以
降
の
日
出
後

に
お
い
て
は
そ
の
犯
行
が
終
了
し
そ
の
結
果
が
多
数
人
に
歴
然
と
し
て
見
得
る

状
態
に
あ
つ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
公
然
性
に
つ
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
が

癒
噸
と
し
て
、
有
罪
判
決
を
言
い
渡
し
．
控
訴
審
で
は
単
に
量
刑
不
当
が
主
張

さ
れ
，
判
断
さ
れ
た
だ
け
で
あ
つ
た
。

　
こ
れ
に
対
し
、
弁
護
人
は
、
刑
法
一
八
八
条
の
「
公
然
』
と
は
．
不
特
定
又

は
多
数
人
の
直
接
認
識
し
得
る
状
態
下
に
お
い
て
と
解
す
べ
き
こ
と
は
従
来
の

観
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
捜
査
官
に
対
す
る
供
述
調
書
に
よ
る
と
日
中
は
附
近

の
道
路
に
人
馬
の
往
来
が
繁
く
道
路
上
よ
り
墓
所
の
様
子
が
見
え
る
と
は
云
つ

て
い
る
が
午
前
二
時
頃
即
ち
真
夜
中
頃
は
人
通
り
少
な
く
本
件
の
行
為
時
の
際

は
人
の
通
つ
て
い
る
気
配
は
な
か
つ
た
と
云
う
の
で
あ
る
か
ら
．
本
件
は
公
然

と
い
え
な
い
。
も
し
．
こ
れ
を
も
公
然
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
．
拡
張

解
釈
を
禁
止
す
る
罪
刑
法
定
主
義
の
理
念
が
破
壊
さ
れ
、
憲
塗
三
条
の
保
障

す
る
基
本
的
人
権
を
侵
犯
す
る
こ
と
に
な
る
。
原
判
決
は
、
ま
さ
に
こ
の
違
法

を
あ
え
て
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
て
上
告
し
た
。

　
【
判
旨
】
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
は
、
憲
法
違
反
の
主
張
は
単
な
る
法
令

違
反
の
主
張
で
あ
つ
て
、
上
告
理
由
に
当
ら
な
い
と
し
た
う
え
、
括
弧
内
で
．

刑
法
一
八
八
条
一
項
に
い
う
公
然
の
行
為
と
は
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
の
人
の

覚
知
し
う
る
状
態
の
も
と
に
お
け
る
行
為
を
い
い
．
そ
の
行
為
当
時
、
不
特
定

ま
た
は
多
数
の
人
が
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
な
い



も
の
と
解
す
る
の
が
柑
当
で
あ
る
。
そ
し
て
原
判
決
の
是
認
し
た
第
一
審
判
決

に
よ
る
と
、
被
告
人
ら
が
墓
碑
を
押
し
倒
し
た
共
同
墓
地
は
、
県
道
に
つ
な
が

る
村
道
に
近
接
し
た
場
所
に
あ
り
、
他
人
の
住
家
も
遠
か
ら
ぬ
位
置
に
散
在
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
．
た
ま
た
ま
、
そ
の
行
為
が
午
前
二
時
ご
ろ
に
行
な

わ
れ
た
も
の
で
、
当
時
通
行
人
な
ど
が
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
公
然
の
行
為
と

い
う
に
妨
げ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
と
し
て
上
告
を
棄
却
し
た
。

　
【
評
釈
】
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
本
件
は
礼
拝
所
不
敬
罪
の
「
公
然
性
」
の
概
念
が
、
最
高
裁
判
所
で
は
じ
め

て
問
題
と
な
つ
た
事
例
で
あ
る
。
先
例
と
し
て
は
、
『
原
判
示
墓
所
に
対
す
る

不
敬
の
行
為
が
公
然
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
関
係
証
拠
と
く
に
…
…
に

徴
す
れ
ば
ま
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
よ
し
や
夜
間
ひ
そ
か
に
こ
れ
を
押
し

倒
し
た
と
し
て
も
そ
の
公
然
性
が
失
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
」
と
し
た
東
京

高
裁
判
決
（
縣
賄
鵬
瓢
絆
訊
胡
恥
鵡
噌
酬
例
）
が
参
考
と
な
る
。

　
「
公
然
』
と
い
う
君
葉
は
、
刑
法
一
七
四
条
の
公
然
狽
褻
罪
．
一
七
五
条
の
狸

褻物陳列罪、

二
三
〇
条
の
名
誉
段
損
罪
、
…
一
＝
条
の
侮
辱
罪
お
よ
び
一
八

八
条
一
項
の
礼
拝
所
不
敬
罪
に
使
用
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。

　
さ
て
．
公
然
性
を
要
求
し
て
い
る
犯
罪
は
い
ず
れ
も
挙
動
犯
と
し
て
規
定
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
犯
罪
の
性
質
に
よ
り
公
然
性
の
意
味
内
容
に
異
な

る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
．
人
的
範
囲
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
　
「
不
特
定
か
つ
多
数
人
」
の
認
識

し
う
る
状
態
で
あ
る
と
す
る
説
（
湖
縮
鯨
墾
鎖
琳
酬
）
お
よ
び
．
特
定
・
不
特
定
を

問
わ
ず
多
数
人
」
の
認
識
し
う
る
状
態
で
あ
る
と
す
る
説
（
藷
体
四
酬
嫌
猷
綱
）
．
．
不

特
定
ま
た
は
多
数
人
』
の
認
識
し
う
る
状
態
で
あ
る
と
す
る
説
（
賄
鱒
諦
剤
憺
踊
聯

　
　
　
　
判
例
研
究

黎
簾
無
垂
羅
露
鯉
蕪
講
銅
譲
鰹
、
廼
罫
紅
霧
鍛
翫
日

醐
噌
聞
顛
酪
朧
）
の
対
立
が
あ
久
通
説
・
判
例
（
綴
玖
顎
錦
奉
薙
恥
羽
だ
粗
魍
璽
鱒
一
無

か
都
翻
キ
だ
恥
酬
躁
）
は
後
者
に
鎚
つ
て
い
る
（
な
お
．
上
記
三
説
と
も
刑
法
に
お
け
る

『
公
然
』
の
意
義
を
一
律
に
解
す
る
の
に
対
し
．
柏
木
。
刑
法
各
論
三
〇
六
頁
、
三
二
五

頁
は
、
公
然
隈
褻
罪
、
狽
褻
物
陳
列
罪
、
不
敬
罪
に
つ
い
て
は
、
　
「
多
数
人
」
の
覚
知
し

う
べ
き
状
態
を
い
い
、
名
誉
殿
損
罪
．
侮
辱
罪
に
つ
い
て
は
、
　
「
特
定
多
数
人
ま
た
は
不

特
定
人
』
の
覚
知
し
5
べ
き
状
態
を
い
う
（
四
〇
三
頁
）
と
区
別
し
て
い
る
。
）
。
思
う
に

第
一
説
は
、
多
数
人
で
あ
つ
て
も
特
定
し
て
い
る
と
公
然
性
に
あ
た
ら
な
い
こ

と
に
な
つ
て
狭
き
に
失
す
る
の
に
反
し
、
第
二
説
も
、
不
特
定
で
あ
る
場
合
に

多数人を

要
す
る
と
す
る
点
で
狭
き
に
失
し
、
第
三
説
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
右
の
よ
う
に
「
公
然
」
の
意
味
を
第
三
説
に
従
つ
て
「
不
特
定
ま
た
は
多
数

人
」
の
認
識
し
う
る
状
態
と
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
認
識
し
う
る
状

態
」
と
い
う
場
合
の
認
識
が
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
の
か
、
そ

れ
と
も
間
接
的
な
も
の
で
も
足
り
る
の
か
が
間
題
と
な
ろ
う
か
と
思
う
。
何
と

な
れ
ば
、
刑
法
二
三
〇
条
の
名
誉
毅
損
罪
お
よ
び
二
三
一
条
の
侮
厚
罪
に
あ
つ

て
は
、
保
護
法
益
の
点
で
争
い
ば
あ
る
が
、
特
に
、
名
替
殿
損
罪
に
つ
い
て

は
、
侵
害
の
結
果
の
立
証
の
困
難
性
か
ら
一
種
の
危
険
犯
（
挙
動
犯
と
い
つ
て
よ

い
と
思
う
）
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
犯
罪
の
性
質
上
．
伝
播
の
可
能

性
を
有
す
る
場
合
が
あ
る
ゆ
え
に
そ
の
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
鳳
伝
播
の
結

果
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が
認
識
し
う
る
状
態
が
あ
れ
ば
よ
い
場
合
が
考
え

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
行
為
の
際
に
必
ず
し
も
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が
直
接
認

識
し
う
る
状
態
を
必
要
と
せ
ず
間
接
的
に
認
識
し
う
る
状
態
で
も
足
る
と
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
（
一
七
六
三
）



判
例
研
究

ら
れ
る
の
に
対
し
、
刑
法
一
七
四
条
の
公
然
狽
褻
罪
．
一
七
五
条
の
狸
褻
物
陳

列
罪
に
あ
つ
て
は
、
性
秩
序
な
い
し
健
全
な
性
的
風
俗
を
保
護
法
益
と
し
．
そ

の
犯
罪
の
性
質
上
、
伝
播
行
為
（
真
似
し
た
行
為
）
そ
の
も
の
が
独
立
性
を
有

し
．
か
つ
視
覚
性
を
具
有
す
る
点
で
．
行
為
の
際
に
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が

直
接
認
識
し
う
る
状
態
に
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
そ
の
意
味

で
は
純
然
た
る
挙
動
犯
で
あ
る
）
。
そ
れ
に
対
し
、
刑
法
一
八
八
条
一
項
の
礼
拝
所

不
敬
罪
に
あ
つ
て
は
、
一
般
人
の
宗
教
感
情
を
保
護
法
益
と
す
る
が
、
一
八
八
条

一
項
の
文
言
上
．
例
え
ば
、
多
数
墓
参
者
の
出
入
す
る
共
同
墓
地
内
に
あ
る
他

人
の
墓
所
の
入
ロ
で
「
畜
生
意
地
が
や
け
ら
、
小
便
で
も
ひ
つ
か
け
て
や
れ
』

と
放
言
し
な
が
ら
放
尿
す
る
よ
う
な
真
似
を
し
た
場
合
は
現
実
に
放
尿
し
な

く
て
も
本
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
事
例
（
疎
縮
瑚
鯛
蜘
笛
絶
詐
瓢
嘲
飢
）
の
よ
う
な
場

合
に
は
刑
法
一
七
四
条
の
公
然
狽
褻
罪
と
か
一
七
五
条
の
狽
褻
物
陳
列
罪
の
場

合
と
同
様
に
行
為
の
際
に
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が
直
接
認
識
し
う
る
状
態
に

あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
、
例
え
ば
．
深
夜
、
入
ロ
に
は
施

錠
さ
れ
．
周
囲
を
高
塀
に
取
り
囲
ま
れ
た
墓
所
で
墓
碑
を
押
し
倒
し
た
場
合
の

よ
う
に
行
為
の
際
に
は
公
然
性
が
な
く
て
も
宗
教
感
情
の
侵
害
と
い
う
違
法
状

態
が
継
続
し
原
状
回
復
も
さ
れ
な
か
つ
た
の
で
夜
明
け
後
に
入
口
が
開
放
さ
れ

た
際
、
行
為
の
結
果
が
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
に
認
識
さ
れ
う
る
状
態
に
な
つ

た
場
合
に
不
敬
の
意
思
も
行
為
も
と
も
に
継
続
し
て
い
る
と
し
て
本
罪
に
問
い

う
る
（
罰
紫
励
ザ
評
㎎
を
購
糠
鰯
融
細
）
か
が
問
題
と
な
る
。
確
か
に
．
刑
法
一
七
四
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
へ
　
　
り
　
　
つ

は
『
公
然
狽
褻
ノ
行
為
ヲ
為
シ
タ
ル
者
』
と
規
定
し
．
刑
法
一
七
五
条
は
「
公
然

　
　
や
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　
　
ヨ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
ち
　
　
で

之
ヲ
陳
列
シ
タ
ル
者
』
と
規
定
し
．
刑
法
二
三
〇
条
は
「
公
然
事
実
ヲ
摘
示
シ
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
へ
　
　
へ

と
規
定
し
、
ま
た
は
刑
法
二
一
三
条
は
・
「
公
然
人
ヲ
侮
辱
シ
タ
ル
老
』
と
規
定

一
一
八
　
　
（
一
七
六
四
）

し
て
い
る
の
で
、
法
文
上
．
行
為
の
際
に
公
然
性
の
要
件
が
そ
な
わ
つ
て
い
る

こ
と
を
要
す
る
も
の
と
素
直
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
刑
法
一
八
八
条
一

　
　
　
　
　
　
　
　
や
　
　
セ
　
　
う
　
　
コ
　
　
う
　
　
ヤ
　
　
リ

項
は
『
公
然
不
敬
ノ
行
為
ア
リ
タ
ル
老
』
と
規
定
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
不
敬

の
行
為
の
あ
つ
た
こ
と
が
公
然
た
り
う
れ
ば
よ
い
と
解
さ
れ
る
余
地
が
な
く
ぱ

な
い
が
、
や
は
り
、
「
公
然
不
敬
の
行
為
を
し
た
者
」
と
読
む
の
が
素
直
な
解

釈
で
あ
り
．
し
た
が
つ
て
、
公
然
性
は
行
為
（
動
作
）
の
際
に
あ
る
こ
と
を
必
要

と
し
、
そ
れ
で
足
り
る
も
の
と
解
し
た
い
。
し
た
が
つ
て
、
行
為
（
動
作
）
の

際
に
公
然
性
の
余
地
の
な
い
場
合
に
は
た
と
え
行
為
（
動
作
）
の
結
果
が
公
然

た
り
え
て
も
本
罪
を
構
成
し
な
い
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
刑
法
一
七
四
条
．
一
七
五
条
お
よ
び
一
八
八
条
で
い
わ

れ
る
公
然
は
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が
直
接
認
識
し
う
る
状
態
を
い
い
、
二

三
〇
条
、
…
一
＝
条
で
い
わ
れ
る
公
然
は
、
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
が
直
接
ま

た
は
間
接
に
認
識
し
う
る
状
態
を
い
う
も
の
と
解
し
た
い
（
繭
鍵
一
談
・
麟
騨

嘩
蝋
酬
蠣
砲
一
一
）
。
ま
た
、
右
に
分
析
・
検
討
し
た
と
お
り
、
　
．
公
然
性
』
は
行
為

の
時
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
理
解
し
た
い
。
七
た
が
つ
て
、
第

一
審
判
決
が
「
午
前
六
時
ご
ろ
以
降
の
日
出
後
に
お
い
て
は
、
そ
の
犯
行
が
終

了
し
、
そ
の
結
果
が
多
数
人
に
歴
然
と
し
て
見
う
る
状
態
に
あ
つ
た
。
』
と
い

う
こ
と
を
も
公
然
性
判
定
の
一
事
由
と
し
て
い
る
が
．
賛
成
で
き
な
い
。

　
な
お
、
不
敬
罪
の
公
然
性
に
つ
い
て
、
公
衆
の
面
前
に
お
い
て
な
さ
れ
る

こ
と
を
要
し
．
公
衆
が
そ
の
行
為
を
認
識
す
る
必
要
は
な
い
と
す
る
考
え
方

（
破
腎
撤
柾
棚
礁
齢
齢
締
罹
五
〇
り
顕
剤
）
が
あ
る
が
、
公
然
性
は
構
成
要
件
要
素
で
あ
る

か
ら
故
意
の
内
容
と
し
て
公
然
性
を
表
象
す
る
必
要
が
あ
る
（
戒
0対
ガ
噸
賄
鰭
紅
離

繍
馨
慧
犠
醐
矯
謙
繁
の
o
朋
藍
籏
壌
瓠
講
趨
的
甥
舩
灘
掛
濃
ポ



腱
砧
馳
獺
瀕
鰻
継
齢
ガ
撚
掘
拗
鵬
胱
狗
旅
瑛
の
趣
紗
・
）
と
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
に
解
す
る

と
公
衆
が
居
合
わ
せ
て
い
た
の
に
い
な
か
つ
た
と
思
つ
た
と
弁
解
を
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
で
故
意
が
認
め
ら
れ
な
く
な
つ
て
（
も
つ
と
も
．
未
必
の
故
意
を
認
め
る

と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
）
．
犯
罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
．
ま
た
、
現
在
の
よ
う
に
、
多
く
の
人
が
密
集
し
て
生
活
し
て
い
る
状
況
の

も
と
で
は
、
屋
外
で
は
、
人
が
い
つ
来
る
か
も
知
れ
ず
、
ま
た
、
い
つ
去
る
か

も
知
れ
な
い
の
に
、
そ
の
存
否
に
よ
つ
て
犯
罪
の
成
否
が
ぎ
ま
る
と
い
う
の

は
、
い
か
に
も
偶
然
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
行
為
の
現
場
に
不

特
定
ま
た
は
多
数
人
が
居
合
わ
せ
る
こ
と
は
必
要
で
な
く
、
単
に
不
特
定
ま
た

は
多
数
人
に
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
な
状
態
に
あ
れ
ば
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
、
認
識
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
に
あ
り
さ
え
す
れ
ば
．

ど
ん
な
に
そ
の
確
率
が
低
く
て
も
公
然
と
い
う
こ
と
に
な
つ
て
、
実
情
に
沿
わ

な
い
と
い
う
議
論
が
あ
り
う
る
が
、
処
罰
に
値
し
な
い
ほ
ど
に
そ
の
確
率
が
低

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
認
識
さ
れ
う
る
よ
う
な
状
態
に
な
い
も
の
と
す
れ
ば
足

り
る
こ
と
髪
る
（
蔽
瀟
聡
聖
麟
講
ル
翻
蟹
）
．

　
そ
こ
で
、
本
件
の
行
為
が
具
体
的
に
不
特
定
ま
た
は
多
数
人
に
直
接
認
識
さ

れ
5
る
よ
う
な
状
態
の
も
と
で
行
な
わ
れ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
被
告
人
ら

が
墓
碑
を
押
し
倒
し
た
共
同
墓
地
は
、
宇
野
線
妹
尾
駅
か
ら
県
道
を
約
四
〇
〇

メ
ー
ト
ル
南
進
し
．
K
金
物
店
わ
き
の
十
字
路
を
左
折
し
．
村
道
を
約
五
〇
〇
メ

聖
ト
ル
東
進
し
た
場
所
に
あ
り
、
約
七
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
地
点
に
は
、
人
家

数
戸
が
散
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
た
ま
た
ま
、
そ
の
行
為
が
午
前
二

時
ご
ろ
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
，
当
時
通
行
人
な
ど
が
な
か
つ
た
と
し
て
も
、

行
為
の
態
様
、
同
時
．
場
所
な
ど
を
総
合
的
に
考
察
す
れ
ば
、
あ
な
が
ち
行
為

　
　
　
判
例
研
究

の
際
に
公
然
性
が
な
か
つ
た
も
の
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
抽
象
論
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
刑
法
は
、
礼
拝
所
及
び
墳
墓
に
関
す

る
罪
の
も
と
に
死
者
の
平
和
に
対
す
る
犯
罪
も
宗
教
犯
罪
と
し
て
と
も
に
公
然

性
を
要
件
と
し
て
い
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
宗
教
犯
罪
に
公
然
性
が
要
求
さ
れ

る
の
に
反
し
て
、
死
者
の
平
和
に
対
す
る
犯
罪
は
宗
教
観
と
は
関
係
を
も
た
さ

れ
て
お
ら
ず
、
信
心
に
対
す
る
侵
害
と
規
定
さ
れ
て
公
然
性
が
要
求
さ
れ
て
い

な
い
（
望
鋸
旨
ロ
器
冨
き
警
躍
昔
馨
欝
診
。
ぎ
轟
幕
β
冨
｝
卜
民
一
」
S
9
砿
。
零
oo
．

ー
場
合
に
よ
つ
て
公
共
用
物
の
損
壊
罪
と
の
観
念
的
競
合
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る

（
”
レ
．
P
の
目
臼
）
。
）
。
こ
の
よ
う
な
相
違
は
宗
教
の
特
質
に
対
応
す
る
も
の
と

思
わ
れ
る
（
詳
し
く
は
・
青
柳
・
『
礼
拝
所
及
ぴ
墳
墓
に
関
す
る
罪
1
そ
a
日
本
的

特
色
に
つ
い
て
ー
』
研
修
二
六
五
号
一
〇
頁
以
下
参
照
。
）
．

　
以
上
の
理
由
に
よ
り
判
旨
に
賛
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筑
問
正
繁
）

一
一
九
　
（
鱒
七
六
五
）


