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虞

犯

覚

圭日

坂

田

仁

は
じ
め
に

一
　
虞
犯
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
つ
て

二
　
虞
犯
統
計
に
見
る
そ
の
運
用
を
め
ぐ
つ
て

三
　
虞
犯
の
と
ら
え
方
を
め
ぐ
つ
て

お
わ
り
に

は
　
じ
　
め
　
に

　
少
年
法
第
三
条
一
項
三
号
は
審
判
に
付
す
べ
き
少
年
と
し
て
、
イ
、
保
護
者
の
正
当
な
監
督
に
服
し
な
い
性
癖
の
あ
る
こ
と
、
・
、
正
当
な
理

由
が
な
く
家
庭
に
寄
り
つ
か
な
い
こ
と
、
ハ
、
犯
罪
性
の
あ
る
人
、
若
し
く
は
不
道
徳
な
人
と
交
際
し
、
又
は
い
か
が
わ
し
い
場
所
に
出
入
り
す

る
こ
と
、
二
、
自
己
又
は
他
人
の
徳
性
を
害
す
る
性
癖
の
あ
る
こ
と
の
四
個
の
事
由
が
あ
つ
て
、
そ
の
性
格
又
は
環
境
に
照
し
て
将
来
罪
を
犯
し

刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
虞
あ
る
少
年
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
該
当
す
る
少
年
審
判
の
対
象
者
を
虞
犯
少
年
と
云
い
習
わ
し
て
い
る
。

　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
三
　
（
二
…
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四
　
（
一
二
四
）

こ
れ
は
同
項
一
、
二
号
に
定
め
る
「
罪
を
犯
し
た
少
年
」
、
コ
四
才
に
満
た
な
い
で
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
し
た
少
年
」
に
比
し
、
そ
の
内

容
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
従
つ
て
そ
れ
に
与
え
ら
れ
る
意
味
内
容
も
様
々
な
も
の
の
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
虞
犯
少
年
は
少
年
保
護

手
続
に
の
み
の
せ
る
こ
と
の
出
来
る
少
年
法
に
特
殊
な
対
象
者
で
あ
り
、
少
年
法
が
処
遇
法
と
い
わ
れ
る
性
格
を
も
つ
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

平
場
教
授
が
非
行
事
実
を
要
件
と
し
て
、
少
年
法
上
の
保
護
一
般
（
”
処
遇
）
が
効
果
と
し
て
与
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
も
少
年
法
を
処
遇
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
み
て
の
上
の
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
処
遇
法
を
犯
罪
法
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
と
き
、
虞
犯
は
少
年
法
に
根
拠
を
も
つ
処
遇
を
必

要
と
す
る
対
象
者
と
し
て
第
一
義
的
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
虞
犯
少
年
の
認
定
に
は
試
験
観
察
制
度
と
同
様
に
社
会
調
査
が
深
く
か
か
わ
つ
て
い
る
。
そ
し
て
又
虞
犯
少
年
が
保
護
事
件
手
続
に
の
せ
ら
れ

た
と
き
に
は
、
そ
の
過
程
で
試
験
観
察
の
活
用
さ
れ
る
率
が
高
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
社
会
調
査
の
側
か
ら
の
発

言
も
許
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
。

　
以
下
は
こ
の
制
度
に
関
す
る
筆
者
の
覚
書
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
平
場
安
治
　
少
年
法
　
三
三
頁
以
下
。

　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
虞
犯
制
度
の
成
立
を
め
ぐ
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
旧
少
年
法
の
制
定
前
、
こ
れ
に
当
る
も
の
は
官
崎
判
事
そ
の
他
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
懲
治
人
の
制
度
と
感
化
院
に
収
容
す
べ
き
不
良
少

年
の
制
度
で
あ
つ
た
。
懲
治
人
と
い
う
の
は
旧
法
七
九
条
、
八
二
条
に
従
い
、
懲
治
場
に
留
置
す
べ
き
幼
年
の
者
及
び
痔
痙
者
並
び
に
尊
族
親
の

情
願
に
由
て
懲
治
場
に
入
れ
た
る
者
（
八
才
以
上
二
〇
才
以
下
）
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
後
者
は
親
権
者
の
監
護
に
服
さ
ぬ
者
と
ほ
ぽ
同
様
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
を
も
つ
た
者
と
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
感
化
法
五
条
に
は
、
「
地
方
長
官
に
於
て
満
八
才
以
上
一
六
才
未
満
の
者
に
対
し
適
当
の

親
権
を
行
ふ
者
若
は
適
当
の
後
見
人
な
く
し
て
遊
蕩
又
は
乞
再
を
為
し
若
は
悪
交
あ
り
と
認
め
た
る
者
」
を
感
化
院
の
対
象
者
と
し
て
定
め
て
い



た
。

続
い
て
、
明
治
四
一
年
の
刑
法
改
正
に
伴
い
懲
治
人
の
制
度
が
廃
せ
ら
れ
た
と
き
感
化
法
五
条
は
改
正
さ
れ
感
化
院
の
入
院
対
象
者
は
次
の
よ

う
に
改
め
ら
れ
た
。

1
　
満
八
才
以
上
一
八
才
未
満
の
者
に
し
て
不
良
行
為
を
為
し
又
は
不
良
行
為
を
為
す
の
虞
あ
り
且
つ
適
当
に
親
権
を
行
ふ
者
な
く
地
方
長
官

　
　
に
於
て
入
院
を
必
要
と
認
め
た
る
者
。

　
2
　
一
八
才
未
満
の
者
に
し
て
親
権
者
又
は
後
見
人
よ
り
入
院
を
出
願
し
地
方
長
官
に
於
て
其
の
必
要
を
認
め
た
る
者
。

　
3
　
以
下
略
。

　
こ
の
中
に
い
わ
ば
虞
犯
の
原
型
と
も
い
う
べ
き
規
定
の
仕
方
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
「
不
良
行
為
を
為
し
又
は
不
良
行
為

　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
為
す
の
虞
あ
り
」
と
い
う
の
が
そ
れ
で
、
こ
の
規
定
の
う
ち
不
良
行
為
と
い
う
文
言
を
「
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
」
と
改
め
れ
ば
そ
の
ま
ま

旧
少
年
法
四
条
に
定
め
る
保
護
処
分
の
対
象
少
年
の
規
定
と
同
じ
に
な
る
。

　
明
治
四
一
年
の
感
化
法
の
一
部
改
正
の
折
、
議
会
に
お
い
て
花
井
卓
蔵
は
い
わ
ゆ
る
裁
判
権
主
義
に
立
つ
て
、
感
化
法
の
一
部
改
正
を
包
括
的

な
少
年
豆
伝
を
将
来
に
予
定
し
た
暫
定
的
な
も
の
と
規
定
し
、
政
府
委
員
に
自
説
を
承
認
す
る
よ
う
執
拗
に
迫
り
、
政
府
委
員
は
防
戦
一
方
の
答

弁
に
終
始
し
、
当
時
恐
ら
く
目
本
に
紹
介
ず
み
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
北
欧
の
委
員
会
制
に
つ
い
て
の
言
及
す
ら
な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
ま

く
行
政
権
主
義
を
主
張
す
べ
き
小
河
滋
次
郎
は
司
法
省
で
獄
務
課
長
の
地
位
に
あ
り
、
恐
ら
く
花
井
の
主
張
を
切
歯
し
て
聞
い
た
の
で
あ
る
ま

（
3
）

い
か
。
し
か
し
こ
れ
は
筆
者
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
こ
の
花
井
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
に
司
法
省
内
部
で
は
少
年
法
立
案
準
備
か
着
々
と
進
み
、
少
年
法
特
別
委
員
会
が
刑
事
訴
訟
法
改
正
主
査
委
員

会
の
中
に
設
け
ら
れ
た
。
委
員
会
の
当
面
の
方
針
は
「
犯
罪
中
心
換
言
す
れ
ば
犯
罪
児
童
法
の
趣
旨
」
で
調
査
を
進
め
る
こ
と
で
あ
り
、
山
岡
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

之
助
幹
事
が
第
二
回
の
委
員
会
に
提
出
し
た
問
題
の
中
に
も
「
幼
年
者
処
分
は
刑
罰
法
令
に
触
る
る
行
為
を
為
し
た
る
者
に
止
ま
る
へ
き
こ
と

　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
　
（
一
二
五
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六
　
（
一
二
六
）

（
既
定
）
感
化
法
と
の
調
和
如
何
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
回
委
員
会
の
席
上
谷
田
三
郎
は
刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
為
す
虞
れ
あ
る

少
年
も
少
年
法
の
対
象
に
含
ま
せ
る
発
言
を
な
し
、
討
議
の
後
に
犯
罪
中
心
主
義
を
と
り
つ
つ
も
立
法
上
対
象
者
の
範
囲
に
伸
縮
を
認
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
衆
議
が
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
掲
げ
ら
れ
た
虞
犯
少
年
の
例
は
「
浅
草
公
園
に
彷
径
す
る
少
年
に
し
て
保
護
者
も
な
く
之
を
放
任
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
ぽ
犯
罪
に
陥
る
が
如
き
者
」
或
い
は
「
犯
罪
傾
向
の
あ
る
者
」
で
あ
つ
た
。
こ
の
例
示
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
少
年
法
案
第
一
次
案
は
虞
犯
少
年

に
特
に
一
条
を
充
て
て
「
不
良
の
生
活
を
持
続
し
刑
罰
法
令
に
触
る
る
行
為
を
為
す
の
危
険
の
状
態
に
あ
る
未
成
年
者
に
対
し
て
は
年
令
の
区
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
従
い
前
二
条
の
処
分
を
為
す
こ
と
を
得
」
（
法
律
案
六
条
）
と
規
定
し
て
い
た
。
少
年
法
第
三
次
案
に
は
旧
少
年
法
四
条
の
虞
犯
の
規
定
が
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ま
ま
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
『
不
良
の
生
活
を
持
続
し
て
」
の
文
言
は
削
ら
れ
て
い
る
。
更
に
議
会
提
出
の
少
年
法
案
に
お
い
て
は
虞
犯
少
年
を
継

続
処
分
で
あ
る
保
護
団
体
委
託
、
少
年
保
護
司
の
観
察
、
矯
正
院
へ
の
送
致
等
の
保
護
処
分
に
付
す
る
場
合
に
は
親
権
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る

　
　
　
　
　
（
Lo
）

と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
は
感
化
法
が
親
権
の
剥
奪
を
定
め
て
い
る
の
と
は
対
称
的
で
あ
り
、
感
化
法
の
福
祉
中
心
と
少
年
法
の
犯
罪
中
心
の
基
本

的
豆
場
の
相
連
と
も
と
れ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
虞
犯
制
度
乱
用
の
歯
止
め
を
親
権
者
の
態
度
に
か
か
ら
し
め
た
も
の
を
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で

あ
り
、
こ
の
規
定
に
よ
り
虞
犯
制
度
は
親
権
の
補
充
機
能
を
も
営
ん
で
い
た
も
の
と
理
解
出
来
る
。

　
法
案
が
帝
国
議
会
に
提
出
さ
れ
た
後
の
議
会
の
審
議
過
程
の
中
で
の
政
府
委
員
の
答
弁
か
ら
虞
犯
に
関
す
る
も
の
を
拾
つ
て
み
る
と
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

う
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
「
虞
犯
少
年
の
処
分
に
つ
い
て
は
保
護
者
の
方
で
目
ら
懲
戒
処
分
を
せ
ん
と
す
る
場
合
は
そ
の
方
を
優
先
す
る
」
「
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑫
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

神
病
の
場
合
は
虞
犯
の
中
に
含
ま
な
い
」
「
虞
犯
に
は
六
～
七
才
以
上
の
意
思
を
そ
な
え
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
「
軍
の
給
士
、
幼
年
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

生
徒
、
一
八
才
未
満
の
志
願
兵
は
除
か
れ
る
」
「
浮
浪
を
し
て
い
て
ま
ず
窃
盗
で
も
し
な
け
れ
ば
結
局
生
活
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

た
状
況
か
生
ず
る
場
合
」
な
ど
が
指
摘
さ
れ
、
「
結
局
こ
う
い
う
虞
あ
る
少
年
に
本
法
を
及
ぼ
さ
ぬ
と
す
れ
ば
本
法
は
骨
抜
き
に
な
る
」
と
い
う

議
員
の
発
言
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
府
委
員
の
発
言
は
議
会
審
議
が
発
展
す
る
に
つ
れ
て
整
理
さ
れ
て
い
ぎ
、
後
の
帝
国
議
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

審
議
で
は
虞
犯
少
年
と
は
「
放
浪
性
を
有
す
る
少
年
と
か
保
護
者
か
ら
遺
棄
さ
れ
て
い
る
少
年
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
」
で
、
こ
れ
に
は
「
犯
罪



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

に
つ
い
て
有
罪
と
認
め
な
い
が
、
罪
を
犯
す
虞
あ
り
と
し
て
送
致
す
る
場
合
も
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
例
と
し
て
「
都
会
地
に
於
て
は
よ

く
不
良
少
年
の
団
体
が
あ
り
ま
す
。
是
は
人
数
は
少
な
い
が
十
人
以
下
の
者
が
集
つ
て
、
喧
嘩
口
論
の
よ
う
な
こ
と
を
始
終
し
て
い
る
と
か
、
又

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

は
遊
蕩
致
し
て
、
婦
女
に
戯
る
る
や
う
な
こ
と
を
常
に
し
て
い
る
団
体
」
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
保
護
処
分
は
「
行
為
を
為
す
の
虞
あ
る

少
年
に
就
き
ま
し
て
は
無
暗
に
家
庭
に
入
る
べ
き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
か
ら
…
－
案
の
精
神
は
妄
り
に
家
庭
に
踏
み
こ
ん
で
強
制
的
に
少
年
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

保
護
す
る
趣
意
で
は
な
い
」
と
親
権
者
の
懲
戒
権
を
保
護
処
分
に
優
先
さ
せ
る
こ
と
を
明
確
に
述
べ
て
い
る
。

　
上
記
の
各
項
か
ら
み
て
虞
犯
少
年
と
は
「
浮
浪
少
年
」
「
遺
棄
少
年
」
「
不
良
集
団
に
属
し
て
い
る
遊
蕩
少
年
」
を
い
う
も
の
と
意
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
保
護
処
分
の
う
ち
自
由
制
限
を
伴
う
強
制
処
分
で
あ
る
も
の
を
科
す
場
合
に
は
親
権
者
の
懲
戒

権
と
の
関
係
を
考
慮
し
、
後
者
を
優
先
さ
せ
る
も
の
と
な
つ
て
い
る
。
更
に
つ
け
加
え
て
い
え
ば
こ
れ
ら
の
発
言
の
中
に
不
良
少
年
と
い
う
語
が

頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
不
良
少
年
を
犯
罪
の
途
か
ら
保
護
し
て
善
良
な
る
国
民
に
改
化
す
る
と
こ
ろ
に
旧
少
年
法
の
目
的
が
あ
つ
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
り
、
虞
犯
少
年
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
不
良
少
年
の
別
の
表
現
で
も
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
現
行
少
年
法
に
お
け
る
虞
犯
は
旧
少
年
法
の
虞
犯
と
は
異
つ
た
内
容
を
示
し
て
い
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
第
一
の
相
違
は
い
わ
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
虞
犯
事
由
が
特
定
さ
れ
て
、
虞
犯
の
解
釈
が
限
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
「
性
格
及
び
環
境
に
て
ら
し
て
将
来
罪
を
犯
し
又
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

刑
罰
法
令
に
触
れ
る
行
為
を
す
る
虞
」
と
い
う
い
わ
ゆ
る
虞
犯
性
が
必
要
と
さ
れ
、
犯
罪
と
の
関
連
が
強
く
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
点
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
。
第
二
の
相
違
は
親
権
補
充
機
能
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
旧
少
年
法
で
虞
犯
少
年
を
継
続
的
保
護
処
分
に
付
す
際
に
必
要
と
さ
れ
て

い
た
親
権
者
の
同
意
か
不
必
要
に
な
り
、
同
時
に
矯
正
院
に
付
与
さ
れ
て
い
た
民
法
上
の
懲
戒
場
の
性
格
が
現
行
少
年
法
上
の
少
年
院
で
は
失
わ

れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
点
は
旧
少
年
法
制
定
当
初
に
い
わ
れ
た
犯
罪
中
心
主
義
の
原
則
を
明
確
に
し
た
も
の
と
受
け
と
る
こ
と
が
出
来

る
。

　
現
行
少
年
法
の
出
現
と
共
に
旧
少
年
法
当
時
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
た
不
良
性
の
概
念
は
徐
々
に
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
代
つ
て
非
行
事
実
と

　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
　
（
ご
一
七
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
八
　
（
一
二
八
）

い
う
も
の
が
強
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
来
た
。
こ
れ
は
上
記
の
虞
犯
の
内
容
の
変
化
に
対
応
し
て
い
る
。
虞
犯
は
不
良
性
の
表
現
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

く
、
非
行
事
実
と
し
て
刑
法
上
の
犯
罪
に
近
い
地
位
を
与
え
ら
れ
る
と
い
う
主
張
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
行
少
年
法
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

審
判
の
対
象
を
検
討
す
る
際
に
様
々
な
概
念
の
提
案
が
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
最
終
的
に
要
保
護
性
へ
と
結
晶
し
て
い
く
過
程
で
要
保
護
性
の
概
念

の
中
に
は
と
り
入
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
し
か
も
少
年
審
判
上
無
視
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
概
念
と
し
て
非
行
事
実
或
い
は
犯
罪
事
実
が
残
つ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

し
ま
つ
た
と
い
う
事
情
に
影
響
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
降
少
年
審
判
の
対
象
は
非
行
事
実
と
要
保
護
性
と
さ
れ
る
に

　
（
2
6
）

至
9
不
艮
性
の
概
怠
は
完
全
に
放
栞
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
「
不
良
性
」
が
そ
の
概
念
内
容
を
理
論
的
に
何
ら
明
確

に
す
る
こ
と
な
く
そ
の
時
々
の
状
況
に
応
じ
て
実
務
上
伸
縮
自
在
に
用
い
ら
れ
て
来
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
つ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
虞
犯
は

か
く
て
要
保
護
性
と
は
理
論
上
独
立
し
、
犯
罪
へ
一
歩
を
近
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
宮
崎
昇
、
虞
犯
少
年
に
関
す
る
研
究
、
司
法
研
究
報
告
書
八
輯
一
号
一
〇
四
頁
以
下
。

　
（
2
）
　
こ
れ
は
そ
の
ま
ま
少
年
教
護
法
一
条
、
児
童
福
祉
法
四
四
条
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
前
者
に
あ
つ
て
は
教
護
処
分
の
、
後
者
に
あ
つ
て
は
教
護
院
送
致
の
対

　
　
象
者
と
し
て
で
あ
る
。

　
（
3
）
　
小
河
滋
次
郎
は
明
治
四
一
年
清
国
に
渡
り
、
帰
国
後
は
司
法
省
に
戻
ら
ず
大
阪
府
の
嘱
託
と
な
つ
た
。
そ
し
て
後
年
「
非
少
年
法
論
」
を
著
し
て
激
し
く
司
法
省
の
少
年
法
案

　
　
を
攻
撃
し
て
い
る
。

　
（
4
）

（（（（（（（（（1312111し198765
）））））））））

東
京
少
年
審
判
所
十
年
史
一
六
頁
以
下
。

幼
年
法
立
案
上
の
諸
間
題
（
謄
爲
刷
、
法
務
図
書
館
蔵
）
。

少
年
犯
罪
二
関
ス
ル
法
律
案
特
別
委
員
会
日
誌
第
二
回
。

同
上
日
誌
第
二
回
。

東
京
少
年
審
判
所
十
年
史
一
九
頁
。

同
上
三
八
頁
。

同
上
五
八
頁
。

少
年
法
案
矯
正
院
法
案
帝
国
議
会
委
員
会
速
記
四
六
頁
。

同
上
四
八
頁
。

同
上
六
五
頁
。



（（（（（（（（（（（（25　24　23　22　21　20　19　18　17　16　15　14

））））））））））））

　容をも

つ
た

（
％
）

同
上
六
九
頁
。

同
上
七
二
頁
。

同
上
二
二
一
頁
。

同
上
一
四
七
頁
。

同
上
一
六
〇
頁
。

同
上
二
九
一
頁
。

同
上
一
四
輔
頁
。

宮
崎
、
前
掲
書
二
五
－
七
頁
。

虞
犯
制
度
乱
用
の
歯
止
め
が
親
権
者
の
同
意
か
ら
虞
犯
事
由
に
よ
る
適
用
制
限
に
移
つ
た
と
い
う
理
解
も
可
能
で
あ
る
。

裾
分
一
立
、
要
保
護
性
試
論
、
家
庭
裁
判
月
報
五
巻
四
号
、
平
井
哲
雄
、
非
行
と
要
保
護
性
、
家
庭
裁
判
月
報
六
巻
二
号
等
参
照
。

森
田
宗
一
、
少
年
保
護
事
件
に
お
け
る
調
査
審
判
の
理
論
と
実
際
、
司
法
研
究
報
告
四
輯
四
号
一
五
－
二
〇
頁
。

こ
れ
は
筆
者
の
想
像
に
す
ぎ
な
い
が
、
森
田
、
前
掲
書
は
そ
の
事
情
の
一
端
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
同
氏
は
人
間
関
係
の
不
調
和
、
社
会
的
内

　
　
　
「
非
行
」
の
概
念
内
容
を
究
明
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
卓
見
を
示
さ
れ
て
い
る
。
（
同
書
二
〇
頁
）

こ
の
問
の
理
論
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
早
川
義
郎
、
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
事
実
と
要
保
護
性
の
意
義
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
月
報
一
九
巻
四
号
。

二
　
虞
犯
統
計
に
見
る
そ
の
運
用
を
め
ぐ
つ
て

　
旧
少
年
法
か
ら
現
行
新
少
年
法
に
か
け
て
、
虞
犯
制
度
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ
た
の
か
。
こ
れ
を
直
接
知
る
材
料
は
さ
し
あ
た
り
統
計
資
料

し
か
な
い
。
戦
前
の
旧
少
年
法
に
お
け
る
虞
犯
の
適
用
、
特
に
い
か
な
る
事
例
が
虞
犯
と
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
未
だ
私
の
耳
．
目
に
達
し
て
お

ら
ず
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
私
に
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
た
統
計
に
つ
い
て
も
完
全
な
も
の
は
残
つ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
で
は
断
片
的
に
残

つ
て
い
る
統
計
資
料
に
示
さ
れ
て
い
る
数
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
虞
犯
制
度
の
運
用
の
一
端
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
表
は
大
正
一
二
年
か
ら
昭
和
四
七
年
迄
の
虞
犯
統
計
で
あ
る
。
B
欄
は
新
受
事
件
の
う
ち
虞
犯
の
数
で
あ
り
、
H
欄
は
既
済
事
件
（
昭
和
≡
二

年
以
前
に
あ
つ
て
は
保
護
処
分
に
付
さ
れ
た
も
の
の
数
、
昭
和
二
八
年
以
降
に
あ
つ
て
は
既
済
人
員
か
ら
移
送
回
付
併
合
の
決
定
を
う
け
た
人
員
を
除
い
た
も
の

　
　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
九
　

（
一
二
九
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇
　
（
ニ
ニ
○
）

の
数
）
の
う
ち
の
虞
犯
事
件
の
数
で
あ
る
。
比
較
の
た
め
に
各
年
度
の
新
受
件
数
（
A
欄
）
と
既
済
件
数
（
κ
欄
）
と
を
掲
げ
て
あ
る
が
旧
少
年
法

時
代
の
新
受
件
数
に
は
違
警
罪
即
決
処
分
通
知
に
よ
る
受
理
事
件
は
含
ん
で
い
な
い
。
又
既
済
事
件
は
上
記
の
虞
犯
の
既
済
事
件
と
同
じ
条
件
の

事
件
の
数
で
あ
る
。
更
に
参
考
と
し
て
各
年
度
に
お
け
る
少
年
院
送
致
（
旧
少
年
法
に
あ
つ
て
は
矯
正
院
送
致
）
の
件
数
を
掲
げ
て
あ
る
。
こ
れ
は
こ

の
処
分
が
少
年
法
に
唯
一
の
根
拠
を
も
つ
自
由
剥
奪
処
分
で
あ
り
、
虞
犯
制
度
と
同
様
に
少
年
法
に
特
殊
な
制
度
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
消
長
と

虞
犯
の
消
長
と
は
無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
表
か
ら
直
ち
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
各
件
数
の
増
大
で
あ
る
。
新
受
件
数
、
既
済
件
数
と
も
当
初
の
四
桁
の
数
か
ら
五
桁
、
六
桁
と
増
大
し
て

い
る
。
虞
犯
件
数
も
同
様
に
当
初
の
二
桁
の
数
か
ら
四
桁
、
時
に
は
五
桁
の
数
に
な
つ
て
い
る
。
こ
れ
は
少
年
審
判
の
制
度
が
拡
大
発
展
を
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
来
た
こ
と
の
反
映
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
し
細
か
く
見
る
と
こ
の
発
展
は
単
純
な
も
の
で
は
な
く
各
々
の
時
期
に
応
じ
た
変
化
が
み
ら
れ
る
の

が
わ
か
る
。
こ
の
点
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
新
受
件
数
と
新
受
虞
犯
件
数
の
比
率
、
既
済
件
数
と
既
済
虞
犯
件
数
及
び
少
年
院
送
致
（
矯
正

院
送
致
）
件
数
の
比
率
を
各
々
算
出
し
て
図
示
し
た
の
が
第
一
図
及
び
第
二
図
で
あ
る
。
第
一
図
は
旧
少
年
法
時
代
の
、
第
二
図
は
現
行
少
年
法

下
に
お
け
る
各
々
の
比
率
の
変
遷
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
表
と
図
か
ら
旧
少
年
法
時
代
の
虞
犯
の
扱
い
に
は
前
期
・
中
期
・
後
期
の
三
個
の
時
期
を
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
第
一
は
大
正
一

二
年
か
ら
昭
和
八
年
ま
で
、
第
二
は
昭
和
九
年
（
名
古
屋
少
年
審
判
所
開
設
の
年
で
も
あ
る
）
か
ら
昭
和
一
六
年
ま
で
、
第
三
は
昭
和
一
七
年
（
少
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

法
全
国
施
行
の
年
で
も
あ
る
）
か
ら
終
戦
ま
で
で
あ
る
。
第
一
の
期
間
に
あ
つ
て
は
虞
犯
の
受
理
件
数
と
矯
正
院
送
致
の
件
数
と
は
対
応
関
係
を
も

た
ず
、
各
々
が
別
個
に
変
動
し
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
第
二
の
期
間
に
あ
つ
て
は
虞
犯
の
比
率
の
変
動
と
矯
正
院
送
致
処
分
の
比
率
の
変
動
が
き

れ
い
に
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
、
第
一
の
期
問
の
数
は
新
受
事
件
の
虞
犯
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
第
二
の
期
間
の
数
は
保
護
処
分
を

受
け
た
虞
犯
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
数
の
事
件
を
虞
犯
と
し
て
受
理
し
、
保
護
処
分
は
少
な
く
す
る
と
い
う
処
理
方
針
の
可
能
性
を
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
限
定
を
付
し
た
上
で
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
虞
犯
制
度
が
或
る
原
則
に
従
つ
て
統
制
を
と
つ
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虞　犯　事　件　の　数

新受件数

　（A）

既済件数

　（A’）

新受虞犯件数

　　（B）

既済虞犯件数

　　（Bノ）

少年院送致件委

　　（Cノ）
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昭

3383
5514
7115
7377
7377
6587
7043
6757
6925
7371
7965
10729
10031
10503
11313
14126
13286
13771
19584
26931
32918
34356
24448
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0
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旨
0
9
8
7
6
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2
2
1
1
－
1
　
「
ー
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6
5
4
3
2
1
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て
運
用
さ
れ
て
い
た
も
の
と
想
像
出
来
る
。
第
三
の
期
間
に
あ
つ
て
は
虞
犯
、
矯
正
院
送
致
決
定
の
ど
ち
ら
の
比
率
も
極
端
に
増
加
し
て
い
る
。
こ

れ
は
少
年
法
全
国
施
行
の
結
果
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
「
短
期
錬
成
」
と
い
う
特
殊
な
処
遇
形
式
が
広
汎
に
と
ら
れ
た
こ
と
に
基
づ
い
て

　
（
4
）

い
る
。
虞
犯
制
度
は
短
期
錬
成
の
一
つ
の
柱
と
し
て
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
（
こ
の
統
計
数
値
の
示
す
と
こ
ろ
で
は
）
虞
犯
制
度
の
変
遷
は

第
一
の
試
行
錆
誤
期
、
第
二
の
原
則
確
立
期
、
第
三
の
戦
時
下
に
お
け
る
錬
成
期
の
三
時
期
に
と
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
結
果
か
ら
、
第
二
の
時
期
（
即
ち
昭
和
九
～
一
六
年
）
の
間
の
虞
犯
の
運
用
が
旧
少
年
法
時
代
の
こ
の
制
度
の
理
想
形
と
し
て
今
後
の
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

究
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
併
し
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
間
の
状
況
を
知
る
資
料
は
私
の
手
許
に
は
な
い
。

　
戦
後
の
期
間
に
あ
つ
て
は
、
虞
犯
は
一
時
的
な
増
加
の
後
に
漸
次
減
少
の
傾
向
に
あ
る
と
い
え
る
。
こ
れ
を
前
と
同
様
に
新
受
事
件
、
既
済
事

（％）　　　　　第2図虞犯の比率（2》
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件
と
の
比
率
で
比
較
し
て
み
る
と
、
第
二
図
の
よ
う
に
な
る
。
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
の
は
、
虞
犯
、
少
年
院
送
致
の
双
方
の
比
率
が
年
と
共
に

大
き
く
減
少
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
減
少
率
は
昭
和
三
四
年
か
ら
三
五
年
に
か
け
て
最
大
で
あ
り
、
そ
の
後
約
一
〇
年
ほ
ぼ
同
一
水
準
に
あ
つ

た
後
昭
和
四
四
、
四
五
年
か
ら
更
に
減
少
し
て
い
る
。
昭
和
四
七
年
に
は
新
受
事
件
の
二
・
五
％
、
既
済
事
件
の
二
．
三
％
に
落
ち
込
ん
で
い

る
。
少
年
院
送
致
決
定
の
比
率
も
上
記
の
虞
犯
の
減
少
と
ほ
ぼ
同
様
の
形
で
減
少
の
経
過
を
た
ど
り
、
一
時
期
虞
犯
の
比
率
と
ほ
ぽ
同
一
の
水
準

に
並
ん
だ
が
、
昭
和
四
三
年
以
降
虞
犯
の
比
率
の
減
少
率
を
大
き
く
上
ま
わ
つ
た
減
少
率
を
記
録
し
、
戦
争
前
に
お
け
る
矯
正
院
送
致
率
と
ほ
ぼ

同
一
の
水
準
に
落
ち
込
ん
で
い
る
。
こ
の
図
か
ら
考
え
る
と
き
に
は
戦
後
の
虞
犯
制
度
は
終
戦
直
後
の
混
乱
期
を
除
い
て
、
昭
和
二
八
～
三
三
年
の

虞
犯
の
比
率
が
五
％
を
超
え
て
い
た
時
期
（
こ
れ
は
或
い
は
浮
浪
児
時
代
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）
、
昭
和
三
五
～
四
一
年
の
虞
犯
の
比
率
と
少
年

院
送
致
決
定
の
比
率
と
が
ほ
ぼ
平
行
し
た
時
期
、
そ
し
て
第
三
に
昭
和
四
二
年
以
降
の
少
年
院
送
致
決
定
の
比
率
が
大
き
く
減
少
し
た
時
期
の
三

つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
三
五
年
の
安
保
騒
動
と
昭
和
四
二
年
の
少
年
法
改
正
構
想
の
発
表
と
が
各
々

の
時
期
の
境
界
に
奇
し
く
も
介
在
し
て
い
る
の
が
知
ら
れ
る
。

　
私
は
前
節
で
虞
犯
制
度
の
成
立
に
触
れ
た
中
で
、
虞
犯
が
犯
罪
に
一
歩
近
づ
い
た
と
い
う
指
摘
を
し
た
。
上
記
の
虞
犯
統
計
の
示
す
変
化
は
私

の
指
摘
し
た
状
況
が
現
実
に
も
起
つ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
少
年
保
護
事
件
手
続
が
裁
判
所
の
枠
の
中
で
徐
々
に
刑
事

訴
訟
手
続
化
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
受
け
取
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
虞
犯
と
少
年
院
送
致
決
定
と
は
共
に
少
年
法
に
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
虞
犯
は
少
年
法
に
よ
つ
て
創
設
さ
れ
た
特
殊
な
行
為
形
態
で
あ
る
し
、

少
年
院
送
致
決
定
も
少
年
法
に
よ
つ
て
創
設
さ
れ
た
特
殊
な
処
遇
手
段
で
あ
る
。
こ
の
両
者
が
か
く
減
少
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
年
法
の
も
つ

少
年
法
と
し
て
の
特
殊
性
が
漸
次
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
勿
論
、
少
年
院
送
致
に
つ
い
て
い
え
ば
最
近
の

世
界
的
な
傾
向
で
あ
る
社
会
内
処
遇
の
重
視
の
刑
事
政
策
思
潮
を
見
逃
す
訳
に
は
い
か
な
い
し
、
虞
犯
に
つ
い
て
は
人
権
に
対
す
る
配
慮
の
高
ま

り
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
二
つ
の
現
代
的
要
請
に
少
年
法
が
ど
の
よ
う
に
応
じ
て
い
く
の
か
、
そ
れ
が
こ
れ
か
ら
の
課
題
で
な
く
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一
三
四
　
（
ニ
ニ
四
）

て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
旧
少
年
法
時
代
の
数
字
は
、
佐
藤
昌
彦
、
少
年
非
行
の
数
と
質
、
家
庭
裁
判
月
報
五
巻
八
号
、
犯
罪
白
書
（
四
九
年
版
）
三
四
四
頁
、
東
京
少
年
審
判
所
少
年
統
計
、
大
阪
少

　
　
年
審
判
所
事
業
報
告
等
よ
り
作
成
。

　
（
2
）
　
昭
和
九
年
に
は
名
古
屋
少
年
審
判
所
が
設
立
さ
れ
、
昭
和
一
七
年
に
は
少
年
法
が
全
国
に
施
行
さ
れ
た
。
現
行
少
年
法
で
は
対
象
少
年
の
年
令
が
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
3
）
　
戦
後
の
混
乱
期
は
除
外
す
る
。

　
（
4
）
短
期
錬
成
に
関
す
る
通
牒
は
昭
和
一
八
年
一
月
に
出
さ
れ
て
い
る
。
績
司
法
沿
革
史
　
一
九
二
頁
、
戦
時
行
刑
実
録
　
一
〇
二
二
頁
。

　
（
5
）
　
鈴
木
賀
一
郎
は
徳
風
一
〇
号
で
東
京
少
年
審
判
所
の
昭
和
八
年
の
事
業
報
告
を
発
表
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
虞
犯
に
関
す
る
資
料
は
殆
ん
ど
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
省

　
　
略
さ
れ
る
か
、
他
の
少
年
と
一
緒
に
保
護
少
年
に
関
す
る
資
料
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
る
。
或
い
は
、
旧
少
年
法
に
お
け
る
親
権
者
の
懲
戒
権
優
位
の
思
想
の
下
に
虞
犯
は
全
て
家

　
　
庭
内
の
ブ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
徹
底
し
た
秘
密
主
義
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
　
虞
犯
の
と
ら
え
方
を
め
ぐ
つ
て

　
現
行
法
上
虞
犯
は
虞
犯
事
由
と
虞
犯
性
と
が
備
わ
る
こ
と
に
よ
つ
て
成
立
す
る
。
虞
犯
事
由
は
虞
犯
性
の
徴
表
な
い
し
は
類
型
と
さ
れ
る
。
即

ち
こ
れ
ま
で
の
刑
事
学
の
成
果
や
経
験
的
知
識
を
通
し
て
認
め
ら
れ
る
前
犯
罪
的
逸
脱
行
動
を
と
ら
え
て
そ
れ
を
類
型
化
し
た
も
の
と
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
虞
犯
事
由
に
当
る
行
為
は
将
来
の
犯
罪
の
発
生
を
予
測
す
る
根
拠
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
そ
れ
自
体
反
社
会
的
な

行
為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
虞
犯
事
由
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
例
示
的
と
見
る
か
、
制
限
的
に
見
る
か
の
両
説
が
あ

る
。
　
一
般
に
は
少
年
法
三
条
一
項
三
号
掲
記
の
四
個
の
事
由
は
国
の
強
制
権
行
使
の
根
拠
と
な
り
得
る
事
項
で
あ
る
こ
と
、
虞
犯
の
認
定
を
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

観
的
に
行
な
い
人
権
保
障
の
機
能
を
も
つ
事
項
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
理
由
に
よ
り
こ
れ
を
制
限
的
に
と
ら
え
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ

を
正
し
い
と
す
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
併
し
反
面
、
裾
分
判
事
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
を
「
例
示
的
な
も
の
で
な
い
と
解
し
て
も
実
務
上

そ
の
実
益
が
殆
ん
ど
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
現
行
虞
犯
構
成
要
件
は
構
成
要
件
と
し
て
資
格
が
あ
る
か
ど
う
か
疑
わ
れ
る
。
」
面
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
の
は
否
定
し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。



　
虞
犯
事
由
は
虞
犯
性
と
結
合
し
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
虞
犯
事
由
は
虞
犯
性
の
徴
表
で
あ
り
、
宮
崎
判
事
は
虞
犯
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

由
を
と
ら
え
て
不
良
事
由
の
う
ち
特
に
虞
犯
性
の
強
い
も
の
を
虞
犯
事
由
と
し
て
取
り
出
し
て
い
る
と
説
く
。
平
場
教
授
も
一
般
的
虞
犯
事
由
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

法
定
の
虞
犯
事
由
と
を
分
け
た
上
で
虞
犯
性
は
法
定
の
虞
犯
事
由
に
化
体
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
共
通
す

る
よ
う
に
虞
犯
に
あ
つ
て
は
重
要
な
の
は
虞
犯
性
で
あ
る
。

虞
犯
性
は
規
範
概
念
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
要
保
護
性
の
概
念
が
確
立
し
て
来
た
過
程
で
虞
犯
性
は
累
非
行
性
か
ら
は
別
れ
た
存
在
と
な

り
、
非
行
事
実
と
し
て
の
意
味
合
い
を
強
く
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
て
い
る
。
従
つ
て
平
場
教
授
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
虞
犯
性
は
強
制
処
分

を
理
由
づ
け
る
根
拠
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
一
般
常
識
に
照
ら
し
て
経
験
的
に
危
険
と
さ
れ
る
事
実
が
規
範
的
に
法
的
反
動
を
許
す
と

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
そ
の
よ
う
な
事
実
の
判
断
に
指
標
を
与
え
る
も
の
は
何
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
虞
犯
事
由
が
そ
れ
に
当
る
と
い
う

答
え
が
戻
つ
て
来
る
。
そ
の
場
合
に
虞
犯
事
由
に
虞
犯
性
の
推
定
根
拠
と
し
て
の
役
割
を
認
め
、
虞
犯
事
由
の
あ
る
と
き
に
は
反
証
の
な
い
限
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

虞
犯
性
が
あ
る
も
の
と
す
る
立
場
と
虞
犯
事
由
に
独
立
の
役
割
を
認
め
虞
犯
性
を
積
極
的
に
根
拠
づ
け
る
事
実
を
別
に
求
め
る
立
場
と
が
考
え
ら

れ
よ
う
。
そ
し
て
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
経
験
的
に
虞
犯
と
さ
れ
る
も
の
は
現
実
に
は
少
年
保
護
事
件
手
続
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
訳

で
、
そ
の
手
続
の
中
で
何
が
虞
犯
と
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
が
実
は
一
番
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
虞
犯
性
は
規
範
概
念
で
あ
る
だ
け
で
な
く
事
実
概
念
で
も
あ
る
。
い
か
な
る
状
態
が
あ
れ
ば
犯
罪
を
犯
す
蓋
然
性
が
高
い
と
云
い
得
る
か
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
は
社
会
調
査
の
活
動
す
べ
き
分
野
と
い
え
よ
う
。
社
会
調
査
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
実
に
様
々
な
事
例
が
様
々
な
経
路
を
た
ど
つ
て
虞
犯

の
名
を
冠
せ
ら
れ
て
家
庭
裁
判
所
の
門
を
く
ぐ
つ
て
い
る
。
桜
井
元
調
査
官
は
そ
の
研
究
の
中
で
家
裁
の
取
扱
い
を
求
め
て
来
る
虞
犯
を
四
種
に

　
　
　
　
　
　
（
8
）

類
型
化
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
中
で
犯
罪
と
特
に
結
び
つ
き
易
い
コ
般
常
識
に
照
し
て
も
経
験
的
に
危
険
と
さ
れ
る
事
実
」
に
つ
い
て
社
会
調

査
の
立
場
か
ら
明
確
化
す
る
こ
と
も
現
実
の
事
件
の
処
理
に
当
つ
て
は
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
作
業
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）
“

　
最
近
の
家
庭
裁
判
月
報
に
登
載
さ
れ
て
い
た
事
例
で
、
実
母
が
精
神
分
裂
病
で
入
院
し
た
後
に
実
父
に
迫
ら
れ
る
ま
ま
に
肉
体
関
係
を
結
ぶ
に

　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五
　
（
一
三
五
）



　
　
　
虞
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書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六
　
（
一
三
六
）

至
り
、
妊
娠
中
絶
ま
で
行
な
つ
た
少
年
が
実
父
を
憎
む
よ
う
に
な
り
、
そ
の
挙
句
家
出
を
し
て
バ
ー
・
ホ
ス
テ
ス
と
し
て
働
き
他
の
男
性
と
肉
体
関

係
を
も
つ
よ
う
に
な
つ
た
例
が
あ
る
。
こ
の
事
例
で
少
年
は
虞
犯
を
認
定
さ
れ
て
保
護
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
事
例
が
目
前
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
10
）

ら
わ
れ
た
時
そ
れ
を
虞
犯
と
し
て
保
護
処
分
の
対
象
と
す
る
の
に
社
会
調
査
が
大
ぎ
い
役
割
を
果
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
上
記
の
点
を
更
に
明
確
に
す
る
た
め
に
家
庭
裁
判
所
の
裁
判
例
に
つ
い
て
み
る
と
、
虞
犯
事
実
の
記
載
は
お
お
よ
そ
三
種
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
一
は
比
較
的
短
期
間
に
発
生
し
た
少
年
の
問
題
行
動
に
着
目
し
て
そ
れ
を
虞
犯
事
実
と
し
て
と
ら
え
る
も
の
で
あ
る
。
金
沢
家
決
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
“

和
四
八
年
四
月
一
四
目
で
は
、
虞
犯
事
実
を
「
保
護
者
の
正
当
な
監
督
に
服
し
な
い
性
癖
が
あ
つ
て
、
昭
和
四
七
年
九
月
八
日
○
○
市
内
で
無
免

許
で
バ
イ
ク
を
運
転
し
て
交
通
事
故
を
起
し
警
察
か
ら
呼
び
出
し
を
受
け
る
や
、
そ
の
取
調
べ
を
逃
れ
る
た
め
同
日
午
後
三
時
頃
父
所
有
の
普
通

貨
物
自
動
車
を
無
免
許
運
転
し
て
○
○
方
面
に
家
出
し
、
そ
の
後
一
旦
○
○
に
帰
つ
た
後
友
人
の
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
し
て
○
○
方
面
に
向

け
走
行
中
同
月
；
一
日
○
○
警
察
に
保
護
さ
れ
、
保
護
者
に
引
き
渡
さ
れ
帰
宅
し
た
が
翌
一
四
日
午
前
九
時
頃
保
護
者
の
隙
を
み
て
再
度
家
出
し

た
こ
と
」
と
昭
和
四
七
年
一
〇
月
コ
ニ
目
に
補
導
委
託
さ
れ
た
後
に
「
同
年
一
二
月
初
め
頃
か
ら
数
回
委
託
先
で
無
断
欠
勤
す
る
行
為
が
あ
り
、
昭

和
四
八
年
一
月
九
目
少
年
の
父
所
有
の
現
金
三
万
円
を
盗
み
出
し
て
翌
一
〇
日
夕
方
か
ら
深
夜
ま
で
バ
チ
ン
コ
遊
び
や
ス
ナ
ッ
ク
喫
茶
店
等
で
飲

酒
し
、
そ
こ
で
知
り
合
つ
た
C
ら
数
名
の
学
生
と
ド
ラ
イ
ブ
し
よ
う
と
企
て
、
一
一
日
午
前
○
時
三
〇
分
頃
委
託
先
か
ら
…
…
普
通
乗
用
自
動
車
を

無
断
で
持
ち
出
し
無
免
許
運
転
し
て
…
…
ボ
ー
リ
ン
グ
場
な
ど
ヘ
ド
ラ
イ
ブ
し
帰
途
右
自
動
車
が
故
障
を
起
す
と
○
○
市
内
に
放
置
す
る
な
ど
の

行
為
を
な
し
た
」
こ
と
を
各
々
別
個
の
虞
犯
事
実
と
認
定
し
て
い
る
。
こ
の
前
者
は
四
七
年
九
月
八
日
か
ら
九
月
一
四
日
ま
で
の
、
後
者
は
四
八
年

一
月
九
目
か
ら
一
月
一
一
日
ま
で
の
一
連
の
行
為
が
虞
犯
の
内
容
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
前
者
と
後
者
の
間
に

試
験
観
察
と
い
う
中
間
決
定
が
入
つ
て
お
り
、
当
初
は
前
者
の
行
為
の
み
が
虞
犯
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
上
記
の
よ
う
に
比
較
的
短
期
間
の
一
連
の
行
動
と
は
逆
に
非
常
に
長
期
に
わ
た
る
少
年
の
全
行
動
な
い
し
全
生
活
を
虞
犯
と
し
て
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

づ
け
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
高
松
家
決
昭
和
四
六
年
八
月
二
五
日
は
少
年
の
幼
時
の
生
活
史
か
ら
書
き
起
し
、
家
裁
に
お
い
て
審
判
を
受
け
各
々



終
局
決
定
を
経
た
二
個
の
虞
犯
事
件
を
も
含
め
て
審
判
時
ま
で
の
少
年
の
ほ
ぽ
全
て
の
生
活
行
動
を
虞
犯
事
実
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
こ
れ
は

上
記
の
例
と
対
称
的
な
例
で
あ
る
。
或
い
は
こ
の
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
少
年
の
性
格
と
環
境
と
を
明
ら
か
に
し
て
虞
犯
性
を
明
示
す

る
意
図
が
あ
つ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
第
三
の
類
型
は
少
年
の
生
活
状
況
を
大
き
く
と
ら
え
て
虞
犯
と
認
定
す
る
点
に
お
い
て
は
上
述
の
第
二
の
例
と
似
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
家
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
処
分
の
時
点
を
も
つ
て
虞
犯
と
し
て
の
生
活
状
況
の
記
述
に
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
神
戸
家
決
昭
和
四
八
年
一
月
九
日

は
別
件
で
四
五
年
一
月
二
八
目
に
不
処
分
決
定
を
受
け
た
少
年
に
つ
い
て
、
そ
の
直
後
の
「
昭
和
四
五
年
頃
か
ら
高
校
生
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
飲
酒
、
喫
煙
を
覚
え
、
競
輪
、
競
馬
に
関
心
を
持
ち
始
め
、
同
四
七
年
か
ら
は
殆
ど
連
日
多
量
に
飲
酒
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
競
輪
、
競
馬

に
も
熱
中
し
そ
の
費
用
を
得
る
た
め
に
屡
々
母
に
金
員
を
強
要
し
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ぱ
母
に
殴
る
蹴
る
、
或
い
は
ひ
も
で
手
足
を
縛
つ
た

り
、
バ
イ
プ
レ
ン
チ
で
指
を
挟
ん
だ
り
、
果
て
は
裸
に
し
て
縛
り
上
げ
る
等
の
暴
行
を
加
え
た
上
、
母
よ
り
無
理
矢
理
に
多
額
の
金
員
（
一
ヶ
月

平
均
七
千
円
位
）
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
飲
酒
、
競
輪
、
競
馬
に
費
消
し
て
い
た
」
こ
と
を
虞
犯
事
実
と
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
四
七
年
八
月

四
日
に
試
験
観
察
決
定
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
試
験
観
察
決
定
後
の
少
年
の
生
活
状
況
に
つ
い
て
も
同
様
の
行
為
が
あ
つ
た
と
し
て
虞
犯
事
実
を

認
定
し
て
い
る
。
こ
の
例
に
あ
つ
て
は
保
護
処
分
或
い
は
そ
の
他
の
何
ら
か
の
終
局
決
定
に
よ
つ
て
そ
れ
以
前
の
少
年
の
虞
犯
の
判
断
は
遮
断
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
後
の
状
況
の
み
が
審
判
の
対
象
で
あ
る
虞
犯
事
実
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
た
な

事
件
に
つ
い
て
審
判
す
る
過
程
で
試
験
観
察
決
定
を
経
て
い
る
こ
と
は
家
庭
裁
判
所
の
判
断
を
求
め
て
来
た
事
件
に
つ
い
て
そ
れ
が
家
裁
の
保
護

処
分
の
対
象
と
な
る
べ
き
虞
犯
な
り
や
否
や
を
決
定
す
る
た
め
に
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
掲
げ
た
三
個
の
例
に
示
さ
れ
る
虞
犯
の
記
述
様
式
を
無
理
に
一
本
に
ま
と
め
上
げ
る
必
要
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
こ
れ
ら
の

問
題
点
を
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
第
一
の
例
に
つ
い
て
い
え
ば
家
裁
へ
の
事
件
係
属
の
原
因
と
し
て
虞
犯
事
態
が
明
確
に
さ
れ
る
利
点
を
有
す
る
反

面
こ
れ
ら
の
行
為
が
犯
罪
行
為
を
含
め
て
数
多
く
あ
る
場
合
に
は
各
々
の
行
為
が
パ
ラ
く
に
と
ら
え
ら
れ
る
た
め
少
年
の
非
行
と
問
題
の
あ
つ

　
　
　
虞
犯
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書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
一
毛
　

（
一
三
七
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八
　
（
二
二
八
）

た
生
活
事
態
と
の
全
体
が
見
失
わ
れ
る
結
果
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
い
わ
ば
木
を
見
て
森
を
見
ぬ
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
第
二
の
例
に
お
い
て

は
い
わ
ゆ
る
性
格
、
環
境
に
照
し
て
の
虞
犯
性
の
内
容
が
明
確
に
な
る
と
い
う
利
点
を
も
つ
反
面
、
い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
の
認
定
の
資
料
と
非
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
14
）

事
実
認
定
資
料
と
の
重
複
が
出
て
来
る
お
そ
れ
が
予
想
さ
れ
る
。
加
え
て
前
件
に
お
け
る
終
局
決
定
以
前
の
事
態
を
も
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

重
の
危
険
と
の
関
係
で
少
年
の
人
権
に
係
わ
つ
て
来
る
こ
と
も
あ
り
得
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
第
三
の
例
が
最
も
妥
当
な
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
第
一
の
例
と
は
逆
に
少
年
の
個
々
の
問
題
行
動
が
広
汎
な
虞
犯
事
実
の
中
で
見
失
わ
れ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ

る
。

　
こ
の
間
題
は
審
判
手
続
の
中
で
認
定
さ
れ
る
事
実
と
社
会
調
査
の
中
で
認
定
さ
れ
る
事
実
と
の
相
互
関
係
の
問
題
を
暗
示
す
る
。
筆
者
は
か
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
聡
）

て
社
会
調
査
の
例
か
ら
す
る
非
行
事
実
の
と
ら
え
方
に
っ
い
て
小
論
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
に
上
に
述
べ
た
よ
う
な
事
態
に
対

す
る
一
つ
の
解
決
策
を
示
し
た
か
つ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
一
連
の
少
年
保
護
事
件
手
続
の
中
で
、
審
判
手
続
に
よ
つ
て
認
定
さ
れ
る
事
実
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

社
会
調
査
に
よ
つ
て
認
定
さ
れ
る
事
実
と
が
違
つ
た
も
の
に
な
る
こ
と
は
事
件
の
単
一
性
か
ら
み
て
本
来
許
さ
れ
る
べ
ぎ
こ
と
で
は
な
い
。
少
年

保
護
事
件
手
続
に
お
け
る
非
行
事
実
と
は
何
な
の
か
。
そ
れ
を
少
年
法
に
即
し
て
定
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
虞
犯
の
法
的
考
察
、
家
庭
裁
判
月
報
二
二
巻
九
号
五
一
頁
、
森
田
宗
一
、

（　　 （（（（（（（8　 7654321）く）））））））
　o

れ
た
家
出
・
浮
浪
少
年
の
引
取
り
が
直
ち
に
実
現
出
来
ず
、

阿
部
純
二
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
少
年
法
（
新
版
）
五
二
頁
。

裾
分
一
立
、
要
保
護
性
試
論
（
家
庭
裁
判
月
報
五
巻
四
号
所
収
）
、
調
研
教
材
四
号
六
頁
、
な
お
、
本
引
用
中
虞
犯
構
成
要
件
と
は
虞
犯
事
由
の
こ
と
で
あ
る
。

宮
崎
、
前
掲
書
一
九
六
－
七
頁
、
桜
井
善
晃
、
少
年
虞
犯
の
科
学
的
研
究
、
家
庭
裁
判
所
調
査
官
実
務
研
究
報
告
二
八
年
三
号
も
同
様
の
視
点
で
虞
犯
に
接
近
し
て
い
る
。

平
場
、
前
掲
書
六
九
t
七
〇
頁
。

阿
部
、
前
掲
家
庭
裁
判
月
報
一
三
巻
九
号
一
三
頁
は
こ
の
立
場
の
代
表
例
で
あ
る
。

宮
崎
、
前
掲
書
一
九
八
頁
は
こ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

例
え
ば
非
行
予
測
理
論
や
そ
の
他
の
非
行
理
論
が
虞
犯
の
項
目
の
下
に
論
じ
ら
れ
る
（
宮
崎
、
前
掲
書
、
桜
井
、
前
掲
書
等
）
の
は
虞
犯
を
事
実
概
念
と
見
て
い
る
こ
と
に
基
づ

桜
井
、
前
掲
書
二
八
頁
以
下
、
ω
少
年
法
三
条
一
項
三
号
に
該
当
す
る
行
為
と
し
て
当
初
か
ら
送
致
さ
れ
て
い
る
通
常
の
虞
犯
、
ω
犯
罪
か
ら
の
格
下
げ
の
場
合
、
③
保
護
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
警
察
等
の
機
関
の
処
理
に
窮
し
た
場
合
、
＠
浮
浪
者
等
で
精
神
病
の
疑
い
の
あ
る
者
を
掲
げ
て
い
る
。



（
9
）

（
10
）

（
1
1
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
14
）

　
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
、

（
1
5
）

（
1
6
）

（
17
）

　
一
日
、

　
非
常
に
大
ぎ
く
な
る
。

札
幌
家
決
昭
和
四
五
年
一
〇
月
五
目
（
家
庭
裁
判
月
報
…
二
巻
六
号
九
二
頁
）
。

お
そ
ら
く
そ
の
役
割
は
い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
認
定
の
た
め
の
判
断
素
材
の
提
供
に
止
ま
つ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

家
庭
裁
判
月
報
二
五
巻
一
二
号
一
〇
六
頁
。

家
庭
裁
判
月
報
二
四
巻
四
号
一
〇
六
頁
。

家
庭
裁
判
月
報
二
五
巻
一
〇
号
二
二
〇
頁
。

こ
の
事
態
を
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
一
方
的
に
き
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
虞
犯
に
あ
つ
て
は
い
わ
ゆ
る
要
保
護
性
と
非
行
事
実
と
の
根
拠
に
は
共
通
す

　
　
　
　
　
　
　
同
一
資
料
に
対
す
る
光
の
あ
て
方
の
違
い
が
二
つ
を
分
け
る
の
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

早
川
義
郎
、
虞
犯
事
実
と
犯
罪
事
実
の
関
係
に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
月
報
二
六
巻
一
号
二
〇
頁
参
照
。

坂
田
、
非
行
事
実
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て
、
調
研
紀
要
二
〇
号
九
九
頁
以
下
。

か
つ
て
調
査
冨
の
面
前
で
の
供
述
に
基
づ
い
て
認
定
さ
れ
た
事
実
が
そ
の
故
を
も
つ
て
証
拠
に
採
用
で
き
ぬ
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
（
東
京
高
決
昭
和
四
七
年
二
月
二

　
家
庭
裁
判
月
報
二
五
巻
五
号
八
一
頁
）
。
こ
の
原
則
が
少
年
保
護
事
件
手
続
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
本
文
で
述
べ
た
よ
う
な
事
実
の
食
い
違
い
の
起
る
可
能
性
は

お
　
わ
　
り
　
に

　
こ
の
小
論
で
は
虞
犯
制
度
が
創
設
さ
れ
た
と
き
の
そ
の
内
容
と
旧
少
年
法
か
ら
現
行
少
年
法
に
至
る
虞
犯
の
変
化
と
現
行
少
年
法
の
下
で
の
非

行
事
実
と
し
て
の
虞
犯
の
と
ら
え
方
と
を
見
て
来
た
。
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
筆
者
の
問
題
意
識
を
述
べ
た
の
み
で
検
討
を
深
め
て
い
な
い
。

そ
れ
は
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
こ
こ
で
結
論
め
い
た
も
の
を
い
う
と
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
上
述
の
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
虞
犯
は
ま
す
ま
す
そ
の
適
用
を

制
限
さ
れ
る
方
向
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
れ
は
少
年
法
改
正
の
動
き
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
少
年
保
護
事
件
手
続
全
体
の
、
人
権
保
障
を

標
語
と
し
て
掲
げ
て
の
刑
事
訴
訟
手
続
化
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
一
方
本
稿
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
家
庭
の
中
に
問
題
を
も
つ
事
例
は
、
従
来
同
様
今
後
も
家
庭
裁
判
所
に
送
致
さ
れ
て
来
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
我
々
は
何
ら
か
の
解
答
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
か
つ
て
旧
少
年
法
の
手
続
が
刑
事
に
あ
ら

　
　
　
　
虞
犯
覚
書
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（
二
二
九
）



　
　
　
虞
犯
覚
書
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
　
（
一
四
〇
）

ず
、
民
事
に
あ
ら
ず
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
民
事
裁
判
、
刑
事
裁
判
と
鼎
立
す
べ
き
第
三
の
、
少
年
保
護
事
件
と
家
事
調
停
（
審
判
）
事

件
と
に
共
通
す
る
手
続
が
社
会
調
査
の
結
果
を
も
う
ち
に
取
り
込
ん
だ
独
自
の
証
拠
法
則
を
も
つ
て
新
た
に
構
成
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
私
は
、
調
査
冨
補
に
採
用
が
き
ま
つ
た
時
、
青
柳
先
生
に
伴
わ
れ
て
府
中
刑
務
所
を
見
学
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
折
の
印
象
を
私
は
忘
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
情
景
を
思
い
出
し
つ
つ
先
生
の
御
退
職
に
当
た
つ
て
こ
の
未
熟
な
小
稿
を
呈
す
る
次
第
で
あ
る
。


