
��刑
法
判
例
に
登
場
す
る
事
実
の
形
成
過
程
と
刑
法
的
処
理

法
学
部
教
授

岡

田

行

雄

平
成
二
七
年
一
二
月
一
四
日
、
熊
本
大
学
文
法
棟
Ａ
１
教
室
に
お
い
て
、

熊
本
大
学
法
学
部
研
究
教
育
振
興
会
の
後
援
を
受
け
て
、
刑
事
法
系
の
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
当
日
は
二
〇
〇
名
以
上
の
参
加
者
を
得
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
刑
法
に
関
す
る
判
例
に
登
場
す
る
事
実
が

ど
の
よ
う
に
し
て
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
事

実
に
、
刑
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
規
範
が
ど
の
よ
う
に
し
て
当
て
は

め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
第
一
線
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
弁
護
士
と

研
究
者
の
先
生
に
よ
る
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
を
開
発
し
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
提
供
し
た
者
が
著
作
権
法
違
反
行
為
を
幇
助
し
た
と
し
て
起

訴
さ
れ
た
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件

(

１)

を
素
材
に
し
た
お
話
を
通
し
て
、
学
生
の
皆

さ
ん
に
学
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
意
図
で
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

当
日
の
お
一
人
目
の
講
師
は
、
京
都
弁
護
士
会
所
属
の
弁
護
士
で
、
熊

本
県
八
代
市
ご
出
身
で
も
あ
る
、
遠
山
大
輔
先
生
で
す
。
先
生
は
八
代
高

校
を
ご
卒
業
さ
れ
た
後
、
京
都
大
学
法
学
部
を
ご
卒
業
さ
れ
、
司
法
試
験

に
合
格
し
、
弁
護
士
登
録
さ
れ
て
か
ら
は
、
と
り
わ
け
刑
事
弁
護
の
分
野

で
、
今
日
の
題
材
に
も
な
っ
て
い
ま
す
、
い
わ
ゆ
る
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
な

ど
の
弁
護
を
担
当
さ
れ
る
な
ど
、
大
変
な
ご
活
躍
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。
既
に
、
全
国
で
も
有
数
の
刑
事
弁
護
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
言
わ
れ
る

方
で
す
。

お
二
人
目
の
講
師
は
、
一
橋
大
学
教
授
の
本
庄
武
先
生
で
す
。
本
庄
先

生
も
九
州
は
福
岡
ご
出
身
で
し
て
、
一
橋
大
学
ご
卒
業
後
、
研
究
者
の
途

を
歩
ま
れ
、
量
刑
研
究
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
と
し
て
著
名
な
方
で
あ
ら
れ
ま

す
。
最
近
、『
少
年
に
対
す
る
刑
事
処
分』

と
い
う
単
行
著
を
公
刊
さ
れ
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司
会
に
よ
る
企
画
意
図
、
講
師
紹
介

平
成
二
七
年
度
法
学
部
研
究
教
育
振
興
会
主
催

刑
事
法
系
講
演
会



講
演
一｢

事
実｣
の
重
要
性
―
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
を
題
材
に

京
都
弁
護
士
会
弁
護
士

遠

山

大

輔

一

法
曹
三
者
の
仕
事

(1)

裁
判
官
の
仕
事

今
日
は
、
ま
ず
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
法
曹
三
者
が
ど
ん
な
仕
事
を
し

て
い
る
か
、
話
し
ま
す
。

早
速
レ
ジ
ュ
メ
に
従
っ
て
進
め
て
い
き
ま
す
。
法
曹
三
者
と
は
、
検
察

官
、
裁
判
官
、
弁
護
人
で
す
ね
。
こ
の
三
者
が
、
裁
判
に
向
け
て
、
あ
る

い
は
裁
判
に
お
い
て
何
を
し
て
い
る
か
と
い
う
話
で
す
。
Ａ
３
の
レ
ジ
ュ

メ
が
資
料
の
中
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
裁
判
官
の
仕
事
で
す
。
裁
判
官
は
、
事
実
が
何
で
あ
る
か
を
決
め

て
そ
し
て
条
文
を
解
釈
し
、
事
実
を
条
文
に
当
て
は
め
て
結
論
を
出
し
ま

す
。
例
え
ば
、
Ａ
さ
ん
は
Ｂ
さ
ん
の
新
品
の
財
布
を
取
っ
た
か
ど
う
か
と

い
う
事
実
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
決
め
て
、
刑
法
二
三
五
条
に
い
う
窃

取
と
は
何
か
と
い
う
解
釈
を
考
え
て
、
も
し
Ａ
さ
ん
が
Ｂ
さ
ん
の
新
品
の

財
布
を
取
っ
た
と
い
う
事
実
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
窃
取
に
あ
た
る
の
で
窃

盗
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
を
出
し
ま
す
。

(2)

検
察
官
の
仕
事

裁
判
官
は
中
立
の
立
場
で
最
後
に
こ
う
や
っ
て
結
論
を
出
す
わ
け
で
す

が
、
そ
の
結
論
を
出
す
お
ぜ
ん
立
て
を
す
る
人
が
必
要
な
わ
け
で
す
。
そ

れ
が
検
察
官
と
弁
護
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

資 料
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る
な
ど
、
少
年
司
法
の
分
野
で
も
ご
活
躍
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ま

た
、
日
本
刑
法
学
会
の
理
事
に
選
ば
れ
る
な
ど
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
刑
事

法
学
を
背
負
っ
て
立
つ
研
究
者
の
お
一
人
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
ま
ず
、
遠
山
先
生
に
、
そ
し
て
、
本
庄
先
生
に
お
話
を
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。



検
察
官
は
裁
判
官
に
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
を
出
し
て
も
ら

う
た
め
に
、
証
拠
を
集
め
ま
す
。
先
ほ
ど
例
に
挙
げ
た
窃
盗
事
件
で
は
、

ま
ず
、
財
布
が
無
く
な
っ
た
と
Ｂ
さ
ん
が
被
害
届
を
出
す
と
、
そ
の
無
く

な
っ
た
財
布
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
つ
い
て
Ａ
さ
ん
や
Ｂ
さ
ん
か
ら
事
情
を

聞
く
と
い
う
、
取
調
べ
を
し
ま
す
。
そ
し
て
、
検
察
官
は
こ
う
し
て
集
ま
っ

た
証
拠
か
ら
ど
ん
な
事
実
が
導
け
る
か
な
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。
レ

ジ
ュ
メ
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
Ａ
さ
ん
の
家
か
ら
Ｂ
さ
ん
の
も
の
と

同
じ
新
品
の
財
布
が
見
つ
か
っ
た
と
し
ま
す
と
、
早
速
、
Ａ
さ
ん
は
怪
し

い
わ
け
で
す
ね
。
し
か
も
、
Ａ
さ
ん
は
取
調
べ
で

｢

取
り
ま
し
た
、
す
み

ま
せ
ん｣

と
自
白
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
Ｂ
さ
ん
は

｢

Ａ
さ
ん
に
あ
げ
た

こ
と
は
無
い｣

と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
裁
判
官
は
窃
盗
罪
が
成
立
す
る
と
い
う
結
論
を
出
し
て
く
れ
る

だ
ろ
う
、
と
検
察
官
は
考
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
検
察
官
は
裁
判

に
お
い
て
自
分
が
集
め
て
き
た
、
窃
盗
罪
を
成
立
さ
せ
得
る
証
拠
を
裁
判

に
提
出
し
て
、
裁
判
官
に
見
て
も
ら
っ
て
、｢

こ
れ
こ
れ
の
証
拠
が
あ
り

ま
す
か
ら
Ａ
さ
ん
に
は
窃
盗
罪
が
成
立
し
ま
す｣

と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。

(3)

弁
護
人
の
仕
事

で
は
、
そ
れ
と
反
対
側
に
い
る
弁
護
人
は
何
を
す
る
の
か
？
弁
護
人
も

証
拠
を
集
め
ま
す
。
い
ろ
ん
な
人
か
ら
事
情
を
聞
い
た
り
し
ま
す
。
そ
し

て
、
集
め
さ
せ
な
い
仕
事
も
し
ま
す
。
集
め
さ
せ
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
と
い
う
と
、
例
え
ば
、
取
調
べ
に
お
い
て
黙
秘
権
を
行
使
す
る
よ
う

に
勧
め
た
り
す
る
こ
と
で
す
。｢

言
い
間
違
い
や
勘
違
い
や
記
憶
違
い
で
、

は
っ
き
り
し
な
い
説
明
を
す
る
よ
り
は
、
取
調
べ
で
は
黙
っ
て
て
も
い
い

ん
で
す
よ｣

と
黙
秘
権
の
行
使
を
勧
め
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
Ａ
さ
ん
本
人
か
ら
も
事
情
を
聞
き
ま
す
し
、｢

Ａ
さ
ん
が

そ
ん
な
事
を
す
る
人
な
の
か｣

に
つ
い
て
、
Ａ
さ
ん
の
周
り
の
人
か
ら
も

事
情
を
聞
い
た
り
し
ま
す
。
あ
る
い
は
Ｂ
さ
ん
の
周
り
の
人
に
話
を
聞
い

た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
情
報
や
証
拠
を
集
め
た
上
で

検
察
官
が
裁
判
に
出
そ
う
と
し
て
い
る
証
拠
を
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
例
え

ば
、
Ｂ
さ
ん
は
勘
違
い
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
あ
る
い
は
嘘
を
つ
い

て
い
な
い
か
な
ど
、
色
ん
な
可
能
性
を
考
え
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、

Ａ
さ
ん
は
自
白
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
白
を
無
理
や
り

に
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
も
確
認
す
る
わ
け
で
す
。

弁
護
人
は
、
こ
の
よ
う
に
証
拠
を
集
め
、
そ
し
て
検
察
官
が
集
め
て
き
た

証
拠
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
、
裁
判
に
は
適
切
な
証
拠
だ
け
が
提
出
さ
れ
る
よ

う
に
仕
事
を
す
る
わ
け
で
す
。
あ
る
い
は
、
自
分
で
も
証
拠
を
提
出
し
た

り
し
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
の
適
切
な
証
拠
か
ら
す
る
と
、
こ
う
い
う
事
実
が
導
か
れ

る
は
ず
で
す
と
い
う
主
張
を
す
る
わ
け
で
す
。
例
え
ば
、｢

Ｂ
さ
ん
の
財

布
は
ど
こ
か
に
無
く
な
っ
た
だ
け
で
、
Ａ
さ
ん
は
自
分
で
た
ま
た
ま
同
じ

財
布
を
買
っ
た
だ
け
で
す｣

と
い
う
主
張
も
あ
り
え
ま
す
。
仮
に
、
こ
れ

を
裏
づ
け
る
デ
パ
ー
ト
の
領
収
書
が
出
て
き
た
ら
、
Ａ
さ
ん
は
無
罪
、
と

い
う
か
無
実
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
わ
け
で

す
か
ら
、
検
察
官
が
集
め
て
き
た
証
拠
が
、
本
当
に
検
察
官
が
言
っ
て
い

る
と
お
り
の
意
味
な
の
か
、
検
察
官
が
言
っ
て
い
る
と
お
り
の
事
実
が
導
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か
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
弁
護
人
は
確
認
す
る
わ
け
で
す
。

(4)

ま
と
め

確
認
し
ま
し
ょ
う
。
裁
判
で
は
、
事
実
が
決
ま
ら
な
い
と
結
論
が
出
ま

せ
ん
。
し
か
し
、
事
実
が
決
ま
る
と
大
体
結
論
が
出
ま
す
。
法
律
の
解
釈

で
勝
負
す
る
事
件
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
。
今
日
、
紹
介
す
る
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ

ｙ
事
件
は
事
実
が
決
ま
っ
て
も
、
さ
ら
に
そ
れ
が
犯
罪
な
の
か
ど
う
か
が

争
い
に
な
っ
た
事
件
で
す
の
で
、
そ
う
い
う
二
段
階
の
争
い
も
あ
り
得
る

ん
で
す
け
ど
、
ま
ず
は
事
実
が
決
ま
る
、
と
い
う
こ
と
が
大
切
に
な
り
ま

す
。そ

し
て
、
事
実
を
決
め
る
の
は
証
拠
で
す
。
で
す
か
ら
、
法
曹
三
者
は

徹
底
的
に
証
拠
を
吟
味
し
ま
す
。
凶
器
に
血
が
つ
い
て
い
た
ら
、
そ
の
血

の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
を
し
ま
す
ね
。
防
犯
カ
メ
ラ
に
、
犯
人
の
よ
う
な
人
が

映
っ
て
い
た
ら
、
そ
の
防
犯
カ
メ
ラ
映
像
が
ど
れ
だ
け
鮮
明
な
も
の
で
あ

る
か
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
ね
。
あ
る
い
は
、｢

犯
人
を
目
撃
し
た｣

と
言
っ

て
い
る
人
が
い
た
ら
、
目
撃
で
き
る
視
力
は
あ
っ
た
の
か
、
目
撃
で
き
る

距
離
だ
っ
た
の
か
、
目
撃
で
き
る
明
る
さ
だ
っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ

の
人
は
話
す
た
び
に
コ
ロ
コ
ロ
と
違
う
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
か
。
そ
う

い
っ
た
こ
と
を
考
え
て
、
本
当
に
信
頼
で
き
る
血
の
付
い
た
凶
器
と
、
本

当
に
信
頼
で
き
る
防
犯
カ
メ
ラ
映
像
と
、
本
当
に
信
頼
で
き
る
目
撃
者
に

よ
る
裁
判
を
目
指
す
わ
け
で
す
。

実
際
の
事
件
で
は
、
防
犯
カ
メ
ラ
映
像
が
非
常
に
粗
い
も
の
で
、
誰
が

誰
か
わ
か
ら
な
い
の
に
、
専
門
家
と
名
乗
る
人
が

｢

こ
の
防
犯
カ
メ
ラ
は

私
が
見
れ
ば
犯
人
の
顔
が
見
え
る｣

と
言
う
こ
と
だ
っ
て
あ
り
ま
す
。
自

白
に
つ
い
て
い
え
ば
、｢

す
み
ま
せ
ん
。
私
が
や
り
ま
し
た｣

と
自
白
調

書
が
あ
る
の
に
、
本
当
は
騙
さ
れ
て
脅
さ
れ
て
自
白
調
書
が
作
ら
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
徹
底
的
に
証
拠
は
吟
味
し
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。

二

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件

(1)

事
案
の
概
要

で
は
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
に
移
り
ま
す
。
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
と
い
う
の

は
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
配
布
し
て
、
そ
の
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ

ｙ
と
い
う
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
の
ユ
ー
ザ
ー
、
す
な
わ
ち
正
犯
が
著
作

権
法
違
反
を
す
る
の
を
幇
助
し
た
、
つ
ま
り
、
手
伝
っ
た
な
い
し
助
け
た

と
し
て
こ
の
ソ
フ
ト
を
開
発
し
て
配
布
し
た
Ｘ
さ
ん
と
い
う
人
が
逮
捕
さ

れ
て
起
訴
さ
れ
た
事
件
に
な
り
ま
す
。

別
の
、
判
決
文
が
載
っ
て
い
る
資
料
を
見
て
下
さ
い
。
最
決
平
成
二
三

年
一
二
月
一
九
日
と
左
上
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
の
一
番
左
の

列
に
事
案
の
概
要
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
本

件
は
被
告
人
、
Ｘ
さ
ん
で
す
ね
、
Ｘ
さ
ん
が
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
で
あ

る
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
開
発
し
、
そ
の
改
良
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
順
次
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト
上
に
公
開
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
不
特
定
多
数
の
者

に
提
供
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
正
犯
者
二
名
が
こ
れ
を
利
用
し
て
著
作
物
で

あ
る
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
な
ど
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
者
に
対
し
て
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自
動
公
衆
送
信
し
得
る
状
態
に
し
て
、
著
作
権
者
の
有
す
る
著
作
権
の
公

衆
送
信
権
を
侵
害
す
る
著
作
権
法
違
反
の
行
為
を
行
っ
た

(

こ
の
時
の
正

犯
の
人
は
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
人
と
、
外
国
の
映
画
を

ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
た
人
が
い
ま
し
た)

こ
と
か
ら
正
犯
者
の
各
犯
行
に
先

立
つ
被
告
人
に
よ
る
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
の
最
新
版
提
供
行
為
が
正
犯
者
ら
の
著

作
権
法
違
反
罪
の
幇
助
犯
に
あ
た
る
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
と
の
記
載
が
あ

り
ま
す
。

(2)

争
点
と
当
事
者
の
主
張

当
時
は
、
報
道
で
も
結
構
騒
が
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
私
は
弁
護
士
に

な
っ
て
二
年
目
か
三
年
目
で
、
京
都
に
住
ん
で
い
ま
し
て
、
Ｘ
さ
ん
は
東

京
に
住
ん
で
い
た
ん
で
す
け
ど
、
京
都
府
警
が
Ｘ
さ
ん
を
逮
捕
し
て
京
都

に
連
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
当
時
、
若
手
だ
っ
た
私
が
Ｘ
さ
ん
に
面

会
に
行
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
す
ぐ
に
弁
護
団
体
制
を
組
み
ま

し
て
、
一
五
人
の
弁
護
士
で
最
後
ま
で
、
最
高
裁
ま
で
や
り
ま
し
た
。
そ

う
い
う
事
件
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
大
き
な
争
点
と
し
て
、
Ｘ
さ
ん
が
ソ

フ
ト
を
開
発
し
た
目
的
は
何
だ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
争
わ
れ
ま
し

た
。検

察
官
は
、
Ｘ
は
著
作
権
法
違
反
を
ま
ん
延
さ
せ
る
目
的
を
持
っ
て
い

た
の
だ
、
要
す
る
に
、
マ
ッ
ド
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
主
張

を
し
ま
し
た
。
他
方
、
Ｘ
さ
ん
、
あ
る
い
は
我
々
の
主
張
は
、
効
率
性
の

高
い
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
が
実
際
に
作
動
す
る
か
ど
う
か
を
検
証
す
る

目
的
だ
っ
た
の
だ
と
い
う
も
の
で
し
た
。

実
際
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
当
時
世
の
中
に
あ
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
重
た
い
フ
ァ
イ
ル
を
共
有
し
よ
う
と
す

る
と
、
時
間
が
か
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
な
か
な
か
効
率
が
よ
ろ
し
く
な

い
。
そ
こ
で
、
効
率
性
の
高
い
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
が
で
き
な
い
か
と

い
う
こ
と
か
ら
、
Ｘ
さ
ん
は
あ
る
意
味
社
会
的
実
験
を
行
っ
た
わ
け
で
あ

り
ま
す
。
そ
の
と
き
に
、
あ
る
意
味
ピ
ュ
ア
な
実
験
の
目
的
だ
っ
た
の
か
、

そ
れ
と
も
、
こ
の
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
を
作
れ
ば
映
画
や
ゲ
ー
ム
を
た

く
さ
ん
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
輩
が
出
て
き
て
著
作
権
法
違
反
が
横
行
・
蔓

延
す
る
だ
ろ
う
、
そ
う
な
れ
ば
著
作
権
法
体
系
が
変
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
、

そ
う
し
て
著
作
権
保
護
の
あ
り
方
を
俺
が
変
え
て
や
る
ん
だ
と
Ｘ
さ
ん
が

思
っ
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
争
点
な
ん
で
す
ね
。
こ
の
目
的
が

ど
う
だ
っ
た
か
と
い
う
話
は
、
犯
罪
の
主
観
的
要
素
で
あ
る
故
意
に
関
わ

り
ま
す
。
故
意
が
あ
っ
た
の
か
な
か
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、
検
察
官
の
主

張
ど
お
り
、
た
だ
の
狂
っ
た
科
学
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
故

意
は
有
る
方
向
に
、
す
な
わ
ち
故
意
は
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
や
す
く
な
り

ま
す
。
逆
に
、
弁
護
人
・
被
告
人
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
実
験
な

ん
だ
、
検
証
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
故
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と

い
う
方
向
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
で
す
の
で
、
こ
の
目
的
自
体
が
ど
う
な

の
か
と
い
う
こ
と
が
激
し
く
争
わ
れ
ま
し
た
。

(3)

争
点
に
関
す
る
証
拠
と
当
事
者
の
主
張

こ
の
争
点
に
つ
い
て
、
目
的
が
ど
う
だ
っ
た
の
か
と
い
う
事
実
を
決
め

る
の
は
証
拠
で
す
。
検
察
官
が
出
し
て
き
た
証
拠
は
、
Ｘ
が
任
意
捜
査
段
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階
で
手
書
き
し
た

｢

申
述
書｣

と
い
う
書
面
で
す
。
今
日
も
配
布
し
て
あ
り

ま
す
ね
。
手
書
き
の
汚
い
字
で
書
い
て
あ
る
も
の
で
す
。
申
述
書
の
塗
り
つ

ぶ
し
て
あ
る
と
こ
ろ
に
は
本
籍
と
か
名
前
と
か
住
所
と
か
生
年
月
日
が
書

か
れ
て
あ
る
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
ま
す
。｢

私
は

フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
開
発
し
、
不
特
定
多
数
の
者
に
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
を
行
わ
せ
配
布
し
ま
し
た
。
私
が
開
発
し
た
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を

不
特
定
多
数
の
者
が
利
用
し
て
著
作
権
法
違
反
を
行
う
も
の
が
出
て
く
る

こ
と
は
明
確
に
わ
か
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
こ
の
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
に
よ
り

著
作
権
法
違
反
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ま
ん
延
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は

過
去
の
Ｗ
ｉ
ｎ
Ｍ
Ｘ
の
例
か
ら
見
て
も
間
違
い
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た｣

と
書
い
て
あ
る
の
で
す
ね
。
も
う
、
こ
れ
で
勝
負
が
決
ま
っ
た
話
に
見
え

ま
す
よ
ね
。
そ
し
て
、
こ
の
申
述
書
を
書
い
た
と
き
に
Ｘ
さ
ん
の
取
調
べ

を
担
当
し
た
Ｋ
さ
ん
と
い
う
警
察
官
が
い
ま
す
。
こ
の
目
的
が
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
こ
の
申
述
書
と
こ
の
時
の
取
調
べ

を
担
当
し
た
Ｋ
さ
ん
を
証
拠

(

証
人)

と
し
て
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。

そ
し
て
検
察
官
は
、
申
述
書
に
は
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
に
よ
っ
て
著
作
権
法
違
反

を
ま
ん
延
さ
せ
る
目
的
で
あ
っ
た
と
書
い
て
あ
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
す
。

逆
に
、
じ
ゃ
あ
弁
護
人
は
あ
る
い
は
Ｘ
さ
ん
は
ど
う
説
明
し
た
の
か
と

い
う
と
、
Ｘ
さ
ん
は
法
廷
で
自
ら

｢

こ
れ
は
検
証
目
的
で
す
。
実
験
目
的

で
す｣

と
説
明
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
が
あ
る
の
で
す

け
ど
、
そ
れ
は
ま
た
後
で
述
べ
ま
す
。
そ
し
て
、
任
意
捜
査
段
階
で
も
、

｢

検
証
目
的
だ
っ
た
。
実
験
目
的
だ
っ
た｣

と
説
明
し
た
の
に
Ｋ
警
察
官

は
聞
い
て
く
れ
な
か
っ
た
し
、
申
述
書
は
、｢

開
発
を
や
め
る
と
い
う
一

筆
を
書
い
て
も
い
い
で
す
よ｣

と
言
っ
た
と
き
に
、
Ｋ
警
察
官
が

｢

じ
ゃ

あ
見
本
を
用
意
す
る
か
ら
そ
の
通
り
に
書
い
て
く
れ｣

と
言
わ
れ
て
、
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
も
の
で
、
当
然
こ
の
字
は
自
分
で
書
い
て
い

る
け
れ
ど
、
そ
の
内
容
は
私
の
本
心
と
は
違
い
ま
す
と
主
張
し
ま
し
た
。

な
か
な
か
に
難
し
い
で
す
ね
。
こ
の
申
述
書
の
日
付
を
見
て
下
さ
い
。

こ
こ
に
平
成
一
五
年
一
一
月
と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
、
確
か
一
一
月
二

七
日
で
す
。
こ
の
後
、
Ｘ
さ
ん
は
平
成
一
六
年
五
月
に
逮
捕
さ
れ
ま
す
。

こ
の
一
一
月
二
七
日
は
、
東
京
の
Ｘ
さ
ん
の
家
ま
で
京
都
府
警
の
警
察
官

が
行
っ
て
、｢

近
く
の
警
察
署
ま
で
来
て
く
れ
る
か｣

と
任
意
同
行
を
求

め
ま
し
て
、
そ
こ
で
、
逮
捕
し
な
い
状
態
で
事
情
を
聞
い
た
と
い
う
日
な

ん
で
す
ね
。
そ
の
日
に
、
Ｘ
さ
ん
が
、
本
心
か
ら
こ
の
申
述
書
を
自
分
で

進
ん
で
書
い
て
い
た
ら
、
ど
う
で
す
か
ね
。
そ
れ
は
、
ひ
ど
い
奴
や
っ
て

話
に
な
り
ま
す
ね
。｢

犯
罪
行
為
が
世
の
中
に
ま
ん
延
す
る
こ
と
は
わ
か
っ

て
い
て
も
、
そ
れ
を
目
的
と
し
て
や
り
ま
し
た｣

と
言
っ
た
ら
最
悪
な
奴

で
す
ね
。

と
こ
ろ
が
、
Ｘ
さ
ん
は
そ
の
後
、
弁
護
士
に
も
相
談
し
な
い
ま
ま
過
ご

し
て
、
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
我
々
弁
護
団
が
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
逮
捕
さ
れ
た
後
、｢

実
際
の
と
こ
ろ
ど
う
だ
っ
た
の
で
す
か｣

と
Ｘ

さ
ん
に
聞
い
た
ら
、｢

い
や
そ
ん
な
こ
と
は
言
う
て
な
い
。
私
は
技
術
者

で
す
か
ら
実
験
を
し
た
か
っ
た
ん
で
す
。
た
だ
騒
ぎ
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
ぐ
ら
い
の
事
は
思
っ
て
い
た
の
で
、
警
察
が
来
た
時
に
、
じ
ゃ
あ
開
発

は
や
め
て
も
い
い
で
す
よ
、
一
筆
入
れ
て
も
い
い
で
す
よ
、
と
言
っ
た
ら

見
本
を
用
意
す
る
と
言
わ
れ
て
、
見
本
の
通
り
書
い
た
ん
で
す｣

と
の
答
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え
で
し
た
。
こ
れ
は
な
か
な
か
信
用
で
き
な
い
話
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、

直
接
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
だ
と
な
ん
と
な
く
分
か
る
ん
で
す
ね
。
こ
の

Ｘ
さ
ん
と
い
う
人
は
、
完
全
な
デ
ジ
タ
ル
人
間
で
し
て
、
頭
の
中
は

｢

０｣

か

｢

１｣
し
か
な
い
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
写
す
と
決
め
た
ら
完
全
に

写
す
ん
で
す
ね
。
本
人
も
、｢

ど
こ
で
改
行
す
る
か
ま
で
正
確
に
写
し
た｣

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
、
こ
の
目
的
に
つ
い
て
の
証
拠
と
主
張
が
出
た
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
裁
判
官
と
し
て
は
難
し
い
で
す
ね
。
検
察
官
が
言
う
通
り
だ
と
す

る
と
、
こ
の
Ｘ
さ
ん
は
ひ
ど
い
奴
で
す
ね
。
し
か
も
、
実
際
に
逮
捕
さ
れ

た
後
で
別
の
言
い
訳
を
始
め
た
ひ
ど
い
奴
で
す
ね
。

他
方
、
弁
護
人
の
言
う
こ
と
、
Ｘ
さ
ん
の
言
う
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
嘘

じ
ゃ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
と
同
じ
よ

う
に
一
般
の
人
は
日
本
の
警
察
・
検
察
を
信
用
し
て
い
ま
す
。
警
察
に
こ

う
し
て
く
れ
、
あ
あ
し
て
く
れ
、
と
言
わ
れ
た
ら
従
う
人
が
ほ
と
ん
ど
で

す
。
じ
ゃ
あ
、
ど
う
や
っ
て
ど
っ
ち
の
言
い
分
が
正
し
い
か
決
め
た
ら
い

い
で
し
ょ
う
か
。

(4)

何
が
決
め
手
に
な
っ
た
か

も
ち
ろ
ん
、
刑
事
裁
判
の
場
合
は
、
民
事
裁
判
と
違
っ
て
、
合
理
的
疑

い
を
超
え
た
証
明
を
検
察
官
が
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
訳
で
す
か
ら
、
検

察
官
が
勝
つ
か
、
弁
護
人
が
勝
つ
か
、
と
い
う
話
で
は
な
く
、
正
確
に
言

う
と
検
察
官
の
こ
の
主
張
は
合
理
的
疑
い
を
超
え
て
立
証
さ
れ
て
い
る
か

と
い
う
、
そ
う
い
う
物
差
し
に
な
り
ま
す
。

ま
あ
、
そ
れ
は
置
く
と
し
て
、
検
察
官
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
正
し

い
の
か
、
弁
護
人
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
が
正
し
い
の
か
、
ど
う
や
っ
て

決
め
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
申
述

書
の
下
に
記
載
が
あ
る
供
述
調
書
で
す
。
こ
れ
は
両
方
と
も
本
物
で
す
。

こ
の
供
述
調
書
と
、
さ
っ
き
見
て
も
ら
っ
た
手
書
き
の
申
述
書
は
同
じ
日

に
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
日
に
作
ら
れ
て
い
て
、
Ｋ
警
察
官
は
こ
う
い

う
風
に
証
言
し
た
ん
で
す
ね
。｢

Ｘ
に
任
意
同
行
を
求
め
て
、
本
富
士
警

察
署
ま
で
来
て
も
ら
っ
た
。
取
調
室
に
入
っ
て
喋
っ
て
い
た
ら
、
自
分
は

著
作
権
法
違
反
を
ま
ん
延
さ
せ
る
目
的
で
あ
っ
た
ん
だ
が
、
警
察
が
来
た

か
ら
に
は
も
う
や
め
る
。
そ
こ
で
、『

お
前
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
書
い

て
く
れ』

と
言
っ
て
白
い
紙
を
渡
し
た
ら
、
す
ら
す
ら
と
ま
ず
申
述
書
を

Ｘ
は
書
い
た
。
そ
し
て
、『

我
々
の
仕
事
と
し
て
供
述
調
書
と
い
う
も
の

を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
ら
供
述
調
書
を
作
ら
し
て
く
れ
、
詳
し
く

話
を
聞
か
せ
て
く
れ』

と
言
っ
て
こ
の
供
述
調
書
を
作
り
始
め
た
。
そ
の

供
述
調
書
を
作
る
時
も
、
Ｘ
さ
ん
は
変
な
弁
解
を
せ
ず
に
素
直
に
取
調
べ

に
応
じ
て
い
た
。｣

そ
う
す
る
と
、
同
じ
日
に
同
じ
人
が
同
じ
部
屋
の
中
で
喋
っ
た
わ
け
で

す
か
ら
、
申
述
書
の
内
容
と
供
述
調
書
の
内
容
は
全
く
同
じ
に
な
る
は
ず

な
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
、
見
て
く
だ
さ
い
。
供
述
調
書
の
中
に
は
、

｢
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
に
よ
る
著
作
権
法
違
反
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ま
ん
え

ん
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
は｣

と
い
う
申
述
書
に
出
て
く
る

｢

ま
ん
え

ん｣

と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
申
述
書
っ
て
い
う

タ
イ
ト
ル
を
皆
さ
ん
見
た
こ
と
あ
り
ま
す
か
。
こ
れ
は
、
警
察
や
検
察
の
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人
が
書
面
作
る
時
に
よ
く
使
う
表
題
な
ん
で
す
ね
。
ゴ
リ
ゴ
リ
の
デ
ジ
タ

ル
人
間
で
、
ゴ
リ
ゴ
リ
の
理
系
人
間
の
人
が
、
さ
ら
さ
ら
と
ま
ず
申
述
書

を
書
い
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
ど
う
で
す
、
そ
の
Ｋ
警
察
官
の
話
。
信
用
で

き
ま
す
か
？

Ｘ
さ
ん
の
説
明
は
こ
う
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
最
後
ま
で
写
し
た
の
に

｢

開
発
を
や
め
て
も
い
い｣

と
い
う
言
葉
が
出
て
こ
な
い
の
は
な
ぜ
だ
と

Ｋ
警
察
官
に
言
っ
た
ら

｢
あ
あ
ゴ
メ
ン
ゴ
メ
ン
忘
れ
て
た｣

と
言
わ
れ
た

と
。と

い
う
こ
と
で
申
述
書
の

｢
私
の
反
省
の
意
味
を
込
め
て
、
今
後
、
絶

対
に
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
の
開
発
や
配
布
を
し
な
い
こ
と
を
誓
い
ま
す｣

と
か

｢

私
の
責
任
逃
れ
の
た
め
の
詭
弁
で
し
た｣
と
か
の
表
現
は
供
述
調
書
に

は
出
て
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
疑
わ
し
い
ポ
イ
ン
ト
を
Ｋ
警
察
官
の
証
人

尋
問
の
中
で
弁
護
人
が
明
ら
か
に
し
て
い
っ
て
、｢
こ
の
申
述
書
は
Ｘ
さ

ん
の
本
心
が
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い｣

と
い
う
結
論
に
な
っ
た
わ
け
で

す
ね
。
こ
う
し
て
、
著
作
権
法
違
反
を
ま
ん
延
さ
せ
る
目
的
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
を
検
察
官
は
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

ま
あ
ハ
ッ
キ
リ
言
う
と
、
こ
れ
は
で
っ
ち
上
げ
よ
う
と
し
た
も
の
が
、

で
っ
ち
上
げ
が
失
敗
し
た
も
の
な
ん
で
す
ね
。
刑
事
裁
判
で
は
こ
う
い
う

で
っ
ち
上
げ
が
、
試
み
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
そ
の
で
っ
ち

上
げ
が
上
手
く
い
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
そ
れ
っ

て
良
く
な
い
こ
と
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
な
る
べ
く
起
こ
ら
な

い
よ
う
に
、
検
察
官
・
弁
護
人
・
裁
判
官
は
証
拠
を
徹
底
的
に
吟
味
し
て

事
実
を
決
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

(5)

黙
秘
権
行
使
の
重
要
性

先
ほ
ど
、
捜
査
段
階
で
証
拠
を
集
め
さ
せ
な
い
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
黙
秘
権
を
行
使
す
る
こ
と
を
勧
め
る
と
言
い
ま
し
た
。
黙
秘
権
っ

て
、
割
と
評
判
が
悪
い
ん
で
す
ね
。｢

後
ろ
め
た
い
こ
と
が
な
い
ん
や
っ

た
ら
喋
っ
た
ら
え
え
や
な
い
か｣

と
い
う
理
由
で
。
ま
あ
そ
の
と
お
り
な

ん
で
す
け
ど
ね
。
と
こ
ろ
が
、
僕
は
経
験
上
、
こ
う
い
う
で
っ
ち
上
げ
が

あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
被
疑
者
は
黙
秘
す
る
べ
き
で
す
。
喋
っ

た
ら
、
つ
ま
り
、
供
述
調
書
を
作
る
こ
と
に
応
じ
て
し
ま
っ
た
ら
、
警
察

に
内
容
を
変
え
ら
れ
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
ら
れ
、
あ
る
い
は
書
い
て
欲

し
い
こ
と
を
書
い
て
も
ら
え
ず
に
そ
の
人
の
説
明
が
捻
じ
曲
げ
ら
れ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
往
々
に
し
て
あ
り
ま
す
。
捻
じ
曲
げ
ら

れ
な
い
た
め
に
は
喋
ら
な
け
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
僕
は
自
分
の
依
頼
者
の

人
に
必
ず
言
っ
て
い
ま
す
。｢

真
実
を
明
ら
か
に
し
た
か
っ
た
ら
黙
っ
て

て
く
だ
さ
い
。
下
向
い
て
俯
い
と
い
て
く
だ
さ
い｣

と
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
が
評
判
悪
い
ん
で
す
ね
。
こ
の
前
も
で
す
ね
、
私
が

担
当
し
た
裁
判
員
裁
判
で
、
殺
人
事
件
で
犯
人
じ
ゃ
な
い
と
争
っ
た
事
件

が
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
裁
判
員
の
人
が
、
被
告
人
に
質
問
す
る
と
き

に
こ
う
言
っ
た
ん
で
す
ね
。｢

あ
な
た
ね
、
無
罪
な
ん
で
し
ょ
、
無
罪
勝

ち
取
り
た
い
ん
で
し
ょ
、
だ
っ
た
ら
黙
秘
し
ま
す
と
か
言
わ
ず
に
喋
っ
た

ら
ど
う
で
す
か｣

と
言
う
ん
で
す
ね
。
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
ち
な

み
に
こ
の
裁
判
員
裁
判
の
事
件
は
有
罪
に
な
り
ま
し
た
。
残
念
で
す
。

い
い
で
す
か
、
こ
の
Ｘ
さ
ん
の
時
も
、
最
初
見
た
こ
と
も
な
い
弁
護
士

と
い
う
生
き
物
が
次
々
に
日
替
わ
り
で
面
会
に
来
て
黙
秘
し
な
さ
い
、
黙
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秘
し
な
さ
い
と
言
い
ま
す
し
、
Ｘ
さ
ん
自
身
も
な
ん
か
黙
秘
権
っ
て
悪
い

と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
最
初
Ｘ
さ
ん
は
弁
護
人
を
信
じ
て

い
な
か
っ
た
ん
で
す
。
む
し
ろ
警
察
・
検
察
の
方
が
信
用
で
き
る
。
つ
ま

り
彼
ら
に
説
明
し
て
分
か
っ
て
も
ら
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ

て
Ｘ
さ
ん
は
喋
っ
て
い
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
日
ど
ん
な
に
説
明

し
て
も
説
明
し
た
と
お
り
の
調
書
を
検
察
官
が
書
い
て
く
れ
な
い
。
だ
か

ら

｢

じ
ゃ
あ
も
う
私
は
も
う
喋
り
ま
せ
ん｣

と
Ｘ
さ
ん
が
言
っ
た
ら
、
検

察
官
が
立
ち
あ
が
っ
て
で
す
ね

｢

お
前
は
責
任
を
取
ら
な
い
の
か
！｣

と

怒
鳴
っ
た
そ
う
な
ん
で
す
ね
。
そ
の
瞬
間
、
彼
の｢

０｣

が｢

１｣

に
な
っ

た
ん
で
す
ね
、
黙
秘
が
始
ま
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
、
弁
護
人
が
言
う
て
る

こ
と
の
方
が
正
し
い
。
こ
い
つ
ら
聞
い
て
く
れ
へ
ん
、
と
思
わ
れ
た
ん
で

す
。そ

れ
か
ら
、
Ｘ
さ
ん
は
一
文
字
も
喋
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
う
い
う
調
書

が
出
来
上
が
る
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
問：

｢

あ
な
た
は
ど
う
い
う
目
的

で
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
作
っ
た
の
か
。｣

答：
｢

黙
し
て
語
ら
ず
。｣
問：

｢

あ

な
た
は
著
作
権
法
違
反
を
ま
ん
延
さ
せ
る
目
的
で
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
作
っ
た

の
で
は
な
い
の
か
。｣

答：
｢

黙
し
て
語
ら
ず
。｣

こ
う
い
う
調
書
が
で
き

る
ん
で
す
。｢

問
に
対
し
て
、
顔
の
前
で
手
を
振
っ
て
黙
し
て
語
ら
ず｣

と
か
で
す
。
く
だ
ら
な
い
で
す
ね
。
こ
う
い
う
風
に
証
拠
が
ど
う
い
っ
た

過
程
で
出
来
上
が
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
時
が
あ
り
ま
す
。
特
に
供
述
調
書

は
そ
う
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
は
取
調
べ
を
録
画
し
よ
う
と
い

う
話
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
証
拠
が
ど
う
や
っ
て
集
め

ら
れ
て
ど
う
や
っ
て
出
来
上
が
っ
て
き
た
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
、
吟
味

す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

ち
ょ
っ
と
、
最
後
は
ば
ら
ば
ら
に
な
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
事
実
が

大
事
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
実
を
決
め
る
た
め
の
証
拠
を
吟
味
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

将
来
、
私
と
同
じ
弁
護
団
に
入
っ
て
く
れ
る
の
か
、
は
た
ま
た
法
廷
の

反
対
側
で
敵
と
な
る
の
か
、
は
た
ま
た
法
廷
の
上
に
座
っ
て
で
す
ね
、
私

の
言
う
こ
と
を
判
断
し
て
く
れ
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
皆
さ
ん
と
い

ず
れ
法
廷
で
会
え
る
こ
と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
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講
演
二

刑
事
法
を
学
ぶ
意
義
―
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
最
高
裁
決
定
を
素
材
に

一
橋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

本

庄

武

一

は
じ
め
に

後
半
は
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
を
素
材
に
し
て
、
刑
事
法
、
特
に
刑
法
と

い
う
も
の
を
勉
強
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ど
う
い

う
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

最
初
に
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
前
の
講
演
で
も
説
明

が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ

と
い
う
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
や
映

画
等
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
し
て
、
不
特
定
多
数
の
人
に
そ
れ
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
さ
せ
る
こ
と
で
称
賛
を
受
け
喜
ん
で
い
た
人
が
い
て
、
そ
の
人
達
が
ま

ず
最
初
に
捕
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
助
け
た
と
い
う

こ
と
で
、
今
回
の
被
告
人
の
Ｘ
さ
ん
が
一
緒
に
捕
ま
っ
た
、
と
い
う
の
が

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
で
す
。

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
に
つ
い
て
は
、
専
門
的
な
話
に
な
っ
て
、
私
も
よ
く
分
か

ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
最
低
限
の
こ
と
だ
け
を
押
さ
え
て
お
き

ま
し
ょ
う
。
Ｐ
２
Ｐ

(

ピ
ア
ツ
ー
ピ
ア)

と
い
う
技
術
で
、
要
す
る
に
、

通
常
の
ネ
ッ
ト
の
仕
組
み
だ
と
、
サ
ー
バ
ー
に
い
ち
い
ち
ア
ク
セ
ス
を
し

て
、
そ
こ
か
ら
情
報
を
取
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
と
い
け
な
い

わ
け
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
ど
う
し
て
も
サ
ー
バ
ー
に
負
荷
が
か
か
っ

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
、
転
送
速
度
が
遅
く
な
っ
た
り
す
る
な
ど
の
問

題
が
生
じ
ま
す
。
そ
こ
で
、
個
々
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
同
士
が
対
等
な
立
場

で
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
を
解
消
す
る
画
期
的

な
技
術
が
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
匿
名
性
が
あ
る

点
で
も
非
常
に
優
れ
て
い
る
の
で
、
需
要
が
拡
大
し
て
、
悪
い
こ
と
に
使

う
人
も
多
か
っ
た
と
い
う
の
が
、
問
題
に
な
っ
た
き
っ
か
け
と
い
う
こ
と

で
す
。
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二

前
提
知
識

(1)

幇
助
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
、
刑
法
の
話
な
の
で
、
最
低
限
の
前
提
知
識
を
確
認
し
よ
う

と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
は
刑
法
総
論
の
授
業
を
受
け
ら
れ
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
が
、
幇
助
な
ど
の
共
犯
の
話
は
ま
だ
聞
か
れ
て
な
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
正
直
に
言
う
と
、
授
業
を
し
て
い
て
も
幇
助
の
と
こ
ろ
ま
で
話
し

た
経
験
は
な
く
、
今
日
が
は
じ
め
て
で
す
。

ま
ず
、
幇
助
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
刑
法
六
二
条
に

｢

正
犯
を
幇
助
し
た
者
は
従
犯
と
す
る｣
と
し
か
書
い
て
な
い
わ
け
で
す
。

な
ん
の
こ
と
だ
か
分
か
ら
な
い
で
す
ね
。
手
掛
か
り
に
な
る
の
は
こ
の

｢

幇
助｣

、
ま
あ
、｢

助
け
る｣

と
い
う
言
葉
、
そ
し
て
、
刑
法
六
三
条
に

従
犯
だ
と
刑
が
軽
く
な
る
よ
と
書
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
く
ら
い
し
か
手

掛
か
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
刑
法
は
非
常
に
不
親
切
な
わ
け
で

す
。
そ
れ
で
は
幇
助
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
常
識
的
に
考

え
る
と
、｢

助
け
る｣

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
犯
罪
を
実
行
す
る
人
、

つ
ま
り
正
犯
者
を
手
助
け
す
る
行
為
が
幇
助
で
あ
っ
て
、
こ
の
手
助
け
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
仕
方
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
ど
ん
な
仕
方
で
も
い
い

よ
ね
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
物
理
的
な
幇
助
と
い
う
、
道
具
を
提
供
す
る

と
い
う
こ
と
で
も
い
い
し
、
心
理
的
な
幇
助
と
い
う
、
激
励
し
た
り
助
言

を
与
え
る
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
も
幇
助
で
す
ね
、
手
助
け
し
て
い
る

よ
ね
と
い
う
こ
と
で
、
す
ご
く
幅
広
い
も
の
が
含
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
、
幇
助
犯
成
立
の
要
件
を
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、
①
ま
ず
こ

の
幇
助
行
為
が
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
②
次
に
、
実
際
に
正
犯
の
人
が

犯
罪
に
該
当
す
る
行
為
、
す
な
わ
ち
実
行
行
為
を
し
て
い
な
い
と
い
け
ま

せ
ん
。
③
そ
し
て
、
そ
の
幇
助
行
為
と
正
犯
行
為
と
の
間
に
因
果
関
係
、

つ
な
が
り
が
必
要
で
す
。
④
最
後
に
、
故
意
も
必
要
で
す
。

こ
こ
で
、
若
干
三
点
ほ
ど
注
意
点
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
、

①
幇
助
行
為
は
正
犯
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
正
犯
行
為
と
い
う
の
は
、

直
接
法
益
を
侵
害
し
た
り
、
法
益
を
危
険
に
晒
し
た
り
す
る
行
為
で
す
。

で
す
か
ら
、
ど
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
正
犯
に
あ
た
る
の
か
と
い
う
の
は
、

多
く
の
場
合
な
ん
と
な
く
イ
メ
ー
ジ
が
つ
く
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
幇

助
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
す
れ
ば
該
当
す
る
の
か
が
、
よ
く
分

か
ら
な
い
わ
け
で
す
ね
。
手
助
け
の
仕
方
と
い
う
の
は
多
様
な
の
で
、
定

型
性
が
弱
く
て
、
い
ろ
ん
な
も
の
が
幇
助
に
あ
た
り
得
ま
す
。
処
罰
範
囲

が
す
ご
く
広
く
な
り
う
る
の
が
幇
助
犯
の
特
色
で
す
。
次
に
、
③
因
果
関

係
に
つ
い
て
は
、
幇
助
行
為
は
正
犯
の
実
行
に
と
っ
て
不
可
欠
の
行
為
で

あ
る
必
要
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
既
に
勉
強
さ
れ
た
と
思

う
の
で
す
け
れ
ど
、
因
果
関
係
を
肯
定
す
る
前
提
と
な
っ
て
い
る
条
件
関

係
、
す
な
わ
ち
結
果
発
生
に
と
っ
て
実
行
行
為
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は

幇
助
に
は
い
ら
な
い
わ
け
で
す
。
幇
助
が
な
く
て
も
よ
か
っ
た
、
で
も
幇

助
が
あ
っ
た
か
ら
、
よ
り
正
犯
行
為
が
促
進
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
関
係
が

あ
れ
ば
幇
助
犯
は
成
立
す
る
の
だ
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に

｢

助

け
る｣

と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
不
可
欠
の
条
件
関
係
が
な
く
て
も
よ
い
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と
い
う
解
釈
は
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
。
最
後
に
、
④
故
意
で

す
が
、
こ
れ
は
通
常
の
正
犯
者
の
場
合
の
故
意
と
一
緒
な
の
で
、
未
必
の

故
意
で
も
い
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
未
必
の
故
意
と
い
う
の
は
、
犯

罪
結
果
が
確
実
に
発
生
す
る
の
だ
と
思
っ
て
い
な
く
て
も
、
発
生
す
る
か

も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
れ
ば
、
故
意
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
の
だ
と

い
う
も
の
で
す
ね
。

(2)

法
律
論
の
組
み
立
て

こ
こ
で
、
法
律
論
を
学
ぶ
基
本
に
当
た
る
部
分
の
話
を
、
少
し
し
ま
す
。

法
律
の
議
論
と
い
う
も
の
が
、
ど
う
い
う
組
み
立
て
に
な
っ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
、
自
覚
的
に
考
え
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

い
わ
ゆ
る
法
的
三
段
論
法
と
い
わ
れ
る
、
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
わ

け
で
す
。
ま
ず
最
初
に
、
事
実
の
認
定
と
い
う
過
程
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
先
ほ
ど
、
遠
山
先
生
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い
た
話
で
、
証
拠
に
基
づ
い

て
、
実
際
に
何
が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
過
程
に

な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
番
目
に
、
規
範
。
規
範
と
は
難
し
い
言
葉
で
す

け
ど
ル
ー
ル
で
す
ね
。
こ
の
事
件
に
適
用
す
べ
き
ル
ー
ル
を
は
っ
き
り
さ

せ
よ
う
と
い
う
段
階
が
二
番
目
に
来
ま
す
。
ル
ー
ル
の
お
お
も
と
は
刑
法

の
条
文
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
こ
れ
だ
け
だ
と
、
何
の
こ
と
な
の
か
全

然
分
か
ら
な
い
の
で
、
こ
れ
を
も
っ
と
具
体
化
す
る
作
業
を
し
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
が
、
皆
さ
ん
が
い
つ
も
授
業
で
勉
強
さ
れ
て
い
る
法

解
釈
論
で
す
ね
。
条
文
の
意
味
を
考
え
る
と
い
う
作
業
で
す
。
こ
う
し
て
、

こ
の
事
件
で
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
を
は
っ
き
り
さ
せ
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、

ル
ー
ル
が
は
っ
き
り
し
た
ら
、
三
番
目
と
し
て
、
事
実
へ
の
規
範
の
あ
て

は
め
を
行
い
ま
す
。
最
初
に
確
定
さ
せ
た
事
実
に
、
二
番
目
に
決
め
ら
れ

た
、
こ
の
事
件
に
用
い
ら
れ
る
ル
ー
ル
を
あ
て
は
め
る
と
い
う
作
業
を
す

る
と
、
結
論
が
出
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
、
法
律
の
議
論
と
い
う
の

は
成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
ご
存
知
だ
と
思
う
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
改
め
て
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

(

２)

。

実
は
、
裁
判
所
の
判
決
や
決
定
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
う
い

う
形
で
で
き
て
い
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
し
た
い
と
思
っ

て
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
に
関
す
る
最
高
裁
の
決
定
文
を
印
刷
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
冒
頭
に
最
決
平
二
三
・
一
二
・
一
九
と
書
か
れ
て
い
る
資
料

で
す
が
、
端
の
方
に
、
少
し
注
意
書
き
を
入
れ
て
い
ま
す
。
判
決
の
構
造

と
い
う
の
を
意
識
し
な
が
ら
、
裁
判
所
の
決
定
を
読
む
よ
う
に
し
よ
う
と

い
う
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

決
定
文
を
注
意
深
く
読
む
と
、
さ
き
ほ
ど
言
っ
た
、
ス
リ
ー
ス
テ
ッ
プ

と
い
う
の
が
、
ち
ゃ
ん
と
こ
の
決
定
に
は
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
分
か
り
ま
す
。
ま
ず
最
初
、
１
の
と
こ
ろ
で
事
案
の
概
要
と
し
て
大
雑

把
に
事
案
が
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
末
尾
に

｢

原
判
決
の
認
定
及
び

記
録
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
続
く
(1)
以
降
で
、
事
実
認
定
を
今
か
ら
す
る
ん
だ
よ
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。
裁
判
所
は
、
実
は
親
切
に
も
、

今
か
ら
何
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
宣
言
し
た
う
え
で
文
章

を
書
き
進
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

そ
し
て
、
事
実
認
定
が
終
わ
る
と
、
２
、
３
で
こ
れ
ま
で
の
裁
判
経
過

資 料
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が
書
か
れ
ま
す
。
続
い
て
４
に
い
く
と
、｢

所
論
は
…
原
判
決
は
、
刑
法

六
二
条
の
解
釈
を
誤
る
も
の
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
。｣

、
と
述
べ
て
い

て
、
こ
こ
か
ら
解
釈
論
を
検
討
し
て
い
く
の
だ
、
と
い
う
こ
と
が
分
か
る

の
で
す
。
第
二
段
階
に
移
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
第
二
段
階
の
最
初

で
は
、
で
は
こ
の
事
件
で
適
用
さ
れ
る
一
般
的
な
ル
ー
ル
は
何
で
し
ょ
う

か
と
い
う
こ
と
で
、
最
初
に
、
昔
の
判
例
を
引
用
し
て
き
て
、｢

従
犯｣

、

｢

幇
助｣

と
い
う
の
は
こ
う
い
う
も
の
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
さ
き
ほ

ど
説
明
し
た
こ
と
と
あ
ん
ま
り
変
わ
ら
な
い
定
義
で
す
ね
。
一
般
的
な
話

を
確
認
す
る
。
そ
の
後
、
で
は
原
判
決

(

本
事
件
の
控
訴
審)

が
述
べ
た

こ
と
は
ど
う
評
価
さ
れ
る
の
か
を
検
討
し
て
、｢

刑
法
六
二
条
の
解
釈
を

誤
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。｣

と
評
価
し
て
い
ま
す
。

原
判
決
の
解
釈
は
お
か
し
い
と
批
判
し
た
上
で
、
次
に
最
高
裁
自
身
が
こ

の
事
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
ル
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
と
い
う
こ

と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。
(2)
の
と
こ
ろ
が
解
釈
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
(3)
の
と
こ
ろ
で
、｢

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に｣

と
書
い

て
い
ま
す
ね
。
こ
こ
か
ら
、
第
三
段
階
の
あ
て
は
め
の
段
階
に
入
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

判
決
文
を
読
む
と
き
に
ポ
イ
ン
ト
、
あ
る
い
は
キ
ー
に
な
る
フ
レ
ー
ズ

と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
を
見
逃
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、｢

こ
こ
に

あ
っ
た｣

と
確
認
し
な
が
ら
読
ん
で
い
く
と
、
判
決
が
構
造
化
さ
れ
て
見

え
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
判
決
と
い
う
も
の
を
読
む
と
、
少

し
は
分
か
り
や
す
く
な
る
わ
け
で
す
。
法
律
の
文
章
は
、
ど
う
し
て
も
分

か
り
づ
ら
い
。
特
に
、
判
決
は
極
め
て
分
か
り
づ
ら
い
文
章
だ
と
思
い
ま

す
。
ぼ
け
っ
と
読
ん
で
い
る
と
、
な
ん
の
こ
と
か
全
然
分
か
ら
な
い
わ
け

で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
意
識
的
に
構
造
化
し
て
判
決
を
読
む
こ
と
に
し
よ

う
、
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
し
た
い
わ
け
で
す
。

三

日
常
的
行
為
に
よ
る
幇
助

そ
れ
で
は
、
続
き
の
お
話
に
移
り
ま
す
。
本
件
で
問
題
に
な
る
の
は
何

か
と
い
う
こ
と
で
、
学
術
的
に
は
、
日
常
的
行
為
、
あ
る
い
は
中
立
的
行

為
と
言
わ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
、
幇
助
を
す
る
と
い
う
場
合
が
問
題
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
日
常
的
行
為
と
は
、
日
常
的
に
何
気
な
く
普
通
に
、
ご
く

普
通
に
、
何
の
問
題
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
行
為
で
、
中
立
的
行
為
と
い

う
の
は
、
提
供
し
た
物
や
サ
ー
ビ
ス
、
こ
れ
が
適
法
に
も
違
法
に
も
利
用

さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
中
立
的
な
行
為
と
い
う
意
味
で
す
。
こ
う

い
っ
た
、
特
に
問
題
も
な
く
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
場
合
に
よ
っ
て
幇

助
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
問
題
で
す
。

よ
く
挙
げ
ら
れ
る
例
で
す
が
、
金
物
屋
さ
ん
が
、
住
居
侵
入
目
的
で
ド

ラ
イ
バ
ー
を
買
い
に
来
た
Ｘ
さ
ん
を
見
て
、｢

あ
、
こ
の
人
は
、
な
ん
か

い
か
に
も
怪
し
そ
う
だ
な
。
住
居
侵
入
目
的
で
、
も
し
か
し
て
ド
ラ
イ
バ
ー

を
買
お
う
と
し
て
い
る
の
か
な｣

と
思
い
な
が
ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
販
売

し
た
と
い
う
場
合
で
す
。
先
ほ
ど
の
幇
助
犯
の
成
立
要
件
に
照
ら
し
て
考

え
て
み
る
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
使
っ
て
住
居
侵
入
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
、
実
際
に
正
犯
者
の
犯
罪
を
手
助
け
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
ね
。｢

も
し
か
し
て
住
居
侵
入
に
使
う
か
も
し
れ
な
い｣

と
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思
い
な
が
ら
販
売
し
た
と
す
れ
ば
、
未
必
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
先
ほ
ど
の
幇
助
犯
の
成
立

要
件
が
①
か
ら
④
ま
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
こ
れ
を
全
部
満
た
す
と
い
う

こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
ね
。
幇
助
犯
が
成
立
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
そ

う
で
す
。
そ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
結
局
、
こ
の
、｢

も
し
か
し
て

住
居
侵
入
に
使
う
か
も
し
れ
な
い｣

と
思
っ
た
か
ど
う
か
で
決
ま
る
わ
け

で
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
犯
罪
か
ど
う
か
が
決
ま
っ
て
し
ま
う

と
、
お
客
さ
ん
が
怪
し
い
格
好
を
し
て
い
れ
ば
、
念
の
た
め
に
売
ら
な
い

で
お
こ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
ね
。
そ
れ
で
い
い
の
か
。

金
物
屋
さ
ん
が
商
売
を
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
、
こ
う
い
う
場
合
は
、
や
は
り
幇
助
犯
の
成
立
を
否
定
す
べ
き
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
す
。

他
方
で
、
二
番
目
の
例
で
す
が
、
金
物
屋
さ
ん
が
、
店
の
前
で
Ｂ
さ
ん

と
喧
嘩
し
て
い
る
Ａ
さ
ん
が
駆
け
込
ん
で
き
て
包
丁
を
買
お
う
と
し
て
、

こ
の
時
に
Ａ
さ
ん
に
包
丁
を
売
っ
た
と
い
う
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
は
ど

う
か
と
い
う
と
、
こ
う
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
照
ら
す
と
、
こ
の
包

丁
は
、
喧
嘩
に
使
わ
れ
る
可
能
性
が
結
構
高
そ
う
で
す
ね
。
そ
の
時
に
、

そ
れ
を
分
か
っ
て
売
っ
た
と
な
る
と
、
や
は
り
、
こ
れ
は
包
丁
を
使
っ
て

喧
嘩
を
手
助
け
し
た
と
い
う
の
で
、
幇
助
犯
を
認
め
て
良
さ
そ
う
で
は
な

い
か
、
と
い
う
気
が
す
る
わ
け
で
す
。
似
た
よ
う
な
例
で
す
け
ど
も
、
こ

の
二
つ
の
説
例
の
間
に
は
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
そ
う
で
す
。

そ
の
こ
と
を
、
学
説
上
は
ど
う
説
明
し
て
き
た
の
か
と
い
う
と
、
日
常

的
な
行
為
に
つ
い
て
は
、
先
ほ
ど
の
幇
助
犯
の
成
立
要
件
の
、
い
ず
れ
か

を
使
っ
て
で
す
ね
、
処
罰
を
限
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
ま
し

た
。
し
か
し
、
こ
の
話
を
細
か
く
し
よ
う
と
す
る
と
、
話
が
長
く
な
り
ま

す
し
、
難
解
に
な
っ
て

(

３)

し
ま
い
ま
す
の
で
、
本
日
は
全
部
省
略
し
ま
す
。

代
表
的
な
考
え
方
だ
け
を
ご
紹
介
す
る
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
方
の
例
で
は
、

金
物
屋
さ
ん
は
幇
助
行
為
を
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
ま

す
。
そ
れ
で
は
、
何
故
そ
う
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
刑
法
で

は

｢

許
さ
れ
た
危
険｣

と
い
う
概
念
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
ど
う
い
う

こ
と
か
と
い
う
と
、
確
か
に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
と
い
う
の
は
、
悪
い
目
的
に

使
え
る
物
で
す
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
販
売
す
る
と
い
う
の
は
、
一
定
の
法

益
侵
害
の
危
険
性
を
有
す
る
行
為
で
す
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ド

ラ
イ
バ
ー
を
売
っ
て
は
い
け
な
い
と
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
お
か
し

な
話
で
す
。
法
益
侵
害
の
危
険
は
確
か
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
危
険
が

非
常
に
小
さ
い
場
合
に
は
無
視
し
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
の
が
、

こ
の

｢

許
さ
れ
た
危
険｣

と
い
う
概
念
で
す
ね
。
日
常
的
に
提
供
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
基
本
的
に
は
適
法
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し

て
売
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
確
か
に
、
そ
う
い
っ
た
提
供
行
為
に
危
険

は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
危
険
が
現
実
化
す
る
可
能
性
が

僅
か
で
あ
る
場
合
に
は
、
幇
助
行
為
に
は
あ
た
ら
な
い
の
だ
と
い
う
説
明

を
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

四

裁
判
の
経
過

そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
は
ど
う
な
の
か
と
い
う
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こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
一
審
は
有
罪
、
罰
金
一
五
〇
万
円
の
刑
で
し
た
が
、

控
訴
審
は
逆
転
無
罪
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
最
高
裁
で
上
告
棄
却
に
な
っ

て
、
無
罪
判
決
が
確
定
し
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
と
り
あ
え
ず
前
提
に
す
べ
き
こ
と
は
、
有
罪
で
あ
っ
た
一
審

の
段
階
か
ら
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
は
価
値
中
立
的
ソ
フ
ト
な
の
だ
と
認
め
ら
れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
価
値
中
立
的
と
い
う
意
味
で
す
が
、
Ｗ

ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
と
い
う
の
は
、
世
の
中
に
す
ご
く
役
に
立
つ
技
術
な
の
だ
、
悪

用
す
る
こ
と
も
で
き
る
け
れ
ど
も
、
役
に
立
つ
技
術
な
の
だ
と
、
裁
判
所

は
、
一
貫
し
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
う
え
で
、
最
高
裁

が
言
っ
た
こ
と
を
短
く
ま
と
め
る
と
、｢
ソ
フ
ト
開
発
に
過
度
の
萎
縮
効

果
を
生
じ
さ
せ
な
い
た
め
、
幇
助
犯
に
な
る
の
は
、
ソ
フ
ト
入
手
者
の
う

ち
例
外
的
と
い
え
な
い
範
囲
の
者
が
そ
の
ソ
フ
ト
を
著
作
権
侵
害
に
利
用

す
る
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
本
件
で
は
そ

の
状
況
は
あ
っ
た
が
、
被
告
人
が
そ
の
こ
と
を
認
識
・
認
容
し
て
い
た
と

認
め
る
の
は
困
難
で
あ
る
。｣

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
、

皆
さ
ん
が
教
科
書
で
こ
の
事
件
を
勉
強
す
る
と
き
は
、
こ
こ
に
書
い
て
あ

る
程
度
、
も
し
く
は
こ
れ
よ
り
も
っ
と
短
い
文
章
で
、
裁
判
所
の
言
っ
た

こ
と
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
を
見
て
い
る
と
、

な
か
な
か
本
当
の
問
題
点
と
い
う
の
が
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
き
ち

ん
と
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
、
決
定
文
を
も
う
一
度
見
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

五

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
と
中
立
的
行
為
論

(1)

幇
助
犯
限
定
の
論
理

問
題
と
な
る
の
は
、
さ
き
ほ
ど
の
事
実
認
定
の
後
に
来
る
法
の
解
釈
の

と
こ
ろ
で
す
。
決
定
文
は
、
４
(1)
の
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
一
般
ル
ー
ル
を
確

認
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
(2)
の
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
が
重
要
で
す
が
、

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
は
、
価
値
中
立
的
ソ
フ
ト
、
中
立
ソ
フ
ト
と
称
す
る
よ
う
に

適
法
な
用
途
に
も
使
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
、
こ
の
開

発
途
上
の
ソ
フ
ト
を
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
不
特
定
多
数
の
人
に
、
無

償
で
公
開
、
提
供
し
て
、
利
用
者
の
意
見
を
聴
取
し
な
が
ら
当
該
ソ
フ
ト

の
開
発
を
進
め
る
方
法
は
、
開
発
方
法
と
し
て
特
異
な
も
の
で
は
な
く
、

合
理
的
な
も
の
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ソ
フ
ト
開
発
に

は
迅
速
性
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す

(

４)

。

こ
れ
は
ご
存
知
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ソ
フ
ト

に
は
、
開
発
し
た
時
は
、
ど
う
し
て
も
バ
グ
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
ど
う
い
う
不
具
合
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
ユ
ー
ザ
ー
の
人
に

報
告
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
れ
を
潰
し
な
が
ら
完
成
品
に
近
づ
け
て
い
く
の

で
す
。
い
ろ
ん
な
一
般
的
な
ソ
フ
ト
も
そ
う
や
っ
て
開
発
さ
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
こ
の
部
分
が
本
件
事
案
の
特
殊
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
特
殊
性
を
踏
ま
え
る
と
、
幇
助
の
成
立
要
件
に
関
す
る
一
般
的
規
範

を
そ
の
ま
ま
適
用
す
る
の
で
は
、
や
は
り
具
合
が
悪
い
よ
ね
、
と
い
う
ふ

う
に
最
高
裁
は
考
え
て
い
る
わ
け
で
す

(

５)

。
過
度
の
萎
縮
効
果
を
発
生
さ
せ
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な
い
。
こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
が
、
結
局
こ
の
開
発
行
為
と
い
う
の
は
い

い
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
犯
罪
に
し
て
萎
縮
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う

の
は
ま
ず
い
で
し
ょ
う
、
と
最
高
裁
は
述
べ
て
い
る
わ
け
で
す
。

(2)

中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助
犯
類
型
の
あ
て
は
め

そ
こ
で
、
幇
助
犯
に
関
す
る
一
般
的
な
規
範
を
本
件
に
即
し
て
変
形
さ

せ
て
、｢

一
般
的
可
能
性
を
超
え
る
具
体
的
な
侵
害
利
用
状
況
が
必
要
で

あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
提
供
者
に
お
い
て
も
認
識
、
認
容
し
て
い
る

こ
と
を
要
す
る｣

と
最
高
裁
は
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
本
件
の
特
殊

性
を
踏
ま
え
た
一
般
的
な
規
範
で
す
ね
。
(1)
冒
頭
で
示
さ
れ
た
一
般
的
な

ル
ー
ル
を
本
件
に
即
し
て
具
体
化
し
た
、
解
釈
論
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
、
本
件
に
適
用
さ
れ
る
ル
ー
ル
で
す
ね
。
し
か
も
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、

そ
の
次
に

｢

す
な
わ
ち｣

と
書
い
て
あ
っ
て
、
更
に
言
い
換
え
ら
れ
て
、

も
っ
と
具
体
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
類
型
①
と
類
型
②
と
い
う

の
が
あ
り
、
二
つ
の
場
合
が
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

類
型
①
は
、｢

現
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
具
体
的
な
著
作
権
侵
害

を
認
識
、
認
容
し
な
が
ら｣

公
開
す
る
と
い
う
場
合
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
類
型
②
の
方
は
、｢

ソ
フ
ト
を
入
手
す
る
者
の
う
ち
例
外
的
と

は
い
え
な
い
範
囲
の
者
が
同
ソ
フ
ト
を
著
作
権
侵
害
に
利
用
す
る
蓋
然
性

が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
、
提
供
者
も
そ
の
こ
と
を
認
識
、
認
容
し

な
が
ら｣

公
開
、
提
供
す
る
場
合
だ
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は

分
か
り
に
く
い
の
で
す
け
れ
ど
、
後
で
意
味
を
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
こ

う
い
う
ふ
う
に
、
最
高
裁
は
、
解
釈
論
を
立
て
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
、
そ
の
後
に
(3)
と
し
て
、｢

あ
て
は
め｣

が
続
い
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
、
類
型
①
の
あ
て
は
め
を
し
て
、
簡
単
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
よ
ね
と

最
高
裁
は
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、｢

次
に｣

か
ら
始
ま
る
段
落
か
ら
、

類
型
②
に
つ
い
て
は
、
客
観
面
で
見
る
と
、
こ
れ
が
あ
て
は
ま
る
と
い
う

結
論
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
客
観
面
で
は
、
例
外
的
と
は
い
え
な

い
範
囲
の
人
が
違
法
目
的
で
使
う
蓋
然
性
が
高
い
と
い
う
状
況
だ
っ
た
と

認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
今
度
は
主
観
面
は
ど
う
か
と
最
高
裁
は
検
討
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
し
か
し
被
告
人
は
分
か
っ
て
い
な
か
っ

た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
被
告
人
に
故
意
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ

せ
る
事
情
が
三
点
挙
げ
ら
れ
た
後
に
、
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
よ
く
よ
く
検

討
す
る
と
故
意
を
認
め
る
根
拠
に
は
な
ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
長
々

と
論
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
(4)
の
直
前
の
段
落
で
、｢

認
識
、

認
容
し
て
い
た
と
ま
で
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る｣

と
さ
れ
、
最
終
的

に
(4)
に
お
い
て
、
結
論
と
し
て
は
、
幇
助
犯
の
客
観
面
の
要
件
は
満
た
す

け
ど
、
主
観
面
で
故
意
が
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
幇
助
犯
に
な
ら
な
い
の
だ

と
裁
判
所
が
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
わ
け
で
す
。

(3)

判
例
の
論
理
の
確
認

今
の
部
分
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
こ
の
事
件
で
、
検
察
官
は
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
は
著
作
権
侵
害
の
み

を
目
的
と
し
た
、
社
会
的
有
用
性
を
欠
く
ソ
フ
ト
だ
と
い
う
筋
書
き
を
立

資 料

(熊本法学137号 '16) 100



て
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
最

高
裁
は
、
中
立
的
行
為
だ
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
提
供
に
は
有
用
性
も
あ
る
の
だ
、

と
判
断
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
不
特
定
多
数
に
一
括
し
て
提
供
す
る
こ
と
は
、
ソ
フ
ト
開
発

に
と
っ
て
合
理
的
な
方
法
で
あ
る
の
で
、
成
立
範
囲
に
は
限
定
が
必
要
な

の
だ
と
い
う
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ

が
、
一
般
論
と
し
て
の
可
能
性
の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
実
際
に
著
作
権
侵

害
に
悪
用
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
提
供
し
た
場
合
は
、

処
罰
す
べ
き
行
為
だ
っ
た
と
い
う
限
定
を
か
け
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

を
、
さ
ら
に
具
体
化
し
た
類
型
①
は
、
現
に
具
体
的
な
侵
害
が
行
わ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
と
い
う
場
合
で
す
。
言
い
換
え
る
と
、
特
定
の
正
犯
者
が

い
て
、｢

私
は
今
か
ら
、
著
作
権
侵
害
を
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
だ

か
ら
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
提
供
し
て
下
さ
い｣

と
頼
ま
れ
る
と
、
包
丁
が
提

供
さ
れ
た
場
合
、
丁
度
先
ほ
ど
の
包
丁
事
例
で
、
喧
嘩
し
て
い
る
人
が
、

今
に
も
喧
嘩
に
使
い
そ
う
な
勢
い
で
あ
る
の
に
、
包
丁
を
販
売
し
た
場
合

と
似
た
よ
う
な
場
合
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
幇
助
犯
に
な
る
の
で
し
ょ

う
。し

か
し
、
本
件
は
こ
の
場
合
で
は
な
い
で
す
よ
ね
。
類
型
②
の
方
で
す

ね
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
っ
と
分
か
り
づ
ら
い
で
す
け
ど
も
、
こ
の
場
合
を
あ

え
て
分
け
て
い
る
の
は
、
先
ほ
ど
の
類
型
①
は
、
特
定
の
正
犯
者
が
い
た

場
合
で
す
が
、
不
特
定
多
数
の
正
犯
者
、
本
件
の
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
に
存
在
し
て
い
る
無
数
の
不
特
定
多
数
の
正
犯
者
を
念
頭
に
置
く
と
、

こ
う
い
う
場
合
分
け
が
必
要
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、｢

例

外
的
と
い
え
な
い
範
囲
の
者
が｣

と
い
う
部
分
が
分
か
り
づ
ら
い
の
で
す

が
、
例
外
的
と
い
え
な
い
、
と
い
う
の
を
言
い
換
え
る
場
合
、｢

少
な
く

な
い｣

と
表
現
し
て
も
同
じ
よ
う
な
感
じ
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
要
は
、

社
会
通
念
上
、
無
視
で
き
な
い
被
害
、
つ
ま
り
、
少
な
か
ら
ぬ
利
用
者
が

ソ
フ
ト
を
悪
用
し
て
い
て
、
無
視
で
き
な
い
被
害
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
そ
の

｢

蓋
然
性
が
高
い｣

。
こ
の
蓋
然
性
と

い
う
の
は
高
い
可
能
性
の
こ
と
な
の
で
、
少
な
か
ら
ぬ
者
が
悪
用
し
て
い

る
可
能
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
幇
助
犯
に
な
る
の
だ
、
と
最
高

裁
は
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

(

６)

。
こ
の
よ
う
に
類
型
②
に
お
い
て
は
、

二
重
に
限
定
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
し
て
、｢

あ
て
は
め｣

の
と
こ
ろ
で
す
け
ど
も
、
事
後
の
調
査
か
ら

判
明
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
時
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
上
流
通
し
て
い
る
フ
ァ

イ
ル
の
四
割
程
度
が
、
著
作
権
侵
害
の
フ
ァ
イ
ル
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

状
況
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
例
外
的

と
は
い
え
な
い
少
な
か
ら
ぬ
人
が
悪
用
し
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
、

と
い
う
わ
け
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
無
償
か
つ
継
続
的
な
公
開
に
よ

り
誰
で
も
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
類

型
②
の
要
件
を
満
た
す
状
況
に
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

で
は
次
に
、
主
観
面
で
故
意
が
あ
る
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
す
。
検
察

官
は
先
ほ
ど
の
お
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
被
告
人
は
違
法
行
為
を
蔓
延

さ
せ
て
著
作
権
制
度
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
だ
、
と
主

張
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
採
用
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
決
定
は
、
こ
の
人

は
、
あ
く
ま
で
も
、
そ
う
い
う
つ
も
り
で
は
な
か
っ
た
の
だ
と
い
う
理
由
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を
三
点
挙
げ
て
い
る
わ
け
で
す
。
第
一
に
、
ネ
ッ
ト
上
に
は
、
違
法
利
用

に
肯
定
的
に
、｢

よ
っ
し
ゃ
、
こ
れ
で
違
法
な
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
著

作
権
侵
害
が
で
き
る
の
だ｣

と
喜
ん
で
い
る
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、｢

い

や
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
よ｣

と
戒
め
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
人
も
い
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
自
身
は
、｢

い
や
、
そ
れ
は
駄
目

だ
よ
。
違
法
利
用
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
ね｣

と
い
う
書
き
込
み
を
２
ち
ゃ

ん
ね
る
で
し
、
ま
た
自
分
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト

の
利
用
拡
大
で
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る

書
き
込
み
も
し
て
い
た
。
第
二
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
雑
誌
等
に
は
、

確
か
に
こ
の
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
使
っ
て
安
全
に
著
作
権
侵
害
が
で
き
る
と
書

か
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
情
報
は
そ
ん
な
に

正
確
で
は
な
く
て
、
あ
て
に
な
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
点
。
最
後

に
、
被
告
人
自
身
も
著
作
物
と
推
定
さ
れ
る
フ
ァ
イ
ル
を
大
量
に
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
る
も
の
の
、
被
告
人
の
関
心
の
中
心
は
あ
く
ま
で
技
術
的

な
面
に
あ
っ
た
と
い
う
点
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
例
外
的
と
い
え
な
い

範
囲
の
者
が
著
作
権
侵
害
に
利
用
す
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
を
認
識
・
認

容
し
て
い
た
と
ま
で
認
め
る
に
足
り
る
証
拠
は
な
い
の
だ
、
と
最
高
裁
は

結
論
づ
け
て
い
る
。
要
す
る
に
故
意
が
な
い
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
た

わ
け
で
す
。

こ
の
辺
に
な
っ
て
く
る
と
す
ご
く
難
し
い
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
。
し
か
し
、
判
例
を
論
評
す
る
た
め
に
は
ま
ず
こ
う
や
っ
て
判
例
の

論
理
を
正
確
に
跡
付
け
る
作
業
が
必
要
に
な
る
の
で
す
。

六

最
高
裁
決
定
の
結
論

(

当
て
は
め)

へ
の
疑
問

そ
れ
で
は
判
例
の
論
理
の
論
評
に
進
み
ま
し
ょ
う
。
最
高
裁
の
決
定
に

は
、
多
く
の
論
者
が
疑
問
を
提
示
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
客
観
的
に
見
て
、

少
な
く
な
い
人
が
悪
用
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
に
、
そ
れ
を
被
告
人

が
分
か
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
評
価
で
き
る
の
か
。
違
法
利
用
者
の
数
が

増
え
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
違
法
利
用
に
よ
っ
て

社
会
通
念
上
無
視
で
き
な
い
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
、
疑
問
と
し
て
生
じ
て
く
る
わ
け
で
す

(

７)

。

そ
れ
で
は
、
最
高
裁
決
定
は
、
ど
う
し
て
先
ほ
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

た
の
か
。
こ
こ
は
、
最
高
裁
の
立
場
に
な
っ
て
み
て
、
決
定
を
じ
っ
く
り

読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
答
え
が
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
で
す
。
私
は
、
最
高

裁
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、

被
告
人
が
違
法
利
用
に
警
告
を
発
し
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
に
よ
る
新

た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
構
築
を
期
待
す
る
書
き
込
み
を
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
ど
う
や
ら
本
気
で
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
の
違
法
利
用
が

｢

例
外
的
と
は
い

え
な
い
範
囲｣

の
人
に
ま
で
広
が
っ
て
は
い
な
い
、
と
思
っ
て
い
た
よ
う

だ
、
と
評
価
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
被
告
人
自
身
の
書
き
込
み
が
根
拠
で

す
。
そ
し
て
仮
に
、
被
告
人
に
、｢

少
な
か
ら
ぬ
人
が
悪
用
し
て
い
る
か

も
し
れ
な
い｣

と
い
う
未
必
的
な
認
識
が
肯
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の

｢

蓋
然
性
が
高
い｣

こ
と
ま
で
分
か
っ
て
い
た
か
と
い
う
と
、
そ
う
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
高
裁
が
こ
う
考
え
た
理
由
は
、

資 料

(熊本法学137号 '16) 102



こ
の
事
件
の
舞
台
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
つ
ま
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
の
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
書
き
込
み

を
行
っ
て
い
る
人
は
ご
く
少
数
で
す
。
多
く
の
人
は
、
見
て
い
る
だ
け
で

す
よ
ね
。
そ
こ
で
、
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
の
書
き
込
み
か
ら
実
情
を
予
測
す

る
と
い
う
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
非
常
に
危
険
な
行
為
な
わ
け

で
す
。
ネ
ッ
ト
世
論
と
世
論
一
般
の
乖
離
と
い
う
現
象
は
、
最
近
選
挙
の

際
に
よ
く
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
お
分
か
り
だ
と
思
う
の
で
す
が
、

そ
う
い
う
面
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
だ
か
ら
こ
そ
、
客

観
面
で
、
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
ま
で
要
求
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ

ま
り
、
最
高
裁
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
特
殊
性
に
配
慮
し
て
、
幇
助
犯

の
要
件
を
設
定
し
た
が
た
め
に
、
故
意
が
否
定
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
そ
う
で
す

(

８)

。

こ
の
よ
う
に
、
最
高
裁
を
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
場
合
、
条

件
が
変
わ
っ
て
い
た
ら
、
故
意
は
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
可
能
性
が
出
て

く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
こ
ん
な
に
著
作
権
侵
害
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
よ
と
い
う
実
態
が
、
公
表
さ
れ
て
い
た
り
す
る
と
、
故
意
が
認

め
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

七

さ
ら
な
る
処
罰
範
囲
限
定
の
要
否

こ
こ
か
ら
は
、
最
高
裁
決
定
の
内
在
的
な
理
解
で
は
な
く
て
、
外
在
的

に
ど
う
評
価
す
る
か
と
い
う
段
階
に
入
り
ま
す
。
法
律
を
学
ぶ
醍
醐
味
は
、

こ
こ
か
ら
、
外
在
的
に
も
判
決
が
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
を
き
ち
ん
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
大
げ
さ
に
言
え
ば
、

こ
の
作
業
が
よ
り
良
い
世
の
中
を
作
っ
て
い
く
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ

い
か
を
考
え
る
作
業
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

問
題
は
、
認
識
と
い
う
主
観
面
は
、
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
よ
く
分
か

ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
当
時
被
告
人
が
何
を
思
っ
て
い
た

か
と
い
う
の
は
実
際
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
、
様
々
な
情
況
証
拠
か
ら
推

測
さ
れ
ま
す
。｢

例
外
的
と
は
い
え
な
い
範
囲｣

の
人
が
違
法
利
用
し
て

い
る

｢

蓋
然
性
が
高
い｣

と
い
う
、
最
高
裁
が
要
求
す
る
認
識
に
ま
で
到

達
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
判
断
は
、
紙
一
重
で
変
わ
り
う
る
も
の
で

す
。
こ
の
点
は
最
高
裁
決
定
に
付
さ
れ
た
大
谷
剛
彦
裁
判
官
の
反
対
意
見

を
読
む
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
大
谷
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
が
指
摘
す
る

三
点
の
事
情
を
踏
ま
え
て
も
な
お
、
侵
害
的
利
用
に
つ
い
て
の
高
度
の
蓋

然
性
の
認
識
は
否
定
さ
れ
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
最
高
裁
自
身
が
先
ほ
ど
重
視
し
て
い
た
、
萎
縮
効
果
を

生
じ
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
、
こ
れ
は
社
会
的
に
有
用
な
技
術
な
の
だ
か
ら
、

ソ
フ
ト
開
発
を
す
る
人
の
行
為
を
萎
縮
さ
せ
て
、
開
発
を
停
滞
さ
せ
て
し

ま
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
言
っ
た
こ
と
が
、
結
局
達

成
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に
処
罰
を
限
定
す
る
必
要
が
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
に
な

る
の
で
す
。

こ
こ
か
ら
先
は
、
悩
ま
し
い
問
題
で
す
。｢

い
や
、
や
は
り
、
今
回
被

告
人
が
や
っ
た
よ
う
な
、
少
な
か
ら
ぬ
人
が
違
法
利
用
す
る
蓋
然
性
が
高

い
状
況
で
、
道
具
を
提
供
す
る
行
為
は
、
客
観
的
に
は
悪
い
こ
と
な
ん
だ｣
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と
い
う
意
見
も
有
力
で
す

(

９)

。
そ
の
論
理
は
、
先
ほ
ど
の
ド
ラ
イ
バ
ー
事
例

と
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
は
違
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
何
が
違
う
か
と
い

う
と
、
ド
ラ
イ
バ
ー
事
例
と
い
う
の
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
買
い
に
来
る
不

特
定
多
数
の
人
の
中
に
、
道
具
を
悪
用
す
る
人
が

｢

い
る
か
も
し
れ
な
い｣

と
い
う
話
で
す
。
だ
け
ど
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
の
場
合
は
、
実
際
に
ど
れ
く

ら
い
か
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
悪
用
す
る
可
能
性
が
高
い
人
が
少
な

か
ら
ず
存
在
す
る
こ
と
は

｢
確
実
で
あ
る｣

と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
わ
け

で
す
。
そ
う
い
う
状
況
で
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
を
提
供
す
る
と
い
う
の
は
、
や
は

り
許
さ
れ
な
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
私
は
本
当
に
そ
う
な
の
か
と
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
、
東
京
都
心
に
は
満
員
電
車
が
あ
る
わ
け
で
す
け
ど
、
満
員

電
車
で
は
一
定
の
確
率
で
痴
漢
が
発
生
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
、
満

員
電
車
で
痴
漢
が
発
生
す
る
っ
て
い
う
の
は
、
確
率
は
と
も
か
く
で
す
ね
、

結
構
確
実
性
が
高
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
満
員
電
車
を
運
行
す
る
鉄
道

会
社
の
人
は
、
こ
の
痴
漢
を
手
助
け
し
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
わ
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る
い
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
預
金
通
帳
と
印
鑑
を
持
っ
て
窓
口
に
並
ば
な
く
て
も
、

暗
証
番
号
と
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
が
あ
れ
ば
、
預
金
を
引
き
下
ろ
せ
る
と

い
う
非
常
に
便
利
な
技
術
で
す
ね
。
し
か
し
、
こ
の
便
利
な
技
術
は
、
悪

用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
よ
。
カ
ー
ド
を
盗
ま
れ
て
、
暗
証
番
号
も

ば
れ
て
し
ま
う
と
、
通
帳
し
か
な
い
時
代
に
比
べ
て
、
ど
ん
ど
ん
預
金
が

下
ろ
さ
れ
て
し
ま
う
リ
ス
ク
が
あ
り
ま
す
。
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
分
か
っ

て
お
き
な
が
ら
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
を
発
行
す
る
銀
行
は
、
犯
人
を
手

伝
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
話
で
す
ね
。
最
近
で
す
と
、
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
い
う
の
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
あ
の
カ
ー
ド
は
導

入
さ
れ
る
時
点
か
ら
詐
欺
に
悪
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、

実
際
に
悪
用
さ
れ
た
事
件
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
社
会
的
に
は
、

こ
れ
は
便
利
だ
、
い
い
こ
と
な
ん
だ
、
社
会
に
い
い
こ
と
を
し
て
い
る
の

だ
と
思
っ
て
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
う
ち
、
悪
用
さ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
る
技
術
と
い
う
の
は
、
実
は
社
会
に
無
数
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
そ
の

中
で
、
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
を
特
殊
な
も
の
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
の
は
、

お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
こ
う
い

う
も
の
が
全
部
駄
目
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
う
な
る
と
、
も
う

社
会
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
、
活
動
が
麻
痺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と

危
惧
さ
れ
ま
す
。

し
か
も
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
結
局
い
い
こ
と
を
し
よ
う
と

思
っ
て
や
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
悪
用
し
よ
う
と
す
る
人
が
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
悪
用
さ
れ
た
人
と
い
う
の
は
む
し
ろ
被
害
者
の
立
場
な
の
で

は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
も
言
え
そ
う
で
す
。
と
い
う
こ
と
か
ら
、
先
ほ

ど
の
類
型
①
、
つ
ま
り
具
体
的
に
悪
用
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
人
が
い
る

よ
う
な
場
合
に
準
じ
る
よ
う
な
、
危
険
性
が
か
な
り
高
い
場
合
に
処
罰
を

限
定
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
、
と
私
自
身
は
思
い
ま
す

(�)

。
つ
ま
り
、
利

用
者
の
大
部
分
が
違
法
に
利
用
し
て
い
る
状
況
で
道
具
を
提
供
す
る
行
為

は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
許
さ
れ
た
危
険
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
考
え
な
い
と
、
世
の
中
を
便
利
に
す
る
た
め
の

技
術
開
発
と
い
っ
た
活
動
が
ど
ん
ど
ん
萎
縮
し
て
い
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
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が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
防
ぎ
、
社
会
的
有
用
性
の
大
き
な
ソ
フ
ト
開
発
を

促
進
す
る
た
め
に
は
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
は
客
観
的
類
型
的
に
不
処
罰

に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

(�)

。

結
論
が
無
罪
な
の
で
あ
れ
ば
、
理
由
は
ど
ち
ら
で
も
い
い
の
じ
ゃ
な
い

か
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
理
論
の
優
劣
は
、
類
似
事
案
を
含

め
て
妥
当
な
解
決
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
に
よ
り
決
ま
り
ま
す
。
故
意

を
否
定
す
る
と
い
う
の
と
、
客
観
的
に
こ
れ
は
処
罰
す
べ
き
行
為
で
は
な

い
の
だ
と
考
え
る
と
い
う
の
は
、
質
的
に
異
な
り
ま
す
。
客
観
面
で
限
定

を
か
け
た
方
が
安
定
的
な
事
案
の
解
決
が
図
れ
る
か
ら
で
す
。
社
会
的
に

有
用
性
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
客
観
面
で
限
定
を
か
け
る
こ
と
で
処

罰
範
囲
を
適
正
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
話
で

す

(�)

。
八

刑
事
法
を
学
ぶ
意
義

最
後
に
、
刑
事
法
を
学
ぶ
意
義
に
触
れ
ま
す
。
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
は
、

間
違
い
な
く
こ
の
被
告
人
の
人
生
を
変
え
た
と
思
い
ま
す
。
逮
捕
さ
れ
て

か
ら
、
最
高
裁
決
定
が
出
る
ま
で
七
年
か
か
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
七
年

以
上
か
か
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
す
る
と
、
実
際
無
罪
に
な
っ

た
か
ら
い
い
で
は
な
い
か
と
い
う
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
に
、
こ

の
人
は
東
京
大
学
で
教
え
て
い
た
の
に
、
そ
の
仕
事
も
や
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
く
な
っ
た
し
、
い
ろ
ん
な
不
利
益
が
本
人
に
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
ま
た
、
社
会
的
に
も
、
フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
開
発
の
歴
史
を

変
え
た
可
能
性
が
高
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
事
件
は
、
京
都
府
警
が
、
著

作
権
制
度
を
破
壊
す
る
行
為
だ
と
い
う
仮
説
に
基
づ
い
て
意
気
込
ん
で
取

り
締
ま
り
を
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
結
局
の
と
こ
ろ
は
、
社

会
の
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な

重
大
な
弊
害
を
伴
っ
た
事
件
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

国
家
刑
罰
権
は
、
か
よ
う
に
重
大
な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
対
象
に
な
っ

た
人
に
非
常
な
不
利
益
を
及
ぼ
す
わ
け
で
す
。
懲
役
刑
な
ど
に
な
っ
た
人

だ
け
で
な
く
、
今
回
の
よ
う
に
、
逮
捕
と
か
勾
留
と
い
っ
た
身
体
拘
束
を

さ
れ
る
だ
け
で
も
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
非
常
に
大
き
な
不
利
益
を
与
え

ま
す
。
日
常
生
活
が
破
壊
さ
れ
ま
す
。
人
間
関
係
が
破
壊
さ
れ
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
相
当
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
る
の
が
、
国
家
刑
罰
権

の
発
動
で
す
。
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
の
場
合
は
、
第
一
審
で
は
罰
金
刑
が
言

い
渡
さ
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
罰
金
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
不
払
い
に

な
る
と
、
労
役
場
留
置
と
な
っ
て
、
刑
務
所
み
た
い
な
と
こ
ろ

(

実
際
は

刑
務
所
の
中
の
一
つ
の
居
室)

に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
ね
。

最
後
に
強
調
し
た
い
の
は
、
刑
法
を
学
ぶ
上
で
は
、
こ
う
い
う
国
家
刑

罰
権
を
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う

こ
と
を
意
識
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
刑
法
学
は
、
緻
密
な
理
論

体
系
を
有
し
て
い
る
た
め
に
、
刑
法
を
学
ぶ
人
は
し
ば
し
ば
、
論
理
的
に

考
え
さ
え
す
れ
ば
正
し
い
答
え
が
出
せ
る
は
ず
だ
と
い
う
錯
覚
に
と
ら
わ

れ
が
ち
で
す
。
し
か
し
そ
れ
は
幻
想
で
す
。
論
理
的
に
考
え
る
だ
け
で
は

正
解
は
出
ま
せ
ん
。
正
解
が
出
る
と
思
う
の
は
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
し
ば
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し
ば
多
数
派
の
価
値
観
を
前
提
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
価
値
観
に
囚
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
、
社
会
の
実
態

を
直
視
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
に
、
刑
罰
の
実
態
を
明
ら
か

に
す
る
刑
事
政
策
の
視
点
や
刑
事
手
続
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と
の
意
味
を

考
え
る
と
い
う
視
点
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
の
勉
強
も
お
ろ

そ
か
に
せ
ず
に
、
刑
法
の
勉
強
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。
さ
ら
に

社
会
政
策
の
視
点
、
今
回
の
事
件
に
関
し
て
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
展

な
ど
に
も
、
き
ち
ん
と
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
巡
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。
そ
う
す

る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
、
妥
当
な
法
解
釈
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
刑
事
法
は
、
恣
意
的
な
刑
罰
権
行
使
を
さ
せ
な
い
た
め
に
存

在
し
て
い
る
法
体
系
で
す
。
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
鋭
敏
な

人
権
感
覚
と
透
徹
し
た
論
理
、
学
際
的
な
知
識
が
必
要
で
す
。
刑
事
法
を

学
ぶ
こ
と
に
は
、
と
て
も
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
に
は
是
非
、

こ
う
い
う
こ
と
を
認
識
し
た
上
で
、
今
後
と
も
勉
強
を
続
け
て
い
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

質
疑
応
答

司
会

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
せ
っ
か
く
で
す
の

で
、
お
二
人
の
先
生
方
に
ご
質
問
が
あ
る
と
い
う
方
は
、
遠
慮
な
く
ご
質

問
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

学
生
Ａ

遠
山
先
生
の
レ
ジ
ュ
メ
で
は
、
弁
護
士
の
仕
事
と
し
て
、
検

察
官
が
裁
判
官
に
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
証
拠
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
こ
と

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
チ
ェ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ど
れ
く
ら
い

の
割
合
で
証
拠
が
不
採
用
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
し
ょ
う
か
？

遠
山

割
合
を
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
証
拠
自
体

の
意
味
が
な
く
な
る
こ
と
は
、
な
ん
て
い
う
か
、
ち
ゃ
ん
と
や
れ
ば
ち
ゃ

ん
と
あ
る
と
い
う
か
。
例
え
ば
、
目
撃
者
の
話
を
し
ま
す
と
、｢

私
犯
人

を
見
ま
し
た｣

と
い
う
人
は
い
る
ん
で
す
ね
。
で
も
、
そ
の
人
の
供
述
調

書
を
最
初
か
ら
見
て
い
く
と
、
実
は
最
初
の
こ
ろ
に
は

｢

二
〇
歳
く
ら
い

の
人
を
見
た｣

と
言
っ
て
い
た
の
に
、
そ
の
犯
人
と
い
う
か
捕
ま
っ
て
い

る
人
の
写
真
を
見
た
後
で
、｢

私
が
見
た
人
は
五
〇
歳
く
ら
い
の
男
性
で

し
た｣

っ
て
言
い
だ
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
事
件
も
あ
っ
た
ん
で
す
ね
。

お
か
し
い
で
し
ょ
う
。
最
初
は
、
二
〇
歳
の
人
を
見
ま
し
た
、
二
〇
歳
の

男
で
し
た
っ
て
言
っ
て
い
た
人
が
、
犯
人
の
写
真
を
見
た
ら
、
私
が
見
た

人
は
五
〇
歳
の
男
で
し
た
っ
て
言
い
だ
す
ん
で
す
よ
。
そ
し
て
、
実
際
捕
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ま
っ
て
い
る
人
は
五
〇
歳
代
に
見
え
る
男
の
人
な
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
す

る
と
、
そ
の
人
の
話
っ
て
や
っ
ぱ
り
適
切
な
材
料
に
な
ら
な
い
で
す
よ
ね
。

判
決
の
前
提
に
し
ち
ゃ
だ
め
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
が
実
際
あ
り
ま

す
。
割
合
は
な
か
な
か
答
え
に
く
い
で
す
け
ど
も
、
由
来
と
か
経
緯
を
調

べ
て
い
く
と
怪
し
い
と
い
う
も
の
は
結
構
あ
り
ま
す
。

学
生
Ｂ

遠
山
先
生
に
質
問
で
す
。
先
ほ
ど
の
お
話
の
中
で
、
複
数
の

弁
護
士
が
、
被
告
人
に
会
い
に
行
っ
た
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。
ど
う
し
て
、
一
人
の
弁
護
士
じ
ゃ
な
く
て
、
複
数
の
弁
護
士

が
そ
の
被
告
人
の
こ
と
を
弁
護
で
き
た
の
で
す
か
？

遠
山

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
に
つ
い
て
で
す
ね
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
も
と

も
と
こ
う
い
う
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
問
題
に
興
味
の
あ
る
弁
護
士
さ
ん
が

大
阪
に
お
ら
れ
て
、
そ
れ
で

｢

こ
の
Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
の
開
発
者
は
い
つ
か
捕

ま
る
か
も
し
れ
な
い｣

と
思
っ
て
、
な
ん
と
い
う
か
、
ア
ン
テ
ナ
を
張
っ

て
い
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
し
て
い
よ
い
よ
京
都
府
警
が
逮
捕
し
た
と
な
っ

て
、
弁
護
団
を
い
わ
ば
私
的
に
募
ら
れ
ま
し
て
、
そ
の
中
に
私
も
メ
ン
バ
ー

と
し
て
入
っ
た
と
い
う
も
の
で
し
た
。
だ
か
ら
、
Ｘ
さ
ん
ご
本
人
が
何
人

も
雇
っ
て
手
配
し
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
た
く

さ
ん
の
弁
護
士
が
集
ま
っ
た
と
い
う
事
件
で
し
た
。

学
生
Ｂ

と
い
う
こ
と
は
、
報
酬
な
ど
は
も
ら
っ
て
な
い
ん
で
す
か
？

遠
山

勝
ち
ま
し
た
の
で
、
も
ら
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
で
す
ね
、
我
々

弁
護
団
は
、
Ｘ
さ
ん
が
そ
ん
な
に
お
金
の
あ
る
人
で
は
な
か
っ
た
の
で
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
、｢

弁
護
団
の
活
動
を
支
え
て
い
た
だ
け
る
方
は

ご
寄
付
く
だ
さ
い｣

と
い
う
こ
と
を
、
Ｘ
さ
ん
の
知
り
合
い
の
人
の
名
前

で
呼
び
か
け
て
も
ら
っ
て
、
寄
付
を
募
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
一
五
〇
〇

万
円
集
ま
り
ま
し
た
。
一
人
で
一
番
た
く
さ
ん
入
れ
た
人
は
、
一
二
三
万

四
五
六
七
円
入
れ
て
く
れ
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
ネ
ッ
ト
上
に
は
お
し
ゃ
れ

な
方
が
い
る
も
の
で
す
。

学
生
Ｃ

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
で
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
警
察
官
や
検
察
官

が
、
被
疑
者
の
陳
述
書
や
供
述
調
書
を
捻
じ
曲
げ
た
り
で
っ
ち
上
げ
た
り

す
る
と
い
う
状
況
が
い
ま
だ
に
あ
る
、
と
い
う
風
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た

と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
よ
う
な
現
状
が
改
善
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し

て
で
す
か
？

遠
山

な
ん
で
だ
ろ
う(

笑)

？

ま
あ
、
や
り
や
す
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。

捜
査
機
関
が
ね
。
自
分
ら
が
見
立
て
た
ス
ト
ー
リ
ー
を
、
被
疑
者
に
押
し

付
け
る
と
い
う
作
業
の
方
が
簡
単
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
そ
れ
を
や
る
ん
だ
っ

た
ら
そ
れ
を
や
り
た
い
と
い
う
欲
望
と
い
う
か
欲
求
を
捜
査
機
関
は
ず
っ

と
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
い
ま
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
と
か
は
、

取
り
調
べ
が
録
画
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
け
ど
、
そ
れ
以
外
の
事
件

で
は
い
ま
だ
に
好
き
勝
手
に
と
い
う
か
、
昔
な
が
ら
の
取
り
調
べ
が
行
わ

れ
て
い
ま
す
。
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本
庄

ひ
と
つ
、
あ
り
そ
う
な
原
因
と
し
て
は
、
逆
説
的
で
す
が
、
日

本
の
捜
査
機
関
が
外
国
の
捜
査
機
関
よ
り
優
秀
だ
と
い
う
点
が
あ
る
と
、

わ
た
し
は
思
い
ま
す
。
日
本
の
捜
査
機
関
は
、
す
ご
く
一
生
懸
命
に
証
拠

を
集
め
て
き
ま
す
。
仕
事
熱
心
な
の
で
す
よ
ね
。
警
察
の
人
な
ど
は
、
本

当
に
義
憤
に
駆
ら
れ
た
よ
う
に
、
社
会
正
義
を
追
求
す
る
の
だ
と
い
う
熱

い
思
い
を
持
っ
て
、
捜
査
に
臨
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
思
い
が
強
す

ぎ
る
が
ゆ
え
に
な
の
で
し
ょ
う
が
、
途
中
で
自
分
の
仮
説
を
修
正
す
る
と

い
う
の
が
、
日
本
の
捜
査
機
関
は
苦
手
で
す
ね
。
最
初
か
ら
こ
う
だ
と
決

め
た
ら
そ
れ
で
も
う

｢

ワ
ー
！｣
と
突
っ
走
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
よ

う
に
思
い
ま
す
。
著
名
な
冤
罪
事
件
に
は
、
証
拠
が
ね
つ
造
さ
れ
た
可
能

性
が
高
い
と
裁
判
所
に
認
定
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
の

よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
と
い
え
ば
、
仮
説
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
捜

査
機
関
が
考
え
る
真
実
を
分
か
り
や
す
い
形
で
裁
判
官
に
伝
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
思
い
か
ら
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
深
刻

な
問
題
で
す
。

遠
山

も
う
ひ
と
つ
。
や
っ
ぱ
り
裁
判
官
が
ダ
メ
な
ん
で
す
よ
。
裁
判

官
が
こ
れ
ま
で
の
裁
判
で
、
被
告
人
の
人
が

｢

い
や
こ
の
調
書
は
、
自
分

が
こ
ん
な
こ
と
言
っ
て
な
い
の
に
書
か
れ
た
ん
や｣

と
。
そ
し
て

｢

無
理

や
り
サ
イ
ン
さ
せ
ら
れ
た
ん
や｣

と
い
う
訴
え
に
、
耳
を
貸
し
て
こ
な
か
っ

た
と
い
う
の
が
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
は
、
何
か
や
っ
た
の
で
は

と
疑
わ
れ
て
い
る
小
汚
く
見
え
る
人
と
、
か
た
や
立
派
な
ス
ー
ツ
を
着
た

刑
事
さ
ん
が
法
廷
に
来
れ
ば
、
刑
事
さ
ん
の
言
う
こ
と
の
方
が
も
っ
と
も

ら
し
く
聞
こ
え
ち
ゃ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
よ
。
そ
う
い
っ
た
よ
う
に
、

本
来
適
切
で
な
い
作
り
方
で
作
ら
れ
た
調
書
を
、
裁
判
所
が
認
め
て
き
た

歴
史
の
罪
は
結
構
深
い
と
思
い
ま
す
ね
。

学
生
Ｄ

本
庄
先
生
に
質
問
で
す
。
刑
事
裁
判
の
判
決
文
と
か
読
む
の

は
難
し
い
と
思
う
の
で
す
が
、
社
会
へ
の
影
響
と
か
、
社
会
的
有
用
性
と

か
と
い
っ
た
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
大
事
な
ん
で
す
か
？

本
庄

刑
事
事
件
と
い
う
の
は
そ
も
そ
も
、
社
会
的
影
響
が
あ
る
か
ら

刑
事
事
件
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
当
事
者
同
士
で
争
う
民
事
事
件
で
は

な
く
て
、
国
家
対
私
人
の
争
い
に
な
ぜ
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
あ
る

出
来
事
に
つ
い
て
、
社
会
的
な
影
響
が
大
き
く
、
そ
の
解
決
を
私
人
に
委

ね
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
警
察
や
検
察
官
が
考
え
た
か
ら
こ
そ
、
捜

査
が
開
始
さ
れ
、
起
訴
し
て
刑
事
事
件
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
従
っ

て
、
あ
ら
ゆ
る
刑
事
事
件
は
社
会
に
対
す
る
影
響
と
い
う
も
の
を
持
っ
て

い
る
は
ず
で
す
。
そ
の
う
え
で
ど
う
い
う
態
度
で
事
件
に
臨
む
の
か
。
こ

れ
は
見
逃
せ
な
い
社
会
的
な
害
悪
な
の
だ
か
ら
、
厳
し
く
取
り
締
ま
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
い
や
い
や
そ
う
じ
ゃ

な
く
て
、
こ
の
事
件
を
処
罰
し
て
し
ま
う
と
、
あ
る
い
は
厳
し
い
処
分
を

課
し
て
し
ま
う
と
、
弊
害
が
出
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
し
て
慎
重

に
考
え
る
か
。
そ
こ
に
意
見
の
対
立
が
あ
り
う
る
し
、
論
者
の
価
値
観
が

も
ろ
に
反
映
し
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
、
自
分
の
中
で
ど
う

調
整
し
つ
つ
考
え
て
い
く
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
刑
事
法
を
勉
強
す
る
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一
番
の
面
白
さ
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
面
白
み
に
到

達
す
る
た
め
に
は
、
前
提
と
し
て
判
決
文
の
よ
う
な
硬
い
文
章
を
正
確
に

読
み
解
く
力
が
必
要
で
す
。
論
理
性
と
価
値
観
、
二
つ
を
と
も
に
鍛
え
て

い
っ
て
く
だ
さ
い
。

司
会

そ
れ
で
は
、
以
上
で
、
本
日
の
平
成
二
七
年
度
法
学
部
振
興
会

主
催
の
刑
事
法
系
講
演
会
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
今
日
の
講
演
を

し
て
く
だ
さ
っ
た
お
二
人
の
先
生
に
、
改
め
て
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
後
記
】

こ
の
講
演
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
ゼ
ミ
の

皆
さ
ん
の
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
、
心
よ
り
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

(

１)

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
に
つ
い
て
は
、
多
数
の
論
考
が
発
表
さ
れ
て
い

る
が
、
さ
し
あ
た
り
、
曲
田
統

｢

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
最
高
裁
決
定
を

め
ぐ
っ
て｣

研
修
八
〇
一
号

(

二
〇
一
五
年)

三
頁
以
下
、
亀
井
源

太
郎

｢

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
最
高
裁
決
定
と

『

中
立
的
行
為』

論｣

法

学
研
究
八
七
巻
三
号

(

二
〇
一
四
年)

一
頁
以
下
、｢

特
集
・
Ｗ
ｉ

ｎ
ｎ
ｙ
事
件
控
訴
審
無
罪
判
決
の
理
論
的
検
討｣

刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ

ル
二
二
号

(

二
〇
一
〇
年)

四
〇
頁
以
下
な
ど
参
照
。

(

２)

法
的
三
段
論
法
で
は
、
通
常
、
第
一
段
階
が
大
前
提
で
あ
る
規
範

定
立
、
第
二
段
階
が
小
前
提
で
あ
る
事
実
の
確
定

(

認
定)

、
第
三

段
階
が
結
論
で
あ
る
規
範
の
適
用
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
、

事
件
が
発
生
し
て
か
ら
法
律
に
よ
り
そ
の
事
件
を
解
決
す
る
の
で
あ

り
、
事
実
の
確
定
を
第
一
段
階
に
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ

し
、
事
実
認
定
段
階
で
法
的
に
意
味
の
あ
る
事
実
と
意
味
の
な
い
事

実
を
よ
り
分
け
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
犯
罪
が
成
立
す
る

か
ど
う
か
を
検
討
す
る
う
え
で
は
、
被
害
者
が
誰
か
は
特
定
す
る
必

要
が
あ
る
が
、
犯
行
の
日
時
は
重
要
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
論

理
的
に
は
規
範
定
立
が
第
一
段
階
と
な
る
。

(

３)

日
常
的
行
為
に
つ
い
て
幇
助
犯
の
成
立
を
限
定
す
る
論
理
と
し
て

は
、
幇
助
犯
の
成
立
要
件
に
対
応
し
て
、
①
幇
助
と
い
う
構
成
要
件

に
該
当
す
る
行
為
の
限
定
、
③
因
果
関
係
の
限
定
、
④
故
意
の
限
定

の
三
つ
が
主
張
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定

で
き
な
い
と
し
つ
つ
個
別
的
な
利
益
衡
量
の
結
果
と
し
て
、
違
法
性

が
阻
却
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
の
理
論
構
成
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。

議
論
状
況
に
つ
い
て
、
簡
潔
に
は
、
松
原
芳
博

『

刑
法
総
論』

(

日

本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年)

四
二
四
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(

４)

本
件
の
核
心
は
、
中
立
的
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
不
特

定
多
数
者
へ
の
提
供
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
の
見
解
も
あ
る
。
水

落
伸
介

｢

判
批｣

法
学
新
報
一
二
〇
巻
三
・
四
号

(

二
〇
一
三
年)

五
六
八
頁
。
し
か
し
な
が
ら
、
提
供
行
為
が
価
値
中
立
的
で
あ
る
か

ら
こ
そ
、
不
特
定
多
数
者
へ
の
提
供
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
処
罰
限
定
の
契
機
は
価
値
中
立
性
に
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
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得
な
い
。
亀
井
源
太
郎

｢

Ｗ
ｉ
ｎ
ｎ
ｙ
事
件
最
高
裁
決
定
と

『

中
立

的
行
為』

論｣

法
学
研
究
八
七
巻
三
号

(

二
〇
一
四
年)

一
七
頁
の

整
理
も
参
照
。

(

５)

学
説
に
は
中
立
的
行
為
と
い
う
問
題
設
定
は
曖
昧
で
あ
る
と
し
て
、

こ
う
し
た
概
念
を
用
い
て
議
論
を
行
う
こ
と
に
批
判
的
な
見
解
も
あ

る
。
加
藤
俊
治

｢
判
批｣

警
察
学
論
集
六
五
巻
四
号

(

二
〇
一
二
年)

一
六
七
頁
、
石
井
徹
哉

｢

い
わ
ゆ
る

『

デ
ュ
ア
ル
・
ユ
ー
ス
・
ツ
ー

ル』

の
刑
事
的
規
制
に
つ
い
て

(

下)｣

千
葉
大
学
法
学
論
集
二
七

巻
二
号

(

二
〇
一
二
年)
二
三
五
頁
。
し
か
し
こ
の
概
念
を
用
い
な

け
れ
ば
、
幇
助
の
成
立
要
件
に
関
す
る
一
般
的
規
範
を
そ
の
ま
ま
適

用
す
る
こ
と
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(

６)

類
型
②
は
、
客
観
的
に
あ
る
事
情
の
発
生
を
要
求
し
、
主
観
的
に

そ
の
事
情
が
発
生
す
る
蓋
然
性
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る

立
場

(

未
必
の
故
意
の
議
論
に
お
け
る
蓋
然
性
説)
を
採
用
し
た
も

の

(

林
幹
人

｢

判
批｣

平
成
二
四
年
度
重
要
判
例
解
説

(
二
〇
一
三

年)

一
五
三
頁)

で
は
な
く
、
客
観
面
で
あ
る
事
情
が
発
生
す
る
蓋

然
性
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
の
こ
と
を
主
観
面

で
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
も
の

(

水
落
・
前
掲
注

(

４)

五
六
八
頁)

で
あ
る
点
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
通
常
、
犯
罪
の
客

観
的
成
立
要
件
と
し
て
は
、
あ
る
事
情
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
だ

け
が
問
題
と
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
客
観
的
事
情
が
発
生
す
る

｢

蓋
然
性
が
高
い｣

こ
と
を
要
求
す
る
本
決
定
の
論
理
は
極
め
て
異

例
で
あ
る
。

(

７)

最
高
裁
決
定
の
結
論
に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
門
田
成
人

｢

判
批｣

法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
六
号

(

二
〇
一
二
年)

一
二
七
頁
、

佐
久
間
修

｢

判
批｣

Ｎ
Ｂ
Ｌ
九
七
九
号

(

二
〇
一
二
年)

三
七
頁
、

前
田
雅
英

｢

判
批｣

警
察
学
論
集
六
五
巻
三
号

(

二
〇
一
二
年)

一

四
九
頁
、
永
井
善
之

｢『

中
立
的
行
為
に
よ
る
幇
助』

に
つ
い
て｣

『

刑
事
法
理
論
の
探
求
と
発
見
―
斉
藤
豊
治
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集』

(

成
文
堂
、
二
〇
一
二
年)

一
四
四
頁
、
小
島
陽
介

｢

判
批｣

判
例

セ
レ
ク
ト
二
〇
一
二

[

Ⅰ]
(

二
〇
一
三
年)

三
二
頁
、
小
野
上
真

也

｢

フ
ァ
イ
ル
共
有
ソ
フ
ト
の
開
発
・
提
供
に
よ
る
著
作
権
法
違
反

幇
助
罪
の
成
否｣

清
和
法
学
研
究
一
八
巻
二
号

(

二
〇
一
一
年)

四

四
頁
な
ど
が
あ
る
。

(

８)

こ
れ
に
対
し
て
、
不
特
定
多
数
へ
の
提
供
行
為
と
い
う
特
殊
性
に

着
目
し
て
、｢

蓋
然
性
が
高
い｣

と
い
う
要
件
が
立
て
ら
れ
た
の
だ

と
い
う
理
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
島
田
総
一
郎｢

判
批｣

刑
事
法
ジ
ャ
ー

ナ
ル
三
二
号

(

二
〇
一
二
年)

一
五
〇
頁
、
亀
井
・
前
掲
注

(

４)

二
〇
頁
。
し
か
し
現
実
世
界
で
あ
れ
ば
、
不
特
定
多
数
へ
の
提
供
と

い
う
特
殊
性
に
配
慮
す
る
と
し
て
も
、｢

例
外
的
と
い
え
な
い
範
囲｣

で
違
法
利
用
が
広
が
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
事
実
と
し
て
確
定
で
き

る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
確
定
で
き
れ
ば
、
残
る
の
は
そ
の
事

実
を
行
為
者
が
認
識
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
あ
る
。

当
該
事
実
が
行
為
時
に
判
明
し
て
い
た
事
情
か
ら
認
定
さ
れ
た
場
合

に
は
、
行
為
者
に
も
そ
れ
が
認
識
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ
や
す
い
が
、

事
後
的
に
判
明
し
た
事
情
か
ら
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
為
者
の
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認
識
は
欠
け
て
い
た
と
さ
れ
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
に
蓋
然
性

が
高
い
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
理
由
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
ネ
ッ
ト
の
世
界
で
は
、
違
法

利
用
の
拡
散
範
囲
が

｢

事
実
と
し
て
も｣

確
定
で
き
な
い
た
め
、
そ

の

｢

蓋
然
性
が
高
い｣

こ
と
が
客
観
的
な
要
件
と
し
て
要
求
さ
れ
た

の
だ
、
と
い
う
の
が
本
文
で
示
し
た
考
え
で
あ
る
。

(

９)

島
田
・
前
掲
注

(
８)

一
四
九
頁
、
亀
井
・
前
掲
注

(

４)

二
〇

頁
の
ほ
か
、
豊
田
兼
彦

｢
幇
助
犯
に
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熊本大学講演レジュメ

2015年12月14日

｢事実｣ の重要性～Winny事件を題材に

京都弁護士会

弁護士 遠山大輔

はじめに

第１ 法曹三者の仕事

１ 裁判官の仕事

① 事実が何であるかを決める (例：ＡさんはＢさんの新品の財布を盗ったか？)

② 条文を解釈する (例：｢窃盗｣ とは？)

③ 事実を条文に当てはめる

→ 結論が出る

２ 検察官の仕事

① 証拠を集める (例：取られた財布を探す｡ Ａさん､ Ｂさんの取調ベをする｡)

② その証拠からどんな事実が導かれるかを考える｡

(例：Ａさんの家からＢさんのと同じ新品の財布が発見された｡ Ａさんは取調ベで財布を盗ったと自

白した｡ ＢさんはＡさんに渡したことはないと言っている｡ とすると…)

③ 裁判官に証拠を提出し､ その証拠から導かれる事実を伝える

(例：ＡさんはＢさんの新品の財布を盗りました！)

３ 弁護人の仕事

① 証拠を集める､ 集めさせない (例：Ａさんから事情を聞く｡ 知人から事情を聞く｡ Ａさんに

権利をアドバイスする｡)

② 検察官が裁判官に提出しようとしている証拠をチェックする (例：Ｂさんは勘違いし

たり､ 嘘をついたりしていないか｡ Ａさんは自白を強要されていないか｡)

③ 適切な証拠だけが裁判官に提出されるようにし (自らも提出し)､ その証拠から導か

れる事実を伝える (例：Ａさんは自分でたまたま同じ財布を買ったのです！)

４ まとめ

事実が決まらないと､ 結論は出ない｡

事実が決まると､ だいたい結論は出る (条文解釈で勝負がつく事件は少ない)｡

事実は証拠によって決まる｡

したがって､ 証拠を徹底的に吟味する｡

(１)
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第２ Winny事件

１ 事案の概要と争点

ファイル共有ソフト ｢Winny｣ を配布して正犯が著作権法違反の行為をするのを幇

助した､ としてソフト開発者Ｘが逮捕・起訴された事案

２ 争点と当事者の主張

被告人Ｘがソフトを開発した目的がなんだったか､ が主要な争点の１つ

① 検察官の主張

著作権法違反を蔓延させる目的であった

② Ｘ・弁護人の主張

効率性の高いファイル共有ソフトが実際に作動するかを検証する目的

３ 争点に関する証拠と当事者の主張

① 検察官

Ｘが任意捜査段階で手書きした申述書＋Ｘを取り調べたＫ警察官

申述書には､ Winnyによって著作権法違反を蔓延させる目的であったと書いてあ

る｡ Ｋ警察官によれば､ これはＸが自ら進んで書いたものである｡

② Ｘ・弁護人

法廷におけるＸの供述＋？

任意捜査段階でも検証目的だったと説明したのに､ Ｋ警察官は聞いてくれなかっ

た｡ 申述書は､ ｢開発をやめる｣ という一筆を書いてもよいとＸが述べたときに､

Ｋ警察官が ｢じゃあ､ 見本を用意するから､ そのとおりに書いてくれ｣ と言われ､

一言一句間違わずに書き写したもの｡ 自分で書いたが､ 内容は本心とは異なる｡

③ 裁判官の悩み

検察官が正しいとなると…

でも弁護人の言うことも…

４ 何が決め手となったか

(２)
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