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1
　
現
在
、
わ
が
国
の
少
年
法
は
、
ふ
た
つ
の
「
改
正
」
要
求
に
直
面
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
　
「
適
正
な
事
実
認
定
」
の
確
保
を

求
め
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
一
九
九
七
年
五
月
に
起
こ
っ
た
「
神
戸
須
磨
事
件
」
を
は
じ
め
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し

て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
に
報
じ
ら
れ
た
少
年
事
件
を
契
機
と
し
て
強
ま
り
を
見
せ
て
い
る
厳
罰
化
要
求
で
あ
る
。
前
者
の
流
れ
は
、
法

制
審
議
会
少
年
法
部
会
に
よ
る
審
議
・
答
申
を
受
け
て
一
九
九
九
年
三
月
に
国
会
に
上
程
さ
れ
た
「
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
へ
と
至
っ
て
い
る
。
後
者
の
潮
流
は
、
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
法
務
部
会
少
年
法
に
関
す
る
小
委
員
会
に
よ
り
公
に
さ
れ
た

一
九
九
八
年
一
二
月
二
一
日
の
「
少
年
法
改
革
に
関
す
る
小
委
員
会
報
告
書
」
、
並
び
に
二
〇
〇
〇
年
五
月
一
九
日
の
「
少
年
法
の
在
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

方
に
つ
い
て
」
に
よ
り
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
二
つ
の
側
面
か
ら
の
少
年
法
「
改
正
」
要
求
は
、
　
「
改
正
」
論
議
の
進
行
経
緯
と
い
う
点
で
密
接
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
の
み
な

　
　
　
　

ら
ず
、
実
質
的
な
内
容
に
お
い
て
も
強
い
共
通
性
を
も
っ
て
い
る
。
双
方
と
も
に
、
少
年
に
対
し
自
由
剥
奪
処
分
を
科
す
る
こ
と
の
危

険
性
に
対
す
る
意
識
が
希
薄
で
あ
り
、
少
年
保
護
手
続
に
付
さ
れ
る
少
年
が
現
実
に
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
境
遇
を
見
取
る
と
い
う
視

点
が
欠
如
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
的
に
は
「
事
実
認
定
手
続
の
適
正
化
」
を
目
的
と
す
る
「
少
年
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
」
も
、
少
年
の
視
点
あ
る
い
は
少
年
の
権
利
保
障
と
は
無
縁
に
、
検
察
官
の
審
判
関
与
や
検
察
官
へ
の
抗
告
権
の
付
与
、
観
護
措

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

置
期
間
の
延
長
と
い
っ
た
措
置
を
講
ず
る
と
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
厳
罰
化
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
2
　
警
察
統
計
上
の
数
値
の
変
化
に
基
づ
き
少
年
非
行
の
「
深
刻
化
」
が
語
ら
れ
、
少
年
に
よ
る
事
件
が
耳
目
を
集
め
る
中
で
、
厳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

罰
化
要
求
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
刑
事
処
分
適
用
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
の
ほ
か
、
選
挙
権
付
与
と
の
関
連
で
少
年
法
適
用
年
齢
の
上

限
を
一
八
歳
に
引
き
下
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
も
こ
れ
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
少
年
法
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に
関
す
る
小
委
員
会
に
よ
る
「
少
年
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
、
そ
う
し
た
政
治
的
主
張
の
代
表
例
と
い
え
る
。
　
「
少
年
法
の
在
り

方
に
つ
い
て
」
は
、
　
「
少
年
法
の
め
ざ
す
『
少
年
の
健
全
育
成
』
と
い
う
基
本
理
念
は
今
後
も
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
が
、
少
年
を
甘
や

か
す
だ
け
と
な
る
よ
う
な
意
味
で
の
保
護
主
義
に
偏
す
る
の
で
は
な
く
、
罪
を
犯
せ
ば
罰
せ
ら
れ
る
と
の
法
規
範
を
明
示
し
、
犯
罪
を

抑
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
と
も
に
、
少
年
に
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
自
覚
さ
せ
、
自
省
を
求
め
る
こ
と
も
、
我
が
国
の
将
来
を

担
う
少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
で
あ
る
と
の
見
地
」
に
立
ち
、
次
の
よ
う
な
「
見
直
し
」
を
主
張
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
①
「
年
少
少
年
で
あ
っ
て
も
刑
罰
を
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
法
規
範
と
し
て
明
示
す
る
た
め
」
現
行
少
年
法
上
一

六
歳
と
な
っ
て
い
る
刑
事
処
分
を
可
能
と
す
る
年
齢
制
限
を
撤
廃
す
べ
き
こ
と
、
②
「
殺
人
、
強
盗
、
強
姦
な
ど
、
極
め
て
凶
悪
重
大

な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
少
年
の
年
齢
を
考
慮
し
つ
つ
、
原
則
と
し
て
逆
送
す
る
制
度
」
を
設
け
る
べ
き
こ
と
、
③
犯
行
時
一
八
歳
未
満

の
少
年
に
よ
る
死
刑
相
当
事
件
が
少
年
法
の
適
用
に
よ
り
無
期
刑
に
緩
和
さ
れ
た
場
合
、
仮
出
獄
が
可
能
と
な
る
期
間
を
見
直
す
べ
き

こ
と
、
④
重
大
な
少
年
犯
罪
事
件
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
が
、
＝
疋
の
範
囲
で
手
続
に
関
与
で
き
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
べ
き
こ
と
、

⑤
「
少
年
の
非
行
の
原
因
・
背
景
と
し
て
、
親
の
教
育
・
し
つ
け
の
在
り
方
の
問
題
が
あ
り
、
少
年
非
行
を
防
止
す
る
上
で
親
の
役
割

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
」
、
親
の
責
任
を
理
念
的
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
規
定
を
設
け
る
べ
き
こ
と
、
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
少
年
法
の
在
り
方
」
に
代
表
さ
れ
る
厳
罰
化
要
求
は
、
次
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
第
一
に
、
警
察

統
計
上
の
数
値
の
変
化
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
形
で
報
じ
ら
れ
る
事
件
の
存
在
を
論
拠
と
し
て
、
少
年

非
行
の
増
加
や
「
凶
悪
化
」
、
「
低
年
齢
化
」
と
い
う
認
識
の
上
に
立
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
自
己
責
任
を
高
唱
す
る
と
と
も

に
、
少
年
非
行
の
原
因
を
一
元
的
に
「
家
庭
の
問
題
」
に
求
め
、
特
に
親
に
よ
る
教
育
の
責
任
へ
と
問
題
を
還
元
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
第
三
に
、
刑
罰
の
威
嚇
力
や
予
防
効
果
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
る
一
方
で
、
　
「
責
任
の
自
覚
」
を
「
健
全
な
育
成
」
の
内

実
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
か
し
、
従
来
か
ら
説
得
的
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
警
察
統
計
上
の
数
値
は
、
警
察
活
動
の
あ
り
方
や
法
規
評
価
基
準
の
あ

り
方
に
大
き
く
左
右
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
の
み
を
基
に
特
定
の
政
策
を
提
唱
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
　
　
ヱ

い
で
あ
ろ
う
。
モ
ラ
ル
・
パ
ニ
ッ
ク
の
中
で
の
立
法
も
合
理
的
な
も
の
と
は
い
い
難
い
。
ま
た
、
仮
に
「
少
年
犯
罪
の
凶
悪
化
・
低
年

齢
化
」
が
科
学
的
に
裏
付
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
自
由
剥
奪
処
分
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
が
刑
事
政
策
的
に
合

理
性
を
も
ち
う
る
の
か
、
そ
し
て
少
年
に
対
す
る
自
由
剥
奪
処
分
の
強
化
や
刑
事
処
分
対
象
年
齢
の
引
き
下
げ
が
問
題
の
本
質
を
突
い

た
も
の
で
あ
る
か
に
は
、
根
本
的
な
疑
問
が
あ
る
。
少
年
非
行
・
少
年
犯
罪
は
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
社
会
的
に
何
を
意
味
し
て
い

る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
少
年
非
行
・
少
年
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
や
自
由
剥
奪
処
分
の
強
化
が
、
何
を
意
味
し
、
何
を
帰
結

す
る
の
か
が
、
検
討
の
狙
上
に
載
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
3
　
い
う
ま
で
も
な
く
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
の
か
、
少

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
司
法
制
度
の
あ
り
方
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
か
、
と
い
っ
た
極
め
て
本
質
的
な
問
題
が
、
正
面
か
ら
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

本
稿
は
、
こ
う
し
た
少
年
犯
罪
の
本
質
的
な
性
格
の
理
解
や
少
年
司
法
制
度
の
把
握
の
仕
方
、
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
焦
点
を
当
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
形
で
、
一
九
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
を
分
析
し
、
検
討
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
対
象
と
す
る
理
由
は
、
次
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
第
一
に
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
も
ま
た
、
一
九
九
〇
年
の
少
年
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

所
法
第
一
次
改
正
法
の
成
立
に
よ
り
「
少
年
刑
法
の
軍
縮
傾
向
の
頂
点
」
に
達
し
た
後
、
　
「
逆
改
革
」
と
称
さ
れ
る
動
き
や
、
刑
事
責

任
年
齢
の
引
き
下
げ
、
青
年
に
対
す
る
一
般
刑
法
原
則
適
用
の
明
確
化
、
自
由
剥
奪
処
分
の
峻
厳
化
な
ど
の
厳
罰
化
要
求
に
直
面
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
鑑
み
れ
ば
、
個
別
的
な
問
題
の
検
討
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
少
年
犯
罪
の
問
題
へ
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
分
析
、
検
討
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に
も
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
る
。
第
二
に
、
特
に
、
一
九
八
○
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

以
降
、
ア
メ
リ
カ
が
厳
罰
化
政
策
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
　
「
大
陸
型
」
に
分
類
さ
れ
る
ド
イ
ツ
が
、
ま
さ
に
こ
の
間
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題
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
対
応
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
比
較
法
的
に
も
重
要
に
な
る

と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
の
理
解
や
少
年
司
法
制
度
の
あ
り
方

そ
の
も
の
が
正
面
か
ら
問
題
と
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
こ
で
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
少
年
司

法
が
向
か
う
方
向
性
を
測
る
際
の
重
要
な
試
金
石
と
な
り
え
、
そ
の
比
較
法
的
位
置
づ
け
を
明
確
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

　
　
セ
　

考
え
る
。

　
こ
う
し
た
目
的
か
ら
、
本
稿
は
、
検
討
対
象
を
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
そ
の
も
の
、
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
、

そ
し
て
学
理
的
・
実
務
的
な
厳
罰
化
批
判
の
三
つ
に
分
け
た
上
で
、
分
析
の
基
点
を
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
「
実
務
に
よ
る
少

年
刑
法
改
革
」
に
求
め
る
。
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
を
分
析
の
基
点
と
す
る
の
は
、
そ
れ
が
過
去
二
学
年
間
の
ド
イ
ツ
少
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

司
法
に
お
け
る
改
革
動
向
の
求
心
力
と
な
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
や
そ
れ

へ
の
批
判
、
少
年
犯
罪
へ
の
対
応
の
あ
り
方
に
関
す
る
議
論
が
も
っ
て
い
る
意
味
と
位
置
づ
け
を
確
認
す
る
に
は
、
そ
れ
を
基
点
と
す

る
こ
と
が
、
最
も
相
応
し
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
一
九
九
〇
年
代
の
議
論
を
位
置
づ
け
る
こ
と
は
、

逆
に
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
自
体
が
も
つ
意
義
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
本
稿
が
分
析
の
基
点
に
据
え
る
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
動

向
と
そ
れ
を
支
え
た
犯
罪
学
的
・
刑
事
政
策
的
知
見
の
要
諦
を
確
認
す
る
（
一
）
。
そ
の
基
本
線
が
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
に
あ
り
、
そ

れ
が
新
し
い
少
年
犯
罪
像
と
自
由
剥
奪
の
「
害
悪
性
」
と
い
う
知
見
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
こ

の
動
き
が
も
っ
て
い
た
核
心
的
な
意
義
の
析
出
を
試
み
る
。
次
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
前
半
か
ら
出
現
し
た
い
わ
ゆ
る
「
逆
改
革
」
の

潮
流
と
具
体
的
な
厳
罰
化
要
求
の
内
容
を
整
理
し
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
関
係
か
ら
、
そ
の
特
徴
を
把
握
す
る
（
二
）
。

そ
の
後
、
近
時
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
問
題
背
景
を
確
認
し
た
上
で
、
第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
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論
を
取
り
上
げ
、
少
年
犯
罪
へ
の
対
応
、
少
年
犯
罪
の
予
防
、
少
年
司
法
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
に

お
い
て
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
を
確
認
す
る
（
三
）
。
そ
の
上
で
、
学
理
的
な
厳

罰
化
要
求
批
判
を
見
る
こ
と
で
、
一
九
九
〇
年
代
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
機
軸
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
、

そ
こ
で
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
比
較
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
現
れ
て
い
る
の
か
を
検
証
す
る
（
四
）
。
最
後
に
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
が
も
っ
て
い
る
意
味
を
把
握
し
た
上
で
、
そ
こ
で
の
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
わ
れ
わ

れ
に
与
え
る
示
唆
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
し
て
、
ド
イ
ツ
に
あ
た
っ
て
は
、
厳
罰
化
要
求
に
直
面
す
る
中
で
新
た
に
「
少
年
刑
法
」
を
捉
え
直
す
動
き
が

出
現
し
て
お
り
、
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後
に
社
会
構
造
的
な
問
題
を
見
取
る
と
い
う
視
座
が
、
厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
機
軸

と
な
る
と
と
も
に
、
新
た
な
「
少
年
刑
法
」
の
把
握
を
導
い
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
　
後
者
の
流
れ
は
、
少
年
院
運
営
に
も
処
遇
方
針
の
転
換
を
促
し
た
。
一
九
九
八
年
九
月
九
日
付
の
長
期
処
遇
に
関
す
る
通
達
「
『
少
年
院
の
運
営
に

　
　
つ
い
て
』
の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」
（
法
務
省
矯
教
第
二
二
一
四
号
）
は
、
従
来
と
っ
て
き
た
収
容
弾
子
の
短
縮
化
と
い
う
方
針
を
長
期
化
へ
と
転
換

　
　
し
、
少
年
に
対
す
る
処
遇
を
実
施
す
る
前
に
、
二
年
を
越
え
て
収
容
期
間
を
定
め
る
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
ま
た
同
日
付
の
通
達
「
生
活
訓
練
課
程

　
　
の
細
分
に
新
た
に
設
け
ら
れ
た
対
象
者
の
処
遇
方
針
、
処
遇
内
容
等
に
つ
い
て
」
（
法
務
省
矯
教
第
二
二
二
八
号
）
は
、
長
期
処
遇
対
象
者
に
対
す
る

　
　
処
遇
方
針
と
し
て
「
非
行
の
重
大
性
を
深
く
認
識
さ
せ
、
罪
障
感
の
覚
せ
い
を
図
る
た
め
の
指
導
、
被
害
者
お
よ
び
そ
の
家
族
等
に
謝
罪
す
る
意
識

　
　
を
か
ん
養
す
る
た
め
の
指
導
を
徹
底
し
て
行
う
」
こ
と
を
付
け
加
え
た
。
土
井
政
和
「
少
年
院
・
教
護
院
と
保
護
・
更
生
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
一
七

　
　
号
（
一
九
九
八
）
五
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
2
）
　
法
制
審
議
会
の
廃
止
が
示
唆
さ
れ
、
答
申
ま
で
の
期
間
が
限
定
さ
れ
る
中
で
法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
に
お
け
る
審
議
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
、
法

　
　
制
審
議
会
の
審
議
期
間
中
に
お
い
て
政
治
的
な
刑
事
処
分
適
用
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
が
行
わ
れ
た
こ
と
、
　
「
愛
知
五
千
万
円
恐
喝
事
件
」
、
「
愛
知

　
　
主
婦
刺
殺
事
件
」
、
「
佐
賀
バ
ス
ジ
ャ
ッ
ク
事
件
」
が
起
こ
る
中
で
「
少
年
法
等
の
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
趣
旨
説
明
が
衆
議
院
本
会

　
　
議
で
行
わ
れ
、
法
務
委
員
会
に
お
い
て
実
質
審
議
入
り
し
た
こ
と
な
ど
が
、
そ
の
例
と
な
る
。
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（
3
）
　
葛
野
尋
之
「
非
行
事
実
認
定
を
ぬ
ぐ
る
司
法
と
福
祉
」
刑
法
雑
誌
三
九
巻
一
号
（
一
九
九
九
）
＝
ハ
一
頁
は
、
　
「
厳
罰
化
論
か
ら
く
る
改
正
提
案
と
、

　
　
『
非
行
事
実
認
定
の
適
正
化
』
の
少
年
法
改
正
と
は
、
社
会
防
衛
を
意
味
す
る
司
法
機
能
と
い
う
点
に
お
い
て
結
節
す
る
。
前
者
は
、
社
会
防
衛
機

　
　
能
の
強
調
が
実
体
面
で
現
れ
た
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
、
そ
の
手
続
面
で
の
現
れ
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）
特
に
、
葉
梨
康
弘
『
少
年
非
行
に
つ
い
て
考
え
る
』
立
花
書
房
（
一
九
九
九
）
を
参
照
。

（
5
）
　
刑
事
処
分
適
用
年
齢
を
引
き
下
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
議
員
立
法
の
動
き
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
は
、
二
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
○
年
五
月
二
一
二
日
に
「
少
年
非
行
対
策
に
関
す
る
件
」
と
し
て
決
議
を
行
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
　
「
少
年
に
よ
る
凶
悪
重
大
事
件
が
後
を
断
た
ず
、

　
　
そ
の
内
容
も
深
刻
化
し
て
い
る
憂
慮
す
べ
き
状
況
に
あ
っ
て
、
次
代
を
担
う
少
年
の
責
任
感
と
自
立
心
が
醸
成
さ
れ
、
そ
の
健
全
育
成
が
図
ら
れ
る

　
　
と
と
も
に
、
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
を
創
り
出
す
こ
と
が
、
喫
緊
の
国
民
的
課
題
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
　
「
教
育
、

　
　
児
童
福
祉
、
精
神
的
医
療
・
ケ
ア
な
ど
各
般
に
亘
る
課
題
に
つ
い
て
、
少
年
の
非
行
防
止
に
向
け
た
総
合
的
施
策
を
策
定
し
、
こ
れ
を
国
や
自
治
体

　
　
は
も
と
よ
り
、
学
校
・
地
域
・
家
庭
な
ど
国
民
一
体
と
な
っ
て
推
進
す
べ
き
」
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
現
行
少
年
法
に
つ
い
て
も
、
①
「
少
年
の
健
全

　
　
育
成
と
い
う
少
年
法
の
根
本
理
念
は
維
持
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
行
審
判
の
在
り
方
を
改
め
、
併
せ
て
少
年
の
自
覚
と
反
省
を
促
す
に
足
り
る
も
の

　
　
と
す
る
こ
と
」
、
②
「
現
在
付
託
さ
れ
て
い
る
少
年
法
改
正
な
ど
に
よ
り
、
実
体
的
真
実
を
解
明
し
、
事
実
認
定
を
適
正
に
行
い
、
少
年
に
正
確
な
事

　
　
実
認
定
を
与
え
て
自
覚
と
自
省
を
促
す
と
と
も
に
、
被
害
者
の
立
場
を
尊
重
す
る
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
」
、
③
「
少
年
の
規
範
意
識
を
醸
成
し
、
自

　
　
己
の
責
任
を
正
し
く
理
解
さ
せ
、
そ
の
健
全
育
成
を
図
る
見
地
か
ら
、
年
齢
問
題
を
含
め
少
年
の
処
遇
体
系
全
体
を
早
急
に
検
討
す
る
こ
と
」
、
と
い

　
　
つ
た
点
に
つ
い
て
早
急
に
抜
本
的
検
討
を
加
え
、
所
要
の
立
法
的
措
置
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
6
）
　
そ
の
他
、
刑
法
上
の
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
や
、
犯
罪
時
一
八
歳
未
満
の
少
年
に
は
死
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
に
終
身
刑
を
導
入

　
　
す
る
こ
と
も
「
少
年
法
の
見
直
し
方
針
」
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
刑
法
の
基
本
枠
組
み
に
も
関
連
す
る
こ

　
　
と
を
理
由
と
し
て
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
国
際
条
約
に
よ
り
一
八
歳
未
満
の
者
に
対
し
て
は
死
刑
お
よ
び
釈
放
の
可
能
性
が
な
い
終
身
刑
を
科
す
こ

　
　
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
こ
乏
、
終
身
刑
の
問
題
が
刑
事
司
法
全
般
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
法
務
省
が
今
後
検
討
を
行
う

　
　
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
付
言
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
八
年
の
「
少
年
法
改
正
に
関
す
る
小
委
員
会
報
告
書
」
が
具
体
的
な
「
改
正
」
の
方
向
と
し
て
示

　
　
し
て
い
る
事
柄
は
、
　
「
少
年
の
年
齢
の
引
き
下
げ
」
、
「
被
害
者
等
に
対
す
る
審
判
の
情
報
公
開
と
被
害
者
へ
の
配
慮
」
、
「
親
（
保
護
者
）
の
責
任
の
明

　
　
確
化
」
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
の
「
少
年
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
さ
ら
に
「
少
年
に
対
す
る
刑
事
処
分
の
在
り
方
」
を
加
え
て
い
る
。
ま

　
　
た
「
少
年
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
は
、
　
「
罪
を
犯
せ
ば
罰
せ
ら
れ
る
と
の
法
規
範
を
明
示
し
、
犯
罪
を
抑
止
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
「
少
年
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法
の
理
念
｣
に
つ
い
て
も
さ
ら
に
踏
み
込
ん
だ
表
現
を
と
っ
て
い
る
｡
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
法
務
部
会
少
年
法
に
関
す
る
小
委
員
会

｢少
年
法

改
正
に
関
す
る
小
委
員
会
報
告
書
｣
は
日
本
弁
護
士
連
合
会
帝

『追
い
つ
め
ら
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
現
代
人
支
社
二

九
九
九
)
二
〇
五
頁
以
下
に
も

収
録
さ
れ
て
い
る
｡
自
由
民
主
党
政
務
調
査
会
法
務
部
会
少
年
法
に
関
す
る
小
委
貞
会

｢少
年
法
の
在
り
方
に
つ
い
て
｣
に
関
し
て
は
､
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト

･
ホ
ー
ム

･
ペ
ー
ジ
上
の
情
報
(http
://w
w
w
.jim
in
10r.jp
Jjim
in
Jsa
ish
in2000[se
i
saku･020.htm
t)を
参
照
し
た
｡

(7
)

少
年
非
行

｢探
剥
化
｣
と
い
う
厳
罰
化
要
求
の
論
拠
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
も
の
と
し
て
､
朴
元
空

｢最
近
の
少
年
事
件
論
議
を
巡
る
ウ
ソ
･
ホ

ン
ト
｣
九
州
国
際
大
学
法
学
論
集
六
巻

一
=
二
号
(
一
九
九
九
)
二
七
頁
以
下
､
石
塚
伸

一
｢少
年
非
行

『深
刻
化
』
の
神
話
｣
龍
谷
法
学
三
二
巷
四

号
(二
〇
〇
〇
〓

〇
四
〇
頁
以
下
､
同

｢少
年
法

一
部
改
正
法
律
案
の
刑
事
立
法
政
策
学
的

一
考
察
｣
犯
罪
と
刑
罰

一
四
号
(二
〇
〇
〇
)九
頁
以
下
'

葛
野
尋
之

｢厳
罰
指
向
の
少
年
法
改
正
案

･
批
判
｣
犯
罪
と
刑
罰

山
四
号
(二
〇
〇
〇
)
五
三
頁
以
下
を
参
照
｡
す
で
に
'
自
民
党
政
務
調
査
会
法
務

部
会
少
年
法
に
関
す
る
小
委
員
会
に
よ
る
少
年
法
を
め
ぐ
る
厳
罰
化
要
求
が
動
き
を
見
せ
始
め
た

一
九
九
七
年
秋
の
段
階
に
お
い
て
､
そ
の
前
連
を

問
う
た
も
の
と
し
て
､
特
に
津
田
玄
児

｢少
年
法

F改
正
｣
論
の
前
提
を
問
う
｣
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
1
四
号
(
1
九
九
七
)
八
頁
以
下
を
参
照
o

(8
)

少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
に
関
し
て
は
､

｢市
民
的
｣
治
安
主
義
の
展
開
と
い
う
観
点
か
ら
'
少
年
警
察
活
動
と
の
関
係
か
ら
の
分
析
を

行
い
､
さ
ら
に
は
よ
-
広
-
'
憲
法
､
刑
事
訴
訟
法
､
教
育
基
本
法
な
ど
の
基
本
的
な
法
律
の

｢改
正
｣
を
め
ぐ
る
動
向
か
ら
も
分
析
を
行
う
必
要

が
あ
る
が
'
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
｡
近
時
の
少
年
警
察
活
動
に
関
し
て
は
､
佐
々
木
光
明

｢少
年
警
察
活
動
の
展

開
と
そ
の
射
程
-

『地
域
創
造
』
に
よ
る
市
民
的
治
安
主
義
｣
新
倉
修

･
横
山
実
編

『揮
登
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

少
年
法
の
展
望
』
現

代
人
文
社
(二
〇
〇
〇
二

四
五
頁
以
下
を
特
に
参
照
｡

｢市
民
的
｣
治
安
主
義
に
関
し
て
は
､
内
田
博
文

『刑
法
学
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
意
義
と

方
法
』
九
州
大
学
出
版
会
二

九
九
七
)'同
｢『市
民
的
治
安
主
義
』
の
拡
大
｣
法
の
科
学
二
九
号
(二
〇
〇
〇
)九
五
頁
以
下
を
特
に
参
照
｡

(9
)

近
時
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
い
て
見
ら
れ
る
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
'
ギ
ユ
ン
タ
-
･
カ
イ
ザ
ー
､
比
嘉
康
光
訳

｢少
年
犯
罪
の
新
し
い
動
向
と
少
年
刑
事
司
法
の
今
日
的
課
題
｣
法
学
志
林
九
六
巷
三
-
四
号
(
一
九
九
九
二

頁
以
下
が
あ
る
｡
ド
イ
ツ
少
年
司
法

制
度
の
概
要
を
も
含
め
て
､
近
時
の
犯
罪
動
向
､
実
務
運
用
状
況
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
､
長
島
裕

･
橋
本
三
保
子

｢ド
イ
ツ
少
年
司
法
制
度
及

び
少
年
非
行
の
現
状
｣
法
務
撒
合
研
究
所

『法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
報
告
5
1

諸
外
国
に
お
け
る
少
年
非
行
の
動
向
と
少
年
法
制
に
関
す
る
研

究
-

』
二

九
九
九
二

〇
T
頁
以
下
を
参
照
｡

(
1
)

H

orst
V
iehm
an
n,
K
rim
inal
Po
titisches
B

ew
uLStsein
im
W

ande
11
25
Ja
hre
Jugendstrafrechtspflege.
Z
en
tral
btatt
fu
r

Jugendrech
t

J
g
,8
3

H
t,9

)
9
9
6

S
.8
2
,
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（
1
1
）
　
平
場
安
治
『
少
年
法
（
新
版
）
』
有
斐
閣
（
一
九
八
七
）
一
七
頁
以
下
を
特
に
参
照
。

（
1
2
）
　
「
大
陸
型
」
に
属
す
る
ド
イ
ツ
少
年
司
法
は
、
一
般
に
「
少
年
刑
法
」
と
称
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
　
「
英
米
型
」
と
は

　
　
対
照
的
に
、
誕
生
時
に
は
刑
事
特
別
法
的
色
彩
を
強
く
も
っ
た
制
度
か
ら
出
発
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
と
は
異
な
り
、
憲

　
　
法
規
範
上
社
会
国
家
原
則
が
妥
当
し
て
お
り
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
を
批
准
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
を
対
象
と
し
て
分
析
を
行

　
　
っ
て
お
く
必
要
性
は
高
い
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
に
、
少
年
司
法
制
度
一
般
が
一
九
世
紀
末
の
社
会
国
家
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て

　
　
出
現
し
た
と
い
う
歴
史
を
顧
み
る
場
合
、
憲
法
規
範
上
社
会
国
家
原
則
が
妥
当
し
て
い
る
か
否
か
は
、
実
際
の
政
策
主
張
の
あ
り
方
に
お
い
て
も
極

　
　
め
て
本
質
的
な
事
柄
に
属
す
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
未
批
准
国
が
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
ソ
マ
リ
ア
の
み
と
な

　
　
っ
て
い
る
現
在
、
特
に
「
大
陸
型
」
ド
イ
ツ
に
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
分
析
が
重

　
　
要
性
を
高
め
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
3
）
　
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
改
革
の
内
容
と
、
そ
れ
の
一
九
六
〇
年
代
半
ば
か
ら
の
流
れ
の
中
で
の
位
置
、
、
つ
け
に
関
し
て
は
、

　
　
武
内
謙
治
「
少
年
手
続
に
お
け
る
『
教
育
思
想
』
と
『
法
治
国
家
原
則
』
ー
ド
イ
ツ
少
年
刑
法
に
お
け
る
『
内
的
改
革
』
の
展
開
一
」
九
大
法

　
　
学
七
六
号
（
一
九
九
八
）
四
五
頁
以
下
を
参
照
。

一
　
少
年
刑
法
改
革
の
基
本
線
i
自
由
剥
奪
の
「
害
悪
性
」
と
そ
の
回
避
一

1

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」

　
1
　
本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
論
を
め
ぐ
る
議
論
の
位
置
づ
け
を
行
う
前
提
と
し
て
、
一
九

七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
動
向
に
つ
い
て
要
諦
と
な
る
と
こ
ろ
を
確
認
す
る
。
一
九
七
〇
年
代
終

わ
り
か
ら
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け
て
の
一
連
の
少
年
司
法
改
革
が
ど
の
よ
う
な
方
向
性
を
も
っ
て
い
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
少

年
犯
罪
像
、
犯
罪
学
的
知
見
が
そ
の
動
向
を
支
え
て
い
た
の
か
を
見
た
の
ち
に
、
そ
の
動
向
の
核
心
的
な
意
義
を
把
握
す
る
こ
と
に
す



少年犯罪の社会構造性と少年への援助11

る
。

　
ド
イ
ツ
少
年
司
法
は
、
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
（
旨
。
q
・
巳
。
・
密
常
。
ゴ
霞
Φ
8
§
α
ξ
9
α
δ

零
邑
。
・
）
」
、
「
少
年
刑
法
の
内
的
改
革
（
冒
器
お
寄
8
暮
α
。
ω
冒
。
q
Φ
巳
。
・
q
鉢
。
9
畠
）
」
、
「
下
か
ら
の
少
年
刑
法
改
革
（
冒
σ
。
⑦
巳
。
・
富
⇒
8
募
お
8
目
旨

く
8
き
喜
）
」
を
経
験
し
た
。
こ
う
し
た
動
き
が
展
開
を
見
せ
た
背
景
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
六
〇
年

代
半
ば
か
ら
見
ら
れ
た
、
少
年
刑
法
と
少
年
福
祉
法
と
の
統
合
、
一
本
化
を
図
る
い
わ
ゆ
る
「
少
年
葛
藤
法
（
ピ
o
q
①
昌
爵
。
邑
蒙
§
ε
」

構
想
、
　
「
拡
大
さ
れ
た
少
年
援
助
法
（
①
貯
。
ヨ
。
冨
8
。
・
冒
σ
。
Φ
巳
げ
幕
§
巳
」
構
想
が
、
福
祉
実
務
側
か
ら
の
抵
抗
、
オ
イ
ル
・
シ
ョ
ッ
ク

に
端
を
発
す
る
困
窮
し
た
財
政
的
事
情
を
原
因
と
し
て
挫
折
に
至
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
後
の
立
法
的
閉
塞
状
況
、
で
あ
る
。

　
法
的
制
度
枠
組
み
と
し
て
一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
基
本
構
造
に
手
を
つ
け
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
、
少
年
司
法
実
務
家
を
改

革
の
担
い
手
と
し
た
こ
の
動
向
の
特
徴
は
、
大
き
く
は
次
の
よ
う
な
事
柄
に
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
手
続
打
切
り
に
よ
る
非
定
式
的

処
理
の
増
大
（
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
活
用
）
、
②
作
業
指
示
や
援
護
指
示
、
社
会
訓
練
コ
ー
ス
、
損
害
回
復
、
行
為
者
－
被
害
者
－
和
解

な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
社
会
内
処
分
（
器
器
馨
σ
爵
。
8
さ
穿
魯
ヨ
。
昌
）
」
の
テ
ス
ト
と
制
度
化
、
③
施
設
内
処
分
の
減
退
と
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ

内
処
分
の
増
大
、
④
未
決
勾
留
の
減
少
、
と
い
っ
た
傾
向
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
八
○
年
に
全
潰
制
裁
者
中
四
四
％
で
あ
っ
た
少
年

裁
判
所
法
第
四
五
条
お
よ
び
第
四
七
条
に
よ
る
手
続
打
切
り
の
割
合
は
、
一
九
八
五
年
に
は
五
〇
％
、
一
九
九
〇
年
に
は
六
一
％
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

九
九
五
年
に
は
六
七
％
に
ま
で
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
八
○
年
に
六
一
四
七
人
（
被
有
罪
言
渡
し
者
霧
中
の
四
・
七
％
）
で
あ
っ
た

未
決
勾
留
の
被
管
渡
し
者
数
は
、
一
九
八
九
年
に
は
三
七
九
七
人
（
被
有
罪
言
渡
し
者
土
中
の
四
・
五
％
）
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
線
は
、
自
由
剥
奪
処
分

を
回
避
し
、
少
年
「
刑
法
」
の
色
彩
を
弱
め
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

　
2
　
こ
う
し
た
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
は
、
立
法
と
し
て
結
実
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
九
九
〇
年
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
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改
正
法
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
成
果
を
汲
み
上
げ
る
形
で
、
以
下
の
諸
点
に
つ
い
て
具
体
的
な
改
正
を
図
っ
た
。
す

な
わ
ち
、
①
「
新
し
い
社
会
内
処
分
」
を
「
指
示
」
へ
採
り
入
れ
る
こ
と
（
第
一
〇
条
）
、
②
不
定
期
の
少
年
刑
の
廃
止
、
③
保
護
観
察

の
た
め
の
刑
の
延
期
の
拡
充
（
第
一
＝
条
）
、
④
少
年
拘
禁
の
縮
小
（
第
一
六
条
）
、
⑤
手
続
打
切
り
の
可
能
性
の
改
善
（
第
四
五
条
、
第
四
七
条
）
、

⑥
少
年
審
判
補
助
の
機
能
の
改
善
（
第
三
八
条
）
、
⑦
教
育
ホ
ー
ム
へ
の
一
時
収
容
の
改
善
（
第
七
二
条
）
、
⑧
未
決
勾
留
の
制
限
（
第
七
二
条
）
、

⑨
未
決
勾
留
執
行
に
際
す
る
少
年
へ
の
必
要
的
弁
護
人
の
選
任
（
第
六
八
条
）
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
改
正
法
は
、

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
線
上
で
こ
う
し
た
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
基
調
と
し
た
改
革
を
行
っ
た
が
、
未
決
勾
留
に

つ
い
て
比
較
的
大
き
な
改
革
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
未
決
勾
留
の
比
例
性
を
吟
味
す
べ
き
こ

と
が
明
文
化
さ
れ
、
そ
の
際
に
少
年
に
と
っ
て
執
行
が
も
つ
特
別
な
負
担
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

つ
い
て
は
逃
亡
の
お
そ
れ
を
理
由
と
し
た
勾
留
が
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
改
正
法
に
対
し
て
、
全
面
的
に
積
極
的
な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
が
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
「
中
間
決
済
」
に
と
ど
ま
り
、
目
新
し
さ
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

徹
底
な
改
革
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
強
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。
特
に
、
縮
小
が
図
ら
れ
た
と
は
い
え
、
少
年
拘
禁
が
制

度
的
に
保
持
さ
れ
た
こ
と
、
歴
史
的
に
は
ナ
チ
ス
期
の
遺
産
で
あ
る
と
い
え
る
「
有
害
な
性
向
（
。
・
。
苺
自
。
冨
Z
¢
お
き
c
q
）
」
と
い
う
少
年
刑

の
賦
課
要
件
が
削
除
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
対
す
る
全
面
的
な
未
決
勾
留
の
禁
止
が
避
け
ら
れ
た
こ
と

な
ど
に
対
し
て
は
、
強
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

　
3
　
た
だ
、
そ
う
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
改
正
法
の
起
草
作
業
の
初
期
段
階
か
ら
す
で
に
予
定
さ
れ
て
い
た
、

少
年
裁
判
所
法
「
第
二
次
改
正
法
」
に
寄
せ
ら
れ
る
期
待
に
は
、
大
き
い
も
の
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
改
正
法

案
の
議
決
と
同
時
に
、
連
邦
議
会
は
、
連
邦
政
府
に
対
し
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
一
日
ま
で
に
第
二
次
改
正
法
案
を
提
出
す
る
よ
う
勧
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ま

配
し
て
い
た
が
、
そ
の
第
二
次
改
正
法
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
事
項
は
、
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な

わ
ち
、
①
青
年
の
刑
法
的
処
置
、
②
教
育
処
分
と
懲
戒
処
分
と
の
関
係
、
③
少
年
刑
の
賦
課
に
関
す
る
要
件
、
④
少
年
刑
事
手
続
に
お

け
る
弁
護
人
の
協
力
、
⑤
少
年
へ
の
過
剰
な
援
護
の
危
険
性
（
教
育
思
想
／
比
例
性
の
原
則
）
、
⑥
少
年
司
法
の
制
裁
実
務
に
お
け
る
刑
罰

評
価
思
想
と
そ
の
上
昇
傾
向
、
⑦
少
年
刑
事
手
続
に
お
け
る
少
年
審
判
補
助
の
地
位
と
任
務
、
⑧
捜
査
手
続
と
上
訴
手
続
、
⑨
少
年
刑

法
の
特
殊
性
に
関
す
る
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
人
の
専
門
教
育
と
職
業
教
育
、
⑩
少
年
係
裁
判
官
が
制
裁
を
命
じ
、
制
裁
が
執
行
さ

れ
る
場
合
に
、
少
女
・
女
性
の
利
害
関
係
を
必
要
的
に
強
く
考
慮
す
る
こ
と
、
⑪
行
為
者
－
被
害
者
－
和
解
の
価
値
の
引
き
上
げ
、
で

あ
る
。
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
歴
史
的
課
題
で
も
あ
る
青
年
の
取
り
扱
い
な
ど
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
第
二
次
改
正
法

の
起
案
に
向
け
て
は
、
法
制
度
的
・
理
論
的
、
そ
し
て
歴
史
的
に
も
、
極
め
て
本
質
的
で
か
つ
重
要
な
も
の
と
な
る
問
題
が
検
討
課
題

と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
有
力
な
提
案
で
あ
る
、
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
・
少
年
審
判
補
助
連
合
（
u
¢
三
。
・
昌
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

＜
①
邑
蓮
華
α
・
律
冒
。
・
①
巳
α
・
。
ユ
。
げ
8
き
α
ピ
。
・
①
巳
σ
・
・
上
馬
。
・
天
稟
9
＜
‘
U
≦
旨
）
の
手
に
よ
る
一
九
九
二
年
の
立
法
提
案
、
労
働
者
福
祉
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
〉
旨
9
⑦
ヨ
。
墨
田
魯
旨
】
W
8
0
0
。
・
＜
①
ぽ
9
巳
。
．
〈
こ
〉
乏
O
）
に
よ
る
一
九
九
三
年
の
立
法
提
案
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
両
提
案
は
、
特
に
従
来
指
導
理
念
と
さ
れ
て
き
た
「
教
育
思
想
」
と
法
治
国
家
的
保
障
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理

解
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
立
場
を
異
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
提
案
は
、
自
由
剥
奪
処
分
を
可
能
な
限
り
回
避
す
る
と
い
う
「
実
務

に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
線
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
特
に
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
対
し
未
決
勾
留

そ
の
も
の
を
禁
止
す
べ
き
こ
と
、
一
六
歳
を
「
処
分
年
齢
」
と
し
て
、
一
六
歳
未
満
の
少
年
に
は
自
由
剥
奪
処
分
を
科
し
え
な
い
よ
う

に
す
る
こ
と
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の
青
年
に
対
し
て
は
原
則
的
に
少
年
裁
判
所
法
を
適
用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
点
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

て
、
両
提
案
は
結
論
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
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2

基
底
と
な
る
犯
罪
学
的
知
見
と
少
年
犯
罪
像

　
1
　
以
上
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
、
一
九
九
〇
年
の
少
年
裁
判
所
法

第
一
次
改
正
法
、
そ
し
て
そ
の
施
行
直
後
に
公
に
さ
れ
た
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
立
法
提
案
と
い
っ
た
各
々
の
動
き
は
、
自
由
剥
奪

処
分
の
回
避
と
い
う
基
本
線
上
で
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
基
本
的
動
向
の
基
底
と
な
る
犯
罪
学
的
知
見
、
・
あ

る
い
は
少
年
犯
罪
像
は
ど
の
よ
う
な
も
，
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
2
　
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
一
連
の
基
本
動
向
を
支
え
た
の
は
、
経
験
的
手
法
を
用
い
た
犯
罪
学
的
実
証
研
究
か
ら
導
か
れ

た
、
大
き
く
は
二
つ
の
知
見
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
ひ
と
つ
は
、
少
年
犯
罪
像
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
少
年
犯
罪
の
通
常
性
・
遍

在
性
・
軽
微
性
・
一
過
性
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
性
・
自
然
消
滅
性
と
い
う
知
見
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
制
裁
効
果
に
か
か
わ
る
も
の
で

あ
り
、
刑
法
的
介
入
、
特
に
自
由
剥
奪
に
よ
る
介
入
の
「
害
悪
性
」
と
い
う
知
見
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
害
悪
性
」
に
は
二
つ
の
側
面

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
第
一
の
側
面
は
、
少
年
犯
罪
へ
の
刑
法
的
介
入
、
特
に
自
由
剥
奪
処
分
は
、
少
年
が
再
び
犯
罪
に
及
ぶ
可
能
性

を
高
め
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
側
面
は
、
特
に
自
由
剥
奪
処
分
は
、
少
年
自
身
や
少
年
の
そ
の
後
の
生
活
に
悪
影
響
を
与

え
る
、
あ
る
い
は
少
年
犯
罪
の
背
景
に
あ
る
社
会
矛
盾
を
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
経
験
的
手
法
を
用
い
た
犯
罪
学
的
研
究
に
よ
り
明
ら
か
と
さ
れ
、
あ
る
い
は
実
務
上
の
経
験
か
ら
，
獲
得
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
知
見
は
、

と
も
に
密
接
な
か
か
わ
り
合
い
を
も
つ
形
で
、
特
に
一
九
八
○
年
代
、
い
わ
ゆ
る
「
頻
回
行
為
（
ζ
9
欝
9
鎚
隷
日
o
q
冨
詳
）
」
、
「
頻
回
行
為

者
（
ヨ
9
§
魯
き
嘗
良
σ
・
巽
凄
8
円
）
」
が
問
題
と
な
る
中
で
、
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
「
頻
回
行
為
」
へ
の
新
た
な

対
応
と
「
頻
回
行
為
者
像
」
の
捉
え
直
し
と
を
促
し
た
、
少
年
犯
罪
の
通
常
性
・
遍
在
性
・
軽
微
性
・
一
過
性
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
性
・
自

然
消
滅
性
と
い
う
新
た
な
少
年
犯
罪
像
と
、
自
由
剥
奪
処
分
の
「
害
悪
性
」
と
い
う
知
見
は
、
と
も
に
、
刑
事
政
策
的
主
張
と
し
て
自
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由
剥
奪
処
分
に
対
す
る
社
会
内
処
分
の
優
越
性
を
帰
結
す
る
一
方
で
、
少
年
犯
罪
の
原
因
を
少
年
の
人
格
的
な
問
題
性
や
「
教
育
の
欠

如
」
と
い
っ
た
個
人
的
な
事
情
に
還
元
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、
そ
れ
を
理
由
と
し
た
刑
事
司
法
的
な
介
入
を
拒
否
す
る
契
機
を
含
ん
で

い
た
。
ま
さ
に
、
犯
罪
に
か
か
わ
る
問
題
を
個
人
的
資
質
に
還
元
し
尽
く
す
こ
と
な
く
、
社
会
環
境
的
な
問
題
、
社
会
構
造
的
な
問
題

へ
と
目
を
向
け
さ
せ
る
契
機
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
、
こ
の
二
つ
の
知
見
の
意
義
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
3
　
こ
の
点
で
重
要
な
の
が
、
　
「
頻
回
行
為
」
、
「
頻
回
行
為
者
」
へ
の
対
応
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
と
し
た
第
二
一
回
少
年
裁
判
所
会
議

に
お
け
る
第
可
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
壁
皿
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
第
皿
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
々
の
ワ
ー
ク
シ
ョ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ッ
プ
は
、
　
「
頻
回
行
為
者
」
へ
の
あ
る
べ
き
対
応
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
司
法
的
介
入
に
よ
っ
て
、
犯

罪
行
為
の
単
な
る
反
復
行
為
を
少
年
刑
の
要
件
で
あ
る
「
有
害
な
性
向
」
と
同
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
反
復
行
為
者
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
少
年
や
青
年
は
再
三
少
年
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
行
刑
に
馴
染
む
も
の
で
は

な
い
。
こ
こ
で
は
少
年
援
助
が
要
請
さ
れ
る
（
第
靱
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
。
未
決
勾
留
、
少
年
拘
禁
、
少
年
行
刑
を
徹
底
的
に
回
避
す
る
こ

と
は
、
特
に
頻
回
非
行
の
若
年
者
に
妥
当
す
る
。
い
わ
ゆ
る
頻
回
行
為
者
も
犯
罪
者
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
「
特
に
困
難
な
生
活
状
況

に
あ
る
少
年
」
と
し
て
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
ら
が
行
な
う
部
分
的
に
激
し
い
侵
害
は
、
彼
ら
が
被
っ
て
い
る
構
造
的

な
冷
遇
の
反
映
と
し
て
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
除
去
す
る
こ
と
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
。
憲
法
（
ド
イ
ツ
基
本
法
）

二
〇
条
は
、
社
会
国
家
原
則
に
従
い
、
社
会
的
統
合
に
と
っ
て
の
構
造
的
な
阻
害
要
因
を
攻
撃
的
か
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
埋
め
合
わ
せ

る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
頻
回
非
行
の
若
年
者
の
構
造
的
冷
遇
と
社
会
的
な
問
題
性
を
除
去
す
る
た
め
に
は
、
多
様

な
処
分
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
皿
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
。
犯
罪
「
キ
ャ
リ
ア
」
の
原
因
と
成
り
行
き
に
関
す
る
犯
罪
学
的
知

見
は
、
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
処
分
を
強
い
、
し
か
も
頻
回
行
為
者
の
場
合
に
、
ま
さ
に
こ
れ
を
強
い
る
。
絶
え
ず
峻
厳
な
制
裁
に
至

る
頻
回
行
為
に
対
す
る
司
法
的
対
応
の
エ
ス
カ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
困
惑
、
少
年
非
行
の
原
因
と
成
り
行
き
に
関
す
る
知
識
が
欠
落
し
て
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い
る
こ
と
、
そ
し
て
特
に
教
育
手
段
と
し
て
の
少
年
刑
の
適
性
に
関
す
る
誤
っ
た
考
え
の
表
現
で
あ
る
（
第
皿
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
）
。

　
社
会
構
造
的
な
問
題
や
社
会
国
家
的
義
務
と
の
関
連
で
「
頻
回
行
為
者
」
、
「
頻
回
行
為
」
の
問
題
を
把
握
し
、
ま
さ
に
「
頻
回
行
為

者
」
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
少
年
司
法
の
あ
り
方
を
模
索
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
少
年
犯

罪
に
対
し
皮
相
的
な
刑
法
的
評
価
の
み
を
行
う
こ
と
が
帰
結
す
る
矛
盾
を
教
え
る
点
で
も
重
要
で
あ
る
。
頻
回
行
為
が
社
会
構
造
的
な

問
題
性
を
も
ち
、
　
「
頻
回
行
為
者
」
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
に
困
難
な
状
況
が
本
来
的
に
は
社
会
国
家
義
務
と
い
う
憲
法
上
の
義
務

に
よ
り
除
去
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
国
家
が
、
形
式
的
な
刑
法
的
評
価
の
み
か
ら
皮

質
的
に
「
頻
回
行
為
」
と
し
て
評
価
を
下
し
、
そ
れ
を
刑
法
的
に
処
断
す
る
こ
と
自
体
が
、
ま
ず
も
っ
て
矛
盾
を
帰
結
す
る
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
現
実
的
に
も
、
そ
れ
に
対
し
刑
法
的
介
入
を
行
う
こ
と
は
無
益
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
有
害
な
の
で
あ
り
、

行
為
者
の
疎
外
状
態
を
増
幅
し
、
社
会
的
統
合
を
ま
す
ま
す
困
難
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
自
由
剥
奪
に
よ
り
終
わ
る
こ
と

の
な
い
悪
循
環
が
帰
結
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
い
さ
ら
に
社
会
国
家
的
な
義
務
は
増
幅
の
一
途
を
た
ど
る
の
で
あ
る
。
求
め
ら
れ

る
の
は
、
犯
罪
キ
ャ
リ
ア
の
蓄
積
と
社
会
的
非
統
合
状
態
の
増
幅
と
い
う
悪
循
環
を
帰
結
す
る
刑
法
的
介
入
で
は
な
く
、
自
由
剥
奪
処

分
を
回
避
し
た
上
で
の
援
助
的
措
置
な
の
で
あ
り
、
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
自
由
剥
奪
に
よ
り
増
幅
す
る
そ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る

た
め
に
、
ま
さ
に
頻
回
行
為
者
に
対
し
て
こ
そ
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
「
有
害
な
性
向
」
と
い
う
少
年
刑
の
賦

課
要
件
を
削
除
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
学
理
的
な
主
張
や
立
法
提
案
が
、
こ
う
し
た
社
会
的
な
疎
外
や
統
合
と
い
う
問
題
を
視
野
に
入

れ
て
い
る
こ
と
は
、
極
め
て
重
要
な
事
柄
に
属
す
る
。

　
加
え
て
、
こ
う
し
た
主
張
が
純
理
論
的
に
唱
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
現
実
的
な
実
務
認
識
か
ら
理
論
化
さ
れ
た
側
面
を

も
ち
、
あ
る
い
は
地
域
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
、
そ
の
意
味
で
極
め
て
実
践
的
な
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
九
九
〇
年
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
頻
回
行
為
者
を
対
象
と
し
た
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
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ヨ
ン
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
頻
回
行
為
者
で
あ
る
少
年
や
青
年
と
、
通
例

ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
適
す
る
と
い
わ
れ
る
少
年
に
特
有
の
軽
微
犯
罪
に
及
ん
だ
者
と
は
、
犯
罪
に
及
ぶ
頻
度
や
犯
罪
の
重
さ
と
い
う

刑
法
的
な
観
点
に
お
い
て
の
み
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
頻
回
行
為
は
、
し
ば
し
ば
、
激
し
い
社
会
的
・
精
神
的
冷
遇
や
負

因
、
そ
し
て
居
住
状
況
や
学
歴
、
職
業
訓
練
や
薬
物
に
よ
る
負
因
に
ま
で
関
係
す
る
い
わ
ゆ
る
社
会
的
非
統
合
と
同
時
に
現
れ
て
い
る
。

施
設
内
処
分
が
不
適
切
な
ば
か
り
で
な
く
非
生
産
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
頻
回
行
為
者
こ
そ
が
、
社
会
内
処
分
に
ふ

さ
わ
し
い
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
な
頻
回
行
為
者
や
社
会
的
に
空
耳
の
大
き
な
者
を
対
象
と
し
、
司
法
と
少
年
援
助
と
の
連
携
を

中
心
に
据
え
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
そ
れ
を
支
え
た
犯
罪
学
的
知
見
か
ら
の
ひ
と
つ
の
実
践
的
な
帰

結
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
4
　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
基
本
線
と
す
る
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
に
か
け

て
の
改
革
動
向
は
、
新
し
い
少
年
犯
罪
像
と
制
裁
効
果
に
関
す
る
犯
罪
学
的
知
見
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避

が
基
調
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
動
向
は
、
自
由
剥
奪
処
分
の
特
別
予
防
効
果
に
対
す
る
過
大
評
価
の
否
定
と
並

ん
で
、
自
由
剥
奪
処
分
の
一
般
予
防
効
果
へ
の
信
奉
や
「
刑
罰
に
よ
る
教
育
」
の
切
り
崩
し
、
そ
の
意
味
で
の
「
誤
っ
た
教
育
思
想
」

の
否
定
を
前
提
と
し
て
い
た
。
特
別
予
防
と
い
う
観
点
か
ら
は
援
助
的
な
社
会
内
処
分
の
拡
充
を
、
よ
り
広
い
犯
罪
予
防
と
い
う
観
点

か
ら
は
社
会
政
策
の
充
実
を
求
め
る
、
と
い
う
の
が
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
に
内
在
し
て
い
た
論
理
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
の
核
心
的
な
意
義
は
、
少
年
犯
罪
の
問
題
を
少
年
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
現
実
と
の
か
か
わ
り
で
捉
え
、
社
会
構
造
的
な
問
題
に

目
を
向
け
さ
せ
る
契
機
を
含
ん
で
い
た
こ
と
に
あ
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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さ
れ
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(a)｢処分年齢｣に関する議論については､vgI.DVJJ･UnterkommiSsionN.Entkriminalisierungt992(Ann.19).S.ttff.,AWO1993(Ann.20),S.22.青年に関する議論については､vgt.DVJJ･UnterkommissionN.Rechtsfotgensystemt992(Ann.)9),S.39.,AWO

t993(Ann.20),S.20.

(22)ThesenundBeschltissedesArbeitskreises声ThesenundBeschtdssedesArbeitskreises声ThesenundBeschhssedesArbeitSkreises肖.in:DVJJ(Hrsg.),MehrfachAuffattige-MehrfachBetroffene.ErtebnisweisenundReaktionsfomen.Bonnt990.SS.419,485.700.1九八九年に開催された第二1回ドイツ少年裁判所法会議において行われた議論の紹介については､
比嘉康光｢第二十1回ドイツ少年裁判所法会議について(l)(二)｣立正法学論集二四巻1=二号二九九二八l頁以下､二四

巻三-四号二九九二一〇三頁以下を参照｡

(g3)RegineDrewniak;MehrfachBelastete.DievergesseneZietgruppederambutantenSoNialpadagogischenMassnahmen?DVJJI

JournallJ1997S.43ff.

少
年
刑
法
の

｢逆
改
革
｣
と
厳
罰
化
要
求

-

少
年
刑
法
の

｢逆
改
革
｣

-

｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
の
動
き
と
そ
の
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
ド
イ
ツ
少
年
司
法
は
'

一
九
九
〇
年
少
年
裁
判
所

法
第

1
次
改
正
法
の
施
行
直
後
か
ら
､
い
わ
ゆ
る

｢逆
潮
流
｣
､
｢連
改
革
｣
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
｡
本
章
で
は
､
背
景
を
も
含
め

て
､
こ
う
し
た

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る

｢道
改
革
｣
の
動
き
を
概
観
し
た
上
で
'
具
体
的
な
厳
罰
化
要
求
を
取
-
上
げ
､
そ
こ
に
お

け
る

｢教
育
｣
の
位
置
づ
け
､

｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
と
の
関
係
を
把
撞
す
る
こ
と
に
す
る
｡

先
に
論
じ
た
よ
う
に
､

一
九
九
〇
年
少
年
裁
判
所
法
第

一
次
改
正
法
は
､

一
九
八
〇
年
代
は
じ
め
の
法
案
起
草
作
業
当
初
か
ら

｢第
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二
次
改
正
法
」
に
よ
る
補
完
を
予
定
し
て
お
り
、
本
質
的
な
検
討
課
題
が
予
め
留
保
さ
れ
て
い
た
。
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
九
九

〇
年
代
初
頭
に
は
、
議
会
の
外
に
お
い
て
U
〈
目
提
案
、
〉
≦
O
提
案
と
い
う
、
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
有
力
な
立
法
提
案
が
公
に
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
近
時
、
少
年
裁
判
所
法
「
第
二
次
改
正
法
」
に
つ
い
て
も
消
極
的
な
展
望
が
表
明
さ
れ
る
ま
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ
　

至
っ
て
い
る
。
＝
¢
H
ま
¢
旨
○
。
。
ε
昌
α
o
冨
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
こ
の
よ
う
な
（
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
と
い
う
1
引

用
者
）
考
え
を
今
新
た
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
、
意
味
を
も
た
な
い
と
考
え
る
。
改
革
動
向
を
無
に
帰
す
こ
と
を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。

提
案
は
1
一
度
立
法
に
向
け
て
提
出
さ
れ
、
否
決
さ
れ
て
し
ま
え
ば
一
い
わ
ば
消
耗
し
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
現
在
の
状
況
に

お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
冒
険
は
む
し
ろ
非
生
産
的
に
作
用
し
、
抑
圧
的
な
改
革
を
断
行
さ
せ
て
し
ま
い
、
改
革
運
動
が
非
現
実
的
な

も
の
と
し
て
遠
ざ
け
ら
れ
て
し
ま
う
契
機
と
な
り
う
る
」
。
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
歴
史
的
課
題
で
も
あ
る
青
年
の
取
扱
い
の
問
題
を
も
含

め
て
、
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
が
本
質
的
な
事
項
を
改
革
の
対
象
と
し
て
予
定
し
、
歴
史
的
に
も
重
要
な
も
の
と
な
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
望
ま
し
い
方
向
で
の
改
革
案
が
議
会
に
提
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
現
在
の
情
勢
で
は
抑
圧
的
な
改
革
に
押
し
切
ら
れ
、
あ
る

い
は
抑
圧
的
改
革
の
呼
び
水
と
な
り
、
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
対
し
て
、
強
い
懸
念
が
表
明
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
。
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
見
解
の
中
に
、
　
「
逆
改
革
」
の
流
れ
の
強
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
2
　
「
逆
改
革
」
の
潮
流
は
、
ど
の
よ
う
な
背
景
を
も
ち
、
ど
の
よ
う
な
動
き
か
ら
成
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
九
九
〇
年
代
の
「
逆

改
革
」
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
動
向
か
ら
成
る
と
い
え
る
。
ひ
と
つ
は
未
決
勾
留
の
増
加
、
そ
し
て
そ
れ
に
伴
う
審
判
期
間
の
長
期
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　

で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
の
登
場
で
あ
る
。

　
少
年
刑
法
に
よ
る
被
有
罪
言
渡
し
者
中
の
未
決
勾
留
率
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
八
八
年
の
四
・
○
％
を
境
と
し
て
、
一
九
九
〇
年

に
は
五
・
○
％
、
一
九
九
一
年
に
は
六
・
二
％
、
一
九
九
二
年
に
は
七
・
○
％
、
一
九
九
三
年
に
は
七
・
三
％
、
一
九
九
四
年
夏
は
七
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
％
と
著
し
い
上
昇
を
見
せ
て
い
る
。
一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
未
決
勾
留
の
増
加
原
因
と
し
て
は
、
暴
力
主
義
的
犯
罪
の
多
発
の
ほ
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被有罪言渡し者中の未決勾留率（％）
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か
、
外
国
人
の
若
年
者
に
対
す
る
冷
遇
を
反
映
し
て
い
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
殊
に
未
決
勾
留
の
制
限
は
一
九
九
〇
年
の
少
年
裁

判
所
法
第
一
次
改
正
法
に
よ
る
立
法
的
改
革
の
中
で
も
最
も
肯
定
的
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
未
決
勾
留
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
上
昇
に
対
し
て
は
、
厳
し
い
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

　
他
方
で
、
未
決
勾
留
期
間
が
余
り
に
長
い
こ
と
、
そ
れ
に
伴
い
手
続
に
費
や
さ
れ
る
期
間
が
長
期
化
し
て
い
る
こ
と
も
問
題
と
さ
れ

て
い
る
。
臣
¢
α
9
　
一
）
口
蓋
9
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
少
年
事
件
に
お
け
る
未
決
勾
留
期
間
は
平
均
二
ヵ
月
か
ら
三
ヵ
月
で
あ
り
、
重
大

な
暴
力
犯
罪
や
薬
物
犯
罪
、
財
産
犯
罪
の
場
合
に
は
手
続
期
間
が
長
く
な
っ
て
い
る
。
謀
殺
・
故
殺
の
う
ち
七
八
・
一
％
が
六
カ
月
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

超
え
て
い
る
ば
か
り
か
、
強
盗
の
三
二
・
九
％
、
性
犯
罪
の
四
一
・
二
％
、
薬
物
犯
罪
の
三
二
・
二
％
が
六
カ
月
を
超
え
て
い
る
。
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
の
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る
閏
鎚
爵
匡
9
条
里
。
図
9
も
、
次
の
よ
う
な
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
手
続
に
費
や
さ
れ
る

平
均
的
な
期
間
は
三
ヵ
月
か
ら
六
ヵ
月
と
な
っ
て
い
る
。
被
告
人
が
九
カ
月
か
ら
一
ニ
カ
月
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
待
た
さ
れ
る
こ

と
も
稀
で
は
な
い
。
こ
れ
だ
け
長
い
時
間
が
費
や
さ
れ
る
と
、
意
味
の
あ
る
対
応
を
ほ
と
ん
ど
な
し
え
な
い
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。

若
年
者
の
生
活
状
況
は
、
す
ぐ
に
変
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、
と
。
未
決
勾
留
の
割
合
の
増
加
傾
向
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
長
期
化
と

そ
れ
に
伴
う
手
続
期
間
の
長
期
化
も
好
ま
し
か
ら
ぬ
「
逆
改
革
」
の
ひ
と
つ
の
流
れ
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
自
体
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
れ
わ
れ
に
も
少
な
か
ら
ぬ
示
唆
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
3
　
　
「
逆
改
革
」
の
流
れ
を
つ
く
る
も
う
ひ
と
つ
の
一
そ
し
て
最
大
の
　
　
動
き
は
、
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
の

登
場
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
は
ま
ず
極
右
少
年
に
よ
る
暴
力
主
義
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
と
い
う
観
点
か
ら
の
厳

罰
化
要
求
の
動
き
が
、
次
い
で
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
な
る
と
警
察
統
計
上
観
察
さ
れ
う
る
少
年
犯
罪
の
低
年
齢
化
・
凶
悪
化
、
特
に

一
四
歳
未
満
の
児
童
（
屋
巳
亀
に
よ
る
触
法
行
為
の
増
加
を
理
由
と
し
た
厳
罰
化
の
動
き
が
、
政
治
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
も
浮
上
し
て

く
る
の
で
あ
る
。
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犯罪被疑者数（人）
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1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

一・汕齊剴ｶ 66309 58811 55513 54790 51817 56095 62500 65205 69034 68906 76159 87624 97093

一一｡一一少年 157360 147137 137042 127706 120968 124618 141244 139709 151103 154976 165171 185708 202995
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＊BT－Drs．1318284　S．4ff．に示された数値により作成。
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第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
い
て
連
邦
政
府
が
提
示
し
た
数
値
に
よ
れ
ば
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の
青
年
や
二
五
歳
未
満

の
若
年
成
人
の
犯
罪
被
疑
者
数
が
比
較
的
緩
や
か
な
増
減
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
一
四
歳
未
満
の
児
童
や
一
四
歳
以
上
一
八
歳

未
満
の
少
年
の
被
疑
者
数
は
、
一
九
八
八
年
を
境
に
、
急
激
な
増
加
傾
向
を
見
せ
て
い
る
。
児
童
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
八
八
年
に

五
一
八
一
七
人
だ
っ
た
も
の
が
、
一
九
九
三
年
に
は
六
八
九
〇
六
人
、
一
九
九
四
年
に
は
七
六
一
五
九
人
、
一
九
九
五
年
に
は
入
七
六

二
四
人
、
一
九
九
六
年
に
は
九
七
〇
九
三
人
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
少
年
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
九
入
八
年
に
一
二
〇
九
六
八
人
だ
っ

た
も
の
が
、
一
九
九
〇
年
に
は
一
四
一
二
四
四
人
、
一
九
九
二
年
に
は
一
五
一
一
〇
三
人
、
一
九
九
四
年
に
は
一
六
五
一
七
一
人
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
九
五
年
に
は
一
八
五
七
〇
八
人
、
そ
し
て
一
九
九
六
年
に
は
二
〇
二
九
九
五
人
へ
と
急
激
な
増
加
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、
旧
西
側

の
暴
力
犯
罪
に
つ
い
て
見
て
み
れ
ば
、
児
童
に
関
し
て
は
、
一
九
九
一
年
に
二
五
七
一
人
で
あ
っ
た
の
が
、
一
九
九
三
年
に
三
四
八
四

人
、
一
九
九
五
年
に
は
四
八
五
八
人
、
一
九
九
六
年
に
は
五
六
二
六
人
へ
と
増
加
、
少
年
に
関
し
て
い
え
ば
、
一
九
九
一
年
に
一
四
一

九
九
人
だ
っ
た
も
の
が
、
一
九
九
三
年
半
一
五
八
六
九
人
へ
、
一
九
九
五
年
に
は
二
〇
五
六
七
人
、
一
九
九
六
年
に
は
二
四
四
三
五
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ
と
増
加
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
警
察
統
計
上
の
数
値
の
変
動
に
基
づ
き
、
少
年
裁
判
所
法
の
改
革
策
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
①
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
歴

史
的
課
題
で
あ
る
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の
青
年
に
対
し
て
は
、
少
年
裁
判
所
法
の
規
定
通
り
（
少
年
裁
判
所
法
第
一
〇
五
条
参
照
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

原
則
的
に
一
般
刑
法
で
対
処
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
よ
り
明
確
に
規
定
す
べ
き
こ
と
、
②
現
在
一
四
歳
で
あ
る
刑
事
責
任
年
齢

を
一
二
歳
ま
で
引
き
下
げ
る
べ
き
こ
と
、
あ
る
い
は
福
祉
法
上
の
措
置
と
し
て
児
童
に
対
し
施
設
内
の
自
由
剥
奪
処
分
を
と
る
べ
き
こ

と
、
そ
し
て
、
③
少
年
刑
の
上
限
を
一
〇
年
か
ら
一
五
年
に
引
き
上
げ
る
べ
き
こ
と
（
少
年
裁
判
所
法
人
一
八
条
参
照
）
、
が
代
表
的
な
も

の
と
な
る
。
青
年
に
対
し
少
年
裁
判
所
法
の
適
用
が
排
除
さ
れ
、
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
科
さ
れ
う
る
自
由
刑
の

上
限
は
一
〇
年
か
ら
一
五
年
へ
と
上
が
り
、
無
期
の
自
由
刑
が
賦
課
さ
れ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
残
量
を
延
期
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暴力犯罪被疑者数（人）
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＋少年（旧西） 14199 15320 15869 16834 20567 24435
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す
る
た
め
の
要
件
が
厳
し
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
現
行
法
謹
上
、
刑
事
無
能
力
と
さ
れ
福
祉
法
上
の
措
置
の
対
象
と
し
か
さ
れ
て
い
な

い
児
童
に
刑
事
責
任
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
未
決
勾
留
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
少
年
拘
禁
や
少
年
刑
と
い
っ
た
自
由
刑
が
賦

課
さ
れ
る
可
能
性
も
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
少
年
裁
判
所
法
の
改
革
に
か
か
わ
る
主
張
に
、
さ
ら
に
一
般
刑
法
・
刑
事

訴
訟
法
の
改
革
、
特
に
未
決
勾
留
の
要
件
に
か
か
わ
る
規
定
の
変
革
を
通
じ
た
間
接
的
な
形
で
の
少
年
司
法
改
革
の
動
き
も
加
わ
っ
て

い
る
。

　
こ
う
し
た
主
張
は
議
会
の
外
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
連
邦
議
会
、
連
邦
参
議
院
に
お
い
て
も
大
き
な
議
論
を
呼
び
、
す
で
に
政
治

レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
と
も
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
（
∩
u
d
）
会
派
の
連
邦
議
会
議
員
で
内
務
委
員
会
に
所
属
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

護
。
冨
9
日
・
蓉
円
は
、
選
挙
年
齢
と
の
関
係
に
お
い
て
、
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
九
客
年

秋
の
総
選
挙
の
際
に
は
少
年
犯
罪
へ
の
対
応
が
ひ
と
つ
の
争
点
と
さ
れ
て
お
り
、
∩
U
d
は
、
少
年
刑
の
上
限
を
一
〇
年
か
ら
一
五
年

に
引
き
上
げ
る
べ
き
こ
と
、
青
年
に
対
し
て
は
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
重
大
事
件
に
つ
い
て
は
閉
鎖
的
な
施
設
収
容
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
、
そ
し
て
行
為
と
均
衡
し
た
刑
罰
が
科
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
も

分
か
る
よ
う
に
、
厳
罰
化
の
主
張
は
、
政
治
的
色
彩
を
強
く
帯
び
て
い
る
。
厳
罰
化
要
求
へ
の
批
判
と
し
て
、
少
年
刑
法
を
政
治
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

悪
用
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
強
い
批
判
が
な
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
厳
罰
化
の
主
張
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
も
ち
、
従
来
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
指
導
理
念
に
据
え
ら
れ
て
き
た
「
教
育

思
想
（
団
邑
珍
旨
。
。
。
・
σ
・
9
き
貯
Φ
）
」
は
そ
こ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ
ら
は
「
実
務
に
よ
る
少

年
刑
法
改
革
」
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
、
一
九
九
三
年
六
月
に
公
に
さ
れ
た
「
暴
力
お
よ
び
過
激
主
義

に
対
す
る
∩
O
d
＼
∩
。
。
C
連
邦
会
派
の
立
法
提
案
」
と
、
一
九
九
六
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
連
邦
参
議
院
に
提
出
さ
れ
た
b
d
曙
・
ヨ

に
よ
る
一
連
の
法
案
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。



2

厳
罰
化
要
求
の
諸
相
　
　
厳
罰
化
論
に
お
け
る
「
教
育
」
1

少年犯罪の社会構造性と少年への援助27

　
　
（
1
）
　
暴
力
お
よ
び
過
激
主
義
に
対
す
る
O
O
⊂
＼
O
ω
⊂
連
邦
会
派
の
立
法
提
案

　
1
　
極
め
て
強
圧
的
な
措
置
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
の
が
、
当
時
、
政
権
の
一
翼
を
担
っ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
民
主
同
盟
／
キ

リ
ス
ト
教
社
会
同
盟
（
∩
u
d
＼
∩
ω
d
）
に
よ
り
一
九
九
三
年
六
月
二
二
日
付
で
公
に
さ
れ
た
「
暴
力
お
よ
び
過
激
主
義
に
対
す
る
O
O
C
＼
∩
。
。
C

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

連
邦
会
派
の
立
法
提
案
（
巨
言
口
く
①
位
巽
O
u
⊆
∩
ω
弔
b
d
巷
α
。
。
・
母
o
q
。
・
匿
巨
一
8
σ
q
。
。
q
。
p
O
①
蓄
＃
き
自
団
養
⑦
目
δ
ヨ
⊆
。
・
）
」
（
以
下
で
は
、
「
O
u
d
＼
∩
ω
d

提
案
」
と
略
記
す
る
）
で
あ
る
。
∩
O
d
＼
∩
Q
。
C
提
案
は
、
結
局
は
連
立
与
党
内
に
お
い
て
も
自
由
民
主
党
（
閏
U
℃
）
の
反
対
に
遭
い
、
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
四
年
の
い
わ
ゆ
る
「
犯
罪
対
策
法
（
＜
①
膏
①
9
。
自
σ
①
惹
暑
井
戸
。
q
。
・
。
・
。
。
・
欝
）
」
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
け
る
一
連
の
政
治
的
な
厳
罰
化
要
求
の
先
駆
け
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
提
案
内
容
は
、
必
ず
し
も
少
年
裁
判
所
法
の
改
革
に

の
み
議
論
の
焦
点
を
絞
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
暴
力
主
義
的
、
過
激
主
義
的
な
犯
罪
に
対
す
る
対
策
一
般
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
中
に
は
、
未
決
勾
留
の
要
件
や
、
青
年
の
取
り
扱
い
の
見
直
し
な
ど
、
直
接
・
間
接
に
、
少
年
裁
判
所
法
の
改
革
に
つ
な
が
る
提

案
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
2
　
政
治
的
な
過
激
主
義
や
排
外
主
義
、
増
大
し
て
い
る
暴
力
的
態
度
が
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
の
内
的
な
安
全
を
脅
か
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ら
ゆ
る
暴
力
を
排
除
す
る
こ
と
が
、
公
衆
の
意
識
に
強
く
留
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
∩
U
d
＼
∩
ω
d
提
案

は
、
刑
事
司
法
一
般
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
改
革
と
し
て
、
①
「
暴
力
性
」
を
新
た
に
未
決
勾
留
の
要
件
に
つ
け
加
え
る
こ
と
、
②

「
反
復
の
危
険
性
（
≦
9
⑦
葺
。
菖
α
・
。
・
。
・
。
雲
円
）
」
の
要
件
を
緩
や
か
に
理
解
し
、
保
安
監
置
を
強
化
す
る
こ
と
、
③
身
体
の
完
全
性
に
向
け
ら

れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
刑
法
的
保
護
を
よ
り
強
く
す
る
た
め
に
刑
法
を
改
正
す
る
こ
と
、
④
諸
団
体
の
届
け
出
義
務
を
拡
大
し
、
犯
罪
組
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織
の
取
り
締
り
を
強
化
す
る
こ
と
、
⑤
過
激
派
に
対
す
る
郵
便
通
信
及
び
電
気
通
信
の
監
視
可
能
性
を
拡
大
す
る
こ
と
、
⑥
連
邦
刑
事

局
（
b
コ
内
〉
）
及
び
連
邦
憲
法
擁
護
庁
（
b
コ
2
）
に
お
け
る
管
轄
部
局
の
人
員
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
、
⑦
単
純
騒
乱
罪
の
構
成
要
件
を
実
用
的

か
つ
効
率
的
に
理
解
し
、
取
り
締
り
を
強
化
す
る
こ
と
、
⑧
暴
力
犯
罪
を
阻
止
す
る
た
め
の
予
防
警
察
的
な
阻
止
拘
禁

（
d
三
〇
量
a
旨
o
q
。
・
。
q
窒
昏
。
・
四
ヨ
）
を
新
設
す
る
こ
と
、
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
直
接
的
に
少
年
司
法
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

⑨
一
八
歳
以
上
の
行
為
者
を
原
則
的
に
成
人
刑
法
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
こ
と
、
⑩
過

激
主
義
的
な
暴
力
行
為
に
対
し
少
年
刑
を
強
化
す
る
た
め
に
、
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
こ
と
、
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

よ
り
広
い
枠
組
み
に
お
け
る
対
応
措
置
と
し
て
、
⑪
人
間
の
尊
厳
と
法
秩
序
と
い
う
価
値
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
教
育
を
行
う
こ
と
、
⑫

政
治
教
育
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
を
行
う
こ
と
、
⑬
道
徳
規
範
を
仲
介
さ
せ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
学
校
に
お
け
る
暴
力
へ
の
対
応
を
図
る

こ
と
、
⑭
情
報
の
提
供
と
啓
蒙
活
動
の
強
化
を
図
る
こ
と
、
⑮
ラ
ン
ト
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
少
年
・
社
会
に
関
係
す
る
官
庁
、

そ
の
他
適
当
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
社
会
教
育
的
な
援
護
措
置
を
強
化
す
る
こ
と
、
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
O
o
o
＼
O
ω
d
提
案
が
、
強
圧
的
な
犯
罪
対
策
を
前
面
に
押
し
出
す
基
調
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
①
「
暴
力
性
」
を
新
た
に
未
決
勾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

留
の
要
件
に
つ
け
加
え
る
、
と
い
う
主
張
が
次
の
よ
う
に
敷
街
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
ら
も
、
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
他
人

に
対
し
重
大
な
暴
力
を
振
る
い
、
あ
る
い
は
重
大
な
放
火
に
及
ん
だ
者
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
逃
走
の
お
そ
れ
や
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ

が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
即
座
に
未
決
勾
留
を
科
さ
れ
う
る
よ
う
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
こ
で
の
未
決
勾
留
の
性
格

は
、
裁
判
手
続
の
確
保
と
は
関
係
な
く
、
被
疑
者
を
社
会
か
ら
隔
離
し
て
お
く
こ
と
に
よ
る
公
共
の
安
全
の
確
保
そ
れ
自
体
に
根
拠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

も
つ
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
公
共
の
安
全
を
優
先
さ
せ
、
そ
の
た
め
の
手
段
と
し
て
自
由
剥
奪
処
分
を
多
用
す
る
と
い
う
姿
勢
は
、
少
年
裁
判
所
法
の
改
革
に
直

接
に
か
か
わ
る
箇
所
に
お
い
て
も
、
色
濃
く
現
れ
て
い
る
。
⑨
一
入
歳
以
上
の
行
為
者
を
原
則
的
に
成
人
刑
法
に
よ
り
処
罰
す
る
こ
と
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を
目
的
と
し
て
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
、
次
の
よ
う
に
敷
術
さ
れ
て
い
る
。
従
来
、
一
八
歳
か
ら
二
〇

歳
ま
で
の
行
為
者
は
原
則
と
し
て
少
年
刑
法
の
恩
恵
を
享
受
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
原
則
は
例
外
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
、
一
八
歳
で
完
全
に
行
為
能
力
が
あ
り
、
選
挙
権
を
有
す
る
者
は
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
対
し
て
も
完
全
な
責
任
を
負
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
、
と
。
ま
た
、
⑩
過
激
主
義
的
な
暴
力
行
為
に
対
し
少
年
刑
を
強
化
す
る
た
め
に
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
べ
き
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
少
年
犯
罪
者
の
場
合
に
は
処
罰
の
代
わ
り
に
刑
罰
か
ら
解
放
さ
れ
た
生
活
の

た
め
に
教
育
が
前
面
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
少
年
裁
判
所
法
の
原
則
は
、
も
は
や
し
ば
し
ば
生
活
現
実
に
適
合
し
な
く
な

っ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
、
少
年
刑
の
量
定
お
よ
び
執
行
の
際
に
は
、
教
育
思
想
と
な
ら
ん
で
重
大
犯
罪
に
対
す
る
一
般
の
保
護
も
考

慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
こ
こ
で
は
、
公
共
の
安
全
や
社
会
防
衛
と
「
教
育
思
想
」
と
が
対
置
さ
れ
た
上
で
、
「
教
育
思
想
」

が
実
質
的
に
放
棄
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
八
歳
以
上
の
青
年
に
つ
い
て
は
、
選
挙
権
を
も
つ
「
成

人
」
で
あ
る
以
上
、
成
人
と
し
て
一
般
刑
法
で
処
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
か
れ
、
　
「
教
育
思
想
」
を
指
導
理
念
と
す
る
少
年
司
法

の
管
轄
か
ら
原
則
的
に
外
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
過
激
主
義
的
な
暴
力
行
為
の
場
合
」
と
の

限
定
は
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
少
年
裁
判
所
法
上
の
処
分
で
あ
る
少
年
刑
の
量
定
、
執
行
の
際
に
、
教
育
思
想
と
な
ら
ん
で
一
般
の

保
護
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
教
育
思
想
が
社
会
防
衛
の
考
慮
の
前
で
安
易
に
放
棄
さ
れ
う
る
要
素
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
3
　
0
∪
⊂
＼
∩
ω
d
提
案
は
、
従
来
少
年
刑
法
の
指
導
理
念
と
さ
れ
て
き
た
「
教
育
思
想
」
を
正
面
か
ら
問
題
と
す
る
。
刑
罰
の
威
嚇

力
を
信
奉
し
、
社
会
か
ら
の
隔
離
を
重
視
す
る
中
で
、
自
由
剥
奪
処
分
を
多
用
し
て
い
る
点
に
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
自

由
剥
奪
処
分
の
犯
罪
予
防
効
果
に
か
な
り
の
期
待
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
確
か
に
、
O
u
d
＼
∩
ω
d
提
案
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
措
置
と
併
せ
て
、
⑪
人
間
の
尊
厳
と
法
秩
序
と
い
う
価
値
に
方
向
づ
け
ら
れ
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た
教
育
を
行
う
こ
と
、
⑫
政
治
的
な
教
育
の
た
め
の
啓
蒙
活
動
を
行
う
こ
と
、
⑬
道
徳
規
範
の
仲
介
な
ど
に
よ
り
学
校
に
お
け
る
暴
力

へ
の
対
応
を
図
る
こ
と
な
ど
も
提
唱
さ
れ
て
は
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
暴
力
主
義
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
措
置
が
刑
罰
的
・
抑
圧
的
方
向

に
偏
し
て
狭
く
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
う
し
た
教
育
的
・
福
祉
的
措
置
の
必
要
性
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
∩
O
¢
＼
∩
q
り
d
提
案
が
犯
罪
の
背
景
に
あ
る
問
題
の
根
深
さ
を
憂
慮
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
「
人

間
の
尊
厳
と
法
秩
序
と
い
う
価
値
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
教
育
」
に
し
て
も
、
　
「
児
童
の
教
育
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
そ
の
親
に
責

　
　
　
　
あ
　

任
が
あ
る
」
と
説
明
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
「
責
任
」
を
と
る
べ
き
家
庭
が
ど
の
よ
う
な
社
会
的
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

の
か
、
若
年
者
が
現
実
的
に
ど
の
よ
う
な
生
活
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
は
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、

∩
∪
∈
O
ω
d
提
案
に
お
い
て
は
、
他
の
社
会
政
策
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
点
で
、
問
題
解
決
の
た
め
の
方
策
が
広
が
り
を
も
つ
も
の
に

は
な
っ
て
い
な
い
。

　
　
（
2
）
　
田
9
＜
Φ
∋
に
よ
る
厳
罰
化
要
求

　
　
　
（
a
）
　
一
九
九
六
年
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」

　
1
　
一
九
九
〇
年
代
半
ば
以
降
、
連
邦
参
議
院
に
お
い
て
活
発
な
少
年
裁
判
所
法
「
改
正
」
の
た
め
の
提
案
を
行
っ
て
い
る
の
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

bd

ｹ
①
目
で
あ
る
。
b
d
塁
Φ
ヨ
は
、
一
九
九
六
年
一
〇
月
八
日
付
の
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
を
皮
切
り
と
し
て
、
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　

九
九
七
年
半
月
五
日
に
は
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
法
律
案
」
を
連
邦
参
議
院
に
提
出
し
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の
青
年
に

つ
い
て
は
原
則
的
に
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
翌
年
一
九
九
八
年
の
五
月
一
四
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に
お
い
て
、
青
年
に
よ
る
重
大
犯
罪
に
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
は
一
五
年
ま
で

の
少
年
刑
を
科
し
う
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
や
、
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
延
期
を
言
渡
す
際
に
少
年
拘
禁
を
併
せ
て
科
す
る
と
い
う
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お
　

「
入
口
拘
禁
（
団
諺
膏
。
q
。
・
霞
婁
）
」
を
導
入
す
べ
き
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。

　
一
九
九
六
年
の
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
と
一
九
九
七
年
の
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
法
律
案
」
が
提
唱

す
る
少
年
裁
判
所
法
に
か
か
わ
る
改
革
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
内
容
と
理
由
づ
け
を
も
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
、

一
九
九
六
年
の
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
を
見
た
上
で
、
一
九
九
八
年
の
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の

法
律
案
」
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

　
2
　
「
被
害
者
保
護
は
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
そ
し
て
刑
事
手
続
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
改
善
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

目
的
を
も
つ
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
は
、
次
の
よ
う
な
具
体
策
を
提
案
す
る
。
す
な
わ
ち
、
①
一
六
歳
未
満
の

証
人
に
対
す
る
尋
問
は
裁
判
長
に
よ
っ
て
の
み
行
わ
れ
る
旨
を
規
定
す
る
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
一
条
a
を
、
年
齢
と
は
無
関
係
に
、
性

的
自
己
決
定
に
対
す
る
犯
罪
の
被
害
者
す
べ
て
に
拡
大
す
る
方
向
で
改
正
す
る
こ
と
、
②
被
害
者
弁
護
人
を
制
度
的
に
導
入
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
と
併
せ
て
、
③
「
犯
罪
被
害
者
の
利
益
の
た
め
に
も
、
青
年
の
犯
罪
行
為
者
に
は
原
則
的
に
一
般
刑
法
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

る
制
裁
が
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
〇
五
条
に
お
け
る
原
則
・

例
外
関
係
を
明
確
化
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

　
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
が
青
年
に
対
す
る
原
則
的
な
一
般
刑
法
の
適
用
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
「
被
害
者
の

利
益
」
と
と
も
に
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
の
は
、
一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
「
立
法
者
意
思
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
一
九
九
七

年
、
一
九
九
八
年
の
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
目
的
や
根
拠
づ
け
に
お
い
て
も
共
通
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
青
年

に
対
し
完
全
に
少
年
刑
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
は
、
少
年
刑
法
の
適
用
を
例
外
的
な
も
の
と
し
て
の
み
理
解
し
て
い
た

一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
立
法
者
の
理
解
と
矛
盾
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
実
務
は
こ
れ
と
懸
け
離
れ
て
お
り
、
　
「
疑
わ

し
き
は
少
年
裁
判
所
法
の
適
用
に
」
の
運
用
が
定
着
し
て
い
る
。
青
年
に
対
し
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
の
か
一
般
刑
法
が
適
用
さ
れ



32九大法学80号

る
の
か
に
つ
い
て
の
決
定
は
、
多
分
に
、
偶
然
性
と
手
続
経
済
的
な
考
慮
に
左
右
さ
れ
て
お
り
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
〇
五
条
第
一
項

の
実
務
運
用
に
は
、
著
し
い
地
域
差
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
般
化
す
れ
ば
、
少
年
刑
法
の
適
用
頻
度
は
犯
罪
が
重
く
な
る
に
つ
れ
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
し
て
お
り
、
重
大
犯
罪
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
専
ら
少
年
裁
判
所
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ゆ
曙
¢
ヨ
が
こ
の
よ
う
な
主
張
を
行
っ
て
い
る
背
景
に
は
、
例
え
ば
一
九
八
八
年
に
お
い
て
刑
事
手
続
の
対
象
と
な
っ
た
青
年
の
六
五

％
に
少
年
裁
判
所
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
年
裁
判
所
法
第
一
〇
五
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
青
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

対
す
る
少
年
裁
判
所
法
適
用
の
原
則
・
例
外
関
係
が
、
実
務
的
に
は
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
こ
の
点
で
、
切
麸
¢
ヨ
に
よ

る
主
張
は
、
青
年
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
法
適
用
の
拡
大
を
図
っ
て
き
た
実
務
的
努
力
を
逆
手
に
取
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か

し
、
b
d
昌
。
ヨ
が
指
摘
す
る
、
実
務
運
用
の
地
域
差
や
犯
罪
の
重
さ
と
少
年
裁
判
所
法
適
用
と
の
不
均
衡
と
い
っ
た
「
平
等
性
」
の
問
題

は
、
一
般
刑
法
の
原
則
適
用
を
強
化
す
る
方
向
で
し
か
解
決
が
図
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。
学
理
・
実
務
が
と
も
に
長
年
に
わ
た
り
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き

求
し
て
き
た
、
青
年
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
法
の
原
則
適
用
と
い
う
方
向
に
お
い
て
も
「
平
等
性
」
の
問
題
は
解
決
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
d
d
昌
。
ヨ
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
「
立
法
者
意
思
」
に
し
て
も
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
暫
定
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
も
の
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
決
定
的
な
論
拠
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
青
年
に
対
し
て
は

一
般
刑
法
を
原
則
的
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
よ
り
実
質
的
な
理
由
は
、
何
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
近
代
社
会
の
実
情
か
ら
特
に
教
育
期
間
が
長
く
か
か
り
、
社
会
的
成
熟
に
は
以
前
よ
り
も
長
い
期
間
を
要
す
る
と
い
う
こ
と

が
発
達
心
理
学
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
理
解
に
従
う
と
し
て
も
、
少
年
刑
法
の
適
用
と
い
う
問
題
が
、
多
か

れ
少
な
か
れ
図
式
的
に
、
そ
し
て
犯
罪
の
態
様
に
左
右
さ
れ
る
形
で
決
定
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
と
切
迫
①
ヨ
は
い

　
お
　

う
。
特
に
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
は
、
成
人
の
入
ロ
に
居
る
青
年
は
、
大
人
の
「
公
民
（
ω
§
併
。
・
σ
貯
o
q
・
円
）
」
が
も
つ
全
て
の
権
利
と
義
務
と

を
原
則
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
原
則
は
、
刑
法
に
お
い
て
も
妥
当
し
、
刑
法
的
制
裁
に
関
し
青



少年犯罪の社会構造性と少年への援助33

年
は
原
則
と
し
て
成
人
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
帰
結
す
る
。
こ
の
原
則
に
対
す
る
例
外
は
、
個
別
具
体
的
な
証
明
に
裏
付

け
ら
れ
た
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
の
み
考
慮
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
切
超
Φ
8
の
主
張
の
実
質
的
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
青
年
が
法
制
車
上
「
成
人
」
で
あ
る
以
上
は
「
成
人
」

と
し
て
一
般
刑
法
に
お
い
て
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
と
「
被
害
者
の
利
益
」
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
u
d
喫
①
8
は
、
青
年
に
対
す
る
一
般
刑
法
原
則
適
用
の
明
確
化
が
被
害
者
の
い
か
な
る
利
益
に
資
す
る
の
か
、
な
ぜ
利
益
に
資

す
る
の
か
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
逆
に
、
同
じ
く
b
d
超
Φ
ヨ
が
一
九
九
七
年
に
連
邦
参
議
院
に
提
出
し
た
「
少
年
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
」
が
、
　
「
被
害
者
の
利
益
」
を
除
け
ば
、
こ
の
「
被
害
者
保
護
を
改
善
す
る
た
め
の
法
律
案
」
と

全
く
共
通
す
る
論
拠
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
青
年
に
対
す
る
厳
罰
化
要
求
自
体
は
、
　
「
被
害
者
の
利
益
」
そ

れ
自
体
を
持
ち
出
さ
な
く
と
も
裏
付
け
ら
れ
う
る
要
求
で
あ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
「
被
害
者
の
利
益
」
と
い
う
要
素
は
厳
罰
化
要
求

に
と
っ
て
非
本
質
的
・
付
随
的
・
追
加
的
な
要
素
と
な
り
う
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
厳
罰
化
要
求
と
「
被
害
者
の
利
益
」

の
関
係
を
短
絡
的
に
捉
え
、
そ
れ
ら
を
直
結
す
る
こ
と
は
、
逆
に
、
　
「
被
害
者
の
利
益
」
が
非
本
質
的
・
付
随
的
・
追
加
的
な
要
素
に

追
い
や
ら
れ
、
そ
れ
が
倭
小
化
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
あ
り
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
信
州

化
は
、
本
来
で
あ
れ
ば
正
面
か
ら
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
現
実
の
被
害
者
へ
の
個
別
具
体
的
な
援
助
を
阻
害
し
か
ね
な
い
と
い
う
点
で
、

望
ま
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
行
為
に
対
す
る
厳
罰
化
施
策
は
、
犯
罪
に
か
か
わ
る
問
題
を
刑
事
司
法
的
対
応
と
い
う
狭
い
枠
組
み
に
閉
じ
込

め
る
傾
向
を
も
つ
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
犯
罪
に
か
か
わ
る
問
題
へ
の
対
応
が
よ
り
広
い
社
会
福
祉
的
な
枠
組
み
へ
と
開
か
れ
た

も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
被
害
者
の
問
題
を
も
刑
事
司
法
の
狭
い
枠
組
み
へ
と
閉
じ
込
め
て
し
ま
い
か
ね
ず
、
被
害
者
に
対
し
本
来

必
要
と
さ
れ
る
社
会
福
祉
的
援
助
ま
で
も
が
十
分
に
保
障
さ
れ
え
な
い
事
態
を
帰
結
し
か
ね
な
い
。
ヒ
d
昌
Φ
ヨ
の
主
張
は
、
こ
う
し
た
危
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険
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
（
b
）
一
九
九
八
年
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
」

　
1
　
切
鎚
①
B
が
一
九
九
入
撰
に
連
邦
参
議
院
に
提
出
し
た
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
」
は
、
三
つ
の
主
張
を
柱

と
し
て
い
る
。
第
一
は
、
青
年
に
対
す
る
一
般
刑
法
の
原
則
適
用
を
明
確
化
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
り
、
そ
の
最
も
大
き
な

論
拠
は
、
従
前
の
二
つ
の
草
案
と
同
様
、
一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
「
立
法
者
意
思
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
は
、
青
年
に

少
年
刑
法
を
適
用
す
る
場
合
に
は
一
五
年
ま
で
の
少
年
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
第
三

は
、
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
延
期
を
言
渡
す
際
に
少
年
拘
禁
も
併
せ
て
賦
課
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
入
口
拘
禁
」
を
導
入
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

　
2
　
一
九
九
八
年
の
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
」
は
、
少
年
と
青
年
の
被
疑
者
が
絶
対
数
お
よ
び
一
〇
万
人
当

た
り
の
割
合
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
九
〇
年
代
初
頭
よ
り
劇
的
に
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
と
り
わ
け
暴
力
犯
罪
の
領
域
に
お
け
る
増
加

率
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
倫
理
的
・
社
会
的
価
値
に
も
影
響
を
与
え
う
る
社
会
的
な
構
造
変
革
、
外
国
か
ら
流

入
し
て
く
る
少
年
・
青
年
の
増
加
、
彼
ら
の
社
会
へ
の
統
合
の
難
し
さ
な
ど
、
少
年
犯
罪
が
激
増
し
て
い
る
こ
と
の
原
因
は
多
様
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
、
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
総
論
的
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
少
年
犯
罪
の
原
因
や
出
現
形
態
と
同
じ
よ
う
に
、
そ
の

克
服
の
た
め
の
試
み
も
多
様
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
、
犯
罪
を
予
防
す
る
た
め
に
は
、
今
後
も
予
防
戦
略
が
前
面
に

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
少
年
刑
法
上
の
手
段
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ
に
犯
罪
傾
向
が
固

化
し
な
い
よ
う
に
威
嚇
す
る
場
合
、
可
能
な
限
り
早
期
に
介
入
す
る
必
要
が
あ
り
、
さ
ら
に
犯
罪
行
為
を
行
う
と
ど
の
よ
う
な
結
果
が

生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
、
以
前
よ
り
も
明
確
に
、
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
既
に
成
人
に
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、
教
育
的
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な
影
響
づ
け
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
可
能
で
あ
り
、
一
般
予
防
的
観
点
が
よ
り
強
く
前
面
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
も
、
よ
り
強
く
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　
こ
う
し
た
記
述
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
b
d
避
①
日
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
自
由
剥
奪
処
分
の
一
般
予
防
効
果
や
威
嚇
効
果

へ
の
信
頼
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
考
慮
は
、
一
般
刑
法
の
原
則
適
用
を
明
確
化
す
べ
き
こ
と
、
青
年
に
少
年
刑
法
を
適
用
す
る
場
合
に
は

一
五
年
ま
で
の
少
年
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
、
　
「
入
口
拘
禁
」
の
制
度
的
導
入
と
い
う
、
い
ず
れ
の
主
張
に
も

貫
徹
さ
れ
て
い
る
。
　
「
道
徳
的
・
精
神
的
な
成
長
の
遅
れ
を
理
由
と
し
て
、
な
お
も
例
外
的
に
青
年
に
対
し
て
少
年
裁
判
所
法
が
適
用

さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
重
大
犯
罪
の
場
合
に
は
、
責
任
の
重
さ
を
理
由
と
し
て
一
五
年
ま
で
の
少
年
刑
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　

能
性
を
裁
判
所
に
認
め
る
必
要
が
あ
る
」
、
「
教
育
的
な
理
由
を
重
要
視
す
る
こ
と
は
、
入
口
拘
禁
を
支
持
す
る
も
の
と
な
る
。
保
護
観

察
の
た
め
の
刑
の
延
期
や
少
年
へ
の
少
年
刑
賦
課
の
延
期
は
、
し
ば
し
ば
、
余
り
は
っ
き
り
と
し
て
い
な
い
制
裁
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
少
年
拘
禁
を
命
じ
る
こ
と
は
、
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
が
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と

を
少
年
に
示
し
、
少
年
刑
の
執
行
を
避
け
る
た
め
に
は
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

と
を
明
確
に
す
る
可
能
性
を
与
え
る
の
で
あ
る
」
、
「
多
く
の
少
年
は
、
少
年
刑
の
賦
課
や
執
行
の
延
期
を
『
保
護
観
察
の
上
に
あ
る
無

罪
（
国
¢
菖
ヨ
9
舞
b
d
窒
移
項
口
σ
。
）
』
の
一
形
態
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
自
分
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
真
面
目
に
受
け
止
め
る
こ
と
や

振
る
舞
い
方
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
彼
ら
に
は
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
　
『
も
う
一
度
帰
っ
て

い
く
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
感
情
が
支
配
し
て
い
る
。
少
年
拘
禁
を
保
護
観
察
期
間
の
は
じ
め
に
執
行
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
コ
　
　
　
　
　
の
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

よ
う
な
少
年
に
対
し
、
強
い
教
育
的
な
影
響
づ
け
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
す
る
」
（
強
調
傍
点
引
用
者
）
。

　
3
　
　
「
少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
」
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
、
　
「
既
に
成
人
に
達
し
て
い
る
場
合
に
は
、

教
育
的
な
影
響
づ
け
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
で
の
み
可
能
で
あ
り
、
一
般
予
防
的
観
点
が
よ
り
強
く
前
面
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
」
と
い
う
考
え
、
少
年
の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
犯
罪
行
為
を
行
う
と
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
る
の
か
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
青
年
に
つ
い
て
は
、
法
制
度
量
「
成
人
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
「
教
育
」
的
観
点

が
放
棄
さ
れ
る
一
方
で
、
少
年
に
つ
い
て
は
威
嚇
を
内
実
と
す
る
「
教
育
」
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
こ
こ
で
の
「
教
育
」
が
威
嚇
や
一
般
予
防
の
包
膜
と
し
か
な
り
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
u
d
鎚
¢
ヨ
が
、
　
「
入
ロ
拘
禁
」
の
導
入
を
主
張

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
も
、
す
で
に
明
確
に
表
さ
れ
て
い
る
。
　
「
入
口
拘
禁
」
は
、
一
九
八
三
年
少
年
裁
判
所
法
皇
一
次
改
正

法
専
門
委
員
会
草
案
に
お
い
て
も
そ
の
導
入
が
検
討
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
髄
、
　
「
総
じ
て
、
経
験
的
に
疑
問
が
あ
り
、
そ
う
で
な
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
少
年
刑
法
に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
一
般
予
防
的
な
立
ち
戻
り
」
で
あ
る
と
の
強
い
批
判
を
受
け
、
第
一
次
改
正
法
立
法
作
業
の
過

程
で
導
入
が
見
送
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
保
護
観
察
期
間
の
は
じ
め
に
少
年
拘
禁
の
執
行
を
行
う
と
い
う
「
入
口
拘
禁
」
は
、

本
来
的
に
は
自
由
剥
奪
処
分
の
弊
害
を
回
避
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
刑
の
延
期
を
自
由
剥
奪
に
よ
る
威
嚇
で
担
保
す
る
と
い
う

点
で
、
理
論
的
に
も
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
矛
盾
は
、
ま
さ
に
「
教
育
」
の
内
実

と
し
て
威
嚇
や
一
般
予
防
が
措
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
。
b
d
超
⑦
8
に
よ
る
主
張
は
、
　
「
教
育
」
と
い
う
言
葉
そ
の
も

の
で
は
な
く
、
そ
の
内
実
こ
そ
が
問
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
若
年
者
に
対
す
る
援
助
と
い
う
内
実
を
欠
い
た
「
教
育
」
や
、
行
為

の
背
後
に
存
在
す
る
且
ハ
体
的
な
生
活
状
態
を
捨
象
し
た
「
教
育
」
は
容
易
に
威
嚇
や
一
般
予
防
と
い
っ
た
要
素
と
結
合
す
る
こ
と
を
教

え
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

本
章
で
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
少
年
司
法
の
「
逆
改
革
」
の
動
き
と
厳
罰
化
要
求
の
う
ち
の
主
要
な
も

の
を
概
観
し
た
。
こ
こ
で
は
以
下
の
二
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
厳
罰
化
要
求
に
お
け
る
「
教
育
」
と
「
予
防
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
厳
罰
化
の
主
張
は
、
刑
罰
的
対
応
を
正
面
に
据
え
、
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「
教
育
」
的
考
慮
を
放
棄
し
、
あ
る
い
は
、
表
向
き
「
教
育
」
を
標
榜
し
て
い
て
も
そ
の
内
実
と
し
て
一
般
予
防
や
威
嚇
を
措
定
す
る
。

「
青
年
」
に
つ
い
て
の
主
張
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
、
行
為
の
背
後
に
あ
る
若
年
者
の
具
体
的
な
生
活
状
態
を
見

取
る
と
い
う
視
座
が
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
　
「
教
育
」
を
い
う
か
否
か
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
は
自
由
剥
奪
や
刑
罰
的

対
応
に
よ
る
一
般
予
防
や
威
嚇
が
重
視
さ
れ
る
た
め
、
具
体
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
と
犯
罪
予
防
の
問
題
と
が
重
な
る
こ
と
に
な
り
、
問

題
の
解
決
が
少
年
司
法
・
刑
事
司
法
の
狭
い
枠
組
み
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
被
害
者
の
利
益
」

の
た
め
の
厳
罰
化
要
求
と
い
う
主
張
に
纏
わ
る
矛
盾
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
旦
個
体
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
と
犯
罪
予
防
、
双
方
と
も
に
、

問
題
を
刑
事
司
法
と
い
う
狭
い
枠
組
み
だ
け
で
捉
え
る
こ
と
は
、
却
っ
て
問
題
を
倭
小
化
す
る
危
険
性
が
あ
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
上
で
第
二
に
、
こ
う
し
た
厳
罰
化
要
求
と
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
、

青
年
に
対
す
る
一
般
刑
法
原
則
適
用
の
強
化
、
自
由
剥
奪
処
分
の
強
化
と
い
う
具
体
的
な
主
張
の
い
ず
れ
も
が
、
少
年
裁
判
所
法
第
二

次
改
正
法
に
向
け
た
有
力
な
提
案
と
は
反
対
の
方
向
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
先
の
検
討
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、

青
年
に
関
す
る
主
張
は
、
青
年
を
完
全
に
少
年
裁
判
所
法
の
管
轄
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
来

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
　

存
在
す
る
一
般
的
な
合
意
」
と
も
完
全
に
離
反
す
る
。
加
え
て
、
こ
こ
で
さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
厳
罰
化
要
求
は
実
質
的
に
も
「
実
務

に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が
準
備
し
た
論
理
と
そ
こ
か
ら
の
帰
結
に
逆
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」

が
「
刑
罰
に
よ
る
教
育
」
の
否
定
と
自
由
剥
奪
処
分
の
一
般
予
防
効
果
に
対
す
る
信
奉
の
切
り
崩
し
を
ひ
と
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
社
会
内
処
分
の
拡
充
と
社
会
政
策
の
枠
組
み
を
用
い
た
予
防
の
達
成
が
、
そ
の
刑
事
政
策
的
主
張
か
ら
の
帰
結
の
ひ

と
つ
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
は
逆
行
す
る
厳
罰
化
要
求
と
そ
の
帰
結
は
、
若
年
者
の
行
為
の
背
後
に
あ
る
具
体
的
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な
生
活
状
態
を
見
取
-
､
少
年
に
対
す
る
援
助
を
行
う
と
い
う
視
座
を
後
退
さ
せ
る
こ
と
に
端
を
発
し
て
い
る
｡
逆
に
い
え
ば
､
こ
う

し
た
視
点
が
欠
け
れ
ば
､

｢教
育
｣
は
容
易
に

一
般
予
防
や
威
嚇
と
結
合
す
る
t
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
､つ
｡(聖
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(25
)

一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
お
い
て
は
､

｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
の
不
十
分
さ
と

｢陶
酔
か
ら
の
覚
醒
｣
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
｡
例
え
ば
､

w
o
lfg
an
g
H
einzは
､
改
革
の
不
十
分
さ
と
し
て
､
①
少
年
裁
判
所
法
第
四
五
条
､
第
四
七
条
を
用
い
た
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
実
務
運
用
に
著
し

い
地
域
差
が
あ
る
こ
と
､
②
少
年
司
法
に
お
け
る
未
決
勾
留
率
が

一
般
刑
法
に
よ
る
も
の
よ
り
も
高
い
こ
と
'
③
処
罰
的
な
相
応
(特
に
作
業
遵
守

事
項
)
の
た
め
に
教
育
処
分
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
'
㊨
自
由
剥
奪
処
分
が
新
た
に
増
加
し
て
お
-
､

一
般
刑
法
に
よ
る
よ
-
も
頻
繁
に
自
由
剥
奪

処
分
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
､
を
挙
げ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ
の
陶
酔
か
ら
覚
醒
さ
せ
る
事
情
と
し
て
､
①
労
働
経
済
的
観
点
が
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
を
支
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
､
②

｢新
し
い
社
会
内
処
分
｣
が
停
滞
し
て
い
る
こ
と
､
③
作
業
指
示
に
代
え
て
作
業
遵
守
事
項
が
多
用
さ

れ
る
こ
と
で
､
実
務
に
お
い
て
教
育
的
対
応
と
懲
罰
的
対
応
と
の
違
い
が
な
-
な

っ
て
い
る
こ
と
､
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
状
況
の
中
､

第
二
の

｢内
的
改
革
｣
の
必
要
性
と

｢教
育
思
想
｣
の
再
考
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
た
.
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1

F.Dtin
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elは
､

｢未
決
勾
留
は
､
東
方
と
の
国
境
開
放
や
､
特
に
戦
争
区
域
や
危
機
に
あ
る
地
域
か

ら
の
外
国
人
の
流
入
と
の
関
連
に
お
い
て
､
外
国
人
政
策
の
た
め
の
道
具
と
さ
れ
て
い
る
｣
と
指
摘
し
て
い
る
｡
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こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
､
注
目
さ
れ
る
の
が
､
未
決
勾
留
を
回
避
す
る
た
め
に
少
年
裁
判
所
法
第
七
二
条
第
四
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
少
年

救
護
ホ
ー
ム
へ
の
仮
収
容
を
活
用
し
ょ
う
と
い
う
､
近
時
､
少
年
審
判
補
助
者
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
試
み
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
試
み
に
つ

い
て
は
､
特
に
以
下
の
文
献
を
参
照
.
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S
auer.
S
tru
kturette
R
efom
en
Nu
r
U
･H
a
ft･V
em
eid
un
g
,
D
V
JJ･J
ournal
2]1997
S
.
)4tff.
,Petra

Peterich,
K
o
n
zep
t
zur
V
erm
eidu
ng
d
er
U
ntersuchung
s

haft
b
ei
Ju
g
en
d
tichen
u
n
d
H
elan
W
aChsend
en
S
traftat巾ri
n
n
en
u
nd
S
traftatern
,

D
V
JJ･Journ
a1
2J
t997
S
.144ff..
G
abriete
B
in
d
eT
K
6
g
et
;M
anfred

H
eLSter,V
erm
eidung
Yon
U
ntersuchungshaft
du
rch
JugendhitfeI

B
lockad
en
und
M
odettel
)D
V
JJIlou
rnat
3]1997
S
,2
97
ff,,G
ab
riele
B
in
deT
K
agel;M
an
fred
H
ea
ter,V
erm
eidu
ng
Y
on
U
ntersuchungsh
aft

in
B
erlin
.
D
V
JJ･Journa1
3Jt999
S
.289
ff
.
B
ertinで
行
わ
れ
て
い
る
未
決
勾
留
回
避
の
試
み
を
わ
が
国
に
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
､
比
嘉
康
光
｢少

年
に
村
す
る
未
決
勾
留
の
回
避
と
少
年
審
判
補
助
の
役
割
1
ベ
ル
リ
ン
に
お
け
る
研
究
例
-
｣
浅
田
和
茂

･
高
田
昭
正

･
久
岡
康
成

･
松
岡
正
章

･

米
田
泰
邦
編

『井
戸
田
侃
先
生
古
希
祝
賀
論
文
集

転
換
期
の
刑
事
法
学
』
現
代
人
文
社
二

九
九
九
二

〇
〇
三
頁
以
下
を
参
照
｡

(聖

v
gt.
A
n
tw
ort
d
er
B
u
n
d
esregi
eru
n
g
auf
die
G
roLSe
A
n
frage

d
er
A
n
geordn
eten
D
r.

Jdrg
en

M
ey
er

(U
lm
),
G
dnter
G
ra
f

(Fri
eso
ythe)}
T
h
o
m
as
K
r
hger,
w
eiter
A
ngeordn
eter
und
der
Fraktion
d

er
S
P
D
-

D
ruc
ksache
t3]47
65I
VOm

23.
071

)997,

Ju
g
en
d
strafrecht
u
n
d
P
rav
en
tio
n
s
strate
g
ien
,
B
T
･D
rs.)3[82
84,

S
S
.4ff.
な
お
､
こ
の
数
値
に
関
し
て
は
､

1
九
八
四
年
か
ら

1
九
九
〇
年
ま

で
の
数
値
は

l
九
九
〇
年

l
O
月
三
日
ま
で
の
ド
イ
ツ
連
邦
領
域
に
お
け
る
も
の
で
あ
-
､

1
九
九

1
年
か
ら

1
九
九
六
年
ま
で
は
B
ertin
全
域
を

含
ん
だ

｢古
-
か
ら
の
ラ
ン
ト
｣
の
も
の
で
あ
る
｡

(3
)

B
T
･D
rs.)3182
84
,

S
S
.8
T
a
be)te
1.

(33
)

少
年
裁
判
所
法
上
､
青
年
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
法
の
適
用
は
例
外
的
な
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
'
原
則
的
に
成
人
刑
法
が
適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
(第

一
〇
五
条
)｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
こ
う
し
た
主
張
が
な
さ
れ
て
い
る
の
は
'
後
に
述
べ
る
よ
う
に
'
実
務
的
努

力
に
よ
-
'
運
用
上
､
そ
の
原
則

･
例
外
関
係
が
逆
転
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

(聖

v
g
I.
)2
･Jt3
'ah
rig
e
zum
Jugend
gericht?
H
eranw
achsende
Num
S
trafg
eri
cht?
D
V
JJ
･Journal
4Jt99
6
S
.3
)6
.に
よ
れ
ば
､
M
ichaet
T
eiser

は
､

一
九
九
六
年
九
月

一
二
日
に
報
道
関
係
者
を
前
に
し
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
行

っ
て
い
る
｡
例
外
は
あ
る
に
し
て
も
､
平
均
的
な
成
長
状
態
を

考
慮
す
れ
ば
'
そ
し
て

一
二
歳
の
者
に
原
則
と
し
て
不
法
意
識
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
は
支
持
さ
れ
う
る
｡
但
し
'

例
外
的
に
は
､
相
応
の
証
明
が
な
さ
れ
れ
ば
､
個
別
的
に

一
四
歳
未
満
の
者
に
つ
い
て
､
少
年
裁
判
所
法
の
適
用
が
放
棄
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
も

考
慮
さ
れ
う
る
｡
地
方
選
拳
の
選
挙
年
齢
が

1
六
歳
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
ラ
ン
ト
が
あ
る
事
実
を
考
え
れ
ば
､

l
方
で
､
少
年
が

1
四
歳
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ま
で
刑
事
責
任
年
齢
が
な
い
と
い
う
こ
と
'
他
方
で
'
わ
ず
か
二
年
後
に
は
そ
れ
ら
の
少
年
が
選
挙
権
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
支
持
L
が
た
い
t
と
｡

例
え
ば
､
N
iedersachsenで
は
､

1
九
九
五
年

1
1
月
に
市
町
村
選
挙
に
お
け
る
選
挙
年
齢
が
満

1
八
歳
か
ら
満

〓
ハ
歳
に
引
き
下
げ
ら
れ
､

1
九

九
六
年
九
月

1
五
日
に
最
初
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
い
る
o
当
時
､
N
ied
erSachsenに
お
い
て
ド
イ
ツ
社
会
民
主
党
(S
P
D
)
が
政
権
を
握

っ
て
い
た

こ
と
'
次
期
首
相
の
有
力
候
補
で
あ

っ
た
同
党
の
G
.S
ch
rad
erが
知
事
を
務
め
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
M
IT
eiser
の
発
言
が
政
治
的
意
図
に
富

ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
｡
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1
九
九
八
年
秋
に
行
わ
れ
た
総
選
挙
の
際
に
各
政
党
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掲
げ
た
犯
罪
対
策
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関
し
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'
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文
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お
､

l
九
九
八
年
秋
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時

点
で
は
､
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
に
関
し
て
は
､
C
D
U
内
に
お
い
て
も
賛
否
が
分
か
れ
て
い
た
.
ま
た
､
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邦
参
議
院
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た
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あ
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･
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､
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齢
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述
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る
｡
v
gt.
W
I
H
ein
N,
1999
(An

m.
1

5
)
,
S
.4
00
.
F
u
B

n
.2
.

(聾

v
g
l.
H
eribert
O
stendorf,
S
trafrecht
nich
t
p
o
litisc
h
m
iBb
rauchen!
D
V
JJ･Joum
at
2
J
t993
S
.I
)3ff..
D
er
s.
Jugendstrafrecht
a
m

S
c
heid
ew
eg
‥G
egen

ein
e
V
erscharfu
n
g

d
es
Jugen
d

strafr
ech
ts!
R
d
JB

3Jt994
S
13
0
4
ff.,
H
orst
V
ieh
m
en
n
,
D
ie

R
eform

des

Jugen
dkri
m
inal
rechts
zw
ischen
V
em
un
ft
u
n
d
W
ah
lkam
pf,
D
eutsche
R
ichterNeitu
n
g
L
g
,7
8
H
t.8
49
9
8
S
,3
39ff,

(
3
)

V
g
I
.
tnitiative
der
C
D
U
JC
SU
･B
undestagsfraktion
gegen
G
ewattund
Extremi
sm
us.
D
V
JJ･Journal

2Jt993
S.)03f.

(38
)

犯
罪
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し
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〓
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照
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案
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､
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司
法
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す
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政
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的
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罰
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求
と
し
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少
年
犯
罪
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増
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S
U
ラ
ン
ト

･
グ
ル
ー
プ
｢少

年
保
護
､
犯
罪
予
防
､
法
意
識
の
強
化
｣
の
政
綱

｢治
安
提
案
(s
icherheitspak
et)'94｣
の
公
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こ
の
よ
う
な
疑
義
は
'
②
保
安
監
置
の
要
件
で
あ
る

｢反
復
の
危
険
性
｣
を
緩
や
か
に
理
解
す
べ
き
こ
と
t
と
い
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提
案
に
も
共
通
す
る
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連
邦
参
議
院
に
B
ay
em
が
提
出
し
た
法
案
は
い
ず
れ
も
廃
案
と
な
っ
て
い
る
が
､
こ
う
し
た

B
ayern
の
主
張
に
は
､

1
九
九
六
年
に
は
S
ach
sen

が
支
持
を
表
明
し
て
お
り
､

1
九
九
七
年
に
は
N
iedersa
chsen,
B
ad
en･W
B
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H
a
m
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同
し
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い
る
o
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1
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九
111年
に
お
い
て
､
外
国
人
法
違
反
を
理
由
と
し
た
有
罪
1111D渡
し
に
つ
い
て
は
､

l
二

･
七

1

%
の
青
年
に
の
み
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
に
､
刑
法
典
中
の
交
通
犯
罪
の
四
二

･
九
三
%
'
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
犯
罪
で
は

八

1
･
〇
九
%
'
強
盗

･
恐
喝
の
場
合
に
は
九

1
･
二
七
%
に
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
て
お
り
､
謀
殺
に
至

っ
て
は
､
五
g
]件
の
う
ち
わ
ず
か

1
件

の
み
に

1
般
刑
法
が
適
用
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
､
と
B
ayernは
指
摘
し
て
い
る
.

(EF!)

v
g1.
)2･JL3
'arige
zum
Jugend
gerichtJ
H
eran
w
achsend

e

zum
S
trafg
eri
cht?
)99
6

(A
n
n
.37).
S
.3)7
.も

っ
と
も
､

l
九
九
四
年
に
お

け
る
青
年

へ
の
少
年
裁
判
所
法
の
適
用
率
は
'
五
七

･
七
%
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
｡

(班
)

現
に
､
青
年
に
対
し
原
則
的
に
少
年
裁
判
所
法
を
適
用
す
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
'
こ
う
し
た
適
用
の
地
域
差
を
考
慮
し
､
平
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等
性
を
保
障
す
る
こ
と
を
も
論
拠
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
vg
t.
D
V
JJ･U
nterkom
m
ission
N
.
R
echtsfotgensystem
.)992
(A
n
n
.19
).
S
.
39.

(55
)

青
年
に
村
す
る
少
年
裁
判
所
法
適
用
を
例
外
的
に
の
み
認
め
る

一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
規
定
が
､
立
法
時
の
安
協
の
上
に
成
立
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
は
､
わ
が
国
に
お
い
て
も
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
立
法
経
緯
を
も
含
め
た

｢青
年
｣
の
問
題
に
関
し
て
は
､
宮
津
浩

一
｢西

独
に
お
け
る
年
長
少
年
法
制
の
問
題
点
｣
家
庭
裁
判
月
報

l
七
巻
五
号
二

九
六
五
)
1
頁
以
下
､
同

｢西
独
に
お
け
る
年
長
少
年
法
制
の
改
正
動
向

-少
年
裁
判
所
法
改
正
の
覚
え
書
を
中
心
と
し
て
-
｣
家
庭
裁
判
月
報

1
八
巻
六
号
二

九
六
六
)
五
九
頁
以
下
を
特
に
参
照
o
こ
う
し
た
妥
協
的
性

格
は

一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
全
体
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
え
る
｡

一
九
五
二
年
の
少
年
裁
判
所
法
政
府
草
案
自
体
が
､
ナ
チ
ス
思
想
の
払

拭
を
法
改
正
の
第

一
義
的
な
目
標
に
据
え
る

一
方
で
､
早
急
な
法
改
正
が
必
要
で
あ
る
た
め
に
､
そ
の
改
正
が
暫
定
的
な
内
容
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を

え
ず
'
近
い
将
来
に
お
い
て
根
本
的
な
法
改
正
が
必
要
に
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
.
Vgl
.

Entwurf
eines
G
esetzes
zu
r
A
nderu
ng

des

R
eichsjugendgerichtsgesetNeS
V
Oh

3
1,
M
arz
1952,),W
al
tlperiod
e
.

B
T･
D
rs,3
264
7
S
.3
5
,

(56
)

B
R
･D
rs.74
tJ96

(

A
n
n
.4
6
),
S
19f.

(57
)

一
九
九
七
年
の

｢少
年
裁
判
所
法
を
改
正
す
る
法
律
案
｣
は
､
次
の
よ
う
な
目
的
を
掲
げ
る
｡

｢歴
史
的
な
立
法
者
の
意
思
か
ら
逸
脱
し
て
､
青

年
に
対
し
て
､
ま
さ
に
重
大
な
暴
力
犯
罪
の
場
合
に
'
図
式
的
な
形
で
､
原
則
的
に
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
'
成
人
に
達

し
た
犯
罪
者
へ
の
少
年
刑
法
の
適
用
は
､
具
体
的
な
個
別
事
例
に
お
い
て
'
道
徳
的

･
精
神
的
発
達
の
著
し
い
遅
れ
が
確
認
さ
れ
え
た
場
合
に
の
み
､

正
当
化
さ
れ
る
｡
そ
の
た
め
に
は
'
従
来
よ
-
も
明
確
に
､
原
則

･
例
外
関
係
が
表
現
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
o
B
R
･D
rs.562
[
9
7
(A
n
m
.4

7).
S
.).

(EB
)

B
R
･D
rs145
9]9
8
(A
nn
.48),
S
.5
.

(59
)

B
R
･D
rs.459]98(A
n
n
.4
8).
S
.5f.

(
6
)

B
R
･D
rs.4
59]9
8(A
nm
.4
8),
S
8
.

(61
)

B
R
･D
rst4
59]9
8(A
n
m
_48)

.

S
_9
-

(cqG
)

B
R
･D
rs
.459[9
8
(A
n
n
.4

8),
S
.tt.

(63
)

い
わ
ゆ
る

｢入
口
拘
禁
｣
に
つ
い
て
は
'

一
九
八
三
年
少
年
裁
判
所
法
第

一
次
改
正
法
専
門
委
員
会
草
案
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
規
定
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
｡
B
ayem
が

｢入
口
拘
禁
｣
の
導
入
に
関
連
し
て
掲
げ
る
理
由
づ
け
も
､
こ
の
一
九
八
三
年
専
門
委
員
会
草
案
の
理
由
づ
け
と
ほ
ほ

同

l
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
｡
v
gt.
R
eferentenentw
u
rf
‥
E
rstes
G
esetz
zu
r
A
n
d
erun
g
d
es
Jugend
gerichtsgesetzes
()
.JG
G
A
ndG
)v
om

t8
.

N
ov
em
ber
t983
S
.30ff
.
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(
3
)
U
rlic
h

E
is
e
n

berg,B
e
stre

bungen
zurA
n
d
e

run
g

d

esJ
u
g
e
n
d
g

erichtsgesetNeS.B
e
r
li

n,
N
ew
Y
o
r
k
t984
S
.tO.な
お
､

Fried
e
r

D

tinkel

は
､
実
務
上
'
保
護
観
察
の
た
め
の
刑
の
延
期
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
､
手
続
の
確
保
と
い
う
法
律
上
の
目
的
の
ほ
か
､
短
期
間
で
シ
ョ
ッ
ク
を
与

え
る
形
態
を
と
る

｢入
口
｣
お
け
る
拘
禁
と
し
て
未
決
勾
留
が
用
い
ら
れ
て
い
る
t
と
指
摘
し
'
こ
の
こ
と
を
批
判
し
て
い
る
｡

(65

)
Frieder
D
dnker
H
eranw
achsende
im
(Jugend･)胃
im
inatre

cht.ZStW
Jg
.105
H
t.t
t993S.164.1
九
九
三
年
の
時
点
で
､

F.Dhkelは
､

一
九
九
四
年
ま
で
に
は
行
わ
れ
る
少
年
刑
法
の
全
体
的
な
改
革
に
よ
り
､
青
年
を
完
全
に
少
年
裁
判
所
法
の
管
轄
に
含
め
る
と
い
う
こ
と
が
法
律
的

に
表
現
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
､
と
述
べ
て
い
た
｡

三

｢新
し
い
葺
囲
｣
と
少
年
犯
罪
へ
の
対
応

-

｢新
し
い
葺
囲
｣
と
少
年
犯
罪

-

前
章
ま
で
に
'

一
九
七
〇
年
代
終
わ
-
か
ら
の
少
年
刑
法
改
革
の
基
本
線
と

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る

｢道
改
革
｣
の
動
き
を

見
た
｡

一
四
歳
未
満
の
児
童
の
触
法
行
為
が
議
論
の
ひ
と
つ
の
焦
点
と
な
っ
て
お
り
､
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
の
声
も
上
が

●
●
■
■

っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
､

一
九
九
〇
年
代
の
厳
罰
化
要
求
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
特
徴
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
'
厳
罰
化
を

●
●
●
●
●

め
ぐ
る
議
論
t
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
､
そ
こ
で
の
最
大
の
特
徴
は
'
厳
罰
化
要
求
の
内
容
そ
の
も
の
に
は
な
い
｡

｢む
し
ろ
新
し
い

こ
と
は
'
今
や
連
邦
刑
事
局
も
､
貧
困
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
や
職
業
教
育
を
行
う
場
所
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
フ
ラ
ス
ト

(66)

レ
ー
シ
ョ
ン
を
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
の
発
生
の
原
因
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｣｡
こ
の
よ
う
に
H
orst
V
iehm
an
n
が
指
摘

す
る
よ
う
に
､
近
時
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
を
め
ぐ
る
議
論
の
大
き
な
特
徴
は
､
東
西
統

一
後
の
失
業
率
の
増
加
や
社



44九大法学80号

会
援
助
受
給
者
数
、
社
会
援
助
受
給
者
の
幼
年
化
な
ど
に
よ
り
拍
車
が
掛
か
っ
て
い
る
「
新
し
い
貧
困
」
と
少
年
犯
罪
増
加
と
の
関
連

が
問
わ
れ
て
お
り
、
少
年
や
そ
の
家
庭
の
貧
困
化
や
社
会
的
な
周
縁
化
と
い
っ
た
若
年
者
の
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
と
の
か
か
わ

り
で
問
題
の
把
握
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
本
章
で
は
、
　
「
新
し
い
貧
困
」
に
象
徴
的
に
現
れ
て
い
る
若
年
者
を
取
り
巻
く
社
会
的
な
問
題
を
概
観
し
た
後
、
第
＝
二
立
法
期
の

連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
を
取
り
上
げ
る
。
各
政
党
は
、
少
年
犯
罪
の
原
因
を
何
に
求
め
、
ど
の
よ
う
な
対
応
措
置
を
掲
げ
て
い
る
の

か
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
焦
点
を
当
て
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑

法
改
革
」
が
準
備
し
て
い
た
視
座
が
厳
罰
化
要
求
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
対
抗
機
軸
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
2
　
頃
・
U
薗
爵
9
は
、
若
年
者
の
生
活
を
取
り
巻
く
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
若
年
者
の
社
会
的
な
生
活
状
況
に
関
し
て

な
さ
れ
た
現
在
の
研
究
は
、
若
年
者
集
団
へ
の
貧
困
化
の
移
転
、
　
「
貧
困
の
幼
年
化
」
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
の
歴
史
に
お

い
て
、
一
九
九
〇
年
代
は
じ
め
ほ
ど
社
会
援
助
を
受
給
し
て
い
る
児
童
や
少
年
の
割
合
が
高
い
時
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
新
し
い
ラ
ン

ト
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
当
て
は
ま
る
。
収
入
の
面
か
ら
い
え
ば
、
一
九
九
二
年
に
お
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
暮
ら
す
住
民
の
一
〇
⊥

％
が
貧
困
の
中
で
生
活
し
て
い
る
。
そ
の
割
合
は
旧
西
側
に
お
い
て
は
七
・
五
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
旧
東
側
に
お
い
て
は
一
四
・
八

％
に
達
し
て
い
る
。
貧
困
化
の
リ
ス
ク
は
、
　
「
子
だ
く
さ
ん
」
で
あ
る
家
庭
の
子
ど
も
や
親
が
一
人
で
子
育
て
を
し
て
い
る
家
庭
の
子

ど
も
に
ま
す
ま
す
集
中
し
て
い
る
。
貧
困
率
は
、
三
人
以
上
の
子
ど
も
を
も
つ
カ
ッ
プ
ル
で
は
四
二
％
、
二
人
以
上
の
子
ど
も
を
一
人

で
育
て
て
い
る
者
で
は
二
三
％
、
そ
し
て
、
一
人
の
子
ど
も
を
一
人
で
育
て
て
い
る
者
の
場
合
に
は
一
八
％
に
も
及
ん
で
い
る
。
ド
イ

ツ
で
暮
ら
し
て
い
る
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
（
西
ド
イ
ツ
で
は
）
社
会
援
助
の
必
要
性
と
い
う
点
に
お
い
て
は
四
倍
の
高
さ
の
増
加
率
を

示
し
て
い
る
。
外
国
人
の
う
ち
、
一
七
％
が
収
入
面
か
ら
見
て
貧
困
に
あ
り
、
四
四
％
が
狭
く
不
十
分
な
作
り
の
住
居
で
生
活
し
て
い

る
。
二
七
％
が
学
校
を
修
了
し
て
お
ら
ず
、
五
六
％
が
職
業
的
な
契
約
か
ら
外
れ
て
い
る
。
三
分
の
一
以
上
（
三
七
％
）
が
窮
境
に
あ
り
、
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「
先
鋭
的
な
貧
困
（
〈
¢
円
Q
自
O
げ
卑
母
沖
①
　
　
〉
昌
ヨ
信
一
）
」
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
態
に
あ
る
。
貧
困
と
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
社
会
援
助

の
受
給
と
は
、
ま
す
ま
す
短
期
間
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
九
九
二
年
七
月
一
日
に
把
握
さ
れ
た
社
会
援
助
受

給
者
の
う
ち
四
一
％
は
、
一
年
以
上
に
わ
た
り
受
給
を
続
け
て
い
る
。
特
に
旧
東
側
に
お
い
て
一
人
で
子
育
て
を
行
っ
て
い
る
者
、
特

に
そ
う
し
た
女
性
は
、
社
会
援
助
を
長
期
に
わ
た
り
受
給
し
て
い
る
者
の
中
で
も
高
い
割
合
を
示
し
て
お
り
、
　
「
統
合
の
被
害
者
」
と

称
さ
れ
て
い
る
。
連
邦
統
計
庁
の
最
新
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
一
九
九
三
年
に
つ
い
て
、
約
一
五
〇
万
の
児
童
や
少
年
が
社
会
援
助
受
給

者
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
缶
・
O
。
・
8
巳
。
ほ
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
　
「
い
よ
い
よ
人
間
が
排
除
さ
れ
、
周
縁
へ
と
押
し
や
ら
れ
て
い
る
。
富
め
る
者
は
よ
り
豊

か
に
な
り
、
貧
し
い
者
は
よ
り
貧
し
く
な
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
一
五
〇
万
世
帯
が
借
金
を
返
済
で
き
ず
に
い
る
。
ド
イ
ツ
労

働
共
同
体
の
評
価
に
よ
れ
ば
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
数
は
、
一
九
九
四
年
に
は
八
七
六
〇
〇
〇
人
だ
っ
た
も
の
が
一
九
九
五
年
に
は
九
二
〇

〇
〇
〇
人
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
、
す
で
に
家
庭
に
お
い
て
青
天
井
な
浪
費
が
ま
す
ま
す
増
大
し
て
い
る
こ
と
と
共
に
、
住

む
家
を
失
う
こ
と
や
失
業
に
よ
っ
て
展
望
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
経
験
し
、
目
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
薬
物
や
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
原
因
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
犯
罪
が
増
加
す
る
主
原
因
で
も
あ
る
」
。

　
こ
う
し
た
背
景
の
前
で
、
若
年
者
層
の
貧
困
化
と
少
年
犯
罪
の
増
加
、
暴
力
犯
罪
の
増
加
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
学
的
な
関

心
も
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
O
げ
房
匿
昌
　
勺
窓
旨
円
は
、
幾
つ
か
の
研
究
に
よ
り
、
警
察
統
計
上
の
年
齢
集
団
別
犯
罪
被
疑
者
数

の
推
移
と
社
会
援
助
受
給
者
数
の
推
移
と
の
分
析
を
行
っ
た
上
で
、
ア
ノ
ミ
ー
理
論
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
理
論
な
ど
に
依
拠
し
つ
つ
、
警

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

察
統
計
上
の
少
年
犯
罪
の
推
移
が
若
年
者
層
の
貧
困
化
と
関
係
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
9
●
℃
窓
穿
村
に
よ
れ
ば
、
警
察
統
計

上
、
一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
、
二
五
歳
か
ら
三
〇
歳
ま
で
の
被
疑
者
や
そ
れ
よ
り
年
長
の
被
疑
者
数
は
一
〇
万
人
当

た
り
一
五
〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
で
ほ
ぼ
横
這
い
で
推
移
し
て
い
る
の
に
対
し
、
一
四
歳
か
ら
一
八
歳
の
被
疑
者
数
は
一
〇
万
人
当
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た
り
四
〇
〇
〇
人
台
か
ら
七
〇
〇
〇
人
台
へ
、
一
八
歳
か
ら
二
一
歳
ま
で
の
者
は
四
〇
〇
〇
人
台
後
半
か
ら
七
五
〇
〇
人
強
へ
、
二
一

歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
者
は
四
〇
〇
〇
人
台
か
ら
六
〇
〇
〇
人
弱
へ
と
推
移
し
て
お
り
、
激
増
し
て
い
る
。
暴
力
犯
罪
の
推
移
に
つ
い

て
も
同
じ
傾
向
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
他
方
で
、
社
会
援
助
の
受
給
者
数
を
見
た
場
合
、
例
え
ば
一
九
八
○
年
か
ら
一
九
九
〇
年
に

か
け
て
、
旧
西
ド
イ
ツ
地
区
で
は
社
会
援
助
受
給
者
数
は
一
三
〇
万
人
か
ら
三
九
〇
万
人
に
増
加
し
て
い
る
が
、
一
万
人
当
た
り
の
数

を
見
た
場
合
、
ま
さ
に
少
年
と
青
年
の
年
齢
層
に
お
い
て
増
加
し
て
い
る
。
9
●
℃
窓
題
目
は
、
こ
う
し
た
連
邦
規
模
に
お
け
る
統
計
分

析
の
ほ
か
、
Z
δ
α
①
門
。
・
p
9
。
・
窪
に
お
け
る
統
計
分
析
や
東
西
両
地
区
の
比
較
を
行
い
、
次
の
こ
と
を
「
経
験
的
な
所
見
」
か
ら
の
テ
ー
ゼ

と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
①
人
間
の
価
値
が
経
済
的
な
地
位
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
は
、
特
に
相
対
的
な
貧
困
に
直
面
し

て
い
る
者
に
強
い
欲
求
不
満
が
生
じ
る
こ
と
、
②
ド
イ
ツ
に
お
い
て
貧
富
の
差
は
拡
大
し
て
い
る
こ
と
、
③
貧
困
に
直
面
し
て
い
る
少

年
が
展
望
を
喪
失
し
て
い
る
場
合
に
は
、
自
分
が
自
由
に
で
き
な
い
も
の
を
不
法
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
危
険
性
が
高
ま
る
こ
と
、

④
貧
困
に
直
面
し
た
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
支
援
す
る
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
包
ま
れ
る
こ
と
が
減
少
し
て
お
り
、
社
会
の
解
体

が
進
む
ほ
ど
、
貧
困
が
犯
罪
へ
と
つ
な
が
る
危
険
性
が
高
ま
る
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
今
日
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
会
条

件
の
下
で
は
、
少
年
の
貧
困
は
若
年
者
に
よ
る
逸
脱
行
為
の
危
険
性
を
高
め
る
、
と
い
う
こ
と
を
結
論
し
て
い
る
。

　
警
察
統
計
上
の
犯
罪
数
や
割
合
は
特
定
の
政
策
主
張
の
論
拠
と
す
る
に
耐
え
う
る
も
の
な
の
か
、
そ
も
そ
も
「
貧
困
」
と
は
ど
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
な
状
態
を
指
し
て
い
る
の
か
な
ど
、
こ
う
し
た
O
げ
●
勺
落
幕
あ
研
究
方
法
論
や
結
論
に
つ
い
て
は
、
強
い
批
判
も
存
在
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
の
存
在
自
体
か
ら
も
、
少
年
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
、
な
か
ん
ず
く
貧
困
化
や
社
会
的
な
周
縁
化
、

展
望
の
喪
失
の
問
題
と
少
年
犯
罪
と
の
か
か
わ
り
に
対
す
る
強
い
犯
罪
学
的
関
心
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
社
会
民
主
党
の
大
質
問
に
対
す
る
連
邦
政
府
の
回
答

　
1
　
貧
困
や
社
会
的
疎
外
と
の
か
か
わ
り
で
少
年
犯
罪
の
問
題
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
視
座
は
、
議
会
に
お
け
る
議
論
に
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
、
並
び
に
、
犯
罪
予
防
の

あ
り
方
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
少
年
犯
罪
の
原
因
と
そ
れ
へ
の
あ
る
べ
き
対
応
に
つ
い
て
大
き
な
議
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ

た
第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
当
時
の
与
野
党
間
の
や
り
と
り
を
狙
上
に
載
せ
、
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

　
2
　
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
の
口
火
を
実
質
的
に
切
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
民
主
党
（
ω
℃
U
）
が
一
九
九
六
年
五
月
二
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

付
で
公
に
し
た
、
連
邦
政
府
に
対
す
る
大
質
問
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
で
あ
っ
た
。
鶏
U
の
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
が
連
邦

政
府
に
対
し
説
明
を
求
め
て
い
る
事
項
は
、
大
き
く
は
、
　
「
一
般
的
な
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
の
現
状
、
予
防
・
介
入
・
犯
罪
訴
追
に
関

す
る
評
価
と
結
果
」
、
「
若
年
者
の
薬
物
犯
罪
」
、
「
若
年
者
の
暴
力
犯
罪
と
予
防
戦
略
・
介
入
措
置
・
犯
罪
訴
追
に
関
す
る
結
果
」
と
い

う
三
つ
の
柱
か
ら
成
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
細
か
に
見
て
み
る
と
、
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
・
暴
力
犯
罪
の
推
移
と
現
状
、
少
年
援
助

受
給
者
数
、
新
旧
ラ
ン
ト
に
お
け
る
数
値
の
比
較
と
い
っ
た
事
柄
に
関
す
る
数
値
の
提
示
、
そ
れ
ら
の
原
因
、
現
在
の
少
年
援
助
の
評

価
、
（
少
年
）
刑
法
的
な
対
応
の
有
効
性
如
何
、
・
薬
物
政
策
の
現
状
と
あ
り
方
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
暴
力
描
写
の
影
響
如
何
、
家
庭
内

暴
力
と
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
と
の
関
連
性
如
何
、
学
校
教
育
の
あ
り
方
な
ど
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
質
問
項
目
は
三
八
を
数
え
て
い

る
。　

宥
】
）
の
大
質
問
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
自
体
が
、
少
年
司
法
に
お
け
る
厳
罰
化
が
非
生
産
的
な
も
の
で
あ
り
、
少
年
犯
罪
へ
の
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有
効
な
対
処
手
段
と
な
り
え
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
は
、
冒
頭
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
確
認
で

　
　
ヨ

き
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
法
の
み
を
手
段
と
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
可
能
性
を
一
面
的
に
呼
び
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
若
年
者
の

犯
罪
に
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抑
圧
的
な
措
置
の
み
を
信
頼
す
る
こ
と
は
正
当
化
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
再
三
に
わ

た
り
、
示
さ
れ
て
い
る
。
必
要
な
の
は
、
現
実
的
で
包
括
的
な
原
因
分
析
で
あ
り
、
そ
の
上
に
行
動
計
画
を
築
く
こ
と
で
あ
る
。
問
題

解
決
の
た
め
の
最
良
の
処
方
箋
を
（
少
年
）
刑
法
の
可
能
性
に
見
出
す
こ
と
に
対
し
て
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
警
鐘
は
、
正
し
い
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
少
年
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
原
因
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
求
め
ら
れ
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
あ
る

構
造
的
な
問
題
を
食
い
止
め
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
関
連
に
お
い
て
、
特
に
多
く
の
若
年
者
の
経
済
的
状
況
を
凝
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

貧
困
は
、
八
○
年
代
の
終
わ
り
以
来
、
児
童
、
少
年
、
青
年
に
お
い
て
最
も
強
く
増
大
し
て
お
り
、
少
年
の
失
業
者
数
は
、
そ
の
絶
え

異
な
い
増
加
を
裏
づ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
年
者
の
犯
罪
行
為
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
は
、
、
社
会
的
周
縁
で
生
活
を
送
り
、
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
そ
こ
か
ら
身
を
振
り
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
展
望
を
も
っ
て
い
な
い
、
一
四
歳
か
ら
二
五
歳
ま
で
の
者
の
数

が
増
え
て
い
る
こ
と
に
原
因
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
は
、
東
方
と
の
国
境
開
放
に
よ
り
、
拠
り
所
を
奪
わ
れ
た
多
く
の
若
年
者

が
ド
イ
ツ
へ
流
入
し
て
お
り
、
従
来
、
彼
ら
に
つ
い
て
は
社
会
へ
の
統
合
が
不
十
分
に
し
か
成
功
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
が
付
け
加

わ
る
、
と
。
第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
い
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
議
論
の
焦
点
が
、
少
年
犯
罪
と
社
会
構
造
的
な
問
題
と
の
か
か

わ
り
、
な
か
ん
ず
く
若
年
者
層
の
貧
困
化
や
社
会
的
周
縁
化
、
そ
し
て
そ
れ
に
端
を
発
す
る
展
望
の
喪
失
と
の
か
か
わ
り
と
い
っ
た
事

柄
に
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
、
こ
う
し
た
ω
℃
U
の
大
質
問
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
の
基
本
的
な

立
場
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
3
　
連
邦
政
府
は
、
一
九
九
七
年
七
月
二
三
日
付
で
。
。
℃
U
の
大
質
問
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
に
対
す
る
回
答
を
公
に
し
て
い
る
。

ま
ず
、
当
時
の
連
邦
政
府
の
基
本
的
立
場
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
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連
邦
政
府
は
、
少
年
犯
罪
の
現
状
に
つ
き
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。
警
察
段
階
の
犯
罪
統
計
が
現
実
的
な
基
本
的
傾
向
を
正

し
く
反
映
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
九
〇
年
代
の
は
じ
め
以
来
若
年
者
の
犯
罪
は
増
大
し
て
い
る
。
そ
の
傾
向
は
、
①
若
年
の
ド
イ
ツ
人

に
よ
る
犯
罪
は
こ
こ
数
年
、
旧
東
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
と
も
に
増
大
し
て
い
る
こ
と
、
②
特
に
旧
東
ド
イ
ツ
に
お
け
る
若
年
者
の
犯
罪

被
疑
者
数
は
明
ら
か
に
西
ド
イ
ツ
に
お
け
る
も
の
よ
り
も
多
い
こ
と
、
そ
し
て
③
若
年
の
外
国
人
の
犯
罪
数
は
一
九
九
三
年
夏
で
の
数

値
を
下
回
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
政
治
的
庇
護
を
求
め
る
者
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
と
関
連
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
と
い

う
三
つ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
九
九
六
年
に
お
い
て
警
察
が
捜
査
し
た
犯
罪
被
疑
者
の
全
体
数
の
う
ち
、
未
成
年
者
と
二
一

歳
ま
で
の
青
年
が
占
め
る
割
合
は
二
八
％
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
未
成
年
者
が
、
壁
へ
の
落
書
き
や
喧
嘩
、

万
引
き
や
無
賃
乗
車
な
ど
の
余
り
重
大
で
は
な
い
非
行
に
及
ん
で
い
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
年
の
行
為
容
疑
者

の
う
ち
頻
回
行
為
者
で
あ
っ
た
り
、
侵
害
強
度
が
強
い
犯
罪
を
犯
し
て
い
た
り
す
る
の
は
、
約
五
％
に
過
ぎ
な
い
。
年
齢
が
上
が
る
に

し
た
が
っ
て
行
為
容
疑
者
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
を
統
計
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
大
抵
の
少
年
非
行
は
、
成
人
犯
罪
に
は
至
ら
な

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
と
。

　
こ
う
し
た
現
状
認
識
の
上
で
、
少
年
司
法
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
か
か
わ
り
で
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
政
府
は
、
刑
法
的
な
手
段
、
抑
圧
的
な
手
段
に
よ
っ
て
は
抜
本
的
な
対
策
は
な
し
え

な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
少
年
犯
罪
者
に
対
し
、
迅
速
で
徹
底
的
な
対
応
が
行
わ
れ
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
高
い
威
嚇
の
リ

ス
ク
が
保
証
さ
れ
る
こ
と
は
、
若
年
者
に
よ
る
リ
ス
ク
判
断
に
と
っ
て
、
将
来
的
に
も
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
と
な

ら
ん
で
、
　
「
刑
罰
に
対
す
る
教
育
の
優
越
」
が
少
年
刑
法
や
少
年
執
行
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
い
う
八
○
年
代
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら

れ
た
試
み
が
継
続
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
、
と
。
　
「
少
年
刑
法
実
務
が
自
由
を
剥
奪
し
な
い
処
分

や
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
一
段
と
多
く
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
犯
罪
の
増
加
を
帰
結
し
な
か
っ
た
八
○
年
代
と
較
べ
て
み
て
も
、
刑
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法
上
の
措
置
が
誤
っ
て
余
り
に
寛
大
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ず
、
現
在
の
犯
罪
の
増
加
を
そ
の
こ
と
に
帰
す
こ
と
は
で
き
な

　
　い

」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
も
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
方
呵
性
が
犯
罪
増
加
の
直
接
的
な
原
因
で
あ

る
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
の
試
み
は
継
続
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
　
「
刑
罰
に
対
す
る

教
育
の
優
越
」
と
な
ら
ん
で
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
効
果
が
将
来
的
に
も
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
留
意

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
連
邦
政
府
自
ら
が
増
加
を
認
め
て
い
る
少
年
犯
罪
の
原
因
は
何
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
連
邦
政
府
は
、

現
在
見
ら
れ
る
若
年
者
に
よ
る
非
行
増
加
の
原
因
を
全
体
的
に
若
年
者
の
失
業
や
貧
困
化
、
周
縁
化
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見

　
　
　
　
　
　

解
で
は
な
い
」
と
い
う
。
連
邦
政
府
は
、
そ
も
そ
も
、
　
コ
九
八
八
年
以
来
、
特
に
若
年
者
に
お
い
て
貧
困
化
が
広
が
っ
て
い
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

い
う
宥
O
の
大
質
問
が
述
べ
る
指
摘
を
「
正
し
く
な
い
も
の
」
と
評
し
、
貧
困
化
・
窮
乏
化
現
象
は
語
り
得
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
。

そ
の
一
方
で
、
　
「
行
為
機
会
や
行
為
対
象
物
の
増
加
」
、
「
生
活
の
匿
名
化
や
国
家
的
・
社
会
的
統
制
の
減
退
」
、
「
義
務
や
社
会
的
な
つ

な
が
り
の
弱
化
、
個
人
の
権
利
主
張
の
強
ま
り
と
し
て
の
、
快
楽
主
義
的
で
自
己
中
心
的
な
生
活
様
式
に
よ
り
表
さ
れ
る
価
値
の
変
化
」
、

「
生
活
様
式
の
多
様
化
や
価
値
の
方
向
づ
け
の
個
人
主
義
化
を
背
景
と
す
る
社
会
的
周
縁
集
団
の
増
加
」
な
ど
に
少
年
犯
罪
増
加
の
原

　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

因
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
連
邦
政
府
の
回
答
が
、
拘
束
力
の
あ
る
行
為
規
範
を
も
た
な
い
「
無
秩
序
な
」
生
活
行
動
の
広
が
り
と
少
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

犯
罪
増
加
と
の
か
か
わ
り
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
議
論
の
焦
点
は
、
抽
象
的
な
「
規
範
」
や
「
秩
序
」

の
弱
化
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
4
　
連
邦
政
府
の
基
本
的
な
立
場
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
回
答
自
体
は
、
厳
罰
化
の
要
求
を
正
面
に

押
し
出
す
も
の
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
　
「
た
と
え
、
児
童
や
少
年
の
非
行
と
の
直
接
的
な
原
因
・
結
果
関
係
が
個
別
に
証
明
で
き
な
い

と
し
て
も
、
価
値
衝
突
や
価
値
の
方
向
づ
け
の
問
題
、
そ
し
て
見
当
識
が
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
な
ら
ん
で
、
社
会
的
な
問
題
状
況
1
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一
失
業
、
社
会
的
な
周
縁
化
、
貧
困
や
排
除
　
　
は
、
児
童
非
行
・
少
年
非
行
へ
の
予
防
的
な
取
り
組
み
と
そ
の
克
服
に
関
し
て
、
『
負

担
要
素
』
と
し
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
連
邦
政
府
が
少
年
犯
罪
対
策
と
の
か
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
り
に
お
い
て
、
広
い
意
味
で
の
社
会
政
策
の
重
要
性
を
否
定
し
去
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
ま
た
、
連
邦
政
府
に
よ
る
回
答
は
、

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
動
向
を
是
認
し
、
そ
れ
を
継
続
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
他
方
で
、
連
邦
政

府
は
、
　
「
教
育
に
よ
る
犯
罪
予
防
を
政
治
的
に
影
響
付
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
長
期
的
な
成
果
し
か
も
た
ら
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ず
、
部
分
的
に
は
（
例
え
ば
教
育
の
専
門
家
の
た
め
の
）
著
し
い
支
出
と
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
も
主
張
し
て
い
る
。

　
短
期
的
な
犯
罪
予
防
効
果
を
何
に
期
待
す
る
か
、
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
連
邦
政
府
に
よ
る
回
答
は
、
刑
法
的
統
制
の

短
期
的
な
犯
罪
予
防
効
果
へ
の
期
待
を
捨
て
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
　
「
少
年
刑
法
や
一
般
刑
法
に
は
増
加
す
る
若
年

者
の
犯
罪
行
為
を
克
服
す
る
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
る
と
連
邦
政
府
は
考
え
る
の
か
」
と
い
う
。
。
℃
∪
の
質
問
項
目
に
対
し
、
連
邦
政

府
は
、
非
定
式
的
な
手
続
処
理
、
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
次
の
よ
う
に
回
答

　
　
　
　
　

し
て
い
る
。
刑
法
規
範
の
存
在
は
社
会
的
に
是
と
さ
れ
な
い
行
為
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
よ
り
公
衆
の
法
意
識
に
影
響
を
及
ぼ
す
。

刑
罰
や
制
裁
を
伴
っ
た
禁
止
規
範
は
予
防
的
な
行
為
統
制
と
な
る
。
禁
止
規
範
や
刑
罰
の
威
嚇
は
他
の
様
々
な
行
為
統
制
要
因
と
重
な

る
も
の
で
は
あ
る
が
、
規
範
を
明
確
に
し
て
犯
罪
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
法
律
を
徹
底
的
に
適
用
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
。
犯
罪
原
因
が
「
規
範
」
や
「
秩
序
」
に
求
め
ら
れ
た
上
で
、
短
期
的
な
犯
罪
予
防
に
つ
い
て
は
、
社
会
政

策
と
の
関
連
の
中
で
の
解
決
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
刑
法
的
統
制
に
よ
る
効
果
に
少
な
か
ら
ず
期
待
す
る
と
い
う
立
場
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
、
　
「
連
邦
政
府
は
、
若
年
者
（
一
四
歳
か
ら
二
五
歳
の
者
）
に
よ
る
暴
力
犯
罪
の
増
加
に
効
果
的
に
対
応

す
る
た
め
に
、
少
年
刑
法
や
一
般
刑
法
が
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
か
」
と
い
う
ω
包
）
の
質
問
事
項
に
対
し
、

連
邦
政
府
が
、
行
為
に
及
ん
だ
当
該
若
年
者
へ
の
特
別
予
防
効
果
と
と
も
に
、
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
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と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
規
範
を
明
確
に
す
る
刑
法
の
機
能
は
、
特
に
暴
力
の
準
備
の
あ
る
集
団
や
『
環
境
（
屋
冨
5
。
・
）
』
に
鑑
み
る

と
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
集
団
に
お
い
て
は
、
関
連
す
る
暴
力
非
行
に
対
す
る
具
体
的
な
司
法
に
よ
る
対
応
が
最
も
容
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
心
に
留
め
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
」
。
こ
う
し
た
主
張
を
考
慮
し
た
場
合
、
連
邦
政
府
の
立
場
に
お
い
て
、
む
し
ろ
「
秩
序
」
の
明
確
化

や
「
規
範
」
の
覚
醒
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
法
的
統
制
の
積
極
的
な
活
用
に
よ
る
解
決
へ
と
問
題
が
収
敏
さ
れ
て
し
ま
う
危

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

険
性
を
払
拭
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
5
　
以
上
に
概
観
し
た
連
邦
政
府
に
よ
る
回
答
に
お
い
て
は
、
教
育
政
策
が
長
期
的
な
犯
罪
予
防
策
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の
の
、

短
期
的
な
予
防
策
と
し
て
は
刑
法
的
対
応
に
小
さ
か
ら
ぬ
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
個
別
具
体
的

な
少
年
犯
罪
へ
の
対
応
に
お
い
て
、
同
時
に
一
般
予
防
や
威
嚇
ま
で
も
が
期
待
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
短
期
的
な
予
防
策
と
具
体
的
な
対

応
策
と
が
重
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
な
犯
罪
行
為
の
背
後
に
個
人
の
具
体
的
な
生
活
状
況
を
見
取
る

と
い
う
視
角
は
、
後
退
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
連
邦
政
府
の
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て

は
、
比
較
的
限
定
的
に
捉
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
連
邦
政
府
に
よ
る
回
答
が
自
ら
認
め
て
い
る
よ
う
な
行
為
規
範
の
な
い
「
無
秩
序
」
な
社
会
状
態
や
社
会
的
な
統
合
力
の

衰
弱
は
、
刑
法
的
統
制
に
よ
り
克
服
さ
れ
、
回
復
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
一
般
予
防
効
果
や
威
嚇
効
果
を
期
待
し
て
少
年
犯
罪

に
対
応
す
る
こ
と
は
合
理
的
な
の
か
、
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
連
邦
政
府
の

回
答
に
対
す
る
当
時
の
野
党
に
よ
る
主
張
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

1

（
2
）
連
合
九
〇
／
緑
の
党
「
公
共
の
安
全
の
強
化
－
少
年
犯
罪
の
減
少
」

上
に
見
た
当
時
の
連
邦
政
府
に
よ
る
回
答
に
対
し
、
一
九
九
七
年
＝
月
に
は
、

連
合
九
〇
／
緑
の
党
（
b
d
言
α
巳
の
O
O
＼
U
δ
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O
a
p
窪
）
と
社
会
民
主
党
（
鴇
U
）
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
提
案
が
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。

　
一
九
九
七
年
一
一
月
一
一
日
付
で
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
た
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
に
よ
る
「
公
共
の
安
全
の
強
化
一
少
年
犯
罪

の
減
少
」
は
、
こ
こ
数
年
来
少
年
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
強
盗
や
傷
害
が
増
加
し
て
い
る
と
し
て
も
、
依
然
、

少
年
犯
罪
は
主
と
し
て
は
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
軽
微
犯
罪
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う
な
理
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
原
因
は
、
特
に
社
会
的
な
変
革
、
経
済
的
な
展
望
の
喪
失
、
多

く
の
少
年
や
そ
の
家
族
の
非
統
合
、
貧
富
の
差
の
拡
大
、
そ
し
て
ま
す
ま
す
効
率
主
義
化
す
る
消
費
財
産
業
の
広
告
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に

あ
る
。
多
く
の
若
年
者
は
、
自
分
の
高
ま
る
参
加
意
欲
を
合
法
的
な
方
法
で
満
た
す
こ
と
は
絶
望
的
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
際

に
、
以
前
よ
り
も
頻
繁
に
、
暴
力
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
大
人
も
、
模
範
的
に
生
活
す
る
と
い
う
そ
の
特
別
な
役
割
を
殆
ど
果
た
し
て

い
な
い
。
反
対
に
、
脱
税
や
保
険
金
詐
欺
、
決
済
の
粉
飾
、
合
法
的
な
中
毒
性
物
質
の
広
告
な
ど
は
、
若
年
者
の
法
意
識
の
境
界
を
霞

ま
せ
て
い
る
。
近
代
的
な
生
活
様
式
、
家
庭
に
よ
る
保
護
の
弱
ま
り
、
強
ま
る
競
争
の
圧
力
、
そ
し
て
連
帯
意
識
の
な
い
者
が
成
功
者

と
し
て
世
の
中
で
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
物
質
的
な
利
益
を
得
る
た
め
に
は
犯
罪
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
、
多

く
の
若
年
者
が
も
つ
態
度
を
抑
止
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
少
年
の
問
で
薬
物
使
用
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
、
特
に
精
神
的
な

方
向
づ
け
の
喪
失
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
少
年
は
、
自
分
の
社
会
的
薬
玉
合
性
を
、
時
に
は
暴
力
も
伴
っ
て
、
自

己
貫
徹
と
自
己
と
他
者
と
の
差
異
化
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
定
住
し
て
い
る
非

ド
イ
ツ
入
や
強
制
移
住
者
に
当
て
は
ま
る
、
と
。

　
こ
の
よ
う
に
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
は
、
特
に
社
会
的
な
変
革
、
失
業
、
多
く
の
少
年
や
そ
の
家
族
の
非
統
合
、
貧
富
の
差
の
拡
大

な
ど
に
よ
り
、
若
年
者
が
展
望
を
喪
失
し
、
社
会
参
加
意
欲
を
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
少
年
犯
罪
に
影
響
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　

て
い
る
と
の
理
解
を
示
し
て
い
る
。
少
年
犯
罪
に
は
貧
困
や
社
会
的
周
縁
化
な
ど
の
深
い
社
会
構
造
的
な
問
題
が
影
響
し
て
お
り
、
本
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来
で
あ
れ
ば
犯
罪
を
抑
止
す
べ
き
規
範
も
大
人
に
よ
り
霞
ま
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
2
　
こ
う
し
た
立
場
か
ら
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
は
、
必
要
な
の
は
、
　
「
少
年
司
法
の
領
域
に
お
け
る
抑
圧
的
な
思
考
を
継
続
す
る

こ
と
に
代
え
て
、
社
会
政
策
や
教
育
政
策
な
ど
に
よ
る
第
一
の
少
年
犯
罪
予
防
（
9
①
9
ヨ
貯
①
旨
σ
。
o
巳
巨
巨
づ
p
膏
磐
①
三
δ
⇒
）
を
強
化
す
る

　
　
　こ

と
」
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
そ
の
「
第
一
の
少
年
犯
罪
予
防
」
を
促
進
す
る
た
め
の
具
体
的
施
策
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
の
は
、
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
少
年
援
助
の
措
置
が
特
に
旧
東
側
に
行
き
渡
る
よ
う
に
十
分
に
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
②
児
童
・

少
年
援
助
法
の
実
務
的
転
換
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
、
自
ら
の
生
活
条
件
に
影
響
を
与
え
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
の
立
案
・
決
定
・

実
施
に
少
年
自
身
が
関
与
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
③
児
童
・
少
年
計
画
を
増
強
す
る
こ
と
で
児
童
・
少
年
活
動
に
お
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
担
い
手
に
よ
る
予
防
活
動
を
支
援
す
る
こ
と
、
④
連
邦
の
治
安
当
局
（
連
邦
刑
事
局
や
連
邦
国
境
警
備
隊
な
ど
）
の
財
政
的
枠
組

み
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
代
わ
り
に
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
少
年
の
「
遅
い
引
揚
者
（
。
。
8
雪
。
・
。
・
9
醇
）
」
や
移
住
者
の
言
語
習
得
の
促
進
、

彼
ら
の
社
会
的
統
合
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
、
⑤
学
校
の
授
業
計
画
で
、
広
く
行
き
渡
る
よ
う
な
反
暴
力
訓
練
や
葛
藤
処
理
の
仕
方
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
⑥
少
年
行
刑
内
で
、
少
年
の
攻
撃
性
や
暴
力
性
を
取
り
除
く
た
め
の
治
療
的
な
給
付
が
強
め
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
⑦
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
に
関
す
る
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を
減
ら
す
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。

　
特
に
、
④
連
邦
の
治
安
当
局
の
財
政
的
枠
組
み
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
代
わ
り
に
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
少
年
の
「
遅
い
引
揚
者
」
や

移
住
者
の
言
語
習
得
の
促
進
、
彼
ら
の
社
会
的
統
合
の
た
め
に
用
い
る
、
と
い
う
主
張
に
は
、
一
九
九
三
年
の
∩
U
¢
＼
∩
ω
⊂
提
案
へ
の

明
確
な
対
抗
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ω
）
∈
∩
。
。
d
提
案
で
は
、
連
邦
刑
事
局
や
連
邦
憲
法
擁
護
庁
の
予
算
拡
充
の
必
要
性
が
説
か
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
中
、
特
に
、
貧
困
や
社
会
的
な
排
除
、
展
望
の
喪
失
、
そ
し
て
若
年
者
の
満
た
さ
れ
て
い
な
い
社
会

参
加
の
意
欲
に
原
因
を
求
め
た
上
で
、
青
少
年
の
社
会
参
加
意
欲
を
汲
み
上
げ
る
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
点
に
、
連
合
九
〇
／
緑

の
党
が
掲
げ
る
少
年
司
法
以
外
の
領
域
に
お
け
る
改
革
提
案
の
特
徴
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
②
自
分
の
生
活
条
件
に
影
響
を
与
え
る
コ
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
計
画
へ
の
少
年
自
身
の
参
加
な
ど
、
こ
こ
に
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
影
響
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
3
　
そ
れ
で
は
、
少
年
司
法
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
連
合
九
地
区
緑
の
党
は
、
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
、

閉
鎖
的
な
施
設
収
容
、
少
年
刑
の
頻
繁
な
賦
課
、
青
年
を
一
般
刑
法
に
よ
り
処
断
す
る
こ
と
と
い
っ
た
い
ず
れ
の
措
置
に
よ
っ
て
も
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

極
的
な
変
化
は
望
め
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
刑
罰
の
峻
厳
化
や
少
年
に
対
し
拘
禁
刑
を
頻
繁
に
用
い
る
こ
と
は
、
著
し
い
再
犯
率
に

鑑
み
る
と
、
新
た
な
犯
罪
行
為
、
重
大
な
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
る
危
険
性
を
む
し
ろ
高
め
る
。
少
年
犯
罪
に
対
す
る
警
察
や
司
法
の
影

響
づ
け
の
可
能
性
は
限
ら
れ
て
い
る
。
一
四
歳
未
満
の
児
童
は
確
か
に
以
前
よ
り
は
情
報
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
刑

罰
を
受
け
る
に
足
る
成
熟
度
は
低
下
し
て
い
る
。
激
し
い
誘
惑
状
況
に
も
耐
え
う
る
行
為
規
範
を
発
展
さ
せ
る
能
力
は
、
多
様
な
社
会

的
影
響
や
高
ま
る
消
費
圧
力
に
よ
り
、
弱
ま
っ
て
い
る
。
規
範
も
ま
す
ま
す
妥
当
性
を
失
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
児
童
は
、
通
例
、
無
意

識
的
に
犯
罪
に
及
ん
で
お
り
、
具
体
的
な
法
律
に
よ
る
威
嚇
を
余
り
考
慮
す
る
こ
と
が
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
言
察
へ
と
通
報
さ

れ
る
児
童
の
圧
倒
的
多
数
に
は
、
少
年
刑
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
ら
は
、
通
例
、
困
難
な
社
会
的
境
遇
の
出
身
で
あ
り
、

し
ば
し
ば
、
刑
法
的
な
責
任
が
疑
問
視
さ
れ
る
ほ
ど
に
、
成
長
が
害
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
児
童
を
閉
鎖
的
な
施
設
に
収

容
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
公
共
の
安
全
に
も
資
さ
ず
、
教
育
的
に
積
極
的
な
効
果
も
与
え
な
い
。
こ
の
場
合
、
再
犯
の
危
険
性
は
著
し

く
高
ま
る
。
他
方
で
、
ま
す
ま
す
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
い
、
負
担
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
成
人
世
界
に
向
け
で
、
青
年
が
成
長
す
る
こ

と
は
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
青
年
に
対
し
成
人
刑
法
を
一
般
的
に
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
実
務
に
お
い
て
少

年
刑
法
が
こ
の
年
齢
集
団
に
対
し
て
決
し
て
寛
大
に
作
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
て
い
る
、
と
。

　
連
合
九
〇
／
緑
の
党
は
、
厳
罰
化
は
有
効
な
も
の
と
な
り
え
ず
、
そ
も
そ
も
そ
の
前
提
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
児
童
・
少
年
・
青
年
が
、
規
範
を
形
成
す
る
の
が
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
成
長
を
遂
げ
る
の
が
困
難
な

社
会
的
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
方
向
で
の
少
年
司
法
の
改
革
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
手
続
の
法
治
国
家
的
な
質
を
減
じ
る

こ
と
な
ぐ
、
犯
罪
発
見
の
リ
ス
ク
（
行
為
者
に
と
っ
て
の
、
犯
罪
行
為
が
発
覚
す
る
リ
ス
ク
）
を
高
め
、
処
罰
ま
で
の
手
続
が
速
め
ら
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
連
合
九
〇
／
緑
の
党
は
、
具
体
的
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
改
革
策
を
提
唱
し
て
い
る
。
①
青
年
に
対
し
て

も
原
則
的
に
少
年
裁
判
所
法
の
教
育
的
な
手
続
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
②
行
為
者
…
被
害
者
－
和
解
の
価
値
を
引
き
上
げ
、

そ
の
拡
充
を
図
る
こ
と
、
③
拘
禁
審
査
期
間
（
国
碧
陣
℃
a
守
口
α
q
o
。
月
一
〇
。
一
）
を
六
カ
月
か
ら
三
カ
月
に
短
縮
し
、
公
判
手
続
ま
で
の
期
間
の
短
縮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
図
る
こ
と
、
④
あ
ら
ゆ
る
被
疑
者
少
年
に
弁
護
人
を
付
き
添
わ
せ
る
よ
う
に
す
べ
き
こ
と
、
⑤
少
年
の
拘
禁
を
可
能
な
限
り
社
会
内

処
分
や
少
年
援
助
の
措
置
に
よ
り
代
替
さ
せ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
一
四
歳
！
一
五
歳
の
少
年
に
は
社
会
内
処
分
の
み
が
科
さ
れ
る
よ
う

に
す
べ
き
こ
と
、
専
門
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
警
察
・
裁
判
所
で
の
職
業
教
育
を
強
化
す
る
こ
と
、
自
由
刑
の
短
縮
を
実
現
す
る
た

め
に
刑
法
と
、
特
に
麻
薬
法
を
改
正
す
べ
き
こ
と
な
ど
も
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　
未
決
勾
留
の
増
加
と
長
期
化
、
そ
れ
に
伴
う
手
続
期
間
の
長
期
化
、
そ
し
て
厳
罰
化
要
求
と
い
う
「
逆
改
革
」
に
直
面
す
る
中
で
、

自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
と
未
決
勾
留
の
回
避
・
短
縮
化
を
通
し
た
手
続
の
迅
速
化
が
主
張
さ
れ
て
い
る
点
が
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
の

見
解
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
行
為
者
一
被
害
者
一
和
解
に
つ
い
て
は
、
被
害
者
の
同
意
が
あ
る
限
り
、
財
産
犯
の
み
な
ら

ず
暴
力
犯
の
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
若
年
者
に
つ
い
て
は
被
害
者
と
向
き

合
う
こ
と
に
よ
り
特
別
な
教
育
効
果
が
得
ら
れ
う
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
髄
、
そ
れ
が
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
と
い
う
全
体
的
な

基
調
の
中
で
、
自
由
剥
奪
処
分
の
代
替
策
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
重
ね
て
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
手
続
の
早

い
段
階
に
お
け
る
弁
護
人
の
選
任
も
、
法
治
国
家
的
保
障
と
い
う
点
の
み
な
ら
ず
、
長
期
に
わ
た
る
手
続
は
教
育
的
に
悪
影
響
を
与
え

る
た
め
に
、
未
決
勾
留
期
間
を
短
縮
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
観
点
、
す
な
わ
ち
社
会
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
観
点
か
ら
主
張
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
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4
　
以
上
に
見
た
よ
う
に
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
は
、
少
年
犯
罪
増
加
の
原
因
を
若
年
者
や
そ
の
家
族
の
非
統
合
、
貧
富
の
差
の
拡

大
と
い
っ
た
社
会
的
諸
要
素
と
そ
こ
か
ら
の
展
望
喪
失
に
求
め
た
上
で
、
刑
事
司
法
の
枠
組
み
よ
り
も
大
き
な
社
会
政
策
一
般
の
強
化
、

そ
の
促
進
を
通
し
た
「
第
一
の
少
年
犯
罪
予
防
」
に
よ
る
問
題
解
決
を
優
先
さ
せ
る
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
刑
法
的
措
置
を
峻
厳
化

す
る
こ
と
で
は
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
若
年
者
が
困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
中
で
は
そ
も
そ
も
刑
法
的
統
制
を
行
う

前
提
が
欠
け
て
い
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
社
会
政
策
の
あ
り
方
と
し
て
少
年
の
社
会
参
加
意
欲
を
汲
み
上
げ
る
措
置
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
な
ど
の
影
響
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
上
で
、
少
年
司
法
の
分
野
に
お
い
て
改
革
さ
れ
る
べ
き
措
置
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
敷
い
た
基
本
線
上
に
あ
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
措
置
で
あ
る
。
青
年
を
少
年
刑
法
に
よ
り
扱
う
べ
き
こ
と
、
行

為
者
－
被
害
者
－
和
解
の
拡
充
、
未
決
勾
留
を
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
る
手
続
の
短
縮
化
、
そ
の
た
め
に
早
期
に
弁
護
人
を
選
任
す
べ
き

こ
と
と
い
っ
た
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
教
育
効
果
」
と
い
う
観
点
か
ら
主
張
さ
れ
て
い
る
。
弁
護
人
の
選
任
に
し
て
も
、
防
禦
権
の
保

障
と
い
う
観
点
の
み
か
ら
で
は
な
く
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
切
ら
な
い
た
め
の
手
続
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
手
続
の
短
縮
化
と
自
由
剥
奪
の
回
避
、
そ
し
て
社
会
と
の
つ
な
が
り
が
「
教
育
効
果
」
と
い
う
観
点
か
ら
重
視
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
逆
改
革
」
を
正
面
か
ら
問
題
と
し
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
施
策
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
、
社

会
政
策
に
お
い
て
は
若
年
者
自
ら
の
参
加
が
重
視
さ
れ
、
少
年
司
法
に
お
い
て
は
手
続
の
短
縮
化
、
自
由
剥
奪
の
回
避
、
社
会
と
の
つ

な
が
り
で
「
教
育
」
を
捉
え
て
い
る
と
い
う
点
が
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
の
主
張
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。

（
3
）
社
会
民
主
党
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
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1
　
の
℃
∪
が
一
九
九
七
年
一
一
月
一
二
日
に
公
に
し
た
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
の
基
調
も
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
と
同
様
、
刑

罰
的
対
応
の
峻
厳
化
の
非
効
率
性
・
有
害
性
、
よ
り
広
い
社
会
政
策
に
よ
る
対
応
の
必
要
性
の
指
摘
に
あ
る
。
そ
の
基
調
は
、
先
に
一

九
九
六
年
五
月
二
四
日
付
で
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
て
い
た
大
質
問
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
は
提
唱
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
社
会
政
策
と
少
年
司
法
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
す
る
。

　
2
　
増
加
し
て
い
る
児
童
の
犯
罪
や
少
年
犯
罪
は
、
原
因
の
克
服
、
す
な
わ
ち
全
体
に
目
を
向
け
た
予
防
（
晋
①
。
。
き
昌
①
建
昌

き
。
・
。
け
N
¢
巳
。
国
響
。
註
8
）
に
よ
り
、
効
果
的
に
抑
制
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
ω
勺
U
は
、
特
に
児
童
や
少
年
、
青
年
の
貧
困
が

増
大
し
て
い
る
こ
と
、
価
値
の
喪
失
や
家
族
の
結
び
つ
き
の
喪
失
、
絶
望
的
な
教
育
現
場
や
労
働
市
場
に
も
原
因
の
あ
る
展
望
の
喪
失

が
、
克
服
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
し
て
お
り
、
未
成
年
者
の
犯
罪
の
増
加
は
若
年
者
の
失
業
や
貧
困
、
周
縁
化
の
増
大
に

帰
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
連
邦
政
府
の
回
答
を
「
連
邦
政
府
に
よ
る
政
治
的
な
面
面
や
過
誤
を
預
末
視
す
る
も
の
」
と
手
厳
し
く

　
　
　
　
　
　
　

批
判
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
つ
ω
℃
U
は
、
予
防
策
に
つ
き
、
社
会
福
祉
・
少
年
福
祉
を
含
め
て
、
関
係
機
関
の
よ
り
強
い
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
化
を
図
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
、
効
果
の
あ
る
少
年
福
祉
に
よ
り
若
年
者
の
自
己
責
任
と
自
己
の
価
値
感
情
を
強
化
し
、

社
会
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
は
な
い
と
い
う
感
情
を
持
た
せ
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
れ
を
具
体
化
す
る
措
置
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
①
若
年
者
の
犯
罪
増
加
の
主
原
因
、
す
な
わ
ち
児
童
・
少
年
・
青
年
の
増
大
す
る
貧
困
な
ら
び
に
教
育

現
場
・
労
働
市
場
の
絶
望
的
な
状
況
と
そ
こ
か
ら
帰
結
さ
れ
る
若
い
世
代
の
展
望
喪
失
を
克
服
す
る
こ
と
、
②
効
果
的
な
労
働
市
場
政

策
を
行
う
こ
と
や
家
庭
が
抱
え
る
負
担
を
よ
り
ょ
く
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
の
貧
困
化
リ
ス
ク
を
減
少
さ
せ
、
児
童
や
少

年
に
積
極
的
な
生
活
環
境
を
与
え
ら
れ
る
状
態
に
家
庭
を
変
え
る
こ
と
、
③
社
会
的
周
縁
に
あ
る
家
庭
の
支
援
を
強
化
す
る
こ
と
、
④

子
ど
も
の
権
利
条
約
第
一
二
条
を
実
施
す
る
義
務
を
満
た
し
、
子
ど
も
の
参
加
権
を
包
括
的
か
つ
実
効
的
に
満
た
す
こ
と
、
⑤
文
化
に

か
か
わ
る
児
童
少
年
事
業
を
促
進
す
る
こ
と
、
⑥
犯
罪
的
で
特
に
暴
力
を
称
賛
す
る
よ
う
な
放
送
を
抑
制
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
⑦
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予
防
的
な
少
年
事
業
を
連
邦
の
児
童
少
年
プ
ラ
ン
に
よ
り
強
く
含
め
る
こ
と
、
⑧
ド
イ
ツ
で
成
長
し
た
外
国
人
少
年
の
統
合
を
援
助
す

る
こ
と
、
⑨
少
年
余
暇
活
動
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
ク
の
領
域
に
お
い
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
活
動
の
価
値
を
引
き
上
げ
る
こ
と
、

⑩
行
為
者
－
被
害
者
－
和
解
を
拡
充
す
る
こ
と
、
⑪
直
接
的
に
少
年
司
法
の
領
域
に
か
か
わ
る
モ
デ
ル
、
特
に
頻
回
行
為
者
な
ど
に
か

か
わ
る
モ
デ
ル
に
つ
い
て
財
政
的
な
強
化
を
図
る
こ
と
、
⑫
若
年
の
「
遅
い
引
揚
者
」
の
社
会
的
統
合
の
た
め
に
適
切
な
助
成
を
行
う

こ
と
、
⑬
警
察
や
児
童
・
少
年
援
助
、
司
法
や
学
校
な
ど
諸
機
関
の
協
力
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
予
防
を
支
援

す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　
連
合
九
〇
／
緑
の
党
と
同
様
に
、
若
年
者
層
に
広
が
る
貧
困
化
と
そ
れ
に
伴
う
展
望
の
喪
失
を
鍵
概
念
と
し
、
家
庭
支
援
や
文
化
活

動
の
強
化
を
行
う
と
と
も
に
子
ど
も
の
社
会
参
加
を
保
障
す
る
こ
と
で
展
望
喪
失
の
解
消
を
図
る
た
め
の
施
策
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
、
鴇
U
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
。
特
に
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
第
一
二
条
に
よ
る
子
ど
も
の
参
加
権
を
満
た
す
必
要
性

が
強
調
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
。
。
℃
U
が
打
ち
出
し
て
い
る
施
策
の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
3
　
そ
れ
で
は
、
少
年
司
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
ω
勺
O
は
、
若
年
者
の
犯
罪
を
刑
罰
規
定
の
峻
厳
化
に
よ
っ
て
克
服

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
き
る
と
い
う
の
は
、
幻
想
で
あ
る
、
と
述
べ
、
児
童
の
取
り
扱
い
を
も
含
め
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
て
い
る
。
自
由
刑
を
頻
繁
に
命

じ
た
り
、
長
期
の
自
由
刑
を
命
じ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
少
年
刑
法
を
峻
厳
化
し
た
と
し
て
も
、
少
年
刑
法
の
威
嚇
力
は
高
ま
ら
な
い
。

少
年
の
犯
罪
行
為
者
を
徹
底
的
に
施
設
内
に
閉
じ
込
め
て
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
点
で
高
価
な
代
償
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
。
ひ
と
つ
は
施
設
内
に
お
け
る
自
由
剥
奪
処
分
に
際
し
て
掛
か
る
コ
ス
ト
の
高
さ
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
自
由

剥
奪
処
分
が
少
年
の
社
会
的
な
拠
り
所
を
奪
い
、
再
犯
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
と
い
う
「
結
果
の
コ
ス
ト
」
で
あ
る
。
刑
事
未
成
年
で
あ

る
児
童
を
閉
鎖
的
な
施
設
に
収
容
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
を
行
う
見
解
は
、
現
行
刑
法
の
可
能
性
に
つ
い
て
誤
っ
た
評
価
を
行
っ

て
い
る
。
多
く
の
場
合
に
お
い
て
児
童
は
、
そ
の
背
後
に
居
る
大
人
か
ら
犯
罪
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
あ
る
い
は
犯
罪
に
及
ぶ
決
心
を
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強
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
あ
っ
て
は
、
児
童
は
、
社
会
的
な
価
値
秩
序
に
向
け
ら
れ
た
不
法
意
識
を
形
成
す
る
こ

と
が
困
難
で
あ
る
。
誤
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
行
為
者
は
、
実
は
被
害
者
な
の
で
あ
る
。
非
行
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
若
年
者
は
、
成
人

と
は
異
な
る
対
応
を
必
要
と
す
る
。
　
「
刑
罰
に
対
す
る
教
育
の
優
越
（
国
＆
9
巷
o
Q
＜
o
円
ω
欝
富
）
」
が
重
要
で
あ
る
。
現
行
の
少
年
刑
法
に

お
い
て
予
定
さ
れ
て
い
る
処
分
は
、
も
し
そ
の
賦
課
が
適
切
な
も
の
で
、
自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
し
て
若
年
者
に
理
解
さ
れ
、

犯
さ
れ
た
行
為
に
可
能
な
限
り
時
間
的
に
近
接
し
て
課
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
教
育
的
な
効
果
を
持
ち
え
、
し
た
が
っ
て
予
防
的
な
効

果
も
も
ち
う
る
。
行
為
者
！
被
害
者
－
和
解
は
、
被
害
者
も
し
く
は
被
害
者
の
教
育
権
者
が
必
要
な
同
意
を
与
え
る
限
り
に
お
い
て
は
、

自
分
の
行
為
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
物
質
的
、
精
神
的
損
害
を
明
確
に
目
の
当
た
り
に
で
き
る
可
能
性
を
少
年
に
与
え
る
。
被
害
者

と
の
対
話
は
、
身
柄
を
数
週
間
閉
じ
込
め
ら
れ
る
よ
り
も
学
ぶ
こ
と
が
多
い
。
被
っ
た
行
為
を
消
化
し
、
不
安
を
取
り
除
き
、
し
ば
し

ば
時
間
の
か
か
る
民
事
手
続
に
比
べ
て
ず
っ
と
速
く
効
率
的
な
損
害
回
復
を
得
る
機
会
が
被
害
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も
、
重
要
で
あ

る
、
と
。

　
の
℃
】
）
が
、
触
法
行
為
に
及
ん
だ
児
童
の
被
害
者
性
と
い
う
視
点
を
も
交
え
つ
つ
、
　
「
結
果
の
コ
ス
ト
」
、
「
教
育
的
な
効
果
」
と
い
う

観
点
か
ら
厳
罰
化
を
拒
否
す
る
と
と
も
に
、
処
分
の
適
切
性
と
な
ら
ん
で
自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
し
て
若
年
者
自
身
に
理
解

さ
れ
る
こ
と
や
、
与
え
ら
れ
る
処
分
が
当
該
触
法
行
為
に
可
能
な
限
り
時
間
的
に
近
接
し
て
い
る
こ
と
を
「
教
育
的
な
効
果
」
、
「
予
防

的
な
効
果
」
双
方
に
と
っ
て
重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
は
、
重
要
で
あ
ろ
う
。
主
張
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
行
為

者
i
被
害
者
－
和
解
に
し
て
も
、
自
由
剥
奪
を
回
避
す
る
た
め
の
方
策
で
あ
る
と
い
う
点
と
と
も
に
、
こ
う
し
た
脈
絡
で
主
張
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
4
　
ω
℃
∪
に
よ
る
「
少
年
刑
法
と
予
防
戦
略
」
に
見
ら
れ
る
特
徴
も
、
若
年
者
層
に
ま
で
広
が
る
貧
困
化
と
そ
れ
に
伴
う
展
望
喪
失

に
少
年
犯
罪
の
主
原
因
を
求
め
た
上
で
、
　
「
全
体
に
目
を
向
け
た
予
防
」
に
よ
る
問
題
解
決
を
志
向
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
上
で
少
年



司
法
に
関
し
て
も
「
刑
罰
に
対
す
る
教
育
の
優
先
」
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
政
策
に
よ
る
予
防

を
優
先
さ
せ
た
上
で
、
具
体
的
な
犯
罪
行
為
へ
の
対
応
と
し
て
は
自
由
剥
奪
を
回
避
し
た
「
教
育
」
的
な
措
置
に
よ
る
予
防
を
措
定
し

て
い
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
社
会
政
策
の
局
面
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
の
意
見
表
明
権
や
参
加
権

の
保
障
が
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
他
方
で
、
少
年
司
法
に
よ
る
「
教
育
」
効
果
、
　
「
予
防
」
効
果
に
つ
い
て
も
、
若
年
者

自
身
が
自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
と
い
う
要
素
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
重
ね
て
注
意
が
必
要
で
あ
ろ

・
つ
。
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以
上
に
、

・
つ
。

第
一
三
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
を
概
観
し
た
。
こ
こ
で
は
以
下
の
五
点
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

　
第
一
に
、
第
一
三
立
法
期
の
連
邦
議
会
で
の
議
論
に
お
い
て
各
政
党
間
に
お
い
て
一
致
を
見
て
い
た
点
で
あ
る
。
現
在
の
ド
イ
ツ
社

会
に
お
い
て
社
会
的
な
統
合
や
規
範
が
弱
ま
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
つ
い
て
は
、
一
致
が
あ
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
一
九
九
八
年
の

段
階
に
お
い
て
、
そ
の
方
向
性
を
よ
り
】
層
積
極
的
に
推
し
進
め
る
か
否
か
と
い
う
点
で
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
自
由
剥
奪
処
分

の
回
避
と
い
う
方
向
性
を
と
っ
た
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
に
少
年
犯
罪
増
加
の
原
因
を
帰
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
基
本
路

線
を
継
続
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
つ
い
て
は
、
各
政
党
間
に
見
解
の
一
致
が
あ
る
と
い
え
る
。
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑

法
改
革
」
の
成
果
が
政
治
的
に
も
承
認
さ
れ
、
刑
事
政
策
的
主
張
の
基
礎
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
が
今

後
向
か
う
方
向
性
を
測
る
上
で
も
、
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
ろ
う
。

　
第
二
に
、
見
解
の
相
違
点
で
あ
る
。
少
年
犯
罪
の
低
年
齢
化
、
少
年
犯
罪
の
増
加
、
暴
力
犯
罪
の
増
加
の
原
因
を
何
に
求
め
る
の
か
、

長
期
的
な
予
防
、
短
期
的
な
予
防
を
何
に
期
待
す
る
の
か
、
刑
法
的
統
制
に
対
し
社
会
政
策
を
優
先
さ
せ
る
の
か
、
具
体
的
な
犯
罪
行
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為
へ
の
対
応
と
し
て
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
志
向
す
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
と
い
え
る
。
当
時
の
連

邦
政
府
が
、
貧
困
化
現
象
の
存
在
自
体
を
否
定
し
、
刑
法
的
統
制
の
犯
罪
予
防
効
果
を
否
定
し
て
い
な
い
の
に
対
し
、
連
合
九
〇
／
緑

の
党
や
鴇
O
は
、
若
年
者
層
に
ま
で
広
が
る
貧
困
化
や
社
会
的
な
周
縁
化
、
そ
れ
に
端
を
発
す
る
展
望
の
喪
失
と
の
か
か
わ
り
で
少
年

犯
罪
を
把
握
し
た
上
で
、
刑
罰
の
予
防
効
果
を
明
確
に
否
定
し
、
刑
法
的
統
制
に
対
す
る
社
会
政
策
の
優
先
と
、
自
由
剥
奪
処
分
に
対

す
る
社
会
内
処
分
の
優
越
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
見
解
の
差
異
は
、
　
「
原
因
」
の
捉
え
方
や
一
般
予
防
・
威
嚇
効
果
の
考
慮
如

何
と
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
　
「
原
因
」
を
一
般
的
、
抽
象
的
、
自
然
法
則
的
に
捉
え
、
結
果
事
前
予
測
的
な
「
原
因
」
論
を
期
待
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
原
因
は
容
易
に
「
秩
序
」
や
「
規
範
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
し
ま
い
、
秩
序
の
強
化
や
規
範
の
明
確
化
、
そ
の
覚

醒
と
い
う
名
目
で
刑
法
的
統
制
の
拡
大
を
招
き
や
す
い
と
い
え
る
。
ま
た
、
具
体
的
な
犯
罪
行
為
へ
の
対
応
の
局
面
に
お
い
て
一
般
予

防
効
果
を
期
待
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
自
由
剥
奪
処
分
に
伴
う
害
悪
の
考
慮
や
犯
罪
行
為
の
背
後
に
若
年
者
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
現
実

を
見
取
る
と
い
う
視
座
は
後
退
す
る
こ
と
に
な
り
、
予
防
と
い
う
観
点
に
お
い
て
社
会
政
策
の
枠
組
み
に
お
け
る
解
決
の
試
み
も
後
退

す
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
点
に
お
け
る
差
異
が
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
を
積
極
的

に
推
進
す
べ
き
か
否
か
に
つ
い
て
の
態
度
の
差
と
し
て
表
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
上
で
第
三
に
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
や
。
。
℃
】
）
に
よ
り
、
　
「
少
年
司
法
の
領
域
に
お
け
る
抑
圧
的
な
志
向
を
継
続
す
る
こ
と
に
代

え
て
、
社
会
政
策
や
教
育
政
策
な
ど
に
よ
る
第
一
の
少
年
犯
罪
予
防
を
強
化
す
る
」
必
要
性
や
「
全
体
に
目
を
向
け
た
予
防
」
の
必
要

性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
具
体
的
な
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
も
、
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ

る
。
こ
う
し
た
主
張
に
は
、
自
由
剥
奪
処
分
が
予
防
効
果
を
も
た
な
い
ば
か
り
か
、
非
効
率
的
で
少
年
の
社
会
的
な
拠
り
所
を
奪
う
点

で
有
害
で
あ
る
と
い
う
判
断
、
定
住
外
国
人
や
「
遅
い
引
揚
者
」
の
社
会
的
統
合
の
問
題
も
反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
重
要

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
規
範
の
弱
ま
り
や
社
会
的
統
合
の
弱
ま
り
と
の
関
連
で
あ
る
。
刑
法
的
統
制
そ
れ
自
体
に
よ
り
規
範
そ
の
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も
の
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
刑
法
的
統
制
は
、
規
範
の
存
在
と
そ
の
形
成
を
可
能
な
も
の
と
す
る
た
め
の
社
会

政
策
や
教
育
政
策
の
強
化
・
充
実
を
前
提
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
的
な
非
統
合
状
態
に
身
を
置
か
れ
た
個
人
に

対
し
自
由
剥
奪
を
科
す
る
こ
と
は
、
そ
の
非
統
合
状
態
を
緩
和
す
る
ど
こ
ろ
か
、
さ
ら
に
強
い
社
会
的
非
統
合
を
招
き
、
ひ
い
て
は
社

会
自
体
の
解
体
を
も
帰
結
し
か
ね
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
な
非
統
合
状
態
が
強
ま
る
中
で
刑
法
的
統
制
を
強
化
す
る
こ
と
は
、
疎
外

状
態
を
強
め
か
ね
な
い
点
で
、
　
「
政
治
的
な
慨
怠
や
過
誤
を
碩
末
学
す
る
も
の
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
家
的
、
社
会
的
な
自
己

矛
盾
と
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
う
し
た
事
柄
を
示
唆
す
る
点
で
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
や
。
。
℃
O
の
主
張
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

　
第
四
に
、
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
の
あ
り
方
自
体
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
に
お
け
る
議

論
の
ひ
と
つ
の
焦
点
は
、
若
年
者
層
に
ま
で
広
が
る
貧
困
化
の
問
題
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
連
合
九
〇
／
緑
の
党
や
ω
勺
O
の
主
張
か
ら

窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
の
議
論
の
重
点
は
「
貧
困
」
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
展
望
の
喪
失
に
あ
っ
た

と
い
え
る
。
そ
の
た
め
、
自
己
の
価
値
感
情
の
強
化
や
社
会
の
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
で
あ
る
と
い
う
感
情
の
払
拭
に
照
準
を
合
わ
せ
た
社

会
政
策
も
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
刑
法
的
統
制
に
対
し
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
を
優
先
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
社

会
政
策
」
の
形
を
と
れ
ば
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
的
な
原
因
を
探
り
、
そ
れ
に
適
切
に

対
処
す
る
こ
と
の
重
要
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
連
合
軍
〇
／
緑
の
党
や
宥
U
が
提
唱
す
る
、
計
画
の
立
案
・
決
定
・
実
施
へ
の
子
ど

も
自
身
の
参
加
や
意
見
表
明
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
参
加
機
会
の
保
障
と
い
う
脈
絡
を
越
え
て
、
自
ら
の
生
活
条
件
に
影

響
を
与
え
る
事
柄
へ
の
参
加
を
認
め
る
と
い
う
手
続
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
重
要
な
視
角
を
提
供
し
て
い
る
。

　
第
五
に
、
少
年
司
法
の
あ
り
方
で
あ
る
。
連
合
軍
〇
／
緑
の
党
や
鴇
U
は
、
自
由
剥
奪
処
分
の
予
防
効
果
を
明
確
に
否
定
し
、
む
し

ろ
そ
の
有
害
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で
掲
げ
ら
れ
る
旦
ハ
体
的
な
改
革
策
は
、
明
ら
か
に
「
逆
改
革
」
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
り
、

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
線
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
自
由
剥
奪
の
回
避
、
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手
続
期
間
の
短
縮
化
、
社
会
と
の
つ
な
が
り
、
そ
し
て
自
分
に
か
か
わ
る
事
柄
で
あ
る
と
若
年
者
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
と
い
っ
た
要
素

が
「
教
育
」
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
6
6
）
　
国
．
＜
δ
7
日
即
口
昌
一
〇
〇
ひ
（
》
口
目
・
一
〇
γ
の
・
o
Q
一
・

（
6
7
）
　
即
δ
α
臼
∪
口
証
冨
r
目
窪
町
q
o
］
≦
o
諺
9
9
〈
生
写
。
日
臼
魯
窪
伍
¢
ロ
〉
σ
。
・
二
〇
α
q
i
冒
o
q
9
爵
出
窄
唱
臼
ロ
o
q
9
臼
胃
聾
o
o
匿
。
。
b
自
o
o
q
o
口
ロ
ユ
径
日
ヨ
巴
唱
。
＝
二
『
閃
巳
娼
d
ω

　
　
＼
這
O
U
ω
・
ω
O
い
・
閏
・
O
ロ
艮
9
は
、
∪
≦
旨
提
案
と
〉
≦
O
提
案
と
を
対
比
し
、
こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
〉
≦
O
提
案
の
よ
う
に
少
年
刑
法
と
少

　
　
年
援
助
と
を
厳
格
に
峻
別
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
　
「
教
育
思
想
」
を
軸
と
し
た
両
者
の
連
携
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
な
お
、
ド

　
　
イ
ツ
に
お
け
る
若
年
者
を
取
り
巻
く
貧
困
化
、
社
会
給
付
の
状
況
な
ど
に
つ
い
て
は
、
次
の
文
献
も
参
照
。
国
讐
。
・
〒
d
匡
島
国
ロ
。
・
§
導
ω
。
N
巨
Φ

　
　
〉
岳
⑰
q
H
g
目
口
α
q
要
目
o
q
2
］
≦
8
。
。
魯
g
ヨ
U
⑦
口
錺
。
巨
岩
F
ぎ
”
U
＜
目
（
＝
同
吻
o
q
‘
）
“
ω
o
N
巨
2
≦
o
昌
自
9
ロ
昌
良
冒
な
q
g
ユ
ζ
一
ヨ
ぎ
聾
一
身
ゆ
8
ロ
一
〇
ヨ
ω
b
一
律

（
6
8
）
　
国
9
げ
9
9
δ
巳
O
昼
コ
薮
O
気
輿
宮
門
。
ぢ
8
円
巴
8
巴
9
d
ヨ
G
q
碧
町
。
ヨ
営
む
o
q
窪
ハ
岸
ユ
日
舞
雪
目
風
戸
U
≦
』
も
8
白
鼠
一
、
一
〇
3
ω
．
ひ
ρ

（
6
9
）
　
O
耳
碧
聖
目
℃
盆
一
津
二
誤
。
日
露
O
甑
。
日
碧
冨
」
〉
コ
。
。
轡
型
紆
ス
O
①
≦
”
〒
）
寄
一
季
ぎ
日
置
讐
ロ
ロ
創
匹
。
『
〉
口
自
9
冒
昌
α
q
興
］
≦
o
霧
。
ず
9
．
2
鐸
。
。
・
o
首
窪

　
　
N
ロ
。
自
警
日
日
O
ロ
ゴ
四
一
o
q
噌
∪
〈
』
．
旨
－
旨
O
口
器
巴
N
こ
O
O
い
　
の
．
一
q
o
Q
鵠
；
O
『
ユ
。
．
二
日
中
勺
富
帥
験
ぴ
〉
三
日
信
一
口
口
α
匂
信
⑰
q
O
ロ
α
互
］
日
ぎ
巴
騨
讐
－
勺
甘
く
Φ
昌
け
δ
昌
四
口
の
彗
N
O
ロ
昌
α
昌
0
口
0

　
　
≦
O
o
q
O
N
＝
厳
H
2
男
言
』
5
N
δ
巳
ロ
o
q
ら
一
）
＜
蟹
占
O
ロ
8
巴
ω
ム
、
一
〇
〇
い
の
．
N
◎
o
い
龍
．

（
7
0
）
　
＜
o
q
H
】
≦
言
ず
跨
9
≦
巴
8
炉
寄
一
極
一
日
巴
噌
。
ぎ
貯
日
ぽ
畠
窪
喝
。
自
N
o
一
目
魯
8
寄
凶
日
一
口
巴
。
。
臼
欝
円
一
竃
O
＜
目
ら
。
口
臼
巴
ω
≧
O
O
ひ
。
自
』
O
O
第
’
∪
①
鼻
∪
δ

　
　
＜
o
錺
8
白
上
ロ
α
q
〈
8
0
冒
。
日
〉
昌
。
。
離
o
o
q
ユ
。
『
旨
6
q
9
α
胃
一
巳
貯
鎗
一
一
馨
巴
。
。
　
（
す
一
日
三
巴
）
b
o
洋
冴
。
ず
島
Φ
昌
。
・
号
舘
①
U
9
胃
8
円
日
．
O
＜
目
ら
2
ヨ
巴
ミ
一
〇
〇
ひ
ω
・
ω
ω
い
爲
・

　
　
そ
れ
に
対
す
る
O
ず
紡
富
里
円
の
反
批
判
と
し
て
、
次
の
文
献
を
参
照
。
9
蔚
曲
人
リ
筐
穿
が
ω
け
。
喧
α
δ
冒
。
q
①
塗
輿
巨
三
組
亀
U
≦
と
自
ヨ
巴
ω
、
6
0
ひ

　
　
ω
・
P
匿
い
律
■
曽
冒
α
。
9
二
面
巨
口
呂
鼠
一
日
房
聞
巳
α
q
o
。
・
o
N
巨
曾
¢
巨
。
導
管
密
仔
q
す
ロ
ロ
o
q
勺
Z
窪
。
寄
一
言
§
言
島
鼻
S
O
遷
◎
。
』
O
第
O
『
男
国
津
円
の
立
論
は
、
そ
の

　
　
意
図
す
る
と
こ
ろ
と
は
逆
に
、
厳
罰
化
要
求
の
高
ま
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四

厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
横
軸
-

少
年
犯
罪
の
社
会
構
造
性
と
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ

-

厳
罰
化
要
求
へ
の
学
理
的
批
判

-

厳
罰
化
要
求
に
対
し
て
は
､
学
理
上
も
強
い
反
対
が
あ
る
｡
本
章
で
は
､
厳
罰
化
要
求
に
対
す
る
学
理
的
な
批
判
と
少
年
司
法

に
携
わ
る
専
門
家
に
よ
る
声
明
を
取
り
上
げ
'
厳
罰
化
要
求
に
直
面
す
る
中
で
少
年
犯
罪
観
､

｢少
年
刑
法
｣
､
｢少
年
刑
事
手
続
｣
に

つ
い
て
の
従
前
か
ら
の
捉
え
方
に
変
化
が
現
れ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
ま
た
'
そ
う
し
た
新
た
な
少
年
犯
罪
観
､

｢少
年
刑
法
｣
の
理

解
が
厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
機
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
0

w
o
lfgang
Heinzは
'
厳
罰
化
要
求
の
基
礎
と
さ
れ
て
い
る
情
報
の
不
確
実
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
'
そ
の
要
求
の

｢危
険
な
視

V祝
E

野
の
偏
狭
さ
｣
を
論
難
す
る

｡

す
な
わ
ち
､
少
年
犯
罪
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
､
厳
罰
化
の
論
拠
と
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
関
し
て
は
､

そ
れ
が
あ
-
ま
で
警
察
統
計
上
の
も
の
で
あ
-
'
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
言
渡
し
数
は
む
し
ろ
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
､
警
察
統
計
が
実

数
を
表
し
て
い
る
と
は
い
え
ず
､
警
察
活
動
の
変
化
や
住
民
の
犯
罪
に
対
す
る
態
度
の
変
化
を
捨
象
す
る
形
で
は
､
精
確
な
少
年
犯
罪

の
増
減
を
語
-
え
な
い
こ
と
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
他
方
で
､
厳
罰
化
要
求
の

｢危
険
な
視
野
の
偏
狭
さ
｣
と
し
て
､
次
の
よ
う
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な
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
少
年
犯
罪
は
単
純
な
構
造
を
も
ち
、
公
衆
の
目
に
つ
き
や
す
い
場
所
で
行
わ
れ
る
た
め
、
成
人
に
よ
る
犯

罪
よ
り
も
認
知
さ
れ
や
す
い
。
ま
た
若
年
者
は
容
易
に
供
述
し
、
自
白
を
行
う
。
複
雑
で
重
大
な
成
人
の
犯
罪
に
は
目
が
つ
ぶ
ら
れ
、

大
抵
は
軽
微
で
自
然
消
滅
的
な
少
年
犯
罪
ば
か
り
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
少
年
犯
罪
は
、
成
人
犯
罪
へ
の
入
口
な
の
で
は
な
い
。
ま

た
、
少
年
は
少
年
犯
罪
に
限
ら
ず
、
成
人
犯
罪
の
被
害
者
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
側
面
に
は
目
が
向
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

ら
れ
て
い
な
い
、
と
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
主
張
さ
れ
る
。
厳
罰
化
論
に
お
い
て
は
、
刑
事
政
策
に
関
す
る
議
論
が
刑
罰
政
策
に
二

輪
化
さ
れ
て
い
る
。
権
利
侵
害
を
高
め
る
刑
事
手
続
上
の
措
置
と
峻
厳
な
刑
罰
の
要
求
へ
と
倭
小
化
さ
れ
て
い
る
。
刑
法
的
措
置
の
峻

厳
化
は
有
効
で
は
な
い
。
頻
回
行
為
や
暴
力
犯
に
関
す
る
研
究
は
、
家
庭
に
お
け
る
暴
力
、
物
質
的
な
困
窮
、
特
に
外
国
人
の
場
合
に

お
い
て
は
社
会
的
統
合
の
問
題
、
学
校
や
職
業
教
育
に
お
け
る
困
難
さ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
通
し
て
の
機
会
の
喪
失
・
展
望
の
喪
失
と

い
っ
た
社
会
的
な
問
題
や
困
苦
状
況
に
彼
ら
が
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
社
会
問
題
は
刑
法
で
解
決

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
必
要
な
の
は
抑
圧
的
な
刑
法
的
統
制
で
は
な
く
刑
法
外
の
予
防
で
あ
る
。
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑

法
改
革
」
が
向
か
う
方
向
は
妥
当
で
あ
り
、
寛
大
は
、
依
然
、
引
き
合
う
、
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

　
2
　
各
論
的
に
見
た
場
合
、
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
に
は
、
次
の
よ
う
な
精
神
医
学
的
な
批
判
が
あ
る
。
児
童
は
、
大
抵

は
突
発
的
に
行
動
を
起
こ
す
。
処
罰
の
リ
ス
ク
を
計
算
し
、
綿
密
に
計
画
を
立
て
た
上
で
犯
罪
行
為
に
及
ぶ
こ
と
は
、
極
め
て
稀
で
あ

る
。
児
童
の
犯
罪
を
刑
罰
や
刑
罰
の
威
嚇
力
で
防
ぐ
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
、
青
年
に
も
妥
当
す
る
、
と
。

今
日
で
は
、
逆
に
、
少
年
の
不
法
意
識
や
制
禦
能
力
を
む
し
ろ
困
難
に
し
て
い
る
逆
成
長
（
α
q
。
昌
o
q
①
巳
簿
魯
o
q
①
団
三
三
。
匹
＝
昌
α
q
）
が
観
察
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
と
い
う
指
摘
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
団
」
）
口
艮
9
は
、
刑
事
責
任
年
齢
に
つ
い
て
の
国
際
比
較
や
国
連
準
則
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
に

お
け
る
議
論
の
検
討
に
基
づ
き
、
逆
に
、
刑
事
責
任
年
齢
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
少
年
刑
を
科
す
こ
と
の
で
き
る
処
罰
年
齢
を
一
六

歳
に
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
は
依
然
ひ
と
つ
の
選
択
肢
で
あ
り
、
そ
う
し
た
年
齢
の
引
き
上
げ
は
歴
史
的
視
点
・
国
際
比
較
の
視
点
に
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お
い
て
裏
付
け
ら
れ
う
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
に
対
す
る
批
判
の
中
で
も
と
り
わ
け
重
要
と
な
る
の
は
、
歴
史
的
な
視
座
を
持
っ
た
批

判
で
あ
ろ
う
。
国
●
O
。
・
喜
α
。
馬
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
け
る
刑
事
責
任
年
齢
の
比
較
と
併
せ
て
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
め
ぐ
る
刑
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

責
任
年
齢
の
歴
史
的
変
遷
を
回
顧
し
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
入
七
一
年
の
ラ
イ
ヒ
刑
法
典
が
一
二
歳
と

し
て
い
た
刑
事
責
任
年
齢
は
一
九
二
一
二
年
少
年
裁
判
所
法
に
よ
り
一
四
歳
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
刑
事
責
任
年
齢
を
一
六
歳
に

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
甲
き
N
＜
8
口
。
・
§
の
主
張
に
鑑
み
た
場
合
、
そ
の
措
置
は
妥
協
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
一
四
歳
と
い
う
刑
事

責
任
年
齢
で
さ
え
、
一
九
四
三
年
の
少
年
裁
判
所
法
改
正
に
よ
り
、
　
「
非
行
の
重
さ
を
理
由
と
し
て
民
族
の
保
護
が
刑
法
的
な
懲
罰
を

求
め
る
場
合
」
に
は
一
二
歳
に
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ
、
少
年
の
成
長
が
一
八
歳
以
上
の
者
と
同
視
で
き
「
行
為
者
の
特
別
な
心
情
や
行

為
の
重
さ
を
理
由
と
し
て
、
健
全
な
民
族
感
情
が
そ
れ
を
求
め
る
場
合
に
は
」
少
年
に
も
死
刑
が
科
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
一
九
三

九
年
か
ら
一
九
四
三
年
半
ば
ま
で
に
、
六
一
人
の
少
年
に
対
し
死
刑
が
科
さ
れ
た
、
と
。
そ
の
上
で
、
鍔
O
。
・
§
Ω
。
亀
は
、
次
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

警
告
を
発
し
て
い
る
。
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
を
支
持
す
る
者
は
、
悪
い
社
会
（
①
一
口
O
　
　
Q
嚇
O
剛
日
一
①
O
ゴ
一
①
　
　
（
｝
O
o
の
①
一
一
〇
〇
〇
び
薗
噛
〔
）
を
志
向
し
て
い
る
。

一
九
二
一
二
年
に
刑
事
責
任
年
齢
が
一
四
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
後
、
一
九
四
三
年
に
こ
の
よ
う
な
引
き
下
げ
が
ナ
チ
ス
的
な
不
法
シ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

テ
ム
に
お
い
て
企
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
。
　
「
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求
は
、
わ
れ
わ
れ
の
法
文
化
へ
の
攻
撃
で
あ
る
」
と

断
ず
る
の
で
あ
る
。

　
青
年
に
対
し
原
則
的
に
一
般
刑
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
は
、
少
年
と
同
様
、
青
年
を
完
全
に
少
年
裁
判
所
法
の
管

轄
に
含
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
「
す
で
に
一
九
七
〇
年
代
半
ば
以
来
存
在
す
る
一
般
的
な
合
意
」
と
完
全
に
離
反
す
る
。
こ
の
こ
と

は
、
先
に
触
れ
た
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
立
法
提
案
に
加
え
て
、
過
去
の
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
け
る
テ
ー
ゼ
及
び
決
議
を
瞥
見
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
近
時
で
は
、
青
年
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
に
困
難
な
状
況
に
目
を
や
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
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れ
ば
、
青
年
に
対
し
て
も
少
年
と
同
様
に
、
柔
軟
な
対
応
が
可
能
と
な
る
少
年
裁
判
所
法
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
も
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
3
　
こ
う
し
た
学
理
的
な
主
張
が
、
厳
罰
化
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
、
青
年
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
法
の
原
則
適
用
と
い
う
歴
史
的

課
題
を
果
た
し
、
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
暗
い
歴
史
を
払
拭
し
、
法
制
度
の
少
年
「
刑
法
」
た
る
性
格
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の

試
み
で
も
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
成
果
自
体
が
厳
罰
化
要

求
へ
の
ひ
と
つ
の
対
抗
機
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
下
で
は
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
公
に
さ
れ
た
厳
罰
化
要
求
へ
の
反
対
声
明
を
取
り
上
げ
、
厳
罰
化
要
求
に
直
面
す
る
中
で
少
年
犯
罪

像
や
「
少
年
刑
法
」
像
そ
の
も
の
を
新
た
に
捉
え
直
す
動
き
が
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
が
厳
罰
化
要
求
に
対
す
る
新
た
な
対
抗
機
軸
を
形

成
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
政
治
的
な
動
き
を
も
含
め
た
厳
罰
化
要
求
に
対
し
て
は
、
　
「
パ
ニ
ッ
ク
状
態
」
の
中
で
立
法
を
行
う

こ
と
を
批
判
し
、
理
性
的
な
対
応
を
求
め
る
少
年
司
法
・
刑
事
法
研
究
者
に
よ
る
声
明
「
少
年
刑
法
に
お
け
る
逆
改
革
？
　
強
圧
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

無
援
助
へ
の
反
対
！
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
少
な
く
な
い
数
の
反
対
声
明
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
中
で
も
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
り
、
少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
の
把
握
と
い
う
観
点
か
ら
極
め
て
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
第

一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
決
議
と
ζ
9
。
q
O
・
げ
員
σ
q
¢
円
冒
三
白
量
Φ
と
い
う
二
つ
の
声
明
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

す
る
。21

第
一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
決
議

「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
に
及
ん
だ
若
年
者
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
境
遇
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
る
の
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が
、
一
九
九
三
年
一
二
月
八
日
か
ら
一
〇
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
に
お
け
る
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

議
で
あ
る
（
以
下
、
「
連
邦
会
議
決
議
」
と
略
記
す
る
）
。
一
九
九
三
年
末
と
い
う
時
期
に
公
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

連
邦
会
議
決
議
は
、
少
年
犯
罪
の
低
年
齢
化
の
問
題
や
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
の
問
題
を
取
り
扱
っ
て
お
ら
ず
、
主
と
し
て
暴
力

主
義
的
な
犯
罪
や
先
に
検
討
し
た
∩
O
d
＼
∩
ω
d
提
案
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
連
邦
会
議
決
議
は
、
①
外
国
人
に
敵
対
的
な
少
年
な
ど
若
年
の
暴
力
行
為
者
、
②
青
年
、
③
極
度
に
周
縁
的
な
状
況
に
あ
る
若
年
者
、

特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
若
年
者
、
④
若
年
外
国
人
、
⑤
薬
物
依
存
一
そ
の
生
活
状
況
、
対
応
、
刑
事
政
策
的
な
見
通
し
、
と
い
う
諸
点

に
言
及
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
関
す
る
主
張
を
概
観
し
た
後
に
、
そ
の
基
本
視
座
を
確
認
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
2
　
連
邦
会
議
決
議
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
、
厳
罰
化
に
反
対
の
意
を
表
明
し
て
い
る
。
　
「
第
一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係

検
察
官
連
邦
会
議
の
参
加
者
は
、
現
在
の
少
年
犯
罪
の
状
況
に
対
し
少
年
刑
法
の
峻
厳
化
に
よ
り
応
え
る
と
い
う
提
案
を
拒
否
す
る
。

少
年
犯
罪
は
、
し
ば
し
ば
社
会
的
な
原
因
を
も
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
刑
と
い
う
全
く
無
益
な
手
段
に
よ
り
、
政
治
と
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

の
豊
春
に
対
応
す
る
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
は
反
対
す
る
」
（
反
対
七
、
留
保
な
し
で
採
択
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
そ
の
上
で
、
①
「
外
国
人
に
敵
対
的
な
少
年
な
ど
若
年
の
暴
力
行
為
者
」
に
関
し
て
は
、
次
の
四
つ
の
事
柄
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
教
育
的
で
適
切
な
対
応
や
予
防
的
な
措
置
を
と
る
た
め
に
は
少
年
裁
判
所
法
や
児
童
お
よ
び
少
年
援
助
法
に
よ

り
考
慮
さ
れ
て
い
る
社
会
内
処
分
を
拡
充
す
る
必
要
が
あ
り
、
財
政
的
理
由
か
ら
少
年
施
設
が
閉
鎖
さ
れ
た
り
、
緊
急
に
必
要
な
少
年

援
助
の
給
付
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
は
無
責
任
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
危
機
的
な
状
況
に
お
い
て
こ
そ
そ
れ
と
は
反
対
の
路
線
が
と
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
全
員
一
致
で
採
択
）
。
第
二
に
、
現
行
少
年
裁
判
所
法
は
少
年
刑
の
上
限
を
一
〇
年
と
す
る
こ
と

で
、
十
分
に
厳
し
い
制
裁
の
余
地
を
開
い
て
お
り
、
そ
の
他
に
も
若
年
者
の
暴
力
行
為
や
そ
の
他
の
犯
罪
行
為
に
き
め
細
や
か
に
対
応

す
る
た
め
の
広
い
可
能
性
を
提
供
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
厳
し
い
制
裁
を
科
す
こ
と
で
犯
罪
行
為
の
根
底
に
あ
る
問
題
が
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除
去
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
幻
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
極
め
て
多
様
な
動
機
を
も
っ
て
い
る
全
く
異
な

っ
た
行
為
態
様
の
集
団
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
全
員
一
致
で
採
択
）
。

そ
し
て
第
三
に
、
外
国
人
に
敵
対
的
な
暴
力
行
為
は
、
部
分
的
に
は
そ
の
原
因
を
組
織
化
さ
れ
た
極
右
集
団
に
も
っ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
集
団
の
活
動
を
禁
止
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
国
家
が
極
右
テ
ロ
に
決
然
と
し
て
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
（
全
員
一
致
で
採
択
）
。
そ
し
て
最
後
に
、
若
年
者
の
暴
力
に
対
す
る
メ
デ
ィ
ア

の
影
響
が
指
摘
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
に
お
け
る
暴
力
描
写
を
規
制
す
る
法
案
を
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
（
全
員
一
致
で
採
択
）
が
主
張

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
②
「
青
年
」
に
関
し
て
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
事
柄
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
一
八
歳
以
上
二
一
歳
未
満
の
行
為
者
は
原

則
的
に
成
人
刑
法
に
よ
り
対
処
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
は
強
く
反
対
す
べ
き
こ
と
、
青
年
に
対
し
成
人
刑
法
で
対
処
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
年
齢
集
団
の
行
為
者
が
し
ば
し
ば
な
お
も
人
格
的
な
成
長
状
態
に
あ
り
、
ま
さ
に
彼
ら
に
は
個
別
的
な
対
応
が

特
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
、
と
う
の
昔
か
ら
知
ら
れ
て
い
る
知
見
と
対
立
す
る
こ
と
、
少
年
に
少
年
裁
判
所
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
で

あ
っ
て
も
自
由
剥
奪
刑
は
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
青
年
に
対
し
少
年
刑
法
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
不
適
切
に
寛
大
に
有
罪
が
言
渡

さ
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
指
摘
で
あ
る
（
反
対
、
留
保
二
で
採
択
）
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
自
由
剥
奪
が
必
要

で
な
い
場
合
、
少
年
刑
法
は
予
防
的
な
観
点
に
お
い
て
、
公
益
作
業
の
給
付
や
社
会
訓
練
コ
ー
ス
や
援
護
指
示
、
行
為
者
－
被
害
者
－

和
解
な
ど
、
成
人
刑
法
の
罰
金
刑
よ
り
も
効
果
の
あ
る
代
替
策
を
提
供
で
き
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
反
対
四
、
留
保
三
で
採
択
）
。

　
④
「
若
年
の
外
国
人
」
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
概
説
的
に
、
「
外
国
人
犯
罪
（
〉
口
o
o
一
餌
づ
自
①
円
巨
【
P
一
⇒
薗
一
一
併
ρ
け
）
」
と
い
う
十
把
ひ
と
か
ら
げ
な
概

念
は
非
行
に
及
ん
だ
（
若
年
）
外
国
人
の
問
題
を
十
分
に
き
め
細
や
か
に
把
握
す
る
の
に
相
応
し
く
な
く
、
先
入
観
を
強
め
て
し
ま
う
こ

と
、
決
定
的
な
の
は
被
疑
者
の
個
人
的
、
社
会
的
な
生
活
状
況
で
あ
り
、
そ
の
国
籍
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
全
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ぜ

　
　
　
　
　
　
　

員
一
致
で
採
択
）
。
そ
の
上
で
、
大
き
く
は
以
下
の
四
点
の
「
措
置
」
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
社
会
政
策
的
、
法
政
策
的
措
置

（
特
に
少
年
援
助
の
拡
充
）
に
よ
り
予
防
を
強
化
す
べ
き
こ
と
、
少
年
刑
法
を
峻
厳
化
す
る
代
わ
り
に
犯
罪
発
見
の
リ
ス
ク
を
一
般
的
に

高
め
る
こ
と
、
警
察
犯
罪
統
計
の
被
疑
者
統
計
を
、
滞
在
期
間
や
滞
在
身
分
に
よ
っ
て
も
犯
罪
関
連
的
に
分
類
す
る
こ
と
で
あ
る
（
反

対
三
、
留
保
三
で
採
択
）
。
第
二
に
、
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
被
疑
者
に
つ
い
て
も
、
少
年
裁
判
所
法
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
、
勾
留
に

至
ら
な
い
可
能
性
を
徹
底
的
に
尽
く
す
こ
と
（
留
保
二
で
採
択
）
、
未
決
勾
留
を
賦
課
す
る
場
合
、
司
法
は
、
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
被
疑
者

の
潜
在
的
な
不
利
益
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
反
対
＝
二
、
留
保
六
で
採
択
）
、
ド
イ
ツ
人
で
は
な
い
被
疑
者
に
つ
き
、
逃
走

の
お
そ
れ
と
い
う
勾
留
理
由
が
あ
る
場
合
で
も
、
逃
走
の
お
そ
れ
の
要
件
及
び
拘
禁
の
比
例
性
が
常
に
精
確
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
（
反
対
一
九
、
留
保
六
で
採
択
）
な
ど
で
あ
る
。
第
三
に
、
ド
イ
ツ
で
生
ま
れ
育
っ
た
若
年
の
外
国
人
が
社
会
的
に
統
合
さ

れ
る
機
会
が
改
善
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
追
放
か
ら
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
反
対
一
〇
、
留
保
二
で
採
択
）
で
あ
る
。
そ

れ
に
加
え
て
、
　
「
予
防
戦
略
」
と
し
て
は
、
少
年
審
判
補
助
、
保
護
観
察
官
、
警
察
及
び
執
行
に
お
い
て
外
国
人
専
門
家
を
採
用
す
る

こ
と
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
・
学
校
・
司
法
・
壮
言
察
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
外
国
人
官
庁
及
び
司
法
機
関
間
の
協
力
を
よ
り
よ
い

も
の
に
す
る
必
要
性
（
留
保
二
で
採
択
）
が
説
か
れ
て
い
る
。

　
⑤
「
薬
物
依
存
一
そ
の
生
活
状
況
、
対
応
、
刑
事
政
策
的
な
見
通
し
」
に
お
い
て
は
、
従
来
の
薬
物
政
策
は
失
敗
で
あ
っ
た
と
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

摘
さ
れ
、
地
方
的
な
調
査
実
験
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る
（
反
対
六
、
留
保
九
で
採
択
）
。

　
3
　
以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
会
議
決
議
の
内
容
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
一
九
九
三
年
の
O
U
d
δ
の
d
提
案
を
正
面
か
ら

問
題
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
①
「
外
国
人
に
敵
対
的
な
少
年
な
ど
若
年
の
暴
力
行
為
者
」
や
②
「
青
年
」
に
関
す
る
記
述
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
基
調
が
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
と
社
会
内
処
分
の
拡
充
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と
に
あ
り
、
社

会
政
策
の
拡
充
を
通
し
た
予
防
を
促
進
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
は
、
①
「
外
国
人
に
敵
対
的
な
少
年
な
ど
若
年
の
暴
力
行
為
者
」
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に
関
連
し
て
、
社
会
内
処
分
を
拡
充
す
る
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
、
厳
し
い
制
裁
に
よ
り
行
為
の
根
底
に
あ
る
問
題
が
除
去
さ
れ
う
る
と

い
う
考
え
方
は
幻
想
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ま
た
④
「
若
年
の
外
国
人
」

に
つ
い
て
、
社
会
政
策
や
特
に
少
年
援
助
の
拡
充
を
通
し
た
法
政
策
的
措
置
に
よ
る
予
防
の
強
化
、
未
決
勾
留
の
回
避
を
徹
底
す
る
必

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
連
邦
会
議
決
議
が
、
画
一
的
な
取
り
扱
い

で
は
な
く
、
若
年
者
各
々
の
生
活
状
況
を
見
取
っ
た
上
で
の
個
別
的
な
対
応
を
重
要
な
も
の
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
青
年
に

つ
き
原
則
的
に
成
人
刑
法
で
対
応
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
上
で
個
別
的
な
対
応
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
こ
と
や
、
外
国
人
の
若
年
者

に
関
し
決
定
的
な
こ
と
は
「
外
国
人
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
個
人
的
、
社
会
的
な
生
活
状
況
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
③
「
極
度
に
周
縁
的
な
状
況
に
あ
る
若
年
者
、
特
に
ホ
ー
ム
レ
ス
の
若
年
者
」
に
関
す
る
記
述
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
よ
り
鮮
明
な
も

の
と
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
会
議
決
議
が
拠
っ
て
立
つ
基
本
的
な
視
座
を
よ
り
明
確
な
も
の
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
連
邦
会
議
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
少
年
の
逸
脱
行
為
へ
の
対
応
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
次
の
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
行

に
及
ん
だ
少
年
の
社
会
的
状
況
は
、
増
大
す
る
貧
困
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
社
会
援
助
受
給
者
の
う
ち
一
〇
〇
万
の
者
が
一
八
歳

未
満
で
あ
り
、
二
〇
〇
万
の
児
童
及
び
少
年
が
、
一
方
の
親
又
は
両
方
の
親
が
失
業
し
て
い
る
世
帯
で
生
活
し
て
お
り
、
五
〇
万
の
児

童
、
少
年
及
び
青
年
が
ホ
ー
ム
レ
ス
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
す
る
住
居
環
境
に
お
い
て
生
活
し
て
い
る
。
極
め
て
困
難
な
状
況
に
お

い
て
成
長
す
る
少
年
及
び
青
年
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
効
果
的
な
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
周
縁
出

身
の
、
逸
脱
行
為
を
行
っ
た
少
年
及
び
青
年
の
場
合
に
は
、
少
年
援
助
及
び
司
法
に
対
し
て
は
、
自
由
剥
奪
処
分
に
よ
る
追
加
的
な
害

悪
を
避
け
る
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
尽
く
す
こ
と
を
、
特
に
求
め
る
（
留
保
二
で
採
択
）
、
と
。
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後

に
少
年
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
を
見
取
る
態
度
と
、
　
「
追
加
的
な
害
悪
」
を
避
け
、
社
会
矛
盾
の
増
幅
を
避
け
る
と
い
う
視
座
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を
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
視
座
は
、
④
「
若
年
の
外
国
人
」
の
問
題
に
関
し
、
未
決
勾
留
賦
課
の
際
に
ド
イ
ツ
人

・
で
は
な
い
被
疑
者
の
潜
在
的
な
不
利
益
を
自
覚
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
鮮
明
に
表
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。

　
4
　
若
年
の
暴
力
行
為
者
や
青
年
の
扱
い
に
関
連
し
て
、
少
年
裁
判
所
法
に
よ
っ
て
も
十
分
に
厳
し
い
自
由
刑
を
科
す
こ
と
が
可
能

で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
な
ど
、
確
か
に
、
連
邦
会
議
決
議
に
は
、
＝
疋
の
妥
協
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
∩
U
d
＼
O
ω
d
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

案
に
直
面
す
る
状
況
で
公
に
さ
れ
た
連
邦
会
議
決
議
が
、
現
実
的
に
も
重
要
な
提
言
と
な
っ
た
こ
と
は
、
連
邦
会
議
決
議
に
対
す
る
次

の
よ
う
な
評
価
を
見
る
だ
け
で
も
十
分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
「
∩
U
¢
＼
∩
。
。
¢
テ
ー
ゼ
と
は
逆
に
、
青
年
は
完
全
に

少
年
裁
判
所
の
管
轄
に
含
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
少
年
刑
は
従
前
よ
り
も
な
お
一
層
『
ウ
ル
テ
ィ
マ
・
ラ
テ
ィ
オ
』
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
見
解
を
、
…
（
中
略
）
少
年
刑
事
司
法
の
実
務
家
た
ち
は
圧
倒
的
に
支
持
し
て
い
る
」
、
「
こ
う
し
た
（
連
邦
会
議
決
議
の
一

引
用
者
）
考
え
は
、
総
じ
て
、
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
・
少
年
審
判
補
助
連
合
（
U
≦
噸
）
の
委
員
会
、
少
年
裁
判
所
会
議
に
よ
る
従
前
の
決

議
に
沿
う
も
の
で
あ
り
、
…
（
中
略
）
連
邦
議
会
が
一
九
九
〇
年
六
月
二
〇
日
の
議
決
の
際
に
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
を
一
九
九

二
年
（
！
）
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
決
定
し
た
時
に
、
一
九
九
〇
年
少
年
裁
判
所
法
第
一
次
改
正
法
の
立
法
者
が
念
頭
に
置
い
て
お
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
う
に
、
少
年
刑
法
改
革
を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
方
向
を
示
し
て
い
る
」
。

　
少
年
司
法
の
現
場
か
ら
の
声
が
、
厳
罰
化
要
求
を
明
確
に
拒
絶
し
、
そ
れ
が
現
実
的
に
極
め
て
重
要
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
と
と
も

に
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
基
本
線
自
体
が
厳
罰
化
要
求
へ
の
ひ
と
つ
の
対
抗
機
軸
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
加
え
て
、
連
邦
会
議
決
議
の
本
質
的
な
意
義
は
、
ま
さ
に
「
少
年
刑
法
改
革
を
さ
ら
に
推
し
進
め

る
方
向
を
示
」
す
提
言
を
支
え
て
い
る
視
座
そ
の
も
の
に
も
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
年
犯
罪
の
背
後
に
若
年
者

の
具
体
的
な
生
活
状
況
を
見
取
り
、
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
少
年
犯
罪
の
本
質
の
把
握
を
試
み
る
と
い
う
視
点
、
そ
う
し
た
観



点
か
ら
、
少
年
犯
罪
の
増
加
は
政
治
的
・
社
会
的
な
解
怠
の
産
物
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
自
由
剥
奪
処
分
が
問
題
の
解
決

に
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
視
座
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
う
し
た
視
座
か
ら
、
若
年
者
に
と
っ
て
自
由
剥
奪
処
分
は
「
追
加
的
な
害

悪
」
と
し
か
な
り
え
な
い
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
、
ま
ず
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
効
果
的
な
社
会
政
策
で
あ
り
、
追
加
的
な
害
悪
を
与
え

る
に
過
ぎ
な
い
自
由
剥
奪
処
分
を
避
け
る
た
め
に
は
社
会
内
処
分
を
拡
充
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に

こ
そ
、
連
邦
会
議
決
議
の
本
質
的
な
意
義
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

3

一≦

X
0
Ω
Φ
⊆
」
「
Q
Φ
「
一
ユ
仲
剛
O
菖
く
Φ
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1
　
一
九
九
三
年
の
第
一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
決
議
同
様
、
少
年
司
法
の
専
門
家
・
実
務
家
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

声
明
と
し
て
重
要
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
ζ
甜
α
①
げ
ξ
σ
q
2
H
昌
三
銭
く
。
で
あ
る
。
寓
9
α
q
α
o
げ
9
0
。
2
紫
雲
砦
。
は
、
声
明
の
中
で
は
総

論
的
な
位
置
づ
け
を
占
め
て
い
る
「
ζ
甜
α
9
霞
α
q
g
H
昌
三
9
口
く
①
」
と
、
各
論
に
該
た
る
「
少
年
と
そ
の
社
会
」
、
「
三
分
の
二
社
会
に
お

け
る
排
除
と
疎
外
」
、
「
薬
物
、
余
暇
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
、
メ
デ
ィ
ア
」
、
「
少
年
犯
罪
一
『
内
的
安
全
』
へ
の
脅
威
？
」
、
「
少
年
の
た

め
の
法
と
し
て
の
少
年
刑
法
、
刑
法
に
お
け
る
少
年
刑
法
」
、
「
帰
結
と
要
求
」
か
ら
構
…
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
主
張
は
、
ド
イ
ツ
社
会

の
分
析
、
少
年
犯
罪
の
意
味
か
ら
出
発
し
、
基
本
的
視
座
を
転
換
す
る
必
要
性
、
少
年
と
の
新
し
い
関
係
を
つ
く
る
必
要
性
、
　
「
新
し

い
文
化
」
を
形
成
す
る
必
要
性
の
指
摘
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
ζ
髄
o
q
α
¢
げ
自
α
q
g
H
鼻
翼
ぞ
①
の
基
本
的
な
視
座
を
把
握

し
た
上
で
、
少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
、
少
年
司
法
の
あ
り
方
に
関
連
す
る
記
述
を
追
い
、
最
後
に
ζ
お
α
9
ξ
。
q
9
　
巨
鼠
轟
く
Φ
が
求
め

て
い
る
「
新
し
い
文
化
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
2
　
ζ
鋤
α
q
α
¢
げ
母
α
。
2
　
巨
二
導
く
¢
は
、
　
「
少
年
犯
罪
は
孤
立
し
た
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
社
会
と
の
関
係
で
考
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え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
提
案
の
出
発
点
と
す
る
、
と
い
う
。
ζ
譜
α
①
げ
ロ
茜
2
同
昌
三
葺
く
Φ
の
基
本
的
立
場
は
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

で
に
次
の
よ
う
な
総
論
的
な
記
述
に
お
い
て
も
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
社
会
は
、
少
数
の
勝
者
と
多
数
の
敗

北
者
を
生
み
出
す
社
会
で
あ
り
、
少
年
の
う
ち
の
少
な
く
な
い
者
が
自
分
自
身
が
敗
北
者
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
少
年
自
身
が
問
題

な
の
で
は
な
い
。
少
年
は
、
成
人
が
つ
く
っ
た
世
界
の
生
活
条
件
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
た
め
に
、
多
く
の

問
題
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
少
年
で
は
な
く
、
大
人
こ
そ
が
早
急
に
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
少
年
に
対
す
る
態
度
、

実
務
的
・
政
治
的
な
振
る
舞
い
や
行
動
を
根
本
か
ら
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
と
の
付
き
合
い
に
お
け
る
新
た
な
文
化
が
発

展
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
少
年
犯
罪
を
社
会
と
の
関
係
で
把
握
す
る
と
い
う
視
点
と
少
年
に
広
い
意
味
で
の
被
害
者
性

を
認
め
る
視
座
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
少
年
が
身
を
置
い
て
い
る
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
社
会
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
社
会
と
の
関
係
で
考
え
た
場
合
、

少
年
犯
罪
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
少
年
と
社
会
」
に
お
い
て
、
ζ
品
α
o
σ
母
。
q
2
　
H
昌
三
9
口
く
①
は
、
少
年
は
成
人
世
界

に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
振
る
舞
い
に
は
成
人
社
会
の
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
大
人
は
消
極
的
な
点
に
お
い
て
も
見
本
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

っ
て
い
る
、
と
い
う
。
わ
れ
わ
れ
の
社
会
、
　
「
肘
鉄
社
会
（
①
言
①
些
①
昌
。
。
q
①
福
。
。
・
9
一
。
・
。
匿
沖
）
」
は
暴
力
的
な
社
会
で
あ
り
、
少
年
に
典
型

的
に
見
ら
れ
る
精
神
的
な
攻
撃
性
は
そ
の
裏
面
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
外
国
人
へ
の
敵
対
行
為
や
暴
力
行
為
に
も
当
て
は
ま
る
。

暴
力
は
、
ひ
と
り
で
少
年
に
近
づ
い
て
は
来
な
い
の
で
あ
り
、
見
習
わ
れ
、
教
え
ら
れ
、
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
。
そ

の
一
方
で
、
ζ
お
α
¢
宮
諮
2
　
H
昌
三
巴
く
。
は
、
時
折
見
ら
れ
る
少
年
の
尖
鋭
で
攻
撃
的
な
行
為
態
様
は
、
少
年
の
成
長
過
程
に
お
い
て
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

要
な
ゆ
と
り
が
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
彼
ら
が
不
安
定
な
将
来
の
展
望
や
目
的
し
か
も
ち
え
て
い
な
い
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
、
と
い
う
。

少
年
は
自
分
に
相
応
し
い
固
有
の
地
位
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
的
・
法
的
に
小
さ
な
大
人
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
取
り
扱

わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
大
人
が
少
年
の
世
界
を
独
自
の
文
化
的
空
間
と
し
て
受
け
容
れ
な
い
こ
と
で
、
少
年
は
大
人
に
と
っ
て
縁
遠
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い
存
在
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
子
ど
も
に
対
す
る
不
安
が
大
人
の
側
に
生
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
に
は
、
逸
脱
し
た
少

年
を
行
為
者
あ
る
い
は
潜
在
的
な
行
為
者
と
し
て
取
り
扱
う
傾
向
が
あ
り
、
た
と
え
少
年
が
被
害
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ぞ
う
す
る
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
今
日
、
身
体
的
・
肉
体
的
な
成
熟
過
程
は
過
去
の
世
代
よ
り
も
早
く
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
ま
す

ま
す
複
雑
化
し
て
い
る
世
界
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
社
会
的
能
力
は
数
倍
に
も
増
大
し
て
い
る
た
め
、
社
会
的
に
成
熟
す
る
た
め
に
は

よ
り
長
い
時
間
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
も
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
と
。

　
少
年
に
よ
る
暴
力
が
過
激
な
競
争
を
本
質
と
す
る
「
肘
鉄
社
会
」
の
裏
面
で
あ
る
こ
と
、
他
方
で
、
若
年
者
が
少
年
期
に
必
要
な
ゆ

と
り
と
独
自
の
文
化
的
空
事
を
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
少
年
犯
罪
の
背
景
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
大
人
が
子
ど
も
と
の

間
に
距
離
を
作
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
少
年
に
対
し
不
安
を
抱
く
原
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
ζ
9
。
q
α
¢
げ
ロ
お
臼
H
昌
三
轟
く
①
は
、
「
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

分
の
二
社
会
に
お
け
る
排
除
と
疎
外
」
に
お
い
て
、
若
年
者
を
取
り
巻
く
生
活
状
況
を
さ
ら
に
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。

　
今
日
、
多
く
の
少
年
は
、
社
会
的
に
困
窮
し
た
状
況
・
周
縁
的
な
状
況
に
お
い
て
生
活
を
送
る
こ
と
、
負
担
を
抱
え
た
家
庭
で
生
活

を
送
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
ひ
ど
い
言
い
方
を
す
れ
ば
、
辛
う
じ
て
暮
ら
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
状
況
を
強
い
ら
れ
て
い

る
。
特
に
若
年
者
の
場
合
に
、
社
会
的
な
排
除
が
規
範
逸
脱
行
為
や
犯
罪
行
為
、
暴
力
行
為
を
極
め
て
頻
繁
に
招
来
す
る
と
い
う
こ
と

が
実
務
的
な
経
験
や
学
問
的
な
研
究
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
今
日
が
初
め
て
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
長
期
に
わ
た
る

排
除
に
よ
り
、
重
大
な
犯
罪
行
為
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
少
年
の
数
が
増
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

ま
さ
に
若
年
の
（
極
右
的
な
）
暴
力
犯
罪
者
の
大
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
展
望
の
喪
失
、
排
除
へ
の
不
安
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

あ
る
い
は
迫
り
来
る
敗
北
者
の
環
境
へ
の
零
落
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
少
年
は
、
感
情
的
な

支
え
を
約
束
し
、
保
護
や
連
帯
を
与
え
、
目
的
を
仲
介
す
る
よ
う
な
明
快
な
答
え
を
探
す
、
と
い
う
こ
と
が
容
易
に
想
像
で
き
る
。
こ

の
こ
と
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
犯
罪
的
な
特
徴
を
持
っ
た
副
次
文
化
的
な
環
境
、
あ
る
い
は
政
治
的
に
過
激
主
義
的
で
暴
力
的
な
方
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向
づ
け
を
も
っ
た
集
団
と
の
結
び
つ
き
を
も
つ
、
と
い
う
し
ば
し
ば
目
に
す
る
結
果
は
、
同
様
に
わ
れ
わ
れ
を
驚
か
せ
る
も
の
で
は
な

い
、
と
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
排
除
状
況
や
疎
外
状
況
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
る
の
か
。
竃
四
σ
q
α
9
ξ
。
q
9
　
巨
匿
晋
¢
は
、
社
会

的
な
排
除
や
疎
外
を
引
き
起
こ
す
要
素
と
し
て
、
失
業
や
若
年
者
の
た
め
に
職
業
教
育
を
行
う
場
が
欠
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
社
会

的
な
威
信
が
経
済
的
地
位
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
消
費
社
会
を
挙
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
基
本
的
な
生
存
に
必
要
な
も
の
は
、
失
業
保

険
金
や
社
会
援
助
に
よ
り
辛
う
じ
て
満
足
さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
消
費
欲
求
は
コ
マ
ー
シ
ャ
リ
ズ
ム
に
よ
り
助
長
さ
れ
、
経
済
社
会
の

「
勝
者
」
を
眼
前
に
置
い
て
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
は
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
財
産
犯
や
暴
力
犯
も
「
調
達
犯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

罪
の
」
一
態
様
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ζ
譜
α
o
げ
9
。
q
2
　
巨
け
巨
ぞ
③
は
、
社
会
的
な
排
除

は
失
業
や
職
業
教
育
の
場
が
な
い
こ
と
、
消
費
イ
メ
ー
ジ
の
結
果
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
よ
り
構
造
的
な
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
踏
み
込
ん
で
い
る
。
社
会
的
な
排
除
は
、
家
庭
に
よ
る
教
育
が
欠
け
て
い
る
こ
と
や
学
校
に
よ
る
不
十
分
な
教
育
の
結
果
で
も
あ
る
。

学
校
に
つ
い
て
言
え
ば
、
負
担
を
抱
え
た
家
庭
や
そ
の
よ
う
な
環
境
出
身
の
児
童
や
少
年
は
成
功
を
収
め
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
大
抵

は
、
学
校
の
宿
題
を
や
る
た
め
の
場
所
や
静
寂
を
も
た
ず
、
大
人
に
よ
る
指
導
を
体
験
し
た
こ
と
が
な
く
、
支
援
を
受
け
た
経
験
も
も

っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
多
く
の
外
国
人
児
童
に
あ
て
は
ま
る
。
こ
の
よ
う
な
冷
遇
を
埋
め
合
わ
せ
る
た
め
に
払
わ
れ
て
い

る
教
師
の
側
か
ら
の
個
人
的
な
大
き
な
努
力
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
は
、
進
級
や
卒
業
そ
し
て
将
来
の
チ
ャ
ン
ス
を
決
す
る
成
績
評

価
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
伝
統
的
に
少
年
の
生
活
能
力
の
形
成
に
つ
い
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
き
た
家
庭
に
つ
い
て
言
え

ば
、
家
庭
が
そ
の
機
能
を
満
た
し
え
な
い
場
合
に
は
、
犯
罪
の
危
険
性
が
高
ま
る
。
暴
力
を
伴
う
行
為
に
及
ん
だ
若
年
者
の
う
ち
、
家

庭
に
お
い
て
被
暴
力
体
験
が
あ
り
、
あ
る
い
は
成
功
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
目
標
達
成
手
段
と
し
て
暴
力
を
体
験
し
て
き
た
者
は
、

著
し
く
高
い
数
値
に
達
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
暴
力
は
、
（
例
え
ば
ア
ル
コ
ー
ル
な
ど
の
）
他
の
負
担
問
題
と
類
似
し
て
、
両
親
の
社
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会
的
周
縁
化
と
の
つ
な
が
り
を
か
な
り
の
程
度
も
っ
て
お
り
、
突
然
の
失
業
や
永
続
的
な
失
業
と
関
連
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
社
会
的
な
排
除
は
、
世
代
を
超
え
て
、
暴
力
と
い
う
観
点
を
含
ん
で
い
る
。
今
日
の
被
害
者
は
、
即
座
に
明
日
の
行
為
者
に
な
り

う
る
の
で
あ
る
、
と
。

　
ζ
㊤
。
q
α
9
ξ
q
q
g
H
葺
糞
ぞ
。
は
、
若
年
者
が
社
会
的
な
決
定
過
程
に
参
加
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
欲
求
不
満
の
感
情
や
無
力
感
も
主
観

的
に
は
排
除
の
契
機
と
な
る
こ
と
、
社
会
的
な
排
除
と
と
も
に
自
己
疎
外
も
存
在
し
、
自
律
的
な
生
活
形
態
へ
の
要
求
の
表
現
と
し
て

ス
キ
ン
・
ヘ
ッ
ド
な
ど
の
集
団
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
冨
⇔
α
q
O
①
げ
霞
σ
。
2
H
葺
巨
ぞ
。
は
、
若
年
者
の
犯
罪
や
過
激
主
義
的
な
暴
力
犯
罪
を
社
会
構
造
的
な
排
除
・
疎
外
状
況
と

の
か
か
わ
り
で
把
握
し
て
い
る
。
暴
力
犯
罪
に
及
ん
だ
若
年
者
の
背
後
に
家
庭
に
お
け
る
被
暴
力
体
験
が
見
取
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の
背

後
に
、
失
業
な
ど
に
端
を
発
す
る
家
庭
の
社
会
的
周
縁
化
と
い
っ
た
構
造
的
な
問
題
が
見
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、

少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
を
社
会
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
す
る
と
い
う
視
角
と
と
も
に
、
少
年
犯
罪
の
背
後
に
広
い
意
味
で
の
行
為
者

の
被
害
者
性
と
い
う
視
座
を
も
含
ん
で
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
ζ
9
σ
。
α
①
σ
9
α
q
臼
砲
三
二
く
Φ
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
少
年
が
被
害
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
逸
脱
行
為
に
つ
き
行
為
者
あ
る
い
は
潜
在
的
な
行
為
者
と
し
て
取

り
扱
わ
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
、
特
に
暴
力
犯
罪
の
構
造
性
に
関
し
、
　
「
今
日
の
被
害
者
は
、
即
座
に
明
日
の
行
為
者

と
な
り
う
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
鮮
明
に
表
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
3
　
そ
れ
で
は
、
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
し
、
社
会
構
造
的
な
問
題
と
も
関
連
性
を
も
つ
若
年
者
に
よ
る
犯
罪
に
対
し
、
刑
罰
を
も

っ
て
臨
み
、
そ
れ
に
よ
る
対
応
を
峻
厳
化
す
る
こ
と
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
ζ
㊤
α
。
α
⑦
9
諮
2
　
巨
ぼ
銭
く
¢
は
、
　
「
少
年
犯
罪
1
『
内

的
安
全
』
へ
の
脅
威
？
」
と
「
少
年
の
た
め
の
法
と
し
て
の
少
年
刑
法
、
刑
法
に
お
け
る
少
年
刑
法
」
に
お
い
て
、
少
年
犯
罪
は
「
成

人
犯
罪
へ
の
入
口
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
、
仮
に
重
大
な
態
様
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
年
に
典
型
的
な
非
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行
は
原
則
と
し
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
犯
罪
学
的
な
調
査
が
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
刑
法
的
対
応
の

非
合
理
性
を
主
張
し
て
い
る
。
　
「
刑
罰
に
よ
る
威
嚇
や
少
年
刑
法
の
具
体
的
な
制
裁
に
よ
る
威
嚇
鳳
、
多
く
の
研
究
が
明
ら
か
と
し
て

い
る
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
少
年
の
場
合
に
は
、
十
分
に
幻
想
で
あ
る
。
少
年
刑
事
施
設
や
少
年
拘
禁
施
設
に
お
け
る
自
由
剥
奪
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

る
積
極
的
な
教
育
効
果
も
、
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
ζ
㊤
α
q
q
①
げ
自
。
q
2
　
H
昌
三
導
く
①
は
い
う
の
で
あ
る
。
少
年
の
犯
罪
行

為
は
、
原
則
と
し
て
、
自
然
消
滅
的
で
集
団
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
こ
と
や
自
分
の
行
為
の
結
果
や
帰
結
を
十
分
に
計
算
し

て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
立
法
者
や
裁
判
官
、
両
親
や
教
師
が
予
め
威
嚇
し
て
い
る
こ
と
が
行
為
を
遂
行
す
る
か
否

か
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
、
稀
で
あ
る
。
暴
力
が
用
い
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
少
年
自
ら
が

体
験
し
た
も
の
、
成
功
の
た
め
の
確
か
な
処
方
箋
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
多
く
の
葛
藤
状
況
に
お
い
て
、
少

年
の
視
点
か
ら
は
、
そ
れ
が
唯
一
の
行
為
の
選
択
肢
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
威
嚇
は
殆
ど
予
防
的
な
効
果
を
発
揮
し
え
な
い
。
こ

の
よ
う
な
威
嚇
的
な
思
考
に
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
刑
法
的
介
入
は
、
問
題
を
合
理
的
に
取
り
扱
う
道
を
狂
わ
せ
る
、
と
。
ζ
品
α
①
げ
母
。
q
2

冒
三
註
く
①
は
、
威
嚇
効
果
の
無
力
さ
と
と
も
に
、
自
由
剥
奪
処
分
に
よ
り
再
犯
の
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
却
っ
て
潜
在

的
な
攻
撃
性
と
消
極
的
な
自
己
評
価
が
促
進
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
時
に
は
自
由
剥
奪
処
分
を
受
け
た
こ
と
が
行
為
者
所
属
の
集
団

内
で
英
雄
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
こ
と
、
逆
に
、
社
会
内
処
分
は
コ
ス
ト
と
い
う
観
点
か
ら
も
有
利
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
責
任
を

自
覚
さ
せ
る
点
で
も
有
効
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
こ
う
し
た
ζ
お
α
o
げ
9
α
q
2
　
剛
昌
三
捷
く
¢
の
主
張
か
ら
は
、
　
「
自
由
剥
奪
は
、
少
年

司
法
に
関
す
る
国
連
最
低
基
準
規
則
を
基
準
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
『
少
年
の
施
設
収
容
は
常
に
最
終
手
段
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぬ
　

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
（
第
一
九
条
）
」
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
少
年
司
法
は
ど
の
よ
う
な
問
題
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
制
度
・
手
続
で
あ
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ζ
9
σ
q
α
①
げ
霞
α
。
9
　
嗣
昌
三
近
く
・
は
、
　
「
し
ば
し
ば
目
に
す
る
低
い
教
育
水
準
、
見
当
識
の
喪
失
、
そ
し
て
そ
れ
ら
と
対
に
な
っ
て
い
る
自
ら
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の
暴
力
（
被
害
）
体
験
が
多
く
の
犯
罪
者
の
基
本
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
司
法
の
対
抗
戦
略
は
こ
の
問
題
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
　
　

な
い
」
、
と
い
う
。
少
年
は
、
教
育
的
・
治
療
的
な
介
入
が
必
要
な
、
人
格
の
欠
陥
が
あ
る
者
と
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
彼
ら
は
病
気

な
の
で
は
な
く
、
大
抵
の
者
は
他
の
全
て
の
者
と
同
様
に
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
、
少
年
た
ち
が
そ
こ
か
ら
態
度
や
行
為
を
引
き
出
す

と
こ
ろ
の
生
活
関
係
や
生
活
体
験
こ
そ
が
ノ
ー
マ
ル
で
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
少
年
刑
法
的
な
介
入
は
、
少
年
の
生
活
関
係
を

含
ん
だ
視
座
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
理
性
的
な
方
法
で
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
社
会
の
保
護
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
手
続
が
開
始
さ
れ
る
が
、
そ
の
手
続
は
少
年
の
変
化
を
促
す
手
続
（
＜
Φ
感
巳
①
霊
⇒
α
。
。
・
贋
。
N
。
ゆ
）
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
変
化
を
促
す
手
続
か
ら
、
一
方
で
は
責
任
感
情
を
、
他
方
で
は
自
尊
心
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続

に
お
い
て
は
、
ま
ず
大
人
と
一
緒
に
、
自
ら
の
行
為
を
基
準
に
し
て
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
経
験
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
責
任
を
も
ち
う

る
と
い
う
経
験
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
犯
罪
行
為
の
後
、
（
損
害
）
回
復
が
求
め
ら
れ
、
本
質
的
に
は
自
分
の
判
断
か
ら
、

ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
分
で
非
行
を
解
決
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
常
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
司
法
と
の
か
か
わ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
少
年
司
法
の
あ
り
方
に
関
す
る
ζ
お
α
①
げ
霞
σ
q
9
　
巨
9
昏
①
の
主
張
の
特
徴
は
、
自
由
剥
奪
処
分
の
非
合
理
性
を
説
い
た
上
で
、
少
年

刑
法
上
の
介
入
は
少
年
の
生
活
関
係
を
含
ん
だ
視
座
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
点
、
手
続
に
つ
い
て
も
、
少

年
が
主
体
的
に
責
任
感
情
と
自
尊
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
「
少
年
の
変
化
を
促
す
手
続
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
点
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
分
で
非
行
を
解
決
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
常
に
問
題
と
な
る
よ
う

な
司
法
と
の
か
か
わ
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
主
張
の
基
底
に
あ
る
の
が
、
少
年

自
身
は
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
関
係
や
生
活
体
験
の
み
が
ノ
ー
マ
ル
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、
犯
罪
原
因
を
個
人
的
資

質
に
帰
す
こ
と
を
明
確
に
否
定
し
た
上
で
、
犯
罪
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後
に
少
年
の
生
活
関
係
や
生
活
体
験
を
見
取
る
と
い
う
態
度
で
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あ
る
と
い
え
る
。
犯
罪
の
原
因
を
個
人
的
資
質
に
還
元
す
る
こ
と
が
、
明
確
に
拒
否
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
4
　
そ
れ
で
は
少
年
犯
罪
観
を
も
含
め
て
、
こ
う
し
た
少
年
司
法
の
あ
り
方
に
か
か
わ
る
主
張
の
核
心
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
ど

の
よ
う
な
考
え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ζ
9
α
。
α
o
σ
母
。
q
臼
　
H
口
三
避
く
①
は
、
先
に
見
た
少
年
司
法
に
関
係
す
る
主
張
を
「
少
年
と
の
付
き
合
い

に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
新
し
い
文
化
の
一
部
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
「
新
し
い
文
化
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
最
後

に
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
竃
9
α
q
α
o
σ
母
。
q
臼
　
H
ロ
蛸
壷
く
・
は
、
　
「
結
論
と
要
求
」
に
お
い
て
、
少
年
に
対
す
る
態
度
に
お
い
て
基
本
的
な
視
点
が
転
換
さ
れ
る
必
要

が
あ
り
、
少
年
の
視
点
を
問
題
と
す
る
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
の
文
化
と
が
こ
の
視
点
の
転
換
を
条
件
づ
け
る
、
と
い

　
　

う
。
大
人
は
少
年
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
、
彼
ら
を
理
解
し
、
受
け
入
れ
る
術
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
彼
ら

が
ど
の
よ
う
な
苦
労
を
し
て
い
る
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
彼
ら
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
抱
え
込
ま
せ
て
い
る
の
か
が
分
か
る
よ
う
に
な
り
、

職
業
の
選
択
や
社
会
的
な
参
加
と
い
う
未
来
の
見
え
る
成
長
発
達
を
少
年
に
保
障
で
き
る
現
状
に
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
な
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
分
か
る
こ
と
は
、
少
年
が
社
会
に
脅
威
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
社
会
に
よ
っ
て
少
年
の
成
長
の
チ
ャ

ン
ス
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
犯
罪
行
為
は
、
少
年
犯
罪
者
の
個
人
的
な
視
点
に
お
い
て
も
、
政
治
的
な
観
点
に
お

い
て
も
、
も
は
や
孤
立
さ
せ
ら
れ
う
る
現
象
な
の
で
は
な
く
、
増
大
す
る
排
除
の
危
険
性
や
社
会
的
な
変
動
を
も
含
め
た
社
会
的
な
混

乱
と
大
き
な
関
連
性
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
社
会
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
答
え
が
探
し
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
年
と
と
も
に

答
え
が
探
し
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
少
年
刑
法
は
、
　
「
少
年
の
た
め
の
法
（
①
ぢ
寄
受
穿
置
型
。
。
o
巳
）
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
少
年
刑
法
上
の
葛
藤
状
況
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
制
裁
を
科
す
の
か
ど
う
か
、
ど
の
よ
う
な
処
分
を
科
す
の
か
と
い
う

問
い
に
お
い
て
少
年
の
特
殊
な
生
活
状
況
が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
年
は
大
人
に
よ
っ
て
自
分
の
言
う
こ
と
を
真
剣
に
受
け

止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
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ζ
品
α
¢
げ
霞
α
q
臼
H
昌
三
豊
く
Φ
が
、
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
と
か
ら
な
る
「
新
し
い
文
化
」
を
中
心
に
据
え
、
こ
う
し
た
「
新

し
い
文
化
」
と
少
年
司
法
に
か
か
わ
る
各
々
の
主
張
と
に
有
機
的
な
連
関
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
少
年

犯
罪
の
本
質
的
な
問
題
が
何
で
あ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
解
決
策
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
少
年
と
の
対
話

の
中
か
ら
発
見
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
り
、
逆
に
、
そ
う
し
て
こ
そ
少
年
犯
罪
の
本
質
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
を
経
れ
ば
、
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
に
及
ん
だ
少
年
自
身
は
ノ
ー
マ
ル
で
、
社
会
構
造
的
な
問
題
を
反
映
し
た
彼
ら
の
生
活
体

験
・
生
活
状
況
の
側
に
問
題
が
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
処
分
の
選
択
に
際
し
て
も
ぞ
う
し
た
社
会
的
な
負
因
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
少
年
と
の
パ
…
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
が
中
心
に
置
か
れ
る
か
ら
こ
そ
、
司
法
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
は
ど
の
よ

う
に
す
れ
ば
自
分
で
非
行
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答
え
が
常
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
り
、
手
続
に
お
い
て
も
、
他
で
も
な
く
少
年
自
ら
の
行
為
が
中
心
に
置
か
れ
る
経
験
と
自
ら
の
行
為
に
責
任
を
も
ち
う
る
と
い
う

経
験
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
連
関
で
あ
る
。

　
5
　
犯
罪
行
為
に
及
ん
だ
少
年
自
身
は
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
少
年
が
置
か
れ
て
い
る
環
境
こ
そ
が
問
題
と
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
、
そ
し
て
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
に
よ
る
「
新
し
い
文
化
」
と
い
う
視
点
は
、

ζ
9
。
q
α
Φ
σ
霞
α
q
2
ぎ
三
惑
く
¢
が
提
唱
す
る
具
体
的
な
解
決
策
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
ζ
品
⊆
0
9
お
9
H
昌
三
捷
く
¢
は
、
　
「
家
族
援
助
の
強
化

や
社
会
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
充
は
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
少
年
政
策
は
単
な
る
修
復
的
な
社
会
政
策
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　い

」
と
主
張
し
た
上
で
、
有
効
な
教
育
政
策
や
労
働
政
策
に
よ
り
、
全
て
の
少
年
に
対
し
自
分
の
能
力
や
資
質
を
発
揮
で
き
る
チ
ャ
ン

ス
を
開
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、
学
校
に
お
け
る
少
人
数
の
ク
ラ
ス
や
外
国
人
の
子
ど
も
の
母
国
語
を
自
由
に
操
る
こ
と
が
で
き
る
教
師

の
必
要
性
、
若
年
者
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
受
け
入
れ
る
こ
と
、
全
て
の
重
要
な
社
会
領
域
に
少
年
の
参
加
を
認
め
、
少
年
に
相
応
し

い
参
加
形
態
を
提
供
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
な
ら
ん
で
、
少
年
司
法
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
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社
会
内
処
分
の
優
越
性
を
再
度
確
認
し
、
少
年
に
相
応
し
い
対
応
は
、
少
年
係
裁
判
官
や
少
年
係
検
察
官
の
専
門
教
育
が
前
提
と
な
る
、

と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
な
ぜ
社
会
は
こ
う
し
た
「
新
し
い
文
化
」
を
受
け
容
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
併
せ
て
確
認
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
き
、
ζ
薗
α
q
α
。
げ
霞
σ
q
2
望
洋
号
③
は
、
次
の
よ
う
な
核
心
的
な
回
答
を
用
意
し
て
い
る
。
　
「
社
会
の
顛

覆
や
危
機
は
、
ま
ず
最
初
に
、
弱
者
と
と
も
に
児
童
や
少
年
に
感
じ
取
ら
れ
る
。
も
し
大
半
の
少
年
に
差
し
迫
っ
て
い
る
排
除
や
周
縁

状
況
に
対
し
、
何
ら
の
措
置
を
も
講
じ
な
い
と
す
れ
ば
、
少
年
が
将
来
へ
の
展
望
を
も
ち
、
経
済
的
な
保
護
の
た
め
の
基
礎
を
つ
く
る

前
に
、
そ
し
て
彼
ら
に
責
任
を
取
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
責
任
を
取
ら
せ
る
前
に
、
少
年
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　

な
る
の
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
は
、
次
代
を
担
う
若
年
者
の
声
に
耳
を
傾
け
な
い
こ
と
が
、
少
年
そ
の
も
の
を
失
っ
て
し
ま
い
、
ひ
い
て

は
社
会
そ
の
も
の
の
解
体
を
帰
結
す
る
こ
と
に
対
し
、
声
言
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
6
　
以
上
に
、
ζ
9
σ
q
q
①
げ
自
σ
q
2
　
H
⇔
三
二
く
①
の
基
本
視
座
と
具
体
的
な
主
張
を
検
討
し
た
。
少
年
犯
罪
は
孤
立
し
た
問
題
と
し
て
考
え

ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
社
会
と
の
関
係
に
お
い
て
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
少
年
は
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
少
年
の
生
活
体
験
や

生
活
関
係
の
み
が
ノ
ー
マ
ル
で
は
な
い
、
少
年
刑
法
的
な
介
入
は
少
年
の
生
活
関
係
を
含
ん
だ
視
座
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

少
年
が
社
会
に
脅
威
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
社
会
に
よ
っ
て
少
年
の
成
長
の
チ
ャ
ン
ス
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
基
本
視
座

を
も
つ
竃
茜
q
o
σ
農
σ
q
g
　
H
昌
三
註
く
。
の
主
張
は
、
刑
罰
に
よ
る
対
応
で
は
な
く
社
会
福
祉
や
少
年
政
策
の
充
実
を
求
め
る
主
張
と
つ
な
が

っ
て
お
り
、
少
年
司
法
の
あ
り
方
や
具
体
的
な
犯
罪
行
為
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
、
若
年
者
自
ら
が
非
行
を
解
決
す
る
方
法
が
中
心
を

占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
ζ
品
q
①
げ
霞
α
q
2
　
剛
昌
三
豊
く
Φ
の
提
言
を
支
え
る
基
本
視
座
は
、
厳
罰
化
要
求
批
判
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
　
「
実
務
に
よ
る

少
年
刑
法
改
革
」
を
起
点
と
す
る
ド
イ
ツ
少
年
司
法
改
革
の
一
連
の
流
れ
を
見
る
場
合
に
も
、
重
要
で
あ
る
。
第
一
に
、
そ
こ
に
見
ら
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れ
る
少
年
犯
罪
像
や
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
を
支
え
た
犯
罪
学
的
知
見
か
ら
の
変
化
で
あ
る
。
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改

革
」
の
裏
付
け
と
な
っ
た
犯
罪
学
的
知
見
が
、
少
年
犯
罪
の
遍
在
性
と
刑
法
的
介
入
の
害
悪
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、
犯
罪
原
因
を
個
人

に
帰
し
て
し
ま
う
こ
と
を
明
確
に
は
拒
否
し
な
か
っ
た
（
但
し
拒
否
へ
と
向
か
う
契
機
は
胚
胎
さ
せ
て
い
た
）
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
ま
さ

に
、
暴
力
犯
罪
で
あ
っ
て
も
犯
罪
行
為
に
及
ん
だ
少
年
自
身
は
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
体
験
や
生
活
状
況
に
こ
そ
問
題

が
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
お
り
、
個
人
的
資
質
に
原
因
を
帰
す
こ
と
が
明
確
に
拒
絶
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
　
「
少
年
刑
法
」

や
「
少
年
刑
事
手
続
」
の
捉
え
方
の
変
化
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
分
で
非
行
を
解
決
で
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
答

え
が
常
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
司
法
と
の
か
か
わ
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
少
年
の
主
体
的
な
手
続
参
加
を
前
提
と
す
る
主

張
に
は
、
従
来
ま
で
の
よ
う
な
「
少
年
刑
法
」
や
「
少
年
刑
事
手
続
」
の
捉
え
方
か
ら
の
変
化
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ

の
基
点
と
な
っ
て
い
る
の
が
、
少
年
の
具
体
的
な
生
活
現
実
を
見
取
る
と
い
う
視
座
で
あ
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
論
で
あ
る
と
い
え

る
で
あ
ろ
う
。
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
U
≦
匂
提
案
が
、
　
「
新
し
い
少
年
刑
事
手
続
」
の
あ
り
方
と
し
て
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
少
年
が
手
続
の
中
心
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
鑑

　
　
　
　
　

み
れ
ば
、
寓
p
o
。
号
げ
霞
α
q
①
二
口
三
豊
く
¢
は
、
そ
の
路
線
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
国
連
準
則
へ
の
言
及
や
、
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
と
い
う
「
新
し
い
文
化
」
の
必
要
性
に
関
す
る
主
張
か
ら
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
ζ
9
。
q
α
o
σ
霞
。
q
興
　
H
自
註
畳
く
①
に
は
、
国
際
条
約
や
国
連
準
則
の
影
響
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
う
し
た
「
新
し
い
文
化
」
が
、
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後
に
若
年
者
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
的
状
況
や
そ
の
生
活
体
験
を
見

取
る
た
め
の
方
法
論
と
し
て
も
…
機
能
す
る
と
と
も
に
、
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
少
年
司
法
改
革
を
支
え
た
、
少
年
犯
罪
像
の
深

化
や
「
少
年
刑
法
」
、
「
少
年
刑
事
手
続
」
の
捉
え
方
の
さ
ら
な
る
変
化
を
も
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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本
章
で
は
、
厳
罰
化
要
求
へ
の
学
理
的
批
判
と
、
ま
と
ま
っ
た
形
で
公
に
さ
れ
た
声
明
を
中
心
と
し
て
検
討
を
進
め
た
。
こ
れ
ら
の

主
張
が
、
例
外
的
で
少
数
に
と
ど
ま
る
声
を
代
表
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
従
前
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
め
ぐ
る
議
論
の
延
長
線

上
に
位
置
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
推
し
進
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
決
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
対
す
る
評
価
や
従
前
の
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
け
る
議
論
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
の
検
討
か
ら
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か

に
し
え
た
と
考
え
る
。

　
第
一
に
、
厳
罰
化
要
求
に
直
面
す
る
状
況
に
お
い
て
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が
担
っ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
学
理
的
批
判

は
、
厳
罰
化
に
よ
る
犯
罪
抑
止
効
果
は
幻
想
で
あ
り
、
政
治
的
・
社
会
的
慨
怠
に
発
す
る
矛
盾
を
増
幅
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
、
厳
罰
化

は
問
題
の
本
質
を
突
い
た
も
の
で
は
な
く
、
無
益
な
ば
か
り
か
有
害
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
社
会
問
題
は
刑
法
的
措
置
を
峻
厳

化
す
る
こ
と
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
社
会
内
処
分
を
さ
ら
に
拡
充
す
べ
き
こ
と
を
説
き
、
そ
の
予

防
上
の
有
効
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
寛
容
は
、
依
然
、
引
き
合
う
」
と
の
指
摘
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
学
理
的
な
厳
罰

化
批
判
は
、
過
去
二
〇
年
間
に
お
け
る
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
成
果
と
そ
れ
が
示
す
方
向
性
の
正
し
さ
へ
の
確
信
そ
れ
自

体
が
、
厳
罰
化
要
求
へ
の
ひ
と
つ
の
対
抗
機
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
二
に
、
こ
う
し
た
厳
罰
化
論
へ
の
批
判
の
要
点
は
、
問
題
解
決
の
た
め
の
よ
り
大
き
な
方
策
と
し
て
、
少
年
政
策
や
社
会
政
策
一

般
の
拡
充
を
求
め
る
と
と
も
に
、
少
年
司
法
に
お
け
る
改
革
の
方
向
性
と
し
て
、
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
さ
ら
に
推
進
す
べ
き
こ
と
、

手
続
も
少
年
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
流
れ
と
い
う
側
面
に
お
い
て
、
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
社
会
問
題
は
刑
法
で
は

解
決
で
き
な
い
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
る
一
方
で
、
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
少
年
司
法
の
分
野
に
お
い
て
さ
ら
に
刑
法
的
色
彩
を
弱

め
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
こ
う
し
た
双
方
の
主
張
の
基
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
少
年
犯
罪
が
社
会
構
造
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的
な
問
題
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
視
座
で
あ
-
､
あ
る
い
は
ま
た
少
年
司
法
や
子
ど
も
の
権
利
に
関
す
る
国
際
条
約
や
国
連
準
則
が
提

供
す
る
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
と
い
う

｢新
し
い
文
化
｣
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
う
し
た
視
座
が
､
予
防
の
局
面
に
お
い

て
も
､
具
体
的
な
少
年
事
件
処
理
の
局
面
に
お
い
て
も
福
祉
的
要
素
を
取
り
込
も
う
と
す
る
主
張
､
少
年
刑
法
は
｢少
年
の
た
め
の
法
｣

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
へ
と
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
点
と
も
か
か
わ
る
が
､
第
三
に
'
少
年
犯
罪
の
社
会
構
造
性
と
広
い
意
味
で
の
少
年
の
被
害
者
性
､
少
年
が
社
会
に
脅
威
を
与

え
て
い
る
の
で
は
な
-
少
年
が
社
会
に
よ
っ
て
脅
威
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
視
角
'
少
年
は
ノ
ー
マ
ル
な
の
で
あ
り
､
そ
れ
を
取

り
巻
-
生
活
体
験
や
社
会
環
境
の
み
が
ノ
ー
マ
ル
で
は
な
い
と
い
う
視
点
'
少
年
の
社
会
的
疎
外
状
況
や
少
年
の
具
体
的
な
生
活
現
実

を
見
取
る
と
い
う
指
向
の
上
で
'

一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
-
に
基
本
線
が
敷
か
れ
た
少
年

｢刑
法
｣
改
革
は
､
少
年
犯
罪
像
と
い
う
側

面
に
お
い
て
も
'
具
体
的
な
施
策
と
い
う
側
面
に
お
い
て
も
'
さ
ら
に
深
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
厳
罰
化
要
求
に

直
面
す
る
中
で
､
そ
も
そ
も
の
少
年
犯
罪
の
捉
え
方
や
少
年
観
の
深
化
'
変
化
か
ら
､
ド
イ
ツ

｢少
年
刑
法
｣
の
把
撞
の
さ
れ
方
に
変

化
が
生
じ
て
お
り
'
少
年
犯
罪
の
本
質
的
性
格
を
社
会
と
の
か
か
わ
り
で
理
解
す
る
試
み
や
'
国
際
条
約
や
国
連
準
則
が
準
備
す
る
子

ど
も
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
い
う
視
角
が
厳
罰
化
要
求

へ
の
新
た
な
対
抗
機
軸
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
'
再
度
強
-
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
｡

(
g
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w
o
lfg
a
n
g

H
e
in
N
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R
eform
bedarf
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Jugendstrafrechts?
M

onats
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chrift
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K
r
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S
tra
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Jg18
1
Ht.6
)99
8

s
.3
9
9
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W
.
H
einz
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9
6
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n
n
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5
)
,

S
134
4
ff"
W
.H
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z
1999
(A
n
n
.15
)
.
S
.400ff
.

(
e
)

W
.H
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t996
(A
n
m
.25
)
,
S
.3
4
4
ff.,
W
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e
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z

t
9
9
8
(A
n
n
.99),S
.4
)3
ff.

(
1-1
)

W
.H
e
in
z
199
6
(A
n
n
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5
)
,
S
.344
ff.,
W
.H
e
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z
199
8
(A
n
n
.99).S
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.
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(些

R
ein
h
art
Le
m
p
p
,in
‥
)4
K
u
rzstellu
n
g
nahm
en
v
on
E
xpe
rte
n.
DV
JJ
･Journ
at
4Jt9
9
6
S
.3
2
3
.
こ
の
D
V

J
J

L
ourna1
4]
1996
S
.3
2tff.
で
組

ま
れ
た
特
集
に
は
､
同
様
の
主
張
を
述
べ
る
専
門
家
の
意
見
を
多
-
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

(
潤

)
H
ans･Jd
r
gen
K
erner
;B
ernd･R
uud
eg
er
S
onnen.
Jugendkrim
inatitat
und
lugendstrafrechー
E
ine
A
nregu
n
g
zur
B
e
sonderheit
bei

V
eran
deru
n
g
sp
tan
eI
,
D
V
JJ
･Joum
at
4
-1997
S
.344
.

(塑

F
ri
ed
er
D
辞nke).
S
trafm
h
d
ig
keitsalt
er
im
international
en
V
ergteich.
R
dJB
3Jt999
S
.2
9
1ff.
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る

｢歴
史
的
視
点
｣
に

開
通
し
て
､
F
.Dtinketは
'
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
o

l
九
二
三
年
の
少
年
裁
判
所
法
に
よ
り
刑
事
責
任
年
齢
が

〓

l歳
か
ら

l
四
歳
に
引
き
上

げ
ら
れ
た
こ
と
は
､
義
務
教
育
年
齢
に
あ
る
児
童
は
少
年
行
刑
に
さ
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
-
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
論

理
か
ら
い
え
ば
､
就
学
義
務
が
延
び
て
い
る
分
だ
け
､
刑
事
責
任
年
齢
も

一
六
歳
に
引
き
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
､
と
｡

(1-5
)

H
eribert
Osten
d
orf,
D
er
strafjustitiette
U
m
g
an
g
n
it
K
in
d
ern
,
D
V
J
J･Joum
at
4
Jt997
S
.376.
H
.O
sten
d
orfは
､

｢道
徳
的
'
精
神
的
成

長
に
よ
-
行
為
時
に
少
年
が
成
人
と
同
視
で
き
な
い
と
し
て
も
'
行
為
者
が
性
格
的
に
変
質
的
な
重
犯
罪
者
で
あ
-
､
民
族
の
保
護
が
そ
の
処
遇
を

求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
､
行
為
者
の
人
格
の
全
評
価
や
そ
の
行
為
が
明
ら
か
に
す
る
場
合
に
は
｣
､
一
般
刑
法
が
科
さ
れ
る
も
の
と
す
る
､
と
い

う
規
定
に
ナ
チ
ス
的
な
刑
法
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
示
さ
れ
て
い
る
､
と
指
摘
し
て
い
る
｡

(価
)

H
10
sten
do
rf
t9
9
7
(A
nn
.105
)一
S
.37
8
.

(那
)

H
.O
stend
orf
)9
97
(A
nm
.)05)
,
S
.37
9
.

(潤
)

例
え
ば
､

l
九
八
九
年
の
第
二

1
回
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
い
て
も
､
第
Ⅶ
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
､
青
年
に
対
し
て
少
年
刑
法
を
制
限
な
く
適
用

す
べ
き
こ
と
を
求
め
て
い
る
｡
同
様
の
こ
と
は
､

1
九
九
八
年
の
第
二
四
回
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
い
て
も
主
張
さ
れ
て
い
る
o
v
gI.
Thesen
und

B

eschldsse
d

es
A
rbeitsreises
声

in
:
D
V
JJ
(H
rsg.),
M
eh
rfach
A
u
ffattig
eI
M
ehrfach
B
etroffene.
Ertebnisw
eisen
u
n
d
R
eaktion
sfor･

m
en.
B
onn
199
0
S
.419.

,

T
hesen
der
A
rbeitskreise
-
Foru
m

H

in
‥D
V
JJ
(H
rsg
.),
Ki
nder
und

Jugendliche
als

O
pfer
und
Tater.

B
o
nn
t9
9
9
S
.77
6.

(1-9
)

v
gt.
Ki
n
d
er
u
n
d

Jugedtiche
als
O
pfer
und
Ta
t
er.
Prav
ention
un
d
R
eaktion
.
T
hesen
d
es
24.D
eutschen
Jugen
d
g
erich
tstag
es
vo
m

18
,b
is
22･S
e
ptem
ber
199
8
in
H
am
bu
rg
,
D
V
JJ
･Joum
al

5]19
9
8
S
.29
5ff.

(110
)
G
egenreform
im
JugendstrafrechtJ
W

ider
d
ie
rep
ressiv
e
H
itflosigkeit!
DV
JJ
･Joum
al

3JL9
9
8
S
.203ff.

(111
)

例
え
ば
､

｢被
害
者
お
よ
び
行
為
者
と
し
て
の
児
童
お
よ
び
少
年
｣
を
テ
ー
マ
と
し
て
､
総
選
挙
前
の

一
九
九
八
年
九
月

一
八
日
か
ら
l
二
一日
ま
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で
H
a
m
burg
で
開
催
さ
れ
た
'
第
二
四
回
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
い
て
も
'
当
時
の
連
邦
政
府
が
と

っ
た
厳
罰
主
義
的
な
施
策

の
提
唱
に
対
し
批
判

の
声
が
上
げ
ら
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
そ
こ
で
は
､
家
庭
内
暴
力
を
減
少
さ
せ
る
た
め
の
予
防
戦
略
の
必
要
性
､
親
の
懲
戒
権
を
撤
廃
す
る
こ
と
､
早

期
発
見
､
早
期
援
助
の
た
め
の
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
必
要
性
'
外
国
人
を
よ
り
よ
-
社
会
的
に
統
合
す
る
必
要
性
'
学
校
と
少
年
司
法
関
係
機
関
と
の
よ

り
よ
い
協
力
関
係
を
構
築
す
べ
き
こ
と
が
､
会
議
後

の
選
挙
の
結
果
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う
新
政
府

へ
の
勧
告
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
｡
第
二
四
回

ド
イ

ツ
少
年
裁
判
所
会
議
に
お
け
る
議
論
を
概
観
す
る
も
の
と
し
て
､
次

の
文
献
を
参
照
｡
H
ein
z

C
orn
et
;Fried
er

D
dnket,
K
inder
und

J
ug
en
d
lic
he
al
s
O
pfer
u
n
d
T
a
t
er,
N
eue
ど
-mi
n
alp
o
litik
41)9
9
8
S
･4f･

(E3
)

v
g
t.
R
esolu
tio
nen

d

es
t.B
undestreffen
s
d
er
Jugend
rich
terJinnen
un
d

Jugendstaatsan
w
atteJin
n
en
vom
8
.
his
tO.
D
ezem
b
er

t993

in
V
ittingen･Schw
en
n
in
gen.
D
V
JJ･Journ
at
4
]
1993
S
.320ff.
こ
の
会
議
に
は
､

二
二
七
名
の
少
年
係
裁
判
官
と
少
年
係
検
察
官
'
そ
の
他
の
職

業
集
団
(警
察
官
'
研
究
者
､
本
省

つ
き
の
公
務
員
､
社
会
教
育
者
､
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
'
少
年
執
行
施
設
の
代
表
者
)
に
属
す
る
三
三
名
が
参
加
し

て
い
る
｡
こ
の
会
議
は
､
現
在
ま
で
に
三
回
開
催
さ
れ
て
お
-
､
第
三
回
大
会
か
ら
は
､

｢少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
'
弁
護
人
連
邦

会
議
｣
と
改
称
さ
れ
て
い
る
｡

一
九
九
六
年
九
月
二
六
日
か
ら
二
八
日
ま
で
開
催
さ
れ
た
第
二
回
大
会
､

一
九
九
九
年
に
九
月

一
六
日
か
ら

一
八
日

ま
で
行
わ
れ
た
第
三
回
大
会
の
概
要
に
関
し
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
次
の
文
献
を
参
照
｡
H
etg
ard
W
atter･F
reise,
2-B
u
n
d
e
streffen
d
er
Jugendrichter

Jin
n
en

u
n
d

J
ugend
staatsan
w
atteJin
n
en

v
o
m

26.･28
.09
.19
9
6

in

V
iltingen
･S
ch
w
en
n
tngen,
D
V
J
H
ou
rnat
lJt9
9
7

S
.B
tf.,
C
hristian

S
chotz,B
eri
Cht
dber
d
a
s
3
,B
undestreffen
d
er
Ju
gend
ri
chtereJin
n
en,
Ju
g
endstaatsanw
alteJin
n
en
und
R
ech
tsanw
attJin
n
en
v
om

16.
bi島

t9
,
S
ep
tem
ber
t99
9
in
V
illingen･S
ch
w
enn)ngen,
D
V
JJ
･Journa)
4
Jt9
9
9
S
.4
3
5
ff

.

(3
)

R
e
so
tutionen
des
i.B
u
n
d
e
streffen
s
d
er
Jugend
ric
hterJin
n
en
u
n
d
Ju
g
en
d
staatsanw
atteJin
n
en
t993
(A
n
m
.1
1
2).
S
.3
20.

(M
)

R
esotution
en
des
1
.B
u
nd
estreffen
s
d
er
JugendrichterJin
n
en
un
d

Jugendstaatsan
w
atteJinnen
t993
(A
nm
.
I)2),
S
.3
2
).

(
E3
)

R
esolutio
n
en
d
es
t.B
u
ndestreff
en
s
d
er
Jug
e
ndrichterJin
n
en
und
Jugend
staats
an
w
atteJin
n
en
t993
(A
nm
.I)2).
S
.3
2
1.
な
お
､
第

1
点

目
の
反
村
数
に
つ
い
て
は
､
原
文
中
欠
落
し
て
い
る
た
め
､
本
稿
で
も
や
む
を
え
ず
そ
の
ま
ま
と
し
た
｡

(3
)

R
esolution
en
des
t.B
un
d
estreffen
s
der
JugendrichterJin
n
en
un
d
J
ugend
staatsanw
atteJin
n
en
t993
(A
n
m
.t
t2
)
,
S
.3
22.

(
117
)

R
e
sotution
en
des
i.B
u
n
destreffen
s
d
er
J
ugen
d
rich
terJin
n
en
u
n
d
Ju
g
en
d
staatsan
w
alteJinnen
t993
(A
n
n
.1
12
)
,
S
.3
22.

(a
)

v
g
t.R
esotutionen
d
es
I
.B
u
ndestreffens
der
Jugendri
ChterJin
n
en
und
Jugendstaatsanw
alteJinnen
t993
(A
n
n
.tt2).
S
.3
22,

(3
)

R
e
solution
en
des
t.
B
u
n
d
estreffen
s
d
er
Ju
g
en
d
richterJinnen
u
n
d
Ju
g
en
d
staatsan
w
altelin
n
en
t993
(A
n
m
L
t
2
),
S
132
).
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(5
)

F
.D
b
n
k
elは
､
当
時
の
連
邦
司
法
相
が
c
D

UJCS
U
の
テ
ー
ゼ
に
対
し
否
定
的
な
見
解
を
と

っ
た
こ
と
に
つ
き
､
連
邦
会
議
決
議
の
影
響
が
あ

っ

た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
.
F
ried
er
D
h
k
el,
V
ersch
arfu
ng
en
ab
g
ew
ehrt.
N
eu
e
門
札
m
in
al
p
olitik
tJt9
94
S
.tO
.
本
論
文
に
お
い
て
は
､
第

l

回
少
年
係
裁
判
官
お
よ
び
少
年
係
検
察
官
連
邦
会
議
決
議
の
要
旨
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
｡

(-;
)

v
g
t.
F
.D
dn
k
el
t9
94
(A
n
n
.)2
0
)}
S
.10
.

(E3)

M
agd
eb
u
rger

Znitiative
は
'
検
察
官
'
研
究
者
､
連
邦
司
法
省
､
ソ
ー
シ
ャ
ル

･
ワ
ー
カ
ー
な
ど
の
職
に
あ
る
七
名
の
専
門
家
が

l
九
九
八
年

四
月
三
日
か
ら
四
日
に
か
け
て
､
外
国
人
へ
の
敵
対
行
為
や
少
年
の
暴
力
行
為
､
極
右
的
な
有
権
者
集
団
の
増
加
で
有
名
と
な
っ
て
い
る
M
agd
巾b
u
rg

に
集
い
､
そ
こ
か
ら
具
体
的
な
捷
案
と
実
務
的
な
展
望
を
発
信
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､

一
九
九
九
年
五
月
に
そ
の
声

明
が
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
K
lau
s
B
rey
m
an
n
,
M
agd
eb
urger
in
itiative
.
Ex
perten
foru
m

zu
Ju
gend
u
n
d
K
rim
in
atitat.
D
V
JJ･Jo
um
al

2Jt9
9
8
S
.t
t0

に
よ
れ
ば
t
M
ag
d
eb
u
rg
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
こ
の
よ
う
な
少
人
数
に
よ
る
専
門
家
の
集
ま
り
は
'
そ
れ
に
続
い
て
､
ド
イ
ツ
連

邦
各
地
に
お
い
て
類
似
の
集
会
が
開
か
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
各
テ
ン
ト
の
司
法
省
の
関
心
を
喚
起
す
る
こ
と
を
も
目
的

と
し
て
い
た
.
M
agd
eb
u
rg
er
ln
iti
ativ
e
に
つ
い
て
は
､
K
tau
s
B
re
ymann
;E
m
st
F
igl
;H
eri
b
ert
O
sten
dorf
;K
tau
s
S
essar
;B
em
d
･R
B
d
eger

S
on
n
en
;H
orst
V
ieh
m
an
n
;S
u
san
n
e
N
ink
e,
M
ag
d
eb
urger
tni

t

iativ
e･
D
V
JJ･Jou
rn
al

lJt99
9
S
.4
ff
"
M
agd
eb
u
rg
er
ZnitiativeI
F
orum

zu

Ju
g
en
d
u
n
d
K
rim
in
alitat.
Z
fJ
Jg
.86
H
t.9
)9
9
9
S
.337
ff.
本
稿
で
は
､
D
V
JJ･Jo
urn
atに
掲
載
さ
れ
た
も
の
に
拠
っ
て
い
る
｡
そ
の
概
要
を
紹

介
す
る
も
の
と
し
て
'
次
の
文
献
を
参
照
｡
K
ari
n
S
chub
ert,
E
xp
erten
ko
nferen
z
zu
m

Jug
en
dkrim
in
al
rech
t
in
M
ag
deb
u
rg
am

3
.
u
nd
4
-

A
prit
19
9
8
.
D
V
JJ･Jou
rn
al

2]199
8
S
.l
ltff
,,
H
eri
bert
O
sten
d
orf,
M
agd
eburger
in
itiativ
e,
N
eu
e
K
ri
m
in
al
p
otitik
2]199
9
S
,4
f,,
H
,

o
sten
dorf
49
9
8
(A
nm
124
),
S
.tt3ff
.

(E3)

M
agd
eb
u
rger
lnitiativ
e
t99
9
(A
n
m
.)22
),
S
.4
-

(望

M
ag
d
eb
u
rger
tnitiativ
e
t99
9
(A
n
n
.)2
2
).
SS.4
.8
.

(-E
)

M
ag
d
eb
urg
er
tnitiati
v
e
t9
9
9
(A
n
n
.)2
2
),
S
.4.

(S
)

M
ag
deb
u
rg
er
tnitiativ
e
t9
9
9
(A
n
n
.)2
2
),
S
.4
f.

(脚
)

M
agd
eburg
er
Znitiativ
e
19
99
(A
nn
.122
),
S
.5
f.

(描
)

M
agd
eb
u
rg
er
Zniti
ative
t99
9
(A
n
m
.)2
2
),
S
.5f.

(望

M
ag
d
eb
u
rger
lnitiativ
e
t99
9
(A
n
n
.)2
2
).
S
.5f.
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(埜
M
ag
de
bu
rg
er
Znitia
tive
1999
(A
n
n
.
)22),
SS.7f.ヰlo
.

(a
)
M
a
gdeburger
tnitiat
ive
t999
(A
n
n
.)2
2),
S
.8
-

(
望

M
agdeburger
lnitiative
1999
(A
n
m
.)22),
S
.8
.

(ne
)
M
a
g
d
e
bu
rg
er
Initiative
t9
99
(A
n
m
.)
22
)
.
S
.00
.
M
a
gdebu
rg
er
tnitiativ
e
は
､
具
体
的
方
策
と
し
て
損
害
回
復
や
行
為
者
-
被
害
者
-
和
解

を
挙
げ
､
通
例
'
伝
統
的
な
刑
罰
は
そ
れ
に
相
応
し
-
な
い
と
述
べ
て
お
り
'
そ
れ
を
越
え
た
対
応
が
必
要
で
あ
る
場
合
に
は
'
反
暴
力
訓
練
の
形

態
を
と
る
社
会
訓
練
コ
ー
ス
の
提
供
な
ど
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
｡

(望

M
ag
de
burger
tnitiative
t999
(A
nn
.122).
S
.地
ff
.

(埜

M
ag
d
eburg
er
tnitiative
t999
(A
nn
.)2
2).
S
.9f.

(描
)

M
a
gdeburg
e
r

tnitiative
t999
(A
n
m
.)22),
S
.9
.
M
ag
d
e
burger
tnitiativeが

｢新
し
い
文
化
｣
を
社
会
的
統
合
の
問
題
と
関
連
づ
け
て
理
解
し

て
い
る
こ
と
は
､

｢
こ
う
し
た
新
し
い
文
化
の
基
礎
は
'
す
で
に
､
少
年
か
ら
の
保
護
で
は
な
-
少
年
の
保
護
に
資
す
べ
き
現
行
の
少
年
法
に
も
存

在
し
て
い
る
.
そ
れ
ゆ
え
'
保
護
､
能
力
の
付
与
(B
efahigung)そ
し
て
統
合
が
そ
の
日
的
と
な
る
｣
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
､
明
ら

か
と
な
る
.
v
g
I.
M
agd
ebu
rger
tnitiative
1999
(A
n
n
.122
)
,

S
.8
.

(1-7
)

ロ
≦
l
の
第
Ⅲ
委
員
会
は
､

｢新
し
い
少
年
刑
事
手
続
｣
の
あ
-
方
と
し
て
､

｢新
た
な
少
年
刑
事
手
続
の
中
心
は
､
客
体
と
し
て
で
は
な
-
(そ

し
て
善
意
の
教
育
的
努
力
の
客
体
で
は
決
し
て
な
い
)
､
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

･
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
の
､
そ
し
て
法
治
国
家
的
に
保
障
さ
れ
た
被

疑
者
の
権
利
を
も
ち
､
刑
事
手
続
的
な
公
正
さ
に
付
す
る
権
利
を
も

つ
主
体
と
し
て
の
､
若
年
被
疑
者
で
あ
る
｣
と
主
張
し
て
い
た
｡
D
≦
l･

U
nterkom
m
issio
n
ZI
.
Jugend
v
erfah
r
en.
)992
(A
n
n
.19).
S
.23
.

(潤
)

少
年
犯
罪
の
社
会
関
連
性
､
社
会
構
造
性
と
い
う
問
題
や
､
社
会
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
の
か
か
わ
り
に
お
け
る
あ
る
べ
き
少
年
司
法
と
い
う
問
題

に
村
す
る
学
理

･
実
務
に
お
け
る
関
心
の
高
さ
は
､

｢社
会
変
化
と
少
年
犯
罪
｣
を
テ
ー
マ
と
し
て
､

一
九
九
五
年
九
月
二
三
日
か
ら
二
七
日
ま
で

potsdam
で
開
催
さ
れ
た
少
年
裁
判
所
会
議
で
の
議
論
を
垣
間
見
る
だ
け
で
も
明
ら
か
と
な
る
O
若
年
者
を
取
り
巻
-
生
活
､
労
働
'
政
治
と
少
年

犯
罪
対
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
､
最
良
の
社
会
政
策
は
最
良
の
刑
事
政
策
で
あ
る
こ
と
が
再
度
強
調
さ
れ
､
暴
力
犯
罪
に
及
ん
だ

少
年
に
つ
い
て
も
そ
の
具
体
的
な
生
活
状
況
が
見
取
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
o
v
gt.
D
V
JJ
(H
rsg
.),
S
oziater
W
an
d
et

u
nd
Jugendkri
m
inal
itat.
B

onn
t99
7
.
本
会
議
に
お
け
る
議
論
の
要
約
と
し
て
､H
einz
C
ornel;Frieder
D
dnket,
integration
statt
R
epression.

N
eu
e
K
rm
in
atp
o
titik

4
J
t9
9
5
S
.6ff.
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む
す
び
に
か
え
て

　
1
　
本
稿
に
お
い
て
は
、
少
年
犯
罪
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
に
焦
点
を
当
て
、
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら
の
「
実
務
に
よ

る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
関
係
を
把
握
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
き
、
検
討
を
進
め
て
き
た
。

一
九
九
八
年
秋
の
選
挙
の
結
果
と
し
て
赤
緑
連
立
政
権
が
誕
生
し
た
こ
と
も
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
厳
罰
化
政
策
が
現
実
の
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遇

な
る
可
能
性
は
低
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
確
か
に
、
厳
罰
化
政
策
を
め
ぐ
る
議
論
は
多
分
に
政
治
的
要
素
を
含
む
も
の
で
は
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
議
論
を
単
な
る
政
治
問
題
と
し
て
片
づ
け
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
少
年

司
法
に
と
っ
て
本
質
的
な
議
論
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
で
確
認
し
た
の
は
、
次
の
事
柄
で
あ
る
。

　
第
一
に
、
近
時
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
の
特
徴
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
歴
史
的
課
題
と
も
い
え
る

青
年
の
取
り
扱
い
、
少
年
刑
の
上
限
の
引
き
上
げ
に
加
え
て
、
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
の
要
求
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
一
九
九
〇

年
代
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求
の
特
徴
と
な
る
。
ま
た
、
附
言
事
象
計
上
観
察
さ
れ
う
る
暴
力
犯
罪
の
増
加
や
児
童
に
よ
る
犯
罪

の
増
加
が
そ
う
し
た
要
求
の
背
景
を
形
作
っ
て
い
る
こ
と
も
、
特
徴
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
し
か
し
、
厳
罰
化
を
め
ぐ
る
議
論
形
態
、
と

い
う
点
を
も
含
め
れ
ば
、
そ
こ
で
の
最
大
の
特
徴
は
、
若
年
者
層
ま
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
貧
困
化
や
失
業
、
社
会
的
周
縁
化
、
社

会
的
排
除
と
い
う
社
会
問
題
に
関
連
づ
け
る
形
で
問
題
の
把
握
が
試
み
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
第
二
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
ド
イ
ツ
に
見
ら
れ
る
厳
罰
化
要
求
と
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
青
年
に
対

す
る
一
般
刑
法
原
則
適
用
を
法
文
上
さ
ら
に
明
確
化
し
、
自
由
剥
奪
処
分
を
強
化
し
、
あ
る
い
は
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
を
主
張

す
る
一
九
九
〇
年
代
の
厳
罰
化
要
求
は
、
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
正
面
か
ら
衝
突
す
る
。
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
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が
敷
い
た
改
革
の
基
本
線
上
に
あ
る
少
年
裁
判
所
法
第
二
次
改
正
法
に
向
け
た
O
≦
臼
提
案
や
〉
毛
O
提
案
は
、
ま
さ
に
、
青
年
を
少
年

裁
判
所
法
で
取
り
扱
い
、
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
一
四
歳
－
一
五
歳
の
少
年
へ
の
自
由
剥
奪
処
分
賦
課
を
禁
止

す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が
、
自
由
剥
奪
処
分
の
一
般
予
防
効

果
や
特
別
予
防
効
果
へ
の
過
大
評
価
、
　
「
刑
罰
に
よ
る
教
育
」
へ
の
信
奉
を
切
り
崩
し
、
そ
れ
を
克
服
す
る
試
み
で
も
あ
っ
た
こ
と
を

考
え
れ
ば
、
厳
罰
化
要
求
は
実
質
的
に
も
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
と
逆
行
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

　
第
三
に
、
こ
う
し
た
過
去
二
〇
年
間
に
お
け
る
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
成
果
は
、
厳
罰
化
要
求
批
判
に
大
き
な
論
拠
を

与
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
連
邦
議
会
の
議
論
に
お
い
て
も
、
政
治
的
に
一
致
し
て
是
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
警
察
統
計
上
の
少
年
犯
罪
の
増
加
、
低
年
齢
化
、
暴
力
犯
罪
の
増
加
、
少
年
犯
罪
へ
の
対
処
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
大
き
な
議

論
が
行
わ
れ
た
第
＝
二
立
法
期
の
連
邦
議
会
で
の
各
政
党
間
の
や
り
と
り
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
現
象
の
原
因
を
「
実
務
に
よ
る
少

年
刑
法
改
革
」
が
と
っ
た
社
会
内
処
遇
を
拡
充
す
る
方
向
性
に
帰
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
こ
の
動
向
を
継
続
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
、
見
解
の
一
致
が
あ
っ
た
。
自
由
剥
奪
処
分
の
予
防
効
果
を
明
確
に
否
定
し
、
社
会
政
策
に
よ
る
予
防

の
必
要
性
を
強
く
主
張
す
る
連
合
九
〇
／
緑
の
党
や
。
っ
℃
U
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
連
立
与
党
で
あ
っ
た
O
U
∈
O
ω
d
や
宅
U
に
よ
っ
て
も

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
成
果
自
体
は
是
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
後
ド
イ
ツ
少
年
司
法
が
向
か
う
方
向
性
を
測

る
意
味
に
お
い
て
も
、
重
要
で
あ
ろ
う
。

　
第
四
に
、
厳
罰
化
要
求
へ
の
反
対
と
い
う
局
面
に
お
い
て
見
ら
れ
る
主
張
が
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
か
ら
の
流
れ
に
お
い

て
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
、
自
由
剥
奪
処
分
の
峻
厳
化
、
青
年
に
対
す
る
一
般
刑
法
原
則
適
用
の
明
確

化
と
い
っ
た
厳
罰
化
要
求
へ
反
対
す
る
見
解
は
、
少
年
犯
罪
は
社
会
か
ら
孤
立
し
た
現
象
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
少
年
犯

罪
予
防
の
た
め
に
は
、
社
会
政
策
な
ど
を
用
い
た
よ
り
大
き
な
枠
組
み
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
具
体
的
な
少
年
事
件
に
も
処
分
の
峻
厳
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化
で
は
対
処
で
き
ず
、
逆
に
、
少
年
事
件
の
処
理
の
際
に
は
少
年
の
具
体
的
な
生
活
関
係
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。

　
具
体
的
な
少
年
事
件
の
処
理
の
あ
り
方
に
関
し
て
、
自
由
剥
奪
処
分
を
科
し
、
処
分
を
峻
厳
化
す
る
こ
と
の
一
般
的
な
問
題
性
は
、

「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
の
中
で
も
主
張
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
と
社
会
内
処
分
の
拡
充
と
い

う
方
向
性
を
と
っ
た
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
は
、
少
年
犯
罪
の
通
常
性
・
遍
在
性
・
軽
微
性
・
一
過
性
・
エ
ピ
ソ
ー
ド
性
・

自
然
消
滅
性
と
自
由
剥
奪
処
分
の
害
悪
性
と
い
う
犯
罪
学
的
知
見
を
基
底
と
し
た
。
厳
罰
化
要
求
に
反
対
す
る
見
解
に
お
い
て
も
、
こ

の
点
が
基
本
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
に
お
い
て
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
累
犯
危
険
性
を
高
め
る
と
い
う
側
面
に
重
き
を
置
い
て
理
解
さ
れ
た
自
由
剥
奪
の
「
害
悪
性
」
が
、
近
時
の
厳
罰

化
要
求
へ
の
反
対
論
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後
に
あ
る
社
会
構
造
的
な
問
題
と
の
関
連
に
重
点
を
置
い

て
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
年
犯
罪
が
社
会
構
造
的
な
問
題
を
反
映
し
て
い
る
以
上
、
矛
盾
の
増
幅
を

招
く
自
由
剥
奪
に
よ
り
そ
れ
に
臨
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
側
面
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
、
　
「
原
因
」
を
個
人
的
な
資
質

に
求
め
る
こ
と
が
拒
絶
さ
れ
て
も
い
る
。
決
し
て
行
為
そ
の
も
の
は
軽
微
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
暴
力
主
義
的
な
犯
罪
に
つ
い
て
も
、

厳
罰
で
臨
む
こ
と
が
拒
絶
さ
れ
、
行
為
に
及
ん
だ
若
年
者
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
現
実
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
こ
の
点
を
よ
り
鮮
明
な
も
の
と
し
て
い
る
。

　
他
方
で
、
少
年
犯
罪
は
社
会
構
造
的
な
問
題
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
主
張
の
射
程
が
、
具
体
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
や
少
年
司
法
の

あ
り
方
と
い
う
点
に
と
ど
ま
ら
ず
、
予
防
策
の
あ
り
方
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
一
九
七
〇
年
代
終
わ
り
か
ら

の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
「
教
育
思
想
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
主
眼
は
、
特
別
予
防
効
果
と
い
う
観
点
か
ら
の
自
由
剥
奪
処
分
に
対

す
る
社
会
内
処
分
の
優
越
性
の
主
張
、
自
由
剥
奪
処
分
の
一
般
予
防
効
果
・
威
嚇
効
果
の
否
定
、
そ
し
て
「
刑
罰
に
よ
る
教
育
」
、
「
教
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育
」
を
名
目
と
し
た
自
由
剥
奪
と
い
う
「
誤
っ
た
教
育
思
想
」
の
否
定
に
こ
そ
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
の
上
で
は
、
社
会
政
策
に
よ

る
予
防
の
重
要
性
に
目
が
向
け
ら
れ
、
一
九
九
〇
年
代
に
入
り
、
　
「
第
一
次
予
防
」
、
「
第
二
次
予
防
」
、
「
第
三
次
予
防
」
と
い
う
枠
組

み
や
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
予
防
」
の
議
論
が
学
理
的
・
実
践
的
に
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
　
「
実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

準
備
し
た
論
理
か
ら
の
半
ば
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　
第
五
に
、
厳
罰
化
要
求
に
直
面
す
る
中
で
、
ド
イ
ツ
「
少
年
刑
法
」
、
「
少
年
刑
事
手
続
」
の
捉
え
方
に
新
た
な
変
化
が
見
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
少
年
刑
法
的
な
介
入
に
お
い
て
も
少
年
の
生
活
関
係
を
含
ん
だ
視
座
を
発
展
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
、
手

続
が
開
始
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
少
年
が
主
体
的
に
責
任
感
情
と
自
尊
心
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
提
言
、
司
法
と
の
か
か
わ
り
で
は
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
自
分
で
非
行
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が

常
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
、
そ
し
て
何
よ
り
少
年
刑
法
は
「
少
年
の
た
め
の
法
（
①
百
因
8
山
妻
α
げ
と
。
・
。
巳
）
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
は
、
そ
の
変
化
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
変
化
を
促
し
て
い
る
の
は
、
　
「
行
為
者
」

性
の
背
後
に
「
被
害
者
」
性
を
認
め
、
少
年
犯
罪
の
背
後
に
少
年
が
置
か
れ
て
い
る
社
会
現
実
や
生
活
体
験
を
見
取
ろ
う
と
す
る
姿
勢

で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
方
法
論
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
、
若
年
者
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
と
対
話
と
い
う
「
新
し
い
文
化
」
の
必

要
性
を
認
め
る
考
え
で
あ
る
と
い
え
る
。
少
年
司
法
や
子
ど
も
の
人
権
に
関
連
す
る
国
際
条
約
・
国
連
準
則
が
準
備
す
る
視
座
と
も
相

侯
っ
て
、
こ
う
し
た
視
角
の
深
ま
り
が
、
画
一
的
で
は
な
い
個
々
の
少
年
が
抱
え
る
問
題
に
目
を
向
け
た
少
年
司
法
運
営
、
そ
れ
に
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

応
し
い
少
年
司
法
従
事
者
の
専
門
教
育
の
必
要
性
と
い
う
主
張
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
厳
罰
化
要
求
へ
の
新
た
な
対
抗
機
軸
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
六
に
、
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
が
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
は
、
　
「
少
年
刑
法
」
の
制
度
的
な
克
服
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
纏
わ
る
歴
史
の
克
服
と
い
う
脈
絡
に
お
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け
る
意
味
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
責
任
年
齢
の
引
き
下
げ
要
求

へ
の
批
判
や
青
年
に
対
す
る

一
般
刑
法
原
則
適
用
の
明
確
化

に
村
す
る
批
判
の
背
後
に
は
'
精
神
医
学
的

‥
心
理
学
的
観
点
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
､
ナ
チ
ス
期
に
お
け
る
暗
い
体
験
'

そ
し
て
青
年
に
対
す
る
少
年
裁
判
所
法
全
面
適
用
を

｢将
来
の
課
題
｣
と
し
て
残
し
た

一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
の
妥
協
と
い
う
歴

史
が
あ
る
｡
ま
た
､

｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
が

｢少
年
刑
法
｣
の
刑
事
特
別
法
的
色
彩
を
弱
め
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
た
こ

と
を
考
え
れ
ば
､
そ
れ
自
体
が
制
度
の
少
年

｢刑
法
｣
た
る
性
格
を
克
服
す
る
試
み
で
あ

っ
た
と
い
え
る
｡
こ
う
し
た
意
味
で
､
厳
罰

化
要
求
批
判
は
､
時
計
の
針
を
戻
し
か
ね
な
い
動
き
､
過
去
二
〇
年
間
の
改
革
を
無
に
帰
し
か
ね
な
い
動
き
の
拒
否
と
い
う
意
味
を
含

ん
で
い
る
｡
も
う
ひ
と
つ
は
､
そ
の
社
会
的
な
意
味
で
あ
る
｡
ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
め
ぐ
る
議
論
は
､
定
住
非
ド
イ
ツ
人
や
東
欧
地
域

か
ら
の
引
揚
者
の
問
題
を
伴
う
も
の
で
あ
-
､
社
会
的
統
合
の
問
題
を
伴

っ
て
い
る
｡
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
は
ま
さ
に
こ
う
し

た
社
会
的
統
合
の
問
題
と
表
裏
を
な
し
て
い
る
｡
厳
罰
化
要
求
を
拒
否
す
る
見
解
が
'

｢寛
容
は
､
依
然
､
引
き
合
う
｣
と
主
張
し
'

刑
法
的
統
制
の
強
化
に
対
す
る
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
の
優
先
を
説
き
'
少
年
刑
法
上
の
介
入
が
行
わ
れ
る
局
面
に
お
い
て
は
'
自
由

剥
奪
処
分
に
村
す
る
社
会
内
処
分
の
優
先
を
説
い
て
い
る
の
は
'
社
会
内
処
遇
が
'
自
由
剥
奪
処
分
に
対
し
特
別
予
防
効
果
と
い
う
点

で
優
れ
て
い
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
｡
連
邦
議
会
に
お
け
る
議
論
に
お
い
て
連
合
九
〇
/
緑
の
党
や
s
p
ロ
の
見
解
が
示
唆
し
､
あ
る
い

は

｢新
し
い
文
化
｣
の
必
要
性
を
説
-
M
ag
d
eburger
tnitiativ
e
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
､
排
除
や
疎
外
を
拡
大
し
､
社
会
矛
盾
を
増

幅
す
る
こ
と
で
は
､
社
会
的
な
統
合
を
な
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
若
年
者
の
疎
外

･
排
除
状
況
を
強
め
て
し
ま
い
'
あ
る
い
は

そ
の
声
を
聴
-
こ
と
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
窮
極
的
に
は
社
会
自
体
の
解
体
を
も
招
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
､
刑
法

的
統
制
の
強
化
に
村
す
る
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
の
優
先
'
自
由
剥
奪
処
分
に
村
す
る
社
会
内
処
分
の
優
先
'

｢犯
罪
｣
と
さ
れ
る
行

為
の
背
後
に
若
年
者
の
生
活
体
験

･
生
活
関
係
を
見
取
る
と
い
う
視
座
を
も
つ
必
要
性
'
そ
し
て
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
必

要
性
と
い
う
主
張
は
､
共
生
を
目
指
し
､
ひ
い
て
は
社
会
そ
の
も
の
の
解
体
を
回
避
す
る
た
め
の
主
張
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
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そ
し
て
第
七
に
、
厳
罰
化
要
求
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
け
る
「
教
育
思
想
」
の
位
置
づ
け
で
あ
る
。
厳
罰
化
要
求
は
、
　
「
教
育
思
想
」

を
実
質
的
に
放
棄
し
、
　
「
教
育
思
想
」
と
な
ら
ん
で
社
会
の
保
護
を
考
慮
し
、
あ
る
い
は
「
教
育
思
想
」
の
内
実
と
し
て
一
般
予
防
や

威
嚇
を
考
慮
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
を
期
待
す
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
具
体
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
と
い
う
局
面

に
お
い
て
、
と
り
わ
け
自
由
剥
奪
処
分
に
よ
る
予
防
効
果
・
威
嚇
効
果
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
少
年
司
法
・
刑

事
司
法
の
枠
内
に
お
け
る
具
体
的
な
犯
罪
へ
の
対
応
に
過
大
な
期
待
が
か
け
ら
れ
る
と
と
も
に
、
問
題
解
決
の
た
め
の
対
応
を
そ
の
狭

い
枠
内
に
限
定
し
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
問
題
の
解
決
を
社
会
政
策
や
福
祉
政
策
と
切
り
離
し
、
少
年
司
法
・
刑

事
司
法
の
枠
内
で
の
自
己
完
結
的
な
処
理
に
期
待
す
る
こ
と
は
、
過
去
二
〇
年
間
の
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
少
年
司
法
改
革
を
通

し
て
獲
得
さ
れ
た
成
果
に
反
す
る
ば
か
り
か
、
行
為
者
の
社
会
復
帰
や
被
害
者
の
支
援
策
に
お
け
る
他
の
福
祉
機
関
と
の
連
携
の
必
要

性
を
考
え
た
場
合
に
も
有
効
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
援
助
と
い
う
視
角
が
欠
け
る
と
き
、
　
「
教
育
」
は
、
容
易
に
威
嚇
や
一
般
予
防
と

結
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
　
「
援
助
」
も
ぞ
う
し
た
言
葉
自
体
が
重
要
な
わ
け
で
は
な
い
。
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背

後
に
若
年
者
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
体
験
や
生
活
状
況
を
見
取
り
、
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
犯
罪
の
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
、

「
援
助
」
の
前
提
と
し
て
、
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
社
会
政
策
に
よ
る
予
防
を
推
し
進
め
る
際
に
も
、
単
に
「
社
会
政
策
」
と
い
う
形
式

を
取
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
。
社
会
政
策
の
あ
り
方
や
策
定
の
手
続
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
鴇
U
や
連
合
九
〇
／
緑
の
党
が
主

張
す
る
よ
う
な
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
が
求
め
る
若
年
者
自
身
の
参
加
と
い
う
観
点
か
ら
提
唱
さ
れ
る
施
策
が
、
特
に
注
目
さ
れ
る
。

　
2
　
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
少
年
司
法
を
め
ぐ
る
動
向
に
関
す
る
分
析
と
検
討
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
確
か
に
、
日
面
両
国
は
、
少
年
犯
罪
の
低
年
齢
化
や
「
凶
悪
化
」
と
い
う
認
識
の
上
に
立
つ
厳
罰
化
要
求
に
直
面
し
て
い
る
点
で
は

共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
社
会
と
し
て
抱
え
て
い
る
問
題
に
は
少
な
く
な
い
差
異
が
あ
る
。
東
西
統
一
に
よ
る
政
治
的
転
換
、
旧
東
ド

イ
ツ
地
区
を
中
心
と
し
て
若
年
者
に
ま
で
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
貧
困
化
の
問
題
、
定
住
非
ド
イ
ツ
人
や
東
欧
地
域
か
ら
の
引
揚
者
の
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問
題
な
ど
は
、
言
語
的
統
合
の
問
題
を
も
含
め
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
極
め
て
深
刻
で
あ
る
。
失
業
率
を
例
に
と
っ
て
も
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
問
題
状
況
が
よ
り
深
刻
な
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
若
年
者
の
意
識
に
も
強
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

　
　る

。
ま
た
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
暴
力
主
義
的
犯
罪
の
問
題
は
、
政
治
的
・
歴
史
的
に
極
め
て
特
殊
ド
イ
ツ
的
な
事
情
に
因
る
と
こ
ろ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
と
日
本
に
お
け
る
少
年
司
法
制
度
の
差
異
も
ま
た
、
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
お

い
て
厳
罰
化
要
求
に
反
対
す
る
見
解
が
そ
の
拡
充
を
主
張
し
て
い
る
行
為
者
－
被
害
者
－
和
解
は
、
少
年
裁
判
所
法
第
四
八
条
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
審
判
廷
へ
の
被
害
者
出
席
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
少
な
か
ら
ず
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
う
る
。

　
し
か
し
、
何
よ
り
厳
罰
化
要
求
へ
の
対
抗
機
軸
と
な
る
と
と
も
に
、
ナ
チ
ス
期
や
一
九
五
三
年
少
年
裁
判
所
法
制
定
時
の
妥
協
と
い

う
歴
史
を
克
服
し
、
少
年
「
刑
法
」
と
い
う
制
度
的
な
枠
組
み
か
ら
脱
却
す
る
こ
と
を
通
じ
て
新
し
い
「
少
年
刑
法
」
を
模
索
し
、
社

会
統
合
の
問
題
へ
の
対
応
を
図
る
際
の
視
座
と
も
な
っ
て
い
る
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
方
法
は
、
ド
イ
ツ
少
年
司
法
が
対
峙
し
て
い
る

問
題
が
い
ず
れ
も
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
大
き
な
示
唆
を
与
え
る
。
若
年
者
と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ

プ
や
対
話
を
通
し
て
、
少
年
犯
罪
の
問
題
を
社
会
と
の
関
連
で
把
握
し
、
　
「
犯
罪
」
と
さ
れ
る
行
為
の
背
後
に
若
年
者
が
置
か
れ
た
生

活
体
験
や
生
活
状
況
を
見
取
る
と
い
う
視
座
は
、
少
年
司
法
に
お
け
る
個
別
主
義
に
鑑
み
て
も
重
要
で
あ
り
、
ま
た
社
会
に
と
っ
て
も

本
質
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
に
よ
る
日
本
政
府
報
告
に
関
す
る
最
終
所
見
が
、
　
「
極
度
に
競
争
的
な
教
育
制
度
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
の

た
め
、
子
ど
も
が
発
達
上
の
障
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
に
懸
念
を
表
明
し
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
べ
き
こ
と
を
勧
告
し
て
い
る

　
　
ハ
　
　

よ
う
に
、
わ
が
国
の
子
ど
も
が
社
会
的
に
抑
圧
的
・
疎
外
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
的
に
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

　
　
　
　
　
　

っ
て
い
る
。
第
六
回
世
界
青
年
意
識
調
査
に
お
け
る
「
社
会
へ
の
満
足
度
」
に
関
す
る
結
果
に
目
を
向
け
て
み
れ
ば
、
日
本
で
は
「
満

足
」
と
「
や
や
満
足
」
を
合
わ
せ
た
「
満
足
層
」
は
三
五
・
二
％
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
第
四
回
調
査
を
頂
点
と
し
て
「
満
足
層
」
は
減
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少
傾
向
に
あ
る
。
ま
た
、
　
「
非
行
少
年
」
の
ほ
と
ん
ど
が
「
中
流
」
家
庭
出
身
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
一
方
で
、
　
「
社
会
に
対
す

る
満
足
度
」
に
つ
い
て
「
や
や
不
満
」
、
「
不
満
」
と
回
答
し
た
少
年
鑑
別
所
在
所
少
年
、
少
年
院
在
院
少
年
、
短
期
保
護
観
察
少
年
の

う
ち
「
社
会
に
対
す
る
不
満
の
理
由
」
と
し
て
、
男
子
の
五
五
・
二
％
が
「
社
会
の
仕
組
み
が
決
ま
り
き
っ
て
い
る
」
、
六
四
・
四
％
が

「
若
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
な
い
」
、
五
七
・
三
％
が
「
正
し
い
と
思
う
こ
と
が
通
ら
な
い
」
、
六
〇
・
七
％
が
「
金
持
ち
と
貧
乏
な
人
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
差
が
大
き
す
ぎ
る
」
、
三
三
・
○
％
が
「
ま
じ
め
な
者
が
報
わ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
若
年
者
が
社
会
へ
の
不
信
感
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
人
に
対
す
る
不
信
感
を
強
め
て
い
る
こ
と
を
見
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
必
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
不
信
に
対
し
、
一
般
予
防
効
果
や

威
嚇
効
果
を
過
大
評
価
し
た
刑
罰
で
応
え
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
支
配
1
1
服
従
関
係
を
前
提
と
し
た
「
教
育
」
を
振
り
か
ざ
す
こ
と

　
　
　
（
捌
）

で
も
な
い
。

　
少
年
法
の
厳
罰
化
を
め
ぐ
る
議
論
で
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
予
防
効
果
と
い
う
狭
い
範
囲
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
社
会
や
国

　
　
　
　
　
　

家
の
成
熟
度
、
そ
し
て
社
会
や
国
家
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
少
年
を
厳
罰
に
処
す
る
資
格

が
社
会
や
国
家
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
対
等
な
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
若
年
者
の
声
が
聴
き

届
け
ら
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
少
年
そ
の
も
の
を
も
失
い
か
ね
ず
、
ひ
い
て
は
社
会
そ
れ
自
体
の
解
体
を
招
来
し
か
ね
な
い
、
と
い

う
ζ
甜
量
）
母
。
q
臼
H
昌
三
銭
く
。
の
警
告
は
、
重
く
受
け
止
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。

　
わ
が
国
に
お
い
て
現
在
最
も
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ド
イ
ツ
同
様
、
　
「
少
年
か
ら
の
社
会
の
保
護
で
は
な
く
、
社
会
に
よ
る
少
年

の
保
護
」
で
あ
り
、
　
「
人
間
に
対
す
る
刑
事
政
策
で
は
な
く
、
　
『
人
間
の
た
め
の
』
刑
事
政
策
、
と
り
わ
け
若
年
者
の
た
め
の
刑
事
政

麺
」
で
あ
ろ
う
・
少
年
と
の
パ
ー
ト
ナ
↓
ッ
プ
や
対
話
と
い
う
請
し
い
文
化
L
を
受
け
容
れ
る
こ
と
を
通
し
て
・
「
犯
罪
」
と
さ

れ
る
行
為
の
背
後
に
行
為
者
が
置
か
れ
て
い
る
生
活
体
験
・
生
活
状
況
を
見
取
る
、
と
い
う
視
座
は
、
　
「
人
間
の
た
め
の
刑
事
政
策
」

や
「
若
年
者
の
た
め
の
刑
事
政
策
」
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
に
お
け
る
共
生
を
実
現
し
、
社
会
そ
の
も
の
の
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解
体
を
回
避
す
る
た
め
に
も
不
可
欠
な
の
で
あ
る
｡

(捕
)

少
年
犯
罪
対
策
が

1
九
九
八
年
秋
の
総
選
挙
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
争
点
と
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
､
先
述
し
た
.
こ
の
際
､
c
D
U
JC
SU
が
強

圧
的
な
政
策
を
と
る
こ
と
を
公
約
し
て
い
た
の
に
対
し
､
s
p
ロ
や
緑
の
党
は
､
福
祉
の
充
実
､
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
を
掲
げ
て
い
た
｡

(1-0
)

そ
の
意
味
で
､
M
ich
ad

W
巴
terが
､
刑
事
政
策
的
な
思
潮
の
推
移
と
し
て
'

一
九
六
〇
年
代
､

一
九
七
〇
年
代
の
特
別
予
防
的
な
処
遇
(教
育
､

再
社
会
化
)
､
一
九
八
〇
年
代
の
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
､

一
九
八
五
年
か
ら

一
九
九
五
年
ま
で
の
行
為
者
-
被
害
者
-
和
解
と
な
ら
ん
で

一
九
九
五
年

か
ら
の
予
防
ア
プ
ロ
ー
チ
､
特
に
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
予
防
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
､
象
徴
的
で
も
あ
る
.
V
gl
.
M
ichaet
W
a)ter.
>
>
N
ew

Y
o
rk
<
<

u
n
d

>
>
broken
w
in
d
o
w
s<
<

‥Zeit

zum

U
m
d

enken
im
lug
e
n
d
s
tr
a
f
r

ech
t一
D

eutsc
he
R
ich
te
r
zeitun
g

J
g
,7
6

H
t.8

)
9
9
8

S

,365,

W
.H
einN
に
よ
れ
ば
､

｢第

一
次
予
防
｣
と
は
労
働
政
策
､
社
会
政
策
'
住
宅
建
設
政
策
､
少
年
政
策
､
家
族
政
策
な
ど
の
枠
組
み
を
用
い
た
規

範
や
価
値
の
内
面
化
の
こ
と
を
指
し
'

｢第
二
次
予
防
｣
と
は
､
犯
罪
行
為
の
機
会
構
造
を
変
え
る
こ
と
や
犯
罪
行
為
を
促
進
す
る
状
況
を
作
ら
な

い
こ
と
(例
え
ば
サ
ッ
カ
ー
の
試
合
で
ア
ル
コ
ー
ル
の
販
売
を
行
わ
な
い
こ
と
)
､
犯
罪
発
見
の
リ
ス
ク
を
高
め
る
こ
と
な
ど
を
い
い
'

｢第
三
次
予

防
｣
と
は
､
個
々
的
な
行
為
者
の
新
た
な
犯
罪
を
防
止
す
る
と
い
う
特
別
予
防
的
な
考
え
で
あ
る
｡
憲
法
上
の
比
例
原
則
か
ら
い
っ
て
も
'
峻
厳
な

刑
法
が
有
効
で
な
い
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
､

｢第

一
次
予
防
｣
'
｢第
二
次
予
防
｣
は
､

｢第
三
次
予
防
｣
に
優
越
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
他
方

で
､

｢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
予
防
｣
は
､
刑
罰
政
策

へ
の
接
小
化
や
厳
罰
化
に
傾
き
が
ち
な
連
邦
レ
ヴ

エ
ル
の
刑
事
政
策
と
対
置
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
｡
犯
罪
は
個
人
的
理
由
の
み
を
も
つ
も
の
で
は
な
-
'
社
会
構
造
的
な
問
題
を
も

っ
て
い
る
こ
と
'
犯
罪
や
犯
罪
に
対
す
る
不
安
に
は
､

地
域
の
事
情
が
大
き
-
影
響
す
る
こ
と
か
ら
も

｢
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
お
け
る
予
防
｣
が
有
効
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
主
た
る
目
的
は
､

客
観
的
な
被
害
者
化
の
リ
ス
ク
を
縮
減
し
､
犯
罪
に
村
す
る
不
安
を
取
り
除
-
こ
と
に
据
え
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
､
都
市
計
画
や
地
域
に
お

け
る
日
常
的
な
生
活
状
況
の
改
善
な
ど
も
こ
こ
で
考
慮
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
､
警
察
の
役
割
も
新
た
に
定
義
づ
け
ら

れ
る
も
の
の
､
す
で
に
幾
つ
か
の
地
域
に
お
い
て
は
警
察
が
中
心
と
な
る
こ
と
に
対
す
る
反
対
が
強
ま

っ
て
お
-
､
警
察
の
本
来
的
な
任
務
を
犯
罪

予
防
に
移
し
換
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

･
レ
ヴ
エ
ル
の
犯
罪
予
防
は
､
反
面
で
､
社
会
続
制
の
網

の
拡
大
と
い
う
危
険
性
を
も
つ
た
め
､
そ
れ
を
常
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
W

.HeinNは
､
こ
う
し
た
新
た
な
予

防
の
枠
組
み
を
通
し
て
､
従
来
ま
で
の
よ
う
な
連
邦
レ
ヴ
エ
ル
の

｢刑
事
政
策
｣
を
軌
道
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡

一
九
七
〇
年

代
終
わ
り
か
ら
の

｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
が

｢
下
か
ら
の
刑
事
政
策
(K
r
im
inalpo
litik
vo
n

unten
)｣
と
も
称
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
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｢実
務
に
よ
る
少
年
刑
法
改
革
｣
が
準
備
し
た
論
理
か
ら
の
ひ
と
つ
の
帰
結
で
あ
る
こ
う
し
た
新
た
な
予
防
論
が
､
刑
罰
の
峻
厳
化
と
結
合
し
や
す

い
連
邦
レ
ヴ

エ
ル
に
お
け
る

｢予
防
｣
と
対
置
さ
れ
る
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
､
極
め
て
象
徴
的
で
あ
る
｡
v
g
1.
W
o
t
f
g

an
g

H
ein
z,

野
imi
n
al
p
rav
en
tio
n
au
f
k
o
m
m
u
naler
E
b
en
e,
in
‥

J6rg･Marti
n
Jah
te
(H
rsg
.)
,
R
n
mi
n
a)p
ravention

u
n
d

S
trafju
stiz
.
W
iesb
ad
en

19
9
6

S
.5
5
ff.,
W
o
lfg
an
g
H
ein
N

(H
rsg
.).
K
rim
in
atp
rav
en
tion
au
f
k
o
m
m
u
n
al
er
E
b
en
e-
E
in
e
au
ssich
tsreich
e
"R
eform

Y
o
n
u
nten
"
in
d
er

Krim
in
alp
o
litk
?
H
eid
erb
erg
t9
9
6
1,
ders.
K
o
m
m
u
n
ate
K
rim
in
atp
rav
en
tio
n
,
in
‥
D
V
JJ
(H
rsg
.)
一
S
o
Nial
er
W
an
del
u
n
d
Ju
g
en
d
krim
in
alitat.

B
o
n
n
t99
7
S
.6
0
8ff.,
D
ag
m
er
P
o
h
l･L
auk
am
p
,K
lim
in
atp
raven
tio
n
au
f
k
o
m
m
u
n
atel
E
b
en
e-
d
as
B
eisp
iet
L
d
b
eck
.
eb
end
a
S
.5
6
6ff
.

(1-1
)

少
年
裁
判
所
法
第
三
七
条
と
そ
れ
に
関
す
る
準
則
は
､
少
年
司
法
関
与
者
に
相
応
し
い
教
育
能
力
､
教
育
経
験
を
求
め
て
い
る
｡
制
度
的
問
題

･

実
際
的
問
題
を
問
わ
ず
､
少
年
司
法
に
か
か
わ
る
問
題
が
浮
上
す
る
度
に
､
少
年
係
裁
判
官
や
少
年
係
検
察
官
の
相
応
し
い
専
門
教
育
が
課
題
と
し

て
取
-
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
､
ド
イ
ツ
少
年
司
法
に
お
け
る
特
徴
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

一
九
九
〇
年
代
に
お
け
る
厳
罰
化
要
求

へ
の
反
対
論
の
な

か
で
も
'
政
党
に
よ
る
も
の
､
研
究
者
に
よ
る
も
の
､
実
務
家
に
よ
る
も
の
を
問
わ
ず
､
こ
の
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｡
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
法
に

関
係
す
る
比
較
的
最
近
の
法
律
案
や
法
律
提
案
の
な
か
で
､
殊
に
少
年
係
裁
判
官
の
資
質
と
専
門
教
育

･
職
業
教
育
の
必
要
性
に
触
れ
る
も
の
と
し

て
は
､
次
の
文
献
を
特
に
参
照
｡
T
h
esen
der
S
P
D

zur
R
ef
orm
des
Ju
g
en
dk
ri
m
in
atrech
ts.
N
b
tJu
gR
Jg.6
9

19
8
2
S
.60ff.,
A
ntrag
d
er

F
raktio
n

d
er

S
P
D
,

R
efom

d
eb

Ju
g
end
g
eri
ch
tsv
erfah
ren
s,B
T
･
D
rs,ltJ4
82
9
,S
.)ff
.,

B
esch
tu
Jieem
p
feh
lu
ng

u
n
d

B
ericht

des

R
ech
tsau
ssch
u
sses
(6
.A
u
ssch
u
B
)vo
m

19
.6
.19
9
0
.
B
T
･
D
rs.l
tJ742
1,
S
.3
,
F
ar
ein
n
eu
es
Ju
g
en
ed
g
erich
tsg
esetN
.
V
orsch
tage
der
D
V
JJ･

K
o
m
m
issio
n
zu
r
R
efo
rm
d
es
Ju
ge
n
d
krim
in
atrech
ts.
D
V
JJ･Jo
urn
at
t･2Jt9
92
S
.)7
f.
1
九
八
〇
年
代
の
も
の
で
は
あ
る
が
'
少
年
係
裁
判
官

や
少
年
係
検
察
官
の
職
歴
や
少
年
審
判
補
助
に
対
す
る
意
識
､
大
学
に
お
い
て
少
年
刑
法
､
犯
罪
学
､
行
刑
､
発
達
心
理
学
､
教
育
学
､
社
会
学
の

専
門
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か
､
職
業
教
育
の
状
況
な
ど
を
経
験
的
手
法
を
用
い
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
､
次
の
文
献
を
参
照
｡

H
an
sJorg
A
dam
;
H
an
s･Jd
rg
A
tb
rech
t
"C
h
ristian
P
feiffer,
Ju
g
en
d
richter
un
d
Ju
gend
s

taatsanw
alte
in
der
B
un
d
esrep
u
b
tik
D
eu
tsch
tan
d
.

F
reib
u
rg
1

9
86
.

(1-2
)

も

っ
と
も
'
こ
こ
で
補
足
的
に
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
'

｢行
為
者
｣
に
あ
る
桂
の

｢被
害
者
｣
性
を
認
め
る
こ
と
は
'
そ

の
昔
を
潜
在
的
行
為
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
と
は
本
質
的
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
社
会
的
冷
遇
や
社
会
的
な
排
除
の
問
題
を
事
前
予
測
的

に
犯
罪

｢原
因
｣
と
し
て
捉
え
､
社
会
的
負
因
を
背
負
わ
さ
れ
て
い
る
者
を
潜
在
的
行
為
者
と
見
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡
ま

た
､
そ
う
し
た
事
前
予
測
は
､
多
-
の
可
変
的
な
因
子
を
含
む
た
め
に
'
科
学
的
に
も
困
難
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
の
議
論
は
､
回
顧
的
に
で
は
あ

っ
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て
も
'

｢行
為
者
｣
に
あ
る
種
の

｢被
害
者
｣
性
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
'
抑
圧
的
な
政
策
の
拒
否
と
､
よ
り
広
い
枠
組
み
で
の
予
防
が
必
要
に
な
る

と
理
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(1-3
)

一
九
九
二
年
か
ら

一
九
九
六
年
ま
で
の
失
業
率
の
推
移
を
例
に
と
る
と
､
日
本
で
は
､
二

二

一%
､
二

･
五
%
､
二

･
九
%
､
三

二

一%
､
三

･

三
%
と
准
移
し
た
後
､

一
九
九
九
年
七
月
に
は
四

･
九
%
に
至
-
､
失
業
者
数
が
二
〇
〇
万
人
を
超
え
て
い
る
｡
相
当
に
深
刻
な
状
況
に
あ
る
と
い

え
る
が
､
ド
イ
ツ
に
お
け
る
失
業
率
は
､
七

･
七
%
､
八

･
八
%
､
九

二
ハ
%
､
九

･
四
%
､

一
〇
･
四
%
と
推
移
し
て
お
り
'

一
九
九
七
年

一
月

に
は

二

一
･
一
%
､
失
業
者
数
が
四
六
〇
万
人
を
超
え
て
い
る
｡
こ
う
し
た
社
会
状
況
は
､
青
少
年
の
意
識
に
も
投
影
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
｡
青

少
年
の
意
識
調
査
の
国
際
比
較
に
お
い
て
､
｢自
国
社
会
の
問
題
｣
に
関
す
る
回
答
に
つ
い
て
割
合
が
多
い
順
に
見
て
み
る
と
'
ド
イ
ツ
で
は
､
｢就

職
が
難
し
-
､
失
業
も
多
い
｣
(七
二

二

一%
)
､
｢貧
富
の
差
が
あ
-
す
ぎ
る
｣
(五
五

･
六
%
)
､
｢よ
い
政
治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
｣
(四
八

･
八
%
)
､

｢若
者
の
意
見
が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
｣
(四
五

･
四
%
)
'
｢正
し
い
こ
と
が
通
ら
な
い
｣
(四
三

二

%
)
と
な
っ
て
い
る
｡
ド
イ
ツ
に
お
い
て
､
失

業
問
題
や
社
会
構
造
の
問
題
が
い
か
に
若
年
者
に
と
っ
て
大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
総
務
庁
青
少
年
対
策
本
部
編
『世

界
の
青
年
と
の
比
較
か
ら
み
た
日
本
の
青
年
-

第
六
回
世
界
青
少
年
意
識
調
査
報
告
書
-

大
蔵
省
印
刷
局
二

九
九
九
二
ハ
五
頁
を
参
照
｡

(E
)

ド
イ
ツ
に
お
け
る
極
右
主
義
的
な
暴
力
犯
罪
に
つ
い
て
は
'
以
下
の
文
献
を
参
照
｡
F
ried
er
D
tink
el
;B
ern
d
G
eng(H
rsg
.),
R
echtsextremis
m

u
s

u
nd

F

r
e
m

d

enfeindtichke
it
.

M
dnchengtad
bach
)999.
ハ
イ
ン
ツ
･
シ
エ
ツ
ヒ
､
石
塚
伸

二
訳
)
｢ド
イ
ツ
に
お
け
る
青
少
年
の
極
右
的
暴
力
行

為
｣
北
九
州
大
学
法
政
論
集
二
四
巻

一
号
(
一
九
九
六
)
八
五
頁
以
下
も
参
照
｡

(1-5
)

審
判
延
へ
の
被
害
者
の
出
席
を
認
め
る
規
定
は
､
既
に

l
九
二
三
年
法
に
お
い
て
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
が
､
少
年

｢刑
法
｣
に
よ

る
自
由
剥
奪
処
分
の
回
避
策
､
少
年

｢刑
事
手
続
｣
に
よ
る
審
判
期
間
の
長
期
化
の
回
避
策
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
､
重
ね
て
留
意
が

必
要
で
あ
ろ
う
｡
制
度
的
な
差
異
を
考
慮
す
れ
ば
､
行
為
者
-
被
害
者
-
和
解
を
日
本
に
お
い
て
導
入
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
'
そ
の
制
度
全
般
に

お
い
て
占
め
る
位
置
づ
け
や
手
続
の
段
階
へ
手
続
の
期
間
'
制
度
の
担
い
手
の
問
題
を
も
含
め
て
'
な
お
慎
重
な
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡

行
為
者
-
被
害
者
-
和
解
の
制
度
化
に
つ
い
て
は
､
そ
の
制
度
の
み
を
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
'
少
年
司
法
全
体
の
あ
り
方
か
ら
慎
重

な
検
討
を
要
す
る
と
考
え
る
｡
ま
た
､
G
dnth
er
K
alserが
指
摘
す
る
よ
う
に
'
ド
イ
ツ
少
年
司
法
の
過
去
二
〇
年
間
の
動
向
に
は
､
｢実
務
に
よ
る

少
年
刑
法
改
革
｣
の
核
心
的
な
施
策
と
な
っ
た
ダ
イ
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
な
ら
ん
で
'
行
為
者
-
被
害
者
-
和
解
や
損
害
回
復
の
思
潮
も
作
用
し
て
い

る
と
い
え
る
が
､
H
an
S･J6rg

A
lbrechtが
指
摘
す
る
よ
う
に
､
そ
う
し
た
中
で
も
施
策
の
重
点
が
被
害
者

へ
の
補
償
に
あ
る
の
か
'
行
為
者
の
更

生
に
あ
る
の
か
は
､
依
然
､
問
題
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
.
V
gl
.
G
昏

th
e
r

K
a
iser,
Z
w
an
zig
Jah
re
Jugend
strafre
cht.R
d
lB

tJt997
S
.3
5ff
.,
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H
ans･56rg
A
tbrecht,
A
nm
erkungen
zu
En
t

w
icklungen
in
der
K
rim
inalp
otitik.
in
‥W
olfgang
F
euerhelm
;H
ans･D
ieter
S
chw
in
d
;

M
ichaet
B
ock
(H
rsg.),F
estschrift
fur
A
lex
and
er
B
dhm
Num
70
.

G
eburtstag
am
t4.
Juni
t999
.
B
e
rtin,New
York
S
.7
84f.近
時
の
ド

イ
ツ
に
お
け
る
行
為
者
-
被
害
者
-
和
解
の
現
状
に
つ
い
て
は
'
特
に
以
下
の
文
献
を
参
照
｡
D
ieter
D
dtting
u
.a
.,
T
ate
r･O
p
f
er･

A
u
sgteich
in

D
eutschtan
d
,
B
o
n
n
t99
8,
M
ichael
W
ai
ter
u
.
a,,T
ater･O
p
fer･A
usgl
eich
au
s
d
er
S
icht
Yon
R

echtsan
w
alten,
B
onn
t999,

(1-6
)

国
連
子
ど
も
の
権
利
委
貞
会
第

一
八
会
期
に
よ
る
､
子
ど
も
の
権
利
条
約
の
国
内
実
施
状
況
に
関
す
る
第

一
回
日
本
政
府
報
告
書
審
査
と
そ
こ
で

提
示
さ
れ
た
改
革
課
題
に
関
し
て
は
､
山
口
直
也

｢国
連
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
第

一
八
会
期
最
終
所
見
で
突
き
つ
け
ら
れ
た
少
年
司
法
の
改
革
課

題
｣
山
梨
学
院
大
学
法
学
論
集
四
二
号
二

九
九
九
二

九
七
頁
以
下
､
福
田
雅
章
｢『子
ど
も
期
の
喪
失
』
を
克
服
す
る
た
め
の
法
理
｣

一
橋
論
叢

一

一
八
巻
四
号
二

九
九
七
二
ハ
五
頁
以
下
､
同

｢国
連

『子
ど
も
の
権
利
委
員
会
』
か
ら
の

『勧
告
』
を
読
み
解
-
(
一
)｣
一
橋
大
学
研
究
年
報
法
学

研
究
三
二
号
二

九
九
九
)
三
頁
以
下
を
参
照
｡

(1-7
)

ち
な
み
に
'
文
部
省
の
調
べ
に
よ
れ
ば
､

一
九
九
八
年
度
に
自
殺
し
た
公
立
の
小

･
中

･
高
校
生
は
'

一
九
二
人
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
｡
ま
た
､

一
九
九
八
年
度
に
不
登
校
で
三
〇
日
以
上
欠
席
し
た
児
童

･
生
徒
は
､

一
二
七
六
九
二
人
(小
学
生
二
六
〇
一
七
人
､
中
学
生

一
〇
二
ハ
七
五
人
)
で
､

一
九
九
七
年
度
よ
-
二
一
･
一
%
増
え
'
過
去
最
多
を
更
新
し
て
い
る
｡

一
九
九
九
年

一
二
月

一
六
日
付
朝
日
新
聞
(朝
刊
)を
参
照
｡

(1-8
)

総
務
庁
青
少
年
対
策
本
部

･
前
掲
書

一
九
九
九
註
(班
〓
ハ
1
頁
以
下
を
参
照
.
ち
な
み
に

｢満
足
層
｣
の
割
合
か
ら
見
れ
ば
､
日
本
は
調
査
対
象

と
な
っ
て
い
る

l
l
カ
国
の
う
ち
九
番
目
)に
位
置
す
る
｡
前
回
調
査
と
の
比
較
に
よ
れ
ば
､
九
カ
国
で
は

｢満
足
層
｣
が
増
加
し
て
い
る

t
方
で
､

日
本
と
ド
イ
ツ
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
八
ポ
イ
ン
ト
七
五
ポ
イ
ン
ト
ず
つ

｢満
足
層
｣
が
減
少
し
て
い
る
｡
日
本
に
つ
い
て
は

｢学
歴
に
よ
っ
て
収
入
や

仕
事
に
格
差
が
あ
る
｣
(五
二

二

一%
)
'
｢よ
い
政
治
が
行
わ
れ
て
い
な
い
｣
(四
八

･
八
%
)
'
｢環
境
破
壊
に
対
し
て
'
国
民
が
無
関
心
｣
(四
二

･
九

%
)
'
｢老
人
な
ど
に
村
す
る
社
会
福
祉
が
不
十
分
｣
(四
〇
･
九
%
)
'
｢就
職
が
難
し
-
'
失
業
も
多
い
｣
(四
〇
･
三
%
)
'
｢正
し
い
こ
と
が
通
ら
な

い
｣
(二
六

･
九
%
)が
､

｢自
国
社
会
の
問
題
｣
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡

(1-9
)

一
九
九
七
年
の
調
査
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
法
務
省
法
務
総
合
研
究
所
編

『平
成

一
〇
年
版

犯
罪
白
書
』
二

九
九
八
)
三

一
四
貢
を
参
照
｡
こ
う

し
た
事
柄
に
関
す
る
非
行
に
及
ん
だ
少
年
の
不
満
意
識
は
'

一
般
的
な
青
少
年
と
比
べ
て
高
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
｡

一
九
九
五
年
に
お
け
る
調
査

で
は
あ
る
が
､

t
舷
の
青
少
年
に
よ
る

｢H
本
社
会
の
問
題
点
｣
の
う
ち
､

｢貧
富
の
差
が
大
き
い
こ
と
｣
と
回
答
し
た

l
五
-
1
七
歳
の
男
子
は

t
〇

･
五
%
､

一
八
-
二
l
歳
の
男
子
は

l
二
五

1
%
で
あ
る
｡
線
番
庁
青
少
年
対
策
本
部
編

『日
本
の
青
少
年
の
生
活
と
意
識
』
大
蔵
省
印
刷
局

二

九
九
七
二

〇
七
頁
以
下
を
参
照
｡
な
お
'福
田
美
喜
子

･
松
田
美
智
子

･
吉
田
研

l
郎

･
中
野
陽
子

･
浜
井
浩

l
･
遠
藤
隆
行

･
橋
本
三
保
子

･
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中
島
富
美
子

･
田
中

一
哉

･
吉
田
康
輔

｢非
行
少
年
の
生
活
意
識
と
価
値
観
｣
法
務
総
合
研
究
所

『法
務
鑑
合
研
究
所
研
究
部
報
告
4
-

非
行
少

年
の
特
質
に
関
す
る
研
究
1

』
二

九
九
九
)
八
七
頁
以
下
も
参
照
O

(畑
)

少
年
保
護
手
続
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
'
伊
藤
俊
克
ほ
か

｢調
布
事
件
で
犯
人
と
さ
れ
た
M
君
に
聞
-
｣
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号
(
1
九

九
八
)
五
四
頁
､

｢綾
瀬
母
子
強
殺
事
件
を
B
君
が
語
る
｣
季
刊
子
ど
も
の
権
利
条
約
八
号
(二
〇
〇
〇
)
八
四
頁
以
下
を
特
に
参
照
｡

(1-1
)

｢国
民
｣
概
念
と

｢市
民
｣
概
念
の
分
析
を
通
し
て
､
憲
法
的
視
点
か
ら
新
た
な

｢
ヨ
コ
型
｣
の
社
会
的
求
心
力
を
構
築
す
る
必
要
性
を
指
摘
す

る
も
の
と
し
て
､
内
田
博
文

｢刑
事
法
と

『国
民
』
概
念
｣
浅
田
和
茂

･
高
田
昭
正

･
久
岡
康
成

･
松
岡
正
章

･
米
田
泰
邦
編

『井
戸
田
侃
先
生
古

稀
祝
賀
論
文
集

転
換
期
の
刑
事
法
学
』
現
代
人
支
社
二

九
九
九
二
ハ
五

一
頁
以
下
を
参
照
｡

(描
)

｢
l
六
歳
の
者
､

l
四
歳
の
者
'
あ
る
い
は

1
0
歳
の
者
'
そ
れ
ど
こ
ろ
か
動
物
が
責
任
を
問
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
｡
秩
序
を
乱
す
児
童
は
処
刑

さ
れ
る
の
か
､
処
罰
さ
れ
る
の
か
'
そ
れ
と
も
援
助
さ
れ
る
の
か
｡
当
然
に
'
こ
れ
ら
の
こ
と
は
､
彼
ら
の
道
徳
的
な
成
熟
の
問
題
な
の
で
は
な
-
'

社
会
の
道
徳
的
な
成
熟
の
問
題
な
の
で
あ
る
｡｣D
etlev
F
rehsee,
S
trafreife-
R
eife
des
Jugendlichen
oder
R
eife

d
er
G
eseltschaft?
in
･.

P
eter･A
lelis
A
lb
r
echt
;A
tex
ander
P
IF
IE
h
ters
;F
ranzis
k
a
L
am
ott
;C
hri
sti
an
P
feiff
er
;
H
an
S･D
ieter
S
chw
ind
;M
ichael
W
ai
te
r
(H
rs甲
)
u

F
estsch
rift
fur
H
orst
S
ch
titer･S
pringorum
zum

65
.G
eb
urtstag
,
K
atn
u
,aL
993
S
,3
88
.

(EEu

w
IH
einz
)998
(A
nn
.99),
S
S
14
15
,4
2
5
.

｢人
間
の
た
め
の
刑
事
政
策
｣
に
つ
い
て
は
'
次
の
文
献
を
参
照
o
H
or
st
S
chE
er･S
pri
ngoru
m
,K
rim
i･

natpolitik
ftir
M
enschen
.
F
rankfurt
am
M
ain
t99
).

(二
〇
〇
〇
年
七
月

一
五
日
脱
稿
)




