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は

じ

め

に

本
稿
は
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
学
に
お
い
て
今
な
お
頻
繁
に
参
照
さ
れ
る
、
レ
イ
モ
ン
・
サ
レ
イ
ユ
（R

a
y
m
o
n
d
 
S
A
L
E
IL
L
E
S

）
の
著

書
『
刑
の
個
別
化：

社
会
学
的
犯
罪
性
の
研
究
』

一
八
九
八
年１

））
を
検
討
し
、
サ
レ
イ
ユ
に
お
け
る
「
刑
の
個
別
化
（in

d
iv
id
u
a
lisa

-

tio
n d

e la p
ein
e

）」
の
思
惟
を
明
ら
か
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

お
よ
そ
一
〇
〇
年
前
の
本
書
を
今
検
討
す
る
意
義
は
、
次
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。
第
一
に
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
に
お
け
る
刑
の
個
別
化

の
観
念
は
、
今
な
お
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
お
り
、
サ
レ
イ
ユ
に
よ
る
本
書
は
、
そ
の
最
初
の
体
系
化
の
試
み
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る２

）。

に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
お
い
て
包
括
的
な
紹
介
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず３

）、
そ
の
歴
史
的
な
意
義
は
必
ず
し
も
理
解
さ
れ

て
い
な
い
。
第
二
に
、
刑
の
個
別
化
の
観
念
は
、
現
在
の
日
本
で
も
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
一
六
年
六

月
に
施
行
さ
れ
た
刑
の
一
部
執
行
猶
予
制
度
は
、
刑
の
個
別
化
を
実
現
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
さ
れ４

）、
ま
た
近
時
注
目
さ
れ
る
「
罪
を

犯
し
た
高
齢
者
・
障
が
い
者
」
の
た
め
の
様
々
な
施
策
も
、
そ
う
し
た
人
々
に
対
す
る
刑
の
個
別
化
の
あ
り
方
の
問
題
が
顕
在
化
し
た
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
に
お
け
る
刑
の
個
別
化
の
観
念
の
解
明
と
、
日
本
に
お
け
る
今
日
的
な
課
題
の
解
決
に
向
け

て
、
何
ら
か
の
示
唆
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
本
稿
で
の
検
討
に
い
く
ら
か
の
意
義
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

本
書
の
内
容
の
検
討
に
入
る
前
に
、
著
者
で
あ
る
サ
レ
イ
ユ
の
略
歴
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
レ
イ
モ
ン
・
サ
レ
イ
ユ
（
一
八
五
五
年
｜
一

九
一
二
年
）
は
、
一
八
八
三
年
に
博
士
、
翌
年
に
法
学
部
教
授
資
格
を
取
得
し
て
い
る
。
は
じ
め
に
グ
ル
ノ
ー
ブ
ル
、
次
い
で
デ
ィ
ジ
ョ
ン

で
法
制
史
を
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
一
八
九
五
年
に
パ
リ
大
学
の
法
学
部
に
招
聘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
刑
法
、
次
い
で
比
較
刑
事
法
の
講
座

を
担
当
し
て
い
た
が
、
一
八
九
八
年
に
は
、
義
父
で
あ
り
彼
に
影
響
を
与
え
た
ク
ロ
ー
ド
・
ブ
フ
ノ
ワ
ー
ル
の
死
去
に
よ
っ
て
、
民
法
講
座

を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
研
究
者
と
し
て
の
サ
レ
イ
ユ
は
、
多
作
で
あ
り
、
多
岐
に
わ
た
る
テ
ー
マ
を
手
が
け
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な

か
っ
た
。
本
稿
で
検
討
す
る
も
の
以
外
に
も
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
ド
イ
ツ
民
法
草
案
に
基
づ
い
た
債
務
の
一
般
理
論
、
な
ら
び
に
労
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働
災
害
と
民
事
責
任
な
ど
に
関
す
る
複
数
の
著
書
が
あ
る
。
そ
の
功
績
は
、
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
の
進
歩
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
評
価
さ

れ
て
い
る５

）。
ま
た
、
サ
レ
イ
ユ
の
学
派
的
な
立
ち
位
置
は
、
い
わ
ゆ
る
実
証
学
派
と
古
典
学
派
の
間
に
位
置
す
る
折
衷
主
義
者
と
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
刑
の
個
別
化
に
関
す
る
議
論
は
、

折
衷
主
義
思
想
の
最
初
の
体
系
化
」
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る６

）。

本
稿
に
お
い
て
検
討
す
る
サ
レ
イ
ユ
の
著
書
は
、
模
倣
の
法
則
で
著
名
な
タ
ル
ド
に
よ
っ
て
序
文
を
付
さ
れ
、
一
八
九
八
年
に
初
版
が
出

版
さ
れ
て
い
る
。
全
体
は
８
章
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
ま
ず
第
１
章
で
問
題
の
設
定
が
な
さ
れ
、
第
２
章
で
は
刑
罰
と
刑
の
個
別
化
の
歴
史

が
概
説
さ
れ
る
。
続
く
第
３
章
か
ら
５
章
ま
で
は
、
各
刑
法
学
派
（
古
典
学
派
、
新
古
典
学
派
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
学
派
）
の
理
論
と
刑
の
個

別
化
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
、
こ
れ
ら
へ
の
評
価
が
な
さ
れ
る
。
第
６
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
サ
レ
イ
ユ
に
よ
る

刑
の
個
別
化
理
論
が
詳
細
に
展
開
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
７
章
お
よ
び
第
８
章
で
は
、
立
法
的
個
別
化
、
司
法
的
個
別
化
お
よ
び
行
政
的
個

別
化
と
し
て
、
刑
の
個
別
化
の
各
段
階
が
検
討
さ
れ
る
。
以
下
で
は
、
サ
レ
イ
ユ
の
著
書
に
お
け
る
、
各
刑
法
学
派
と
刑
の
個
別
化
の
関
係

の
分
析
（
第
３
章
か
ら
第
５
章
）、
サ
レ
イ
ユ
の
刑
の
個
別
化
の
観
念
（
第
６
章
）、
そ
し
て
刑
の
個
別
化
の
主
体
（
第
７
章
お
よ
び
第
８

章
）
を
中
心
に
検
討
し
、
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

１

各
刑
法
学
派
と
刑
の
個
別
化

以
下
で
は
、
各
刑
法
学
派
の
理
論
が
刑
の
個
別
化
と
い
う
局
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
結
論
に
至
る
の
か
を
、
サ
レ
イ
ユ
の
議
論
を
敷
衍

し
な
が
ら
、
順
次
検
討
す
る
。
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⑴

古
典
学
派
と
刑
の
個
別
化
の
欠
如

サ
レ
イ
ユ
は
、
古
典
学
派
の
体
系
が
、
直
接
的
に
は
啓
蒙
学
派
と
ル
ソ
ー
の
『
社
会
契
約
論
』
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
一
八
世
紀
の
思
想
的
・
政
治
的
変
動
の
中
で
、
残
虐
性
と
恣
意
性
を
伴
っ
た
刑
法
に
、
ま
ず
も
っ
て
関
心
が

向
け
ら
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た７

）。
そ
こ
で
問
わ
れ
た
の
は
、
国
家
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
、
い
か
な
る
権
利
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
由
で
あ

れ
生
命
で
あ
れ
を
奪
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
っ
た
。
ル
ソ
ー
の
答
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
個
人
の
自
由
や
生
命

に
対
し
て
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
市
民
が
共
同
体
、
す
な
わ
ち
社
会
契
約
の
シ
ス
テ
ム
を
害
し
、
自
ら
の
自
由
や
生
命
に
対
す
る

権
利
を
放
棄
し
た
場
合
で
あ
る
。
処
罰
権
は
、
国
家
が
こ
の
契
約
に
よ
っ
て
保
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
想
定
さ
れ
た
契
約
を
超
え
な
い
範
囲

で
の
み
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
限
界
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
刑
罰
の
平
等
（eg

a
lite

d
e la

 
p
ein
e

）
で
あ
る
。
各

人
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
ら
の
自
由
へ
の
権
利
を
放
棄
す
る
が
、
そ
れ
は
誰
も
が
同
じ
こ
と
を
す
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
刑
罰
は
、

必
然
的
に
、
ル
ソ
ー
の
言
う
一
般
意
思
の
適
用
と
な
り
、
こ
れ
は
市
民
各
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
放
棄
の
総
体
か
ら
生
じ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
刑
罰
は
、
法
に
よ
っ
て
の
み
表
現
さ
れ
う
る
も
の
と
な
る
。
他
方
で
、
刑
罰
は
、
法
の
中
に
記
載
さ
れ
た
個
人
の
権
利
で
も
あ

る
。
そ
れ
は
、
被
侵
害
者
、
す
な
わ
ち
社
会
に
と
っ
て
の
権
利
で
あ
る
と
同
様
に
、
侵
害
者
に
と
っ
て
の
権
利
で
も
あ
る
。
侵
害
者
は
、
罰

金
で
あ
れ
自
由
で
あ
れ
、
他
の
者
よ
り
も
多
く
を
支
払
わ
な
い
た
め
の
、
つ
ま
り
犯
罪
の
代
価
（p

rix

）
を
正
確
に
支
払
う
た
め
の
権
利
を

有
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
代
価
は
、
重
罪
に
対
し
て
し
か
じ
か
、
軽
罪
に
対
し
て
し
か
じ
か
と
予
め
定
め
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
、

変
動
し
な
い
一
定
料
金
（fo

rfa
it

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い８

）。

実
際
、
一
七
九
一
年
刑
法
典
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た９

）。
と
り
わ
け
、
そ
れ
は
絶
対
的
法
定
刑
た
る
固
定
刑
制
度
（reg

im
e d
es

 
p
ein
es fix

es

・sy
stem

e d
es p

ein
es fix

es

）
と
い
う
形
で
現
れ
た10

）。
こ
の
制
度
の
も
と
で
刑
罰
は
、
法
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
お
り
、

裁
判
官
は
、
犯
罪
に
対
す
る
刑
罰
を
評
定
す
る
最
低
限
の
権
限
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
。
か
く
窃
盗
に
対
し
て
は
こ
れ
だ
け
の
自
由
剥
奪
ま

論 説
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た
は
ガ
レ
ー
船
役
と
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
則
的
に
一
日
多
く
て
も
一
日
少
な
く
も
な
ら
な
か
っ
た
。
行
為
の
状
況
、
あ
り
う
る
誘
惑
ま
た

は
前
歴
と
い
っ
た
も
の
を
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
裁
判
官
は
、
刑
の
適
用
の
機
械
装
置
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る11

）。

サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
制
度
を
も
た
ら
し
た
背
景
に
あ
る
、
古
典
学
派
に
お
け
る
自
由
と
責
任
の
観
念
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す

な
わ
ち
、
窃
盗
で
あ
れ
殺
人
で
あ
れ
、
同
一
の
行
為
に
及
ん
だ
す
べ
て
の
人
は
、
同
様
に
自
由
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
同
様
に
有
責
で
あ
る

と
い
う
仮
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
各
行
為
に
対
し
て
、
責
任
の
同
一
性
へ
と
至
る
自
由
の
同
一
性
の
推
定
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と

は
、
自
由
意
思
の
領
域
に
お
け
る
伝
統
的
哲
学
の
観
念
と
非
常
に
上
手
く
一
致
し
て
い
た
。
自
由
が
一
種
の
至
上
権
的
選
択
に
よ
っ
て
、
他

の
あ
ら
ゆ
る
内
的
刺
激
か
ら
無
関
係
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
力
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
半
分
の
自
由
（d

em
i-lib

erte

）
と
い
っ

た
も
の
は
存
在
し
え
な
い
。
同
じ
行
為
に
直
面
す
る
者
は
、
同
じ
状
況
の
中
に
お
り
、
選
ぶ
べ
き
二
つ
の
選
択
肢
、
す
な
わ
ち
「
な
す
」
か

「
な
さ
な
い
」
か
の
間
か
ら
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
二
名
の
盗
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
が
ど
う
あ
れ
、
同
じ
窃
盗
に
及
ん
だ
の
で
あ
れ
ば
、

同
じ
自
由
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
責
任
を
変
化
さ
せ
る
も
の
は
、
自
由
の
程
度
で
は
な
く
、
遂
行
さ
れ
る
行
為
の
重
大
さ
で

あ
る
。
ゆ
え
に
、
法
は
、
行
為
の
社
会
的
お
よ
び
客
観
的
重
大
性
し
か
考
慮
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
行
わ
れ
た
同
一
の
行
為

に
対
し
て
、
誰
も
が
同
じ
自
由
を
有
し
、
そ
の
結
果
、
同
じ
責
任
を
有
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
行
為
者
を
考
慮
す
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い

か
ら
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
を
抽
象
化
し
、
な
さ
れ
た
行
為
の
み
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
れ
を
自
由
意

思
に
関
す
る
唯
心
論
者
（sp

iritu
a
liste

）
の
理
論
的
な
到
達
点
と
見
な
し
て
い
る12

）。

こ
う
し
た
古
典
学
派
の
刑
法
理
論
に
対
し
て
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
一
定
の
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
当
該
刑
罰
シ
ス
テ
ム

が
平
等
主
義
的
な
性
格
を
有
し
、
裁
判
官
の
恣
意
性
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し

た
犯
罪
の
客
観
性
の
み
を
考
慮
す
る
平
等
主
義
的
な
刑
法
が
、
結
局
、
あ
ら
ゆ
る
不
平
等
を
伴
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ

な
ら
、
初
犯
者
と
累
犯
者
、
一
瞬
の
衝
動
に
駆
ら
れ
理
性
を
失
っ
た
者
と
心
底
堕
落
し
た
者
、
人
生
を
謳
歌
す
る
者
と
パ
ン
と
住
ま
い
さ
え

も
持
た
な
い
者
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
犯
罪
行
為
に
及
べ
ば
す
べ
て
「
あ
の
も
っ
と
も
劣
悪
な
雑
居
生
活
」

la
 
p
lu
s
 
h
o
rrib

le

（84-３- ）723 163
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p
ro
m
isu
cu
ite

）
の
中
に
投
げ
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る13

）。
償
わ
れ
る
べ
き
悪
が
存
在
し
、
刑
罰
は
、
そ
の
悪
と
匹
敵
す
る
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
被
ら
せ
た
害
悪
と
被
る
べ
き
害
悪
と
の
均
衡
の
問
題
の
み
で
あ
る
。
ゆ
え
に
刑
の
個
別
化
と
い

う
観
念
は
、
古
典
学
派
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
れ
を
粗
野
で
あ
る
と
同
時
に
ほ
と
ん
ど
稚
拙
な
正
義
の
観
念
で

あ
り
、
す
べ
て
の
理
論
の
中
で
も
っ
と
も
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
す
る14

）。

そ
し
て
、
上
述
の
よ
う
な
古
典
的
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
れ
が
い
く
ら
単
純
な
も
の
と
し
て
現
れ
得
た
と
し
て
も
、
適
用
に
至
る
や
否
や
、
抗

し
が
た
い
二
つ
の
力
、
す
な
わ
ち
大
衆
の
常
識
と
科
学
に
正
面
か
ら
対
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
衆
の
常
識
と
対
立
し
た
の
は
、
こ
の
極

め
て
専
断
的
な
刑
罰
シ
ス
テ
ム
が
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
、
つ
ま
り
立
派
で
同
情
に
値
す
る
よ
う
な
人
々
と
、
嫌
悪
し
か
招
か
な
い
よ
う
に
人
々

を
、
同
じ
犯
罪
を
行
っ
た
と
い
う
理
由
で
同
一
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
行
為
を
裁
く
よ
り
先
に
人
を
裁
い
て

い
た
大
衆
の
正
義
は
、
法
の
正
義
と
一
致
し
な
く
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
陪
審
は
、
犯
罪
に
対
し
て
刑
が
重
す
ぎ
る
と
判
断
し
た
場
合
、

被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
と
の
確
信
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
た15

）。
ま
た
科
学
と
対
立
し
た
の
は
、
同
じ
行
為
に
至
っ
た

各
人
に
対
し
て
、
同
じ
自
由
が
あ
る
と
い
う
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
観
念
に
反
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
依
拠
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
科
学

者
、
哲
学
者
、
医
師
お
よ
び
法
律
家
は
、
同
一
の
行
為
に
直
面
し
た
す
べ
て
の
人
に
等
し
い
自
由
意
思
が
あ
る
と
い
う
観
念
を
受
け
入
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
や
が
て
、
理
論
と
事
実
の
中
に
、
ま
た
学
説
書
と
陪
審
の
実
務
の
中
に
、
責
任
の
観
念
の
変
化
と
個
別
化
の
最
初
の
試

み
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る16

）。

⑵

新
古
典
学
派
と
責
任
に
基
づ
い
た
刑
の
個
別
化

そ
の
中
で
現
れ
た
の
が
、
ロ
ッ
シ
や
オ
ル
ト
ラ
ン
ら
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
新
古
典
学
派
で
あ
っ
た17

）。
サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
新
古
典
学

派
は
、
古
典
学
派
に
よ
る
同
一
の
行
為
‖
同
一
の
自
由
‖
同
一
の
責
任
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
代
え
て
、
事
実
（v

erite

）
を
置
く18

）。
サ
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レ
イ
ユ
は
、
新
古
典
学
派
に
お
け
る
自
由
と
責
任
を
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
由
が
形
而
上
学
の
霧
の
外
に
あ
る
叡
智
界

（in
tellig

ib
le

）
の
事
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
中
の
抵
抗
の
力
（fo

rce d
e resista

n
ce

）
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
犯
罪
行
為

に
関
し
て
い
え
ば
、
自
由
と
は
、
悪
に
対
す
る
抵
抗
の
力
で
あ
る
。
そ
れ
は
悪
に
駆
り
立
て
る
本
能
や
情
動
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
（
…
）

我
々
の
内
的
人
間
存
在
の
力
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
悪
に
対
す
る
抵
抗
の
力
が
、
我
々
各
人
の
も
と
で
同
じ
で

あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
同
じ
人
の
も
と
で
、
こ
の
力
が
そ
の
人
生
の
各
瞬
間
に
、
各
行
為
に
対
し
て
同
じ
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
厚

か
ま
し
く
も
誰
が
支
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
か19

）

人
間
の
行
為
と
は
、
自
然
発
生
的
な
も
の
で
も
、
本
能
的
な
も
の
で
も
な
く
、
不
確
実
性
の

対
象
と
な
り
、
反
対
す
る
性
向
や
抵
抗
を
含
む
選
択
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
衝
動
や
本
能
が
増
大
し
、
自
由
や
義
務
の
認
識
と
い
っ

た
他
の
も
の
を
覆
い
隠
す
よ
う
に
大
き
く
な
っ
た
時
に
、
人
は
犯
罪
行
為
へ
と
至
る
こ
と
に
な
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
れ
を
「
増
大
す
る
意

思
の
力
（fo

rce g
ro
ssissa

n
te d

e la v
o
lo
n
te

）」
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
、
こ
の
意
思
の
力
に
影
響
を
与
え
る
も
の
は
、
我
々
が
よ
く
知
っ
て

い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
健
康
や
病
気
の
状
態
、
習
慣
お
よ
び
性
格
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
各
人
の
個
性
に
よ
っ
て
も
、
我
々
自
身
が
内
包
す
る

人
格
の
多
面
性
に
よ
っ
て
も
変
化
す
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
自
明
で
あ
る
と
す
る20

）。
か
く
し
て
、

結
果
的
に
、
そ
れ
は
責

任
の
程
度
に
基
づ
い
た
刑
の
個
別
化
の
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た
。
責
任
が
自
由
の
観
念
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
以
上
、
刑
罰
が
自
由
の
程
度
と

均
衡
し
て
い
る
こ
と
が
正
義
の
要
請
で
あ
っ
た
。
こ
の
正
義
は
、
結
局
、
自
由
が
欠
如
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
刑
罰
が
完
全
に
排
除
さ
れ

る
こ
と
を
要
請
す
る
。
こ
れ
ほ
ど
首
尾
一
貫
し
、
公
正
な
も
の
も
な
い
。
そ
れ
は
新
古
典
学
派
理
論
と
呼
び
う
る
も
の
で
あ
っ
た21

）」。

サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
新
古
典
学
派
の
理
論
を
最
初
に
適
用
し
た
の
は
、
陪
審
で
あ
っ
た22

）。
陪
審
は
、
同
じ
犯
罪
に
直
面
し
た
人
は

皆
、
責
任
が
等
し
く
、
ゆ
え
に
刑
罰
も
等
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
古
典
学
派
の
刑
法
に
馴
染
む
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
陪
審

が
直
面
す
る
人
々
は
、
そ
の
人
生
の
状
況
、
さ
ら
さ
れ
て
き
た
誘
惑
、
そ
し
て
そ
の
分
別
を
失
わ
せ
た
激
情
の
全
て
を
さ
ら
け
出
し
自
ら
を

擁
護
す
る
。
そ
こ
で
陪
審
は
、
精
神
異
常
（fo

lie

）
を
除
け
ば
、
そ
の
者
が
あ
る
程
度
の
自
由
を
有
し
、
そ
の
結
果
、
あ
る
程
度
の
責
任

を
有
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
責
任
の
加
減
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
で
あ
れ
ば
、
陪
審
は
、
潔
く
か
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つ
単
純
に
無
罪
を
言
い
渡
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
二
四
年
に
部
分
的
に
、
さ
ら
に
一
八
三
二
年
に
は
全
般
的
に
、
陪
審
の
意
図
を
満
た

す
た
め
の
刑
の
軽
減
事
情
（circo

n
sta
n
ces a

tten
u
a
n
tes

）
の
シ
ス
テ
ム
が
導
入
さ
れ
た23

）。
重
要
な
の
は
、
責
任
の
程
度
に
、
言
い
換
え

れ
ば
、
な
さ
れ
た
行
為
の
正
確
な
道
徳
的
価
値
（v

a
leu
r m

o
ra
le

）
に
刑
罰
を
均
衡
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
責
任
に
基
づ
き
、

か
つ
責
任
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
刑
の
個
別
化
で
あ
っ
た24

）。

サ
レ
イ
ユ
は
、
新
古
典
学
派
の
責
任
に
基
づ
い
た
刑
の
個
別
化
を
評
価
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
難
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
の
難
点

は
、
サ
レ
イ
ユ
が
「
現
実
的
な
不
可
能
性
」

im
p
o
ssib

ilite
p
ra
tiq
u
e

）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
由
を
証
明
す
る
基
準
が
、
実

際
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る25

）。
す
な
わ
ち
、
新
古
典
学
派
に
お
い
て
は
、
刑
は
責
任
の
程
度
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
は
各
自
の
自
由
の
程
度
に
見
合
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
由
と
は
、
そ
れ
自
体
が
科
学
的
な
論
証
や
証
明

の
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
正
確
な
分
量
を
測
る
方
法
が
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
知
能
の
程
度
や
意
思
の
様
相
を
見
積

も
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
自
由
に
対
し
て
は
そ
れ
が
で
き
な
い
。
科
学
と
観
察
は
、
原
因
と
結
果
し
か
発
見
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
自
由

と
は
、
因
果
律
に
切
れ
目
を
作
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
経
験
の
領
野
の
外
で
生
じ
る
力
（fo

rce

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
自
由

が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
科
学
の
情
報
と
方
法
の
観
点
か
ら
避
け
ら
れ
な
い
唯
一
の
結
論
は
、
自
由
を
証
明
す
る
こ
と
も
、

発
見
す
る
こ
と
も
、
観
察
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る26

）。

第
二
の
難
点
は
、
サ
レ
イ
ユ
が
「
学
問
的
な
間
違
い
」

erreu
r scien

tifiq
u
e

）
と
呼
ぶ
も
の
に
関
わ
る
。
こ
こ
で
サ
レ
イ
ユ
は
、
タ
ル

ド
に
な
ら
い
つ
つ
責
任
が
社
会
的
に
形
成
さ
れ
た
観
念
で
あ
る
と
す
る
。
ゆ
え
に
、
こ
れ
を
抽
象
的
で
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
で
は

な
く
、
大
衆
の
集
合
的
な
意
識
の
中
に
、
あ
り
き
た
り
で
平
凡
な
世
論
の
中
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る27

）。
そ
し

て
、
こ
の
平
凡
な
考
え
方
を
体
現
す
る
の
は
陪
審
で
あ
り
、
こ
の
考
え
方
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
責
任
の
観
念
の
法
的
ま
た
は
司
法
的
な
適
用

は
、
学
問
的
な
間
違
い
を
生
む
と
す
る
。
こ
こ
で
サ
レ
イ
ユ
が
問
題
と
す
る
の
は
、
陪
審
に
よ
る
裁
判
の
実
際
の
様
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
犯
罪
者
は
、
こ
れ
を
裁
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
陪
審
の
も
と
に
異
質
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
な
く
、
陪
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審
と
同
じ
よ
う
に
考
え
、
同
じ
よ
う
に
欲
し
、
同
じ
よ
う
に
反
抗
す
る
存
在
と
し
て
現
れ
る
。
彼
を
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て
る
感
情
は
、
誰
も

が
抱
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
誰
も
が
自
分
に
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
ひ
ょ
っ
と
す
る
と

不
必
要
に
暴
力
的
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
程
度
の
問
題
に
過
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
人
物
は
、
社
会
の
中
か
ら
排
斥

さ
れ
る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
殊
な
存
在
で
は
な
く
、
ま
た
侮
蔑
と
共
に
排
除
さ
れ
る
べ
き
危
険
な
個
性
の
表
現
と
し
て
で
も
な
く
、
偶
然

の
産
物
と
し
て
現
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
が
行
為
の
客
観
的
な
行
為
者
で
あ
る
こ
と
を
強
く
認
識
し
な
が
ら
も
、
陪
審
は
、
彼
に
罪
は
な

く
、
道
義
的
に
無
答
責
で
あ
る
と
宣
言
し
、
無
罪
を
言
い
渡
す
の
で
あ
る28

）。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
陪
審
に
よ
る
判
断
が
純
粋
な
心
理
的

評
価
で
あ
り
、
意
外
と
思
わ
れ
る
無
罪
判
決
の
大
部
分
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
自
由
を
評
価
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
以

上
、
陪
審
は
、
極
め
て
多
様
で
か
つ
複
雑
な
、
行
為
を
惹
起
し
た
二
次
的
な
原
因
の
総
体
、
す
な
わ
ち
動
機
（m

o
tifs

）
に
基
づ
い
て
人
を

評
価
す
る
。
陪
審
の
視
点
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
責
任
と
は
、
そ
う
し
た
犯
罪
の
発
生
を
説
明
す
る
心
理
的
原
因
の
複
雑
性
に
基
づ
い
た
責

任
で
あ
る
。
こ
う
し
た
陪
審
に
よ
る
評
価
に
関
し
て
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
一
方
で
は
こ
れ
を
維
持
す
べ
き
定
式
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
評
価
と
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
判
決
の
定
式
」
だ
か
ら
で
あ
る29

）。
し
か
し
、
他
方
で
そ
の
よ
う
な
陪
審
の
実
務

を
不
平
等
な
も
の
で
あ
る
と
も
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
と
き
に
は
純
粋
か
つ
単
純
に
自
由
と
意
思
の
観
点
に
、
ま
た
あ
る
と
き
は
犯

罪
の
動
機
と
決
定
論
的
条
件
の
観
点
に
立
つ
陪
審
の
実
務
に
は
、
評
価
に
関
す
る
統
一
的
な
規
則
も
基
準
も
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
れ
は
気
ま
ぐ
れ
で
あ
り
、
究
極
の
優
柔
不
断
で
あ
る
。
各
陪
審
が
独
自
の
評
価
尺
度
、
独
自
の
基
準
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ほ
と

ん
ど
偶
然
の
司
法
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
う
ち
で
も
っ
と
も
粗
悪
で
、
も
っ
と
も
予
測
の
つ
か
な
い
司
法
で
あ
る30

）。
サ

レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
過
去
の
事
実
で
は
な
く
現
実
の
状
況
で
あ
り
、
陪
審
に
よ
る
司
法
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
起
こ
り
う
る
状
況
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
な
袋
小
路
に
追
い
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
つ
て
の
よ
う
な
純
粋
に
抽
象
的
か
つ
客
観
的
な
司
法
に
戻
る

の
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
現
在
の
方
法
に
代
わ
る
真
に
科
学
的
な
基
礎
と
基
準
に
よ
る
他
の
個
別
化
の
方
策
を
手
に
入
れ
る
か
で
あ
る31

）。
後

者
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
次
に
イ
タ
リ
ア
実
証
学
派
の
検
討
に
移
る
の
で
あ
る
。
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⑶

イ
タ
リ
ア
学
派
と
危
険
性
に
基
づ
い
た
刑
の
個
別
化

サ
レ
イ
ユ
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
出
自
を
人
類
学
と
社
会
学
に
求
め
て
い
る
。
前
者
の
代
表
的
論
者
は
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
で
あ
り
、
後
者
は

フ
ェ
ッ
リ
で
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
両
者
の
出
発
点
の
違
い
は
ほ
と
ん
ど
重
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
共
通
点
こ
そ

が
重
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
器
質
的
な
も
の
で
あ
れ
環
境
的
な
も
の
で
あ
れ
、
犯
罪
を
自
然
の
産
物
、
す
な
わ
ち
純
粋
な
自
然
的
要
因

に
よ
る
結
果
と
考
え
、
自
由
の
観
念
に
何
ら
の
位
置
も
与
え
な
い
と
い
う
点
で
、
両
者
は
同
じ
前
提
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る32

）。

サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
学
派
の
「
冷
徹
な
推
論
（sy

llo
g
ism

e im
p
la
ca
b
le

）」
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
人
間
は
、
そ
の
本
能
や
心
理
的
な
能
力
の
性
向
に
対
し
て
何
も
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
は
犯
罪
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
理
論

で
は
病
理
的
な
気
質
の
、
フ
ェ
ッ
リ
の
理
論
で
は
社
会
関
係
や
経
済
条
件
の
不
可
避
的
な
産
物
と
な
る33

）。
ゆ
え
に
、
そ
こ
に
は
自
由
の
入
り

込
む
余
地
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
古
典
的
な
意
味
で
の
責
任
も
存
在
し
な
い
。
刑
罰
は
、
公
共
の
防
衛
と
安
全
の
措
置
で
し
か
な
く
、
危
険

な
動
物
や
狂
人
（fo

u

）
に
対
す
る
処
分
に
類
す
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
は
も
は
や
処
罰
で
は
な
く
、
害
悪
が
繰
り
返
し
生
み
出
さ
れ
る
こ

と
を
防
ぐ
た
め
の
予
防
手
段
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
犯
罪
者
の
も
と
で
危
険
な
も
の
、
ま
た
社
会
に
と
っ
て
脅
威
と
な
る
の
は
、
一
旦

な
さ
れ
た
犯
罪
で
は
な
く
犯
罪
者
そ
の
も
の
で
あ
る
。
社
会
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
重
要
な
の
は
、
将
来
の
犯
罪
を
予
防
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
犯
罪
者
の
素
質
を
抑
制
さ
せ
る
か
、
取
り
除
く
、
あ
る
い
は
治
癒
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
犯
罪
者
自

身
が
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
者
の
有
害
な
力
に
、
つ
ま
り
イ
タ
リ
ア
学
派
が
「
危
険
性
（tem

ib
ilita

）」
と
呼
ぶ
も
の
に

合
わ
せ
て
、
取
る
べ
き
予
防
手
段
は
決
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い34

）。
イ
タ
リ
ア
学
派
の
個
別
化
は
、
こ
の
危
険
性
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
イ
タ
リ
ア
学
派
の
個
別
化
を
「
確
か
に
優
れ
て
い
る
」
と
評
価
す
る
一
方
で
、
そ
の
帰
結
を
「
ほ
と
ん
ど
恐
ろ

し
い
も
の
」
と
し
て
拒
否
し
て
い
る35

）。
そ
の
理
由
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
帰
結
が
、
犯
罪
行
為
に
及
ん
だ
に
も
関
わ
ら
ず
犯
罪
性
（
危
険
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性
）
が
な
い
と
見
な
さ
れ
る
犯
罪
者
の
類
型36

）と
、
法
的
に
は
犯
罪
行
為
に
及
ん
で
い
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
器
質
的
な
犯
罪
性
（
危
険
性
）
が

認
め
ら
れ
る
者
の
類
型37

）を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
刑
罰
が
も
は
や
な
さ
れ
た
悪
に
対
す
る
処
罰
の
意
味
を
持
た
ず
、
治
療
や
排
除
の
役
割

し
か
担
わ
な
い
と
す
れ
ば
、
犯
罪
を
繰
り
返
す
恐
れ
の
な
い
前
者
の
グ
ル
ー
プ
を
罰
す
る
必
要
は
な
く
な
る
。
し
か
し
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ

う
し
た
制
度
が
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
制
度
は
、
大
衆
の
感
情
を
逆
な
で
す
る
よ
う
な
も
っ
と
も

深
刻
な
行
為
に
対
し
て
さ
え
、
犯
罪
性
の
不
在
を
理
由
に
免
罪
符
を
与
え
、
大
衆
の
良
心
が
憤
慨
す
る
権
利
さ
え
持
て
な
い
よ
う
に
し
て
し

ま
う
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
犯
罪
が
万
物
の
決
定
要
因
の
運
命
的
な
結
果
で
あ
り
、
そ
う
し
た
観
念
の
進
歩
が
社
会
に
受
け
入
れ
ら
れ
て

い
れ
ば
、
そ
の
感
情
は
不
正
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
刑
法
は
、
そ
う
し
た
感
情
の
表
明
で
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
公
的
な
道
徳
性
そ
の
も
の
が
完
全
に
失
わ
れ
る
危
機
に
瀕
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
犯
罪
と
は
ま
た
別
の
社
会
に

と
っ
て
の
リ
ス
ク
で
あ
る
。
ゆ
え
に
社
会
的
な
制
裁
と
い
う
観
念
は
、
そ
れ
が
大
衆
の
抱
く
正
義
の
観
念
の
表
明
で
あ
る
限
り
、
残
り
続
け

る
べ
き
も
の
で
あ
る38

）。
他
方
で
、
法
的
に
は
犯
罪
は
存
在
し
な
い
が
、
気
質
的
な
犯
罪
性
が
存
在
す
る
後
者
の
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
は
、
将

来
の
犯
罪
か
ら
社
会
を
守
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
人
々
を
捕
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
犯
罪
行
為

そ
の
も
の
は
犯
罪
性
の
兆
候
と
な
り
う
る
が
、
別
の
も
の
に
よ
っ
て
も
犯
罪
的
気
質
の
証
明
は
可
能
で
あ
る
。
病
理
学
的
な
観
点
か
ら
、
犯

罪
者
の
あ
ら
ゆ
る
烙
印
を
持
っ
て
い
る
者
が
い
れ
ば
、
そ
の
犯
罪
の
遂
行
を
予
防
し
な
い
理
由
は
な
く
な
る
の
で
あ
る39

）。
し
か
し
、
こ
の
よ

う
な
制
度
に
は
、
何
ら
利
益
は
認
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
理
由
を
サ
レ
イ
ユ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
社
会
に
は
リ
ス
ク
が
あ
り
、
人
々
は

そ
れ
を
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
社
会
は
単
に
、
我
々
の
生
命
と
所
有
を
保
障
す
る
だ
け
で
な
く
、
我
々
が
生
命
や
所
有

を
有
益
に
用
い
る
手
段
も
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
生
命
と
所
有
を
保
障
す
る
た
め
に
、
社
会
が
我
々
か
ら
生
命
と
所
有
を

自
由
に
用
い
る
手
段
を
奪
う
と
い
う
危
険
を
冒
す
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
リ
ス
ク
は
我
々
に
個
別
に
襲
い
か
か
る
危
険
（
犯
罪
）
よ
り
も
、

い
っ
そ
う
深
刻
な
も
の
に
な
る
の
で
あ
る40

）。

こ
う
し
た
点
に
加
え
て
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
に
対
す
る
よ
り
根
本
的
な
批
判
を
二
点
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に
、
犯
罪
性
評
価
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の
基
準
の
不
確
実
性
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
イ
タ
リ
ア
学
派
は
、
偽
り
の
犯
罪
者
か
ら
真
の
犯
罪
者
を
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
数
学
的

な
正
確
さ
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
犯
罪
が
な
さ
れ
る
前
に
人
を
逮
捕
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
を
行
う
こ
と
が
十
分
に
確
実
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
善
良
な
人
々
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
反
対
に
、
盗
人
ま
た
は
殺
人
犯
に
対
し
て
彼

が
誠
実
な
人
間
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
で
判
断
を
誤
ら
な
い
こ
と
が
確
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
性
の
基
準
と

同
様
に
、
誠
実
さ
の
確
か
な
基
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
基
準
が
存
在
す
る
な
ら
、
実
際
に
は
シ
ス
テ
ム
は
す
べ
て
機
能
し
う

る
。
し
か
し
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
犯
罪
人
類
型
を
挙
げ
な
が
ら
、
実
際
に
は
そ
う
し
た
基
準
が
存
在
し
え
な
か
っ
た
と
指
摘

す
る
。
血
統
的
で
、
極
め
て
堕
落
し
、
道
徳
意
識
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
犯
罪
者
で
あ
っ
て
も
、
よ
り
誠
実
な
人
間
の
形
態
を
有

し
て
い
る
者
も
存
在
す
る
。
反
対
に
、
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
的
な
あ
ら
ゆ
る
器
質
を
示
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
誠
実
に
人
生
を
歩
む
者
も
存

在
す
る
の
で
あ
る41

）。
第
二
に
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
理
論
の
徹
底
が
、
究
極
的
に
は
刑
法
の
廃
止
に
至
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
か
に

犯
罪
行
為
の
遂
行
は
、
行
為
者
の
犯
罪
性
の
兆
候
で
は
あ
る
が
、
法
律
に
定
め
る
行
為
以
外
の
例
外
的
な
事
実
や
行
為
が
、
犯
罪
性
を
推
定

さ
せ
る
こ
と
が
十
分
あ
り
う
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
犯
罪
を
定
義
し
て
お
く
必
要
は
な
く
、
裁
判
官
が
自
由
に
判
断
し
、
刑
罰
も

症
候
に
合
わ
せ
て
自
由
に
選
択
し
う
る
こ
と
が
望
ま
し
く
な
る
。
ゆ
え
に
、
刑
事
法
の
存
在
意
義
は
無
く
な
り
、
刑
法
も
廃
止
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
る42

）。
し
か
し
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
帰
結
は
決
し
て
受
け
入
ら
れ
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
も

犯
罪
も
な
い
と
い
う
個
人
的
自
由
の
最
後
の
砦
を
破
棄
す
る
こ
と
は
、
裁
判
官
の
専
制
と
権
力
の
濫
用
を
招
き
、
ひ
い
て
は
「
政
治
に
よ
る

自
由
へ
の
支
配
の
扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る43

）。

も
っ
と
も
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
個
別
化
に
い
く
つ
か
の
点
で
肯
定
的
な
評
価
も
与
え
て
い
る
。
一
点
目
は
、
イ
タ
リ
ア
学

派
が
刑
の
個
別
化
の
新
し
い
側
面
に
注
意
を
促
し
、
古
典
学
派
の
責
任
に
基
づ
い
た
個
別
化
に
代
え
て
、
行
為
者
の
性
格
に
基
づ
い
た
個
別

化
を
示
し
て
み
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
冷
徹
な
論
理
が
、
決
定
論
の
行
き
着
く
先
を
示
し
、
将
来
の
刑
法
の
あ

り
方
に
対
し
て
、
こ
の
実
践
的
哲
学
が
伝
統
的
な
大
衆
の
感
情
や
責
任
の
観
念
に
代
わ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
を
解
明
し
て
見
せ
た
こ
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と
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
刑
法
の
領
域
に
お
け
る
司
法
の
役
割
の
理
解
を
増
大
さ
せ
、
裁
判
官
が
法
定
刑
の
機
械
的
な
分
配
者
で
は
な
く
、

刑
法
上
の
役
割
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
め
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
四
点
目
は
、
ガ
ロ
フ
ァ
ロ
の
『
犯
罪
学
』
の
よ

う
な
犯
罪
社
会
学
史
上
稀
有
な
業
績
を
生
み
出
し
た
こ
と
で
あ
る44

）。
し
か
し
な
が
ら
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
イ
タ
リ
ア
実
証
学
派
の
個
別
化
の
定

式
を
そ
の
ま
ま
採
用
す
る
こ
と
は
拒
否
し
、
次
に
自
身
の
考
え
る
個
別
化
の
あ
り
方
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。

２

サ
レ
イ
ユ
に
お
け
る
刑
の
個
別
化

以
上
の
よ
う
な
各
学
派
の
理
論
と
個
別
化
の
関
係
を
探
究
し
た
サ
レ
イ
ユ
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

我
々
は
二
つ
の
相
反
す
る
動
向

に
直
面
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
責
任
に
帰
す
る
新
古
典
学
派
の
そ
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
決
定
論

に
帰
す
る
イ
タ
リ
ア
学
派
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
奇
妙
な
逆
転
現
象
に
よ
り
、
一
方
の
シ
ス
テ
ム
の
中
に
あ
る
良
い
も
の
は
、
そ
の
原

理
で
あ
り
、
悪
い
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
結
論
で
あ
る
。
他
方
の
シ
ス
テ
ム
で
は
、
良
き
結
論
が
我
々
の
心
を
捉
え
、
ほ
ぼ
不
可
欠

な
も
の
と
な
り
う
る
一
方
で
、
そ
の
原
理
は
我
々
を
不
安
に
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
一
方
の
原
理
と
他
方
の
帰
結
と
の
間
で
、
調
和
を
試
み
る

こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か45

）」。
以
下
で
は
、
サ
レ
イ
ユ
に
よ
る
学
派
の
折
衷
、
責
任
と
自
由
の
観
念
、
な
ら
び
に
刑
の
個
別
化
の
あ

り
方
を
検
討
す
る
。

⑴

サ
レ
イ
ユ
に
よ
る
学
派
の
折
衷

サ
レ
イ
ユ
は
、
学
派
の
折
衷
を
図
る
た
め
に
、
新
古
典
学
派
と
イ
タ
リ
ア
学
派
の
理
論
の
取
捨
選
択
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
新
古
典
学
派
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
そ
の
基
本
的
前
提
と
し
て
の
責
任
の
観
念
で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
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な
の
は
、
す
べ
て
を
心
理
的
な
自
由
の
具
体
的
な
証
明
へ
と
帰
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
同
時
に
す
べ
て
を
自
由
の
程
度
の
評
価
に
還
元
す
る

思
考
で
あ
る46

）。
自
由
は
客
観
的
な
観
察
の
対
象
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
ゆ
え
に
証
明
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
新
古
典

学
派
の
責
任
と
い
う
公
準
は
維
持
し
つ
つ
も
、
自
由
の
評
価
に
基
づ
い
た
個
別
化
は
不
可
能
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
他
方
で
、
イ
タ
リ
ア
学

派
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
イ
タ
リ
ア
学
派
に
お
い
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
社
会
防
衛
や
治
安
の
観
念
で
は

な
い
。
犯
罪
統
計
の
驚
異
的
な
上
昇
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、
そ
れ
を
刑
法
や
刑
事
政
策
の
念
頭
に
置
か
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
ま
た
、
犯
罪
者
の
分
類
や
、
犯
罪
原
因
の
心
理
学
的
ま
た
は
社
会
学
的
研
究
も
、
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
犯
罪
性
の
問
題
に
取
り
組

む
の
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
を
研
究
し
、
刑
罰
を
そ
れ
に
適
合
さ
せ
る
こ
と
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
を
今
日
の
よ
う
な
堕

落
の
要
因
か
ら
、
道
徳
教
化
の
道
具
へ
と
変
え
る
こ
と
が
推
奨
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
定
式
に
お
い
て
誤
り
か

つ
危
険
で
あ
る
の
は
、
責
任
の
観
念
の
放
棄
で
あ
る
。
こ
れ
は
刑
罰
を
道
徳
意
識
に
働
き
か
け
る
手
段
で
は
な
く
、
国
家
の
手
に
よ
る
「
残

忍
か
つ
恐
ろ
し
い
武
器
」
へ
と
変
え
て
し
ま
う47

）。
公
共
の
安
全
を
も
た
ら
し
、
社
会
防
衛
に
備
え
る
唯
一
の
手
段
は
、
責
任
の
観
念
の
廃
棄

で
は
な
く
、
こ
れ
を
認
識
の
中
に
定
着
さ
せ
、
ま
す
ま
す
確
か
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る48

）。

⑵

責
任
と
自
由
の
観
念

サ
レ
イ
ユ
に
お
け
る
責
任
と
自
由
の
説
明
は
、
極
め
て
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
全
て
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
以
下
で
は
著
書
の
中

で
強
調
さ
れ
て
い
る
諸
点
か
ら
、
そ
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
サ
レ
イ
ユ
は
、
タ
ル
ド
に
依
拠
し
な
が
ら
、
責
任
が
社
会
的
な
観
念
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
責
任
の
観
念

は
、
複
雑
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
極
め
て
単
純
か
つ
均
一
な
感
情
の
同
一
性
に
行
き
着
く
。
そ
こ
に
は
一
定
の
社
会
的
な
同
一

性
（id

en
tite

）、
タ
ル
ド
流
の
言
い
方
を
す
れ
ば
社
会
的
な
類
似
性
（sim

ilitu
d
e

）
が
あ
る
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
同
じ
集
団
に
所
属
し
て
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い
る
と
い
う
感
覚
、
社
会
の
他
の
構
成
員
に
対
す
る
同
一
性
、
類
似
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
者
を
有
責
で
あ
る
と

擬
律
す
る
こ
と
は
、
そ
の
心
理
の
あ
り
方
や
生
活
の
関
わ
り
に
お
い
て
、

も
と
も
と
は
そ
の
者
が
類
似
（sim

ila
ire

）
し
て
い
た
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
諸
個
人
の
間
で
責
任
を
生
み
出
す
の
は
、
こ
の
各
人
に
お
け
る
類
似
性
で
あ
る49

）。
そ
し
て
、
責
任
の
関
係
に
お

い
て
最
初
に
必
要
な
の
は
、
人
間
相
互
の
接
触
で
あ
る
。
例
え
ば
、
無
人
島
に
一
人
で
暮
ら
す
ロ
ビ
ン
ソ
ン
に
は
、
責
任
の
観
念
は
芽
生
え

な
い
。
彼
の
中
に
そ
れ
を
目
覚
め
さ
せ
る
に
は
、
現
実
の
自
分
の
ほ
か
に
、
あ
る
べ
き
存
在
と
し
て
の
架
空
の
自
分
、
あ
る
い
は
神
と
い
っ

た
別
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
そ
れ
は
要
す
る
に
他
者
の
存
在
で
あ
り
、
社
会
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
責
任
と
は
、
何
に
も
ま
し
て
社
会

的
な
観
念
で
あ
る
。
非
類
似
性
（d

issm
ilitu

d
e

）
は
、
あ
る
者
か
ら
他
者
へ
の
責
任
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
り
、
精
神
病
者
（a

lien
e

）

は
、
自
己
に
対
し
て
も
他
者
に
対
し
て
も
完
全
な
無
関
係
（etra

n
g
er

）
と
な
っ
た
者
で
あ
る50

）。

次
に
サ
レ
イ
ユ
は
、
自
由
の
観
念
を
論
じ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
自
由
と
は
責
任
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
正
常

な
人
間
で
あ
れ
ば
す
ぐ
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
推
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
行
為
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
こ

の
自
由
が
具
体
的
な
探
求
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
絶
対
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
由
そ
れ
自
体
を
観
察
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
サ
レ
イ
ユ
は
、

自
由
は
、
も
は
や
必
ず
し
も
行
為
（a

cte

）
で
は
な
い
。
そ
れ
は
状
態

（eta
t

）
で
あ
り
、
人
間
自
身
の
完
全
な
制
御
下
に
あ
る
人
間
の
状
態
」
で
あ
る
と
す
る51

）。
そ
し
て
「
自
由
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
に
し
て

も
、
も
は
や
最
後
の
抵
抗
の
力
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
我
々
の
中
に
あ
り
、
外
的
な
影
響
に
対
抗
し
う
る
反
応
の
根
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
抵
抗
の
力
は
、
外
部
か
ら
来
た
も
の
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
、
生
ぜ
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
（
…
）
条
件
づ
け
ら
れ
、
決
定
さ
れ
る
こ
と
は

必
ず
し
も
な
い
」
も
の
で
あ
る52

）。
か
く
理
解
さ
れ
る
自
由
は
、
個
別
に
把
握
さ
れ
る
我
々
の
行
為
と
の
関
係
で
考
慮
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
も

は
や
「
必
然
的
に
現
在
す
る
も
の
（a

ctu
a
lite

）」
で
は
な
く
、

潜
在
し
て
い
る
も
の
（v

irtu
a
lite

）」
で
あ
る
。
我
々
が
我
々
の
行
為
に

影
響
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
感
情
に
作
用
す
る
存
在
の
本
質
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
行

為
は
、
潜
在
的
な
自
由
の
行
為
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る53

）。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
う
し
た
潜
在
す
る
自
由
の
あ
り
方
を
、
聖
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書
の
「
毒
樹
は
毒
の
実
を
結
ぶ
」
と
い
う
寓
話
に
な
ぞ
ら
え
、
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

自
由
と
は
、
土
を
整
え
、
そ
れ
を
良
く
も
悪
く

も
し
、

…
）
そ
の
中
に
善
の
堆
積
（d

ep
o
t

）
を
保
有
す
る
力
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
る54

）」。
そ
こ
で
人
間
は
、
そ
の
行
為
（
‖
果
実
）
に

お
い
て
必
ず
し
も
自
由
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
道
徳
的
な
人
格
の
発
展
に
お
い
て
自
由
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
自
由

が
あ
ら
ゆ
る
先
行
す
る
決
定
因
か
ら
独
立
し
て
作
用
す
る
力
な
の
か
ど
う
か
を
我
々
は
知
り
え
な
い
が
、
そ
れ
は
人
間
の
道
徳
的
な
内
面
に

影
響
を
与
え
る
力
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
人
格
を
変
容
、
改
良
し
、
そ
し
て
、
そ
の
媒
介
的
な
条
件
付
け
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
あ

ら
ゆ
る
行
為
を
決
定
す
る
た
め
に
絶
え
ず
自
分
自
身
に
働
き
か
け
る
力
で
あ
る55

）。
し
た
が
っ
て
、
自
由
と
は
、
我
々
の
「
意
思
の
作
用

（a
cte d

e n
o
tre v

o
lo
n
te

）」
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
「
人
格
の
状
態
（eta

t d
e n
o
tre p

erso
n
n
a
lite

）」
で
あ
り
、
刑
罰
の
基
礎
と
評
価

の
た
め
に
考
慮
す
べ
き
は
こ
ち
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る56

）。

⑶

刑
の
個
別
化
と
目
的

サ
レ
イ
ユ
は
、
刑
罰
が
自
由
と
責
任
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
社
会
的
・
公
的
非
難
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
れ
が
制
裁
で
あ
る
と
い
う
観

念
を
、
新
古
典
学
派
か
ら
引
き
継
い
で
い
る
。
そ
れ
で
は
、
刑
の
個
別
化
は
ど
の
よ
う
な
基
準
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
次
の

一
節
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

刑
罰
は
、
新
古
典
学
派
の
原
理
で
あ
る
責
任
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
イ
タ
リ
ア

学
派
の
原
理
で
あ
る
個
人
の
心
理
的
な
評
価
を
特
に
考
慮
し
て
適
用
さ
れ
る57

）」。
こ
の
個
別
化
の
手
続
き
は
、
次
の
手
順
を
踏
む
こ
と
に
な

る
。

刑
罰
の
性
質
を
決
め
る
の
は
、
個
人
の
性
質
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
別
的
な
調
整
（a

d
a
p
ta
tio
n

）
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
ほ
か
な
ら

ぬ
個
別
化
の
定
義
で
あ
る
。
刑
罰
は
犯
罪
者
の
分
類
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
犯
罪
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
も
は
や
な
い
。
し

か
し
、
刑
罰
の
期
間
は
、
多
少
な
り
と
も
か
な
り
の
程
度
ま
で
、
刑
法
が
提
示
す
る
比
例
的
な
程
度
に
応
じ
て
、
犯
罪
の
客
観
的
な
重
大
性

に
な
お
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
刑
罰
の
適
用
（a

p
p
lica

tio
n

）
の
基
準
と
し
て
認
め
ら
れ
る
個
別
化
の
観
念
と
、
消
え
る
こ
と
の
な
い
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客
観
的
な
比
例
性
の
観
念
と
の
間
で
、
今
や
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
調
和
は
か
く
な
さ
れ
る58

）」。
つ
ま
り
サ
レ
イ
ユ
は
、
刑
の
個
別
化
が
、

犯
罪
の
重
大
さ
と
責
任
非
難
の
程
度
に
応
じ
た
刑
の
期
間
と
し
て
表
さ
れ
る
段
階
と
、
個
人
の
性
質
に
対
し
て
調
整
さ
れ
る
刑
の
適
用
の
段

階
と
い
う
二
段
階
で
な
さ
れ
る
も
の
と
理
解
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
者
を
新
古
典
学
派
に
、
後
者
を
イ
タ
リ
ア
学
派
に
依
拠
し
て
い
る
。

刑
の
個
別
化
の
よ
り
具
体
的
な
方
法
は
、
個
別
化
の
主
体
の
項
で
論
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
上
記
の
よ
う
に
し
て
個
別
化
さ
れ
る
刑
罰

の
目
的
と
は
、
サ
レ
イ
ユ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
の
か
を
見
て
お
き
た
い
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
イ
タ
リ
ア
学
派
の
発
想
を
引
き
継

ぎ
、
刑
罰
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
社
会
の
保
護
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
実
に
職
業
的
犯
罪
者
、
矯
正
不
可
能
な
者
が
い
る
こ
と
を
否

定
せ
ず
、
そ
う
し
た
者
に
対
し
て
科
さ
れ
る
ル
レ
ガ
シ
オ
ン
の
制
度
に
、
イ
タ
リ
ア
学
派
か
ら
の
直
接
の
発
想
を
認
め
て
い
る59

）。
し
か
し
な

が
ら
、
本
書
に
お
い
て
サ
レ
イ
ユ
は
、
む
し
ろ
刑
罰
が
「
更
生
の
力
（lev

ier d
e reg

en
era

tio
n

）」
と
な
る
と
い
う
点
を
強
調
す
る60

）。
す

な
わ
ち
、
人
間
が
自
由
で
あ
り
、
個
人
の
努
力
の
可
能
性
を
信
じ
る
限
り
、
そ
の
更
生
へ
の
期
待
は
残
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
犯
罪
者
の
大

部
分
は
そ
の
よ
う
な
者
で
あ
り
、
更
生
の
可
能
性
を
見
込
ん
だ
改
善
の
刑
罰
（p

ein
es d

e refo
rm
e

）
に
服
す
る
こ
と
に
な
る61

）。
こ
の
改

善
の
刑
罰
の
条
件
を
サ
レ
イ
ユ
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
受
刑
者
の
品
位
を
落
と
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

ま
た
刑
罰
を
科
さ
れ
る
者
が
、
社
会
的
な
零
落
で
は
な
く
、
道
徳
的
な
零
落
を
感
じ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
刑
罰
を
科
す

社
会
は
、
終
局
的
な
追
放
や
降
格
な
し
に
、
道
徳
的
な
非
難
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
刑
罰
の
心
理
的
な
印
象
は
、
何
に
も
ま
し
て

過
去
に
と
ら
わ
れ
続
け
る
の
で
は
な
く
、
未
来
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悔
恨
や
、
今
や
い
っ
そ
う
の
恥
へ
の
固
執
は
、

個
人
の
更
生
の
も
っ
と
も
大
き
な
障
害
で
あ
り
続
け
る
。
法
は
零
落
し
た
人
々
の
も
と
で
さ
え
、
い
や
そ
う
し
た
人
々
の
も
と
で
こ
そ
、
自

主
性
と
道
徳
的
な
進
歩
の
唯
一
の
萌
芽
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る62

）。

サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
刑
罰
制
度
を
既
に
有
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
政
治
犯
に
対
す
る
禁
錮

刑
と
違
警
罪
に
対
す
る
単
純
警
察
拘
禁
（em

p
riso

n
n
em
en
t d

e sim
p
le p

o
lice

）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
ら
の
不
名
誉
も
、
刑
罰
へ
の

服
従
の
印
で
あ
る
徒
刑
も
含
ま
な
い
、
純
粋
な
法
的
制
裁
で
あ
る63

）。
も
う
一
つ
は
、
一
八
九
一
年
の
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
法
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
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刑
の
執
行
猶
予
制
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
刑
法
の
方
向
性
に
お
い
て
新
た
な
転
換
期
と
し
て
際
立
つ
も
の
で
あ
る
。
サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
そ

れ
は
結
局
、
言
葉
の
よ
り
良
い
意
味
で
の
刑
事
政
策
と
い
う
観
念
の
受
容
の
た
め
に
、
絶
対
的
な
正
義
と
い
う
観
念
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
よ
り
良
い
正
義
と
は
人
を
救
済
す
る
も
の
で
あ
り
、
執
行
猶
予
の
よ
う
な
条
件
付
き
判
決
は
、
そ
れ
以
外
の
目
的
を
持
た
な

い
も
の
で
あ
る64

）。
３

刑
の
個
別
化
の
主
体

以
上
の
検
討
を
経
て
、
本
書
の
最
後
で
は
、
刑
の
個
別
化
の
主
体
と
方
法
が
検
討
さ
れ
る
。
サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
刑
の
個
別
化
の
主
体

に
は
三
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
律
が
予
め
定
め
る
法
的
個
別
化
（in

d
iv
id
u
a
lisa

tio
n
 
leg
a
le

）、
裁
判
に
お
い
て
裁
判
官
と
陪
審
が

行
う
司
法
的
個
別
化
（in

d
iv
id
u
a
lisa

tio
n
 
ju
d
icia

ire

）、
そ
し
て
刑
の
途
中
で
行
刑
当
局
が
行
う
行
政
的
個
別
化
（in

d
iv
id
u
a
lisa

tio
n

 
a
d
m
in
istra

tiv
e

）
で
あ
る65

）。
以
下
で
は
、
そ
の
内
容
と
サ
レ
イ
ユ
の
評
価
を
検
討
す
る
。

⑴

法
的
個
別
化

サ
レ
イ
ユ
は
、
法
的
個
別
化
を
そ
れ
ほ
ど
重
視
し
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

実
際
に
法
が
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
類
型
だ
け

で
あ
り
、
個
人
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る66

）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
完
全
に
無
用
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
者
の
法

的
分
類
に
資
す
る
諸
要
素
を
提
供
し
、
各
人
に
合
っ
た
刑
の
執
行
制
度
を
組
織
化
す
る
こ
と
は
法
の
役
割
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
裁
判
官
の

恣
意
を
制
限
す
る
た
め
の
法
定
刑
の
役
割
、
と
り
わ
け
上
限
を
定
め
る
こ
と
は
、
な
お
重
視
し
て
い
る67

）。
法
定
刑
は
、
特
定
の
犯
罪
に
対
し

て
提
示
さ
れ
る
比
例
的
な
重
大
性
を
表
す
指
標
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
犯
罪
の
社
会
的
な
重
大
性
を
考
慮
し
た
比
例
的
か
つ
名
目
上
の
基
準
と
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し
て
の
意
味
を
持
つ68

）。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
法
は
あ
く
ま
で
大
ま
か
な
土
台
と
柔
軟
な
評
価
の
要
素
を
提
供
す
る
に
留
ま
り
、
厳
密

な
個
人
の
分
類
は
、
裁
判
官
に
任
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
反
対
に
、
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
が
、
法
が
定
め
る
強
制
的
な
基
準
に

よ
っ
て
、
刑
が
決
め
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
と
り
わ
け
一
八
八
五
年
の
矯
正
不
可
能
な
者
に
対
す
る
ル
レ
ガ
シ
オ
ン
の

法
律
は
、
法
の
定
め
る
類
型
に
当
て
は
ま
れ
ば
直
ち
に
刑
を
科
す
も
の
で
あ
り
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
れ
を
粗
悪
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
と
し
て

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
は
常
に
疑
わ
し
い
、
し
ば
し
ば
偽
り
の
推
測
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
犯
罪
者
の
性
質
に
つ
い
て
見

出
そ
う
と
す
る
兆
候
を
、
な
さ
れ
た
犯
罪
行
為
の
特
性
の
中
に
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
っ
た
く
不
十
分
な
も
の
で

あ
る
か
ら
」
で
あ
る69

）。

⑵

司
法
的
個
別
化

司
法
的
個
別
化
に
お
い
て
主
体
と
な
り
う
る
の
は
、
裁
判
官
と
陪
審
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
裁
判
官
の
役
割
を

重
視
し
、
陪
審
に
よ
る
個
別
化
を
極
め
て
限
定
的
な
も
の
と
し
て
し
か
捉
え
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
個
別
化
の
判
断
が
心
理
学
的
な
分

析
の
問
題
に
関
わ
る
以
上
、
そ
の
判
断
を
も
っ
ぱ
ら
感
情
的
で
本
能
的
な
陪
審
の
感
覚
に
委
ね
て
し
ま
う
の
は
、
少
な
く
と
も
ア
・
プ
リ
オ

リ
に
は
受
け
入
れ
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
か
つ
て
の
よ
う
に
陪
審
か
ら
完
全
に
刑
の
軽
減
事
情
を
奪
っ
て
し
ま
う
と
、
不
信
感

に
よ
る
無
罪
判
決
を
誘
発
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
ド
イ
ツ
の
参
審
制
（ech

ev
in
a
g
e

）
の

よ
う
な
刑
の
選
択
の
た
め
の
特
別
な
陪
審
制
度
が
あ
り
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
通
常
の
陪
審
、
サ
レ
イ
ユ
の
言
い
方
を
す
れ
ば
「
当
て

ず
っ
ぽ
う
に
な
さ
れ
る
」
陪
審
は
、
世
論
の
代
表
者
で
は
あ
る
が
、
専
門
的
な
適
性
は
欠
い
て
い
る
。
ゆ
え
に
基
本
的
に
は
、
事
実
の
判
断

に
留
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い70

）。

こ
う
し
て
サ
レ
イ
ユ
は
、
刑
の
個
別
化
に
お
け
る
裁
判
官
の
任
務
を
唯
一
無
二
の
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
裁
判
官

（84-３- ）737 177

レイモン・サレイユにおける「刑の個別化」の思惟（相澤）



は
、
未
だ
十
分
な
力
を
発
揮
し
て
い
な
い
。
サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
裁
判
官
に
必
要
な
の
は
、
単
純
な
条
文
の
解
釈
や
そ
の
組
み
合
わ
せ
で

は
な
く
、
何
に
も
ま
し
て
「
人
間
理
解
」
で
あ
る
。
今
日
の
司
法
官
職
で
用
い
ら
れ
て
い
る
自
然
的
な
勘
を
、
真
に
科
学
的
な
手
法
に
代
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い71

）。
裁
判
官
が
関
心
を
抱
く
べ
き
は
最
後
に
な
さ
れ
た
行
為
で
は
な
く
、
そ
の
者
の
性
格
や
気
質
で
あ
る
。
ゆ
え
に
必
要

と
さ
れ
る
の
は
、
法
教
育
と
同
じ
く
ら
い
に
心
理
学
的
教
育
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
官
は
、
問
題
を
知
る
だ
け
で
な
く
、
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る72

）。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
次
に
裁
判
官
が
ど
の
よ
う
な
基
準
と
方
法
に
よ
っ
て
刑
の
個
別
化
を
行
う
の
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
サ
レ
イ
ユ

は
、
上
記
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
責
任
と
刑
の
個
別
化
の
基
礎
に
加
え
、
よ
り
踏
み
込
ん
だ
検
討
を
し
て
い
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
サ
レ

イ
ユ
は
、
刑
の
期
間
の
決
定
は
、
犯
罪
行
為
の
動
機
（m

o
tifs

）
の
評
価
に
基
づ
い
て
行
い
、
刑
の
性
質
ま
た
は
執
行
制
度
の
決
定
は
、
犯

罪
行
為
者
の
人
間
性
全
体
の
評
価
に
基
づ
い
て
行
う
と
い
う
、
二
段
階
の
個
別
化
の
基
準
と
方
法
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
要
約
す
れ

ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

刑
の
個
別
化
の
基
礎
と
な
る
の
は
、
動
機
の
理
論
で
あ
る
。
人
間
は
潜
在
的
に
自
由
で
あ
る
が
、
行
為
は
関
係
す
る
諸
動
機
に
よ
っ
て
決

定
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
刑
の
個
別
化
の
判
断
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
の
動
機
を
裁
判
官
が
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
も
っ
と
も
、

動
機
と
い
う
言
葉
の
意
味
は
、
犯
罪
に
お
い
て
追
及
さ
れ
る
目
的
（b

u
t

）
と
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
こ
れ
を
「
言
葉
の

第
一
の
意
味
で
の
動
機
」
と
呼
ぶ73

）。
例
え
ば
、
盗
む
た
め
に
殺
す
と
い
う
と
き
、
こ
こ
で
は
窃
み
が
殺
人
の
動
機
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
ま

た
被
相
続
人
が
相
続
人
を
毒
殺
し
た
場
合
、
犯
罪
の
動
機
は
、
よ
り
早
く
遺
産
を
受
け
取
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
動
機
と
は
、

人
々
が
犯
罪
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
し
た
結
果
と
い
う
意
味
で
表
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
意
味
で
理
解
さ
れ
る
動
機
は
、
刑
法
上

固
有
の
意
味
を
持
た
ず
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
表
面
的
な
（sy

m
p
to
m
a
tiq
u
e

）
評
価
に
過
ぎ
な
い74

）。
な
ぜ
な
ら
、
遺
産
を
得
る
た
め
の
毒

殺
は
、
彼
が
金
銭
欲
に
駆
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
誰
に
で
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
際
に
殺

人
に
及
ぶ
こ
と
は
大
抵
の
人
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
性
格
を
見
抜
く
に
は
、
そ
う
し
た
欲
求
の
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先
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
く
、
金
庫
か
ら
金
を
抜
き
取
っ
た
会
計
係
の
行
為
は
、
そ
れ
自
体
は
背
任
罪
で
あ
る
が
、
彼
は
ど
ん

な
代
償
を
払
っ
て
も
借
金
は
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
感
情
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
賭
博
の
借
金
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
返
済
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
立
派
な
感
情
で
あ
る
。
こ
の
感
情
が
不
正
行
為
に
ま
で
至
る
に
は
、
動
機
全

体
の
中
に
よ
り
深
く
踏
み
込
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
を
理
解
し
評
価
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
全
体
像
を
再
構
築
し
、
そ
し

て
心
理
的
な
状
況
の
中
に
こ
れ
を
置
き
直
す
こ
と
が
必
要
」
な
の
で
あ
る75

）。
し
か
し
、
言
葉
の
第
一
の
意
味
で
の
動
機
は
、
た
い
て
い
の
場

合
、
犯
罪
者
に
つ
い
て
何
ら
も
明
ら
か
に
し
な
い
。
ゆ
え
に
刑
の
個
別
化
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
は
、
サ
レ
イ
ユ
が
「
言
葉
の
第
二
の
意

味
の
動
機
」
と
呼
ぶ
も
の
と
な
る76

）。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
目
的
が
犯
罪
へ
と
至
る
た
め
に
は
、
こ
れ
が
人
々
の
中
に
衝
動
、
直
観
と
い
っ
た
潜
在
的
な
力
を
生

じ
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
う
し
た
も
の
が
人
々
を
犯
罪
的
な
方
法
を
用
い
る
に
至
ら
せ
る
。
例
え
ば
、
破
産
を
避
け
る
た
め
に
金
を
得

よ
う
と
す
る
欲
望
が
あ
っ
た
場
合
、
こ
の
目
的
が
犯
罪
へ
至
る
に
は
、
こ
れ
が
そ
の
者
に
犯
罪
的
な
手
段
を
用
い
る
よ
う
に
そ
そ
の
か
す
衝

動
や
直
感
を
目
覚
め
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
着
想
は
、
目
的
に
明
確
な
輪
郭
を
与
え
、
金
を
盗
む
と
い
う
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
と
な
っ
て
そ
の
者
に
つ
き
ま
と
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
思
惟
に
上
る
の
は
、
誠
実
か
つ
公
正
な
直
感
と
そ
の
反
対
の
観
念
と
の
戦
い

で
あ
る
。
公
正
と
い
う
義
務
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
観
念
が
優
勢
に
な
れ
ば
、
こ
れ
が
行
為
の
終
局
的
か
つ
決
定
的
な
要
因
と
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
行
為
の
直
接
か
つ
心
理
的
な
原
因
は
、
目
的
で
は
な
く
、
直
感
、
本
質
的
な
衝
動
で
あ
り
、
こ
れ
は
感
情
（sen

-

tim
en
t

）
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
感
情
、
ま
た
は
直
感
が
行
為
の
真
の
原
動
力
で
あ
る
。
目
的
が
こ
れ
ら
の
犯
罪
的

な
感
情
を
呼
び
覚
ま
す
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
犯
罪
行
為
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
う
し
た
心
理
的
な
要
因
こ
そ
が
、

言
葉
の
第
二
の
意

味
で
の
動
機
」
で
あ
る77

）。

以
上
の
サ
レ
イ
ユ
の
説
明
は
、
必
ず
し
も
明
快
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
が
、
要
す
る
に
、
個
別
化
に
あ
た
っ
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
動
機
と
は
、
犯
罪
行
為
の
単
な
る
目
的
で
な
く
、
犯
罪
行
為
へ
と
至
る
中
で
表
象
さ
れ
る
心
理
的
な
諸
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
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る
。
そ
し
て
、
サ
レ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
心
理
的
な
諸
要
因
は
、
刑
の
個
別
化
と
い
う
局
面
に
お
い
て
は
、
刑
の
期
間
の
判
断
に
関
係
す

る
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
「
刑
法
の
観
点
か
ら
考
慮
さ
れ
る
べ
き
動
機
は
、
犯
罪
に
着
想
を
与
え
、
こ
れ
に
い
わ
ば
支
配
的
な
手
本
を
与
え

た
で
あ
ろ
う
心
理
的
な
要
因
（
言
葉
の
第
二
の
意
味
の
動
機：

筆
者
注
）
に
お
い
て
体
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
明
確
に
さ
れ
た
動
機

は
、
ほ
ぼ
常
に
行
為
の
主
観
的
な
犯
罪
性
（crim

in
a
lite

su
b
jectiv

e

）
を
擬
律
す
る
の
に
役
立
つ
。
そ
れ
は
刑
罰
の
強
度
お
よ
び
そ
の
結

果
と
し
て
の
期
間
を
評
価
す
る
た
め
の
、
最
も
確
か
な
評
価
要
素
を
裁
判
官
に
提
供
す
る
」
も
の
で
あ
る78

）。
犯
罪
行
為
を
喚
起
す
る
心
理
的

な
諸
要
因
、
す
な
わ
ち
言
葉
の
第
二
の
意
味
で
の
動
機
は
、
行
為
者
の
主
観
的
な
犯
罪
性
を
表
す
。
こ
れ
は
い
わ
ば
行
為
者
へ
の
非
難
の
程

度
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
サ
レ
イ
ユ
は
、

刑
罰
は
、
そ
の
期
間
の
点
で
、
二
つ
の
評
価
の
単
位
を
持
っ
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
の

「
一
つ
は
客
観
的
か
つ
法
的
評
価
で
あ
り
、
抽
象
的
な
観
点
か
ら
把
握
さ
れ
る
犯
罪
の
社
会
的
重
大
性
に
基
づ
い
て
い
る
」
も
の
で
あ
る79

）。

こ
れ
は
法
定
刑
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

も
う
一
つ
は
主
観
的
評
価
で
あ
り
、
い
わ
ば
行
為
の
中
で
把
握
さ
れ
る
犯
罪
性
か
ら

抽
出
さ
れ
（
…
）
犯
罪
に
着
想
を
与
え
た
感
情
ま
た
は
心
理
的
要
因
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る80

）。
こ
ち
ら
が
言
葉
の
第
二
の
意

味
の
動
機
を
指
し
て
い
る
。
刑
の
期
間
は
、
こ
の
二
つ
の
評
価
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
。

次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
刑
の
性
質
ま
た
は
執
行
制
度
の
個
別
化
で
あ
る
。
こ
の
点
サ
レ
イ
ユ
は
、
前
述
の
動
機
に
基
づ
い
た
刑
の
個
別

化
を
、
刑
の
性
質
の
個
別
化
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
普
通
法
上
の
犯
罪
者
に
対
す
る
不

名
誉
な
性
質
を
持
っ
た
刑
罰
（
例
え
ば
懲
役
刑
）
と
、
政
治
犯
等
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
性
質
を
持
た
な
い
刑
罰
（
例
え
ば
禁
錮
刑
）
の
よ

う
に
、
行
為
に
至
る
過
程
に
現
れ
る
行
為
者
の
心
理
的
な
要
因
に
基
づ
い
て
刑
の
性
質
を
変
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る81

）。
た
だ
し
、
動
機
に

よ
っ
て
刑
の
性
質
を
変
え
た
と
し
て
も
、
刑
罰
自
体
に
不
名
誉
さ
を
伴
わ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
有
罪
判
決
は
社
会
的
な
評
価

で
あ
り
、
こ
れ
を
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
に
汚
名
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
続
く
刑
罰
に
不
名
誉
が
伴
う
必
要

は
な
く
、
既
に
汚
名
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
以
上
、
今
度
は
そ
れ
を
返
上
し
、
名
誉
を
回
復
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る82

）。
他
方
で
、

サ
レ
イ
ユ
は
、
刑
罰
か
ら
峻
厳
さ
が
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
も
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
刑
罰
は
厳
し
く
な
け
れ
ば
制
裁
に
な
ら
ず
、
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反
省
も
良
心
の
呵
責
も
換
気
し
な
い
も
の
と
な
り
、
ま
た
刑
罰
が
厳
し
く
な
け
れ
ば
威
嚇
で
あ
る
こ
と
も
止
め
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る83

）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
犯
罪
者
の
動
機
（
言
葉
の
第
二
の
意
味
の
動
機
）
と
い
う
面
か
ら
の
刑
の
性
質
の
個
別
化
を
あ
る
程
度

認
め
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

動
機
に
よ
っ
て
、
我
々
は
本
質
的
な
内
奥
に
た
ど
り
着
く
が
、
そ
れ
で
も
表
面
的
で
あ
る
」
と
し
、
そ
れ
の

み
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
す
る84

）。
す
な
わ
ち
、

執
行
制
度
を
導
く
の
は
、
人
間
存
在
の
本
質
（fo

n
d
 
d
e l’etre

）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
潜

在
的
か
つ
静
的
な
状
態
に
あ
る
受
動
的
な
犯
罪
性
に
基
づ
い
て
、
刑
の
性
質
は
定
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い85

）」。
こ
れ
は
刑
の
性
質
と
執

行
制
度
を
個
別
化
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
行
為
に
至
る
過
程
の
中
で
現
れ
る
感
情
や
直
観
（
言
葉
の
第
二
の
意
味
で
の
動
機
）
だ
け
で
は
な

く
、
よ
り
本
質
的
な
人
間
の
全
体
を
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
基
づ
き
、
サ
レ
イ
ユ
は
、
犯
罪

行
為
者
を
、
犯
罪
性
の
な
い
者
、
表
面
的
な
犯
罪
性
の
み
有
す
る
者
、
本
質
的
な
犯
罪
性
を
有
す
る
者
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
威
嚇
の
刑

罰
、
改
善
の
刑
罰
、
保
安
の
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る86

）。

か
く
し
て
、
サ
レ
イ
ユ
に
よ
る
刑
の
期
間
と
、
刑
の
性
質
な
い
し
執
行
制
度
の
個
別
化
は
、
以
下
の
よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
。

裁
判
官

は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
二
つ
の
観
点
と
二
つ
の
基
礎
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
官
は
、
行
為
を
特
徴
づ
け
た
能
動
時
な
犯
罪
性

（
言
葉
の
第
二
の
意
味
で
の
動
機：

筆
者
注
）
に
基
づ
い
て
刑
の
期
間
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
消
え
る
こ
と
の
な
い
制
裁
の

観
念
に
一
致
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
は
、
行
為
者
の
受
動
的
な
犯
罪
性
、
言
い
換
え
れ
ば
行
為
者
の
性
格
の
本
質
に
基
づ
い
て
、
刑
の
性

質
を
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
刑
の
目
的
と
個
別
化
の
観
念
に
一
致
す
る
。
こ
の
受
動
的
な
犯
罪
性
の
程
度
は
、
多
く
の
場
合
、

動
機
や
行
為
の
主
観
的
犯
罪
性
の
暴
露
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
こ
れ
に
役
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点

か
ら
す
る
と
、
評
価
の
完
全
な
自
由
が
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い87

）」。
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⑶

行
政
的
個
別
化

サ
レ
イ
ユ
は
、
最
後
に
行
政
的
個
別
化
を
検
討
す
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
サ
レ
イ
ユ
の
個
別
化
の
比
重
は
、
相
当
程
度
、
司
法
的
個
別
化

に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
行
刑
当
局
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
刑
の
個
別
化
そ
れ
自
体
を
無
用
と
は
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

司
法
的
個
別
化
は
、
判
決
の
言
い
渡
し
の
段
階
で
行
わ
ざ
る
を
え
ず
、
刑
の
執
行
制
度
と
刑
の
期
間
の
両
面
に
お
い
て
、
常
に
不
十
分
さ
が

伴
う
か
ら
で
あ
る
。

刑
の
執
行
制
度
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
犯
罪
者
や
犯
罪
の
分
類
が
い
か
に
優
れ
た
も
の
と
な
ろ
う
と
も
、
司
法
的
個
別
化
は
診
断
に
過
ぎ

な
い
。
医
師
の
治
療
で
あ
れ
ば
、
診
断
の
み
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
治
療
薬
を
投
与
し
、
各
人
に
合
わ
せ
て
変
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
は
適
用
す
る
も
の
の
役
割
で
あ
り
、
刑
罰
で
あ
れ
ば
執
行
機
関
の
仕
事
と
な
る
。
ゆ
え
に
行
刑
当
局
が
各
人
の
教
育
的
か
つ
心
理

的
な
要
請
に
刑
を
個
別
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
法
は
執
行
制
度
の
調
整
に
十
分
な
主
導
性
と
弾
力
性
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い88
）。他

方
、
刑
の
期
間
と
い
う
点
で
も
、
不
十
分
さ
は
伴
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
が
改
善
の
措
置
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ら

か
じ
め
そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
期
日
を
決
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
医
師
が
疾
病
の
期
間
が
い
か
ほ
ど
か
を
制
限
す
る
こ
と
が
不
合
理
で

あ
る
の
と
同
様
に
、
道
徳
的
な
更
生
の
期
日
を
限
定
す
る
こ
と
も
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
裁
判
官
は
、
犯
罪
者
を
評
価
し
、
区
別
し
、
そ
し
て

刑
を
選
択
し
、
適
用
す
る
が
、
善
人
へ
の
回
帰
に
必
要
な
期
間
を
予
測
す
る
こ
と
は
難
し
い89

）。
そ
し
て
、
事
情
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
裁

判
官
が
刑
の
期
間
を
決
定
す
る
と
い
う
司
法
的
個
別
化
の
定
式
が
、
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
官
に
よ

る
刑
の
期
間
の
決
定
を
排
除
す
れ
ば
、

制
裁
と
責
任
の
最
後
の
痕
跡
が
消
失
し
（
…
）
正
義
の
観
念
が
介
在
す
る
余
地
が
な
く
な
る
」
こ

と
に
な
る90

）。
こ
こ
で
サ
レ
イ
ユ
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
イ
に
よ
っ
て
一
八
七
〇
年
代
半
ば
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
エ
ル
マ
イ
ラ

で
実
施
さ
れ
た
矯
正
院
の
試
み
を
取
り
上
げ
な
が
ら91

）、
不
定
期
刑
の
あ
り
方
に
つ
い
て
若
干
の
検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
こ
で
サ
レ
イ
ユ

（法政研究84-３- ）182 742

論 説



は
、
エ
ル
マ
イ
ラ
で
の
試
み
が
大
き
な
利
点
を
有
し
て
お
り
、

素
晴
ら
し
い
成
果
」
を
挙
げ
る
も
の
と
賞
賛
し
て
い
る92

）。
し
か
し
な
が
ら
、

他
方
で
、
不
定
期
刑
制
度
が
制
裁
と
責
任
の
観
念
の
消
失
に
至
り
う
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
導
入
に
は
慎
重
な
立
場
を
表
明
し
て
い
る
。
と

り
わ
け
、
最
初
に
刑
の
上
限
が
何
ら
示
さ
れ
ず
、
終
身
の
拘
禁
を
可
能
と
す
る
よ
う
な
不
定
期
刑
の
制
度
は
「
恐
ろ
し
い
（effra

y
a
n
t

）」

も
の
で
あ
る
と
す
る93

）。
ま
た
不
定
期
刑
に
何
ら
の
下
限
が
設
け
ら
れ
な
い
こ
と
も
、
制
裁
の
観
念
に
反
す
る
と
す
る94

）。
結
局
、
サ
レ
イ
ユ

は
、

司
法
の
判
決
に
組
み
入
れ
ら
れ
る
下
限
と
い
う
こ
の
唯
一
の
形
式
の
下
で
、
ま
た
お
そ
ら
く
二
重
の
限
界
（
上
限
と
下
限：

筆
者
注
）

と
い
う
形
で
も
っ
て
、
不
定
期
刑
の
試
み
は
我
が
国
で
、
そ
れ
も
制
裁
と
責
任
の
観
念
を
放
棄
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
人
々
に
よ
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る95

）。
こ
の
点
か
ら
す
る
と
、
行
政
的
個
別
化
は
、
刑
の
性
質
ま
た
は
執
行
制
度
に
関
し
て
は
あ
る
程
度
の

柔
軟
性
を
認
め
つ
つ
も
、
刑
の
期
間
に
関
し
て
は
司
法
的
個
別
化
の
枠
内
で
、
言
い
換
え
れ
ば
、
責
任
と
制
裁
の
観
念
に
反
し
な
い
限
り
で

行
わ
れ
う
る
と
す
る
の
が
、
サ
レ
イ
ユ
の
結
論
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

最
後
に
、
サ
レ
イ
ユ
の
刑
の
個
別
化
理
論
を
要
約
し
て
お
こ
う
。
サ
レ
イ
ユ
は
、
新
古
典
学
派
か
ら
自
由
と
責
任
の
観
念
を
、
イ
タ
リ
ア

実
証
学
派
か
ら
個
人
の
評
価
と
個
別
化
の
観
念
を
採
用
す
る
。
刑
罰
は
、
社
会
的
非
難
の
表
明
と
し
て
の
責
任
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
が
、
個

人
の
心
理
的
な
評
価
を
基
準
に
し
て
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
刑
の
個
別
化
に
は
、
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
第
一
段
階
の
法
的
個
別
化
で
は
、
行

為
の
社
会
的
な
重
大
性
に
比
例
し
て
、
適
用
さ
れ
る
刑
の
分
類
と
限
界
が
法
律
に
よ
っ
て
確
定
さ
れ
る
。
第
二
段
階
の
司
法
的
個
別
化
で

は
、
陪
審
は
事
実
認
定
に
留
ま
り
、
裁
判
官
が
次
の
二
つ
の
観
点
か
ら
刑
を
個
別
化
す
る
。
ま
ず
犯
罪
行
為
へ
と
至
る
直
感
や
感
情
（
言
葉

の
第
二
の
意
味
で
の
動
機
‖
能
動
的
な
犯
罪
性
）
に
基
づ
き
、
刑
の
期
間
が
評
定
さ
れ
る
。
こ
れ
と
合
わ
せ
て
、
次
に
行
為
者
の
人
間
性

（
受
動
的
な
犯
罪
性
）
を
全
体
的
に
評
価
し
、
刑
の
性
質
ま
た
は
執
行
制
度
が
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
段
階
の
行
政
的
個
別
化
で
は
、
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司
法
的
個
別
化
の
不
十
分
な
点
を
補
い
、
刑
執
行
中
の
受
刑
者
の
変
化
に
合
わ
せ
た
柔
軟
な
対
応
が
要
求
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
無
制
限
の
刑

の
延
長
や
短
す
ぎ
る
期
間
で
の
釈
放
と
い
っ
た
制
裁
の
観
念
に
反
す
る
や
り
方
は
完
全
に
排
除
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
適
用
さ
れ
る
刑

罰
の
主
要
な
目
的
は
、
犯
罪
行
為
者
の
更
生
で
あ
る
。

以
上
、
極
め
て
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
の
検
討
を
通
じ
て
、
サ
レ
イ
ユ
に
お
け
る
刑
の
個
別
化
理
論
の
内
容
の
み
な
ら
ず
、
刑
の

個
別
化
の
観
念
を
検
討
す
る
際
に
有
益
か
つ
必
要
な
視
座
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
サ
レ
イ
ユ
に
お

け
る
刑
の
個
別
化
の
理
論
は
、
こ
れ
以
降
、
い
わ
ゆ
る
新
・
新
古
典
主
義
（n

eo
-cla

ssicism
e n
o
u
v
ea
u

）
と
呼
ば
れ
る
論
者
に
引
き
継
が

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
主
唱
者
の
一
人
で
あ
る
メ
ル
ル
‖
ヴ
ィ
チ
ュ
は
、
サ
レ
イ
ユ
の
刑
の
個
別
化
の
観
念
を
発
展
さ
せ
、
新
古
典

主
義
の
道
徳
的
責
任
の
刷
新
を
図
っ
て
い
る96

）。
そ
こ
で
は
、
サ
レ
イ
ユ
流
の
刑
の
個
別
化
は
、
判
決
裁
判
官
に
よ
る
有
罪
判
決
と
、
そ
の
後

の
刑
罰
適
用
裁
判
官
（ju

g
e d

e l’a
p
p
lica

tio
n d

es

97
）

p
ein
es

）
に
よ
る
処
遇
制
度
の
決
定
お
よ
び
修
正
と
い
う
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
司
法

制
度
に
見
合
う
形
に
リ
フ
ァ
イ
ン
さ
れ
て
い
る98

）。
ま
た
、
こ
の
現
代
の
新
古
典
学
派
と
対
抗
関
係
に
あ
る
新
社
会
防
衛
学
派
の
動
向
と
、
彼

ら
が
示
す
刑
の
個
別
化
の
あ
り
方
も
、
フ
ラ
ン
ス
実
定
法
に
対
す
る
影
響
と
い
う
点
で
、
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る99

）。
加
え

て
、
今
日
、
刑
の
個
別
化
の
観
念
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
八
条
前
段
の
「
厳
格
か
つ
明
白
に
必
要
な
刑
罰
」
に
由
来
す
る
憲
法
上
の
価
値

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る100

）。
こ
う
し
た
刑
の
個
別
化
理
論
の
さ
ら
な
る
展
開
と
現
代
的
な
意
義
の
解
明
を
今
後
の
課
題
と
し

た
い101

）。
１
）

本
稿
で
の
引
用
等
は
、R

ey
n
a
ld O

T
T
E
N
H
O
F
(d
ir.),

L
’in
d
ivid

u
alisation

 
d
e la pein

e:
d
e S

aleilles a
au
jou
rd
’h
u
i,
R
a
m
o
n
v
ille:

E
res,

2001

に
収
録
さ
れ
て
い
るR

a
y
m
o
n
d S

A
L
E
IL
L
E
S
,
L
’in
d
ivid

u
alisation d

e la pein
e:
É
tu
d
e d
e crim

in
alite

sociale

第
三
版
（
一
九
二

七
年
）
の
再
版
（reed

itio
n

）
に
依
拠
し
て
お
り
、
頁
番
号
も
本
書
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。
な
お
以
降
の
脚
注
で
は
、
便
宜
的
に
本
書
を

S
A
L
E
IL
L
E
S

と
す
る
。

２
）

C
ecile B

R
A
B
E
R
G
E
R
,
“É
g
a
lite et in

d
iv
id
u
a
lisa

tio
n d

e la p
ein
e”,

R
ey
n
a
ld O

T
T
E
N
H
O
F
,
L
’in
d
ivid

u
alisation

 
d
e la pein

e:
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d
e S

aleilles a
au
jou
rd
’h
u
i,
R
ey
n
a
ld O

T
T
E
N
H
O
F
(d
ir.),

R
a
m
o
n
v
ille:

E
res,

2001.
p
.208.

３
）

本
書
の
先
駆
的
な
紹
介
と
し
て
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
牧
野
英
一
『
刑
事
學
の
新
思
潮
と
新
刑
法
』

有
斐
閣
、
一
九
二
八
年
）
五
五
頁
以
下
、

同
「
刑
罰
個
別
主
義
と
フ
ラ
ン
ス
の
新
刑
事
訴
訟
法
｜
刑
政
時
評
」
季
刊
刑
政
八
巻
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
一
一
三

一
二
三
頁
お
よ
び
同
「
個
別
化
と

い
う
観
念
の
進
化
」
季
刊
刑
政
八
巻
二
号
（
一
九
六
〇
年
）
九
一

九
八
頁
。

４
）

例
え
ば
、

こ
れ
ま
で
刑
期
全
部
の
実
刑
か
刑
期
全
部
の
執
行
猶
予
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
か
っ
た
が
、
同
制
度
は
、
刑
の
言
渡
し
の
新
た
な
選
択

肢
を
増
や
し
、
い
わ
ゆ
る
刑
の
個
別
化
と
い
う
刑
事
政
策
の
要
請
に
応
え
る
も
の
と
し
て
刑
罰
史
上
も
大
き
な
意
義
を
有
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
今
福

章
二
「
更
生
保
護
と
刑
の
一
部
執
行
猶
予
」
更
生
保
護
学
研
究
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
）
二
〇

三
五
頁
。
ま
た
薬
物
事
犯
者
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参

照
の
こ
と
。
丸
山
泰
弘
「
薬
物
使
用
者
に
対
す
る
刑
の
一
部
の
執
行
猶
予
制
度：

刑
の
個
別
化
と
一
部
猶
予
」
立
正
法
学
論
集
四
六
巻
一
・
二
号
（
二
〇

一
三
年
）
八
七

一
一
九
頁
。

５
）

C
h
risto

p
h
e JA

M
IN
,
“L
e v

ieu
x rev

e d
e S

a
leilles et L

a
m
b
ert rev

isite.
A
 
p
ro
p
o
s d
u cen

tre-n
a
ire d

u C
o
n
g
res in

tern
a
tio
n
a
l

 
d
e d

ro
it co

m
p
a
re
d
e P

a
ris”,

R
evu

e in
tern

ation
ale d

e d
roit com

pare
,
V
o
l.
54 N

4,
2000,

p
p
.
734

735.

６
）

B
ru
n
o D

R
E
Y
F
U
S
,
R
egard

 
con

tem
porain

 
d
u
r la d

efen
se social n

ou
velle d

e M
arc A

n
cel,

P
a
ris:

L
’H
a
rm
a
tta
n
,
2010,

p
.
59.

７
）

フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
刑
事
立
法
改
革
と
そ
の
性
格
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
澤
登
佳
人
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
と
近
代
刑
事
法
」
法
律
時
報

六
一
巻
八
号
（
一
九
八
九
年
）
三
四

三
九
頁
、
新
倉
修
「
フ
ラ
ン
ス
人
権
宣
言
と
刑
事
立
法
改
革
」
長
谷
川
正
安
‖
渡
辺
洋
三
‖
藤
田
勇
（
編
）『
講

座
・
革
命
と
法
（
第
１
巻
）
市
民
革
命
と
法
』

日
本
評
論
社
、
一
九
八
九
年
）
一
七
七

一
九
八
頁
お
よ
び
桜
木
澄
和
「
初
期
市
民
刑
法
に
お
け
る
自
由

と
人
権
の
諸
規
定
｜
一
七
九
一
年
の
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
の
構
造
と
論
理
」
高
柳
信
一
‖
藤
田
勇
編
『
資
本
主
義
法
の
形
成
と
展
開
１
資
本
主
義
と
営
業
の

自
由
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
二
年
）
二
四
五

三
〇
一
頁
。

８
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
52.

９
）

一
七
九
一
年
刑
法
に
関
し
て
は
、
前
掲
注

７
）の
ほ
か
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
内
田
博
文
‖
中
村
義
孝
（
訳
）

フ
ラ
ン
ス
一
七
九
一
年
刑
法
典
」

立
命
館
法
学
九
五
号
（
一
九
七
一
年
）
一
七
八

二
〇
五
頁
。

10
）

一
七
九
一
年
刑
法
と
固
定
刑
制
度
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
平
野
泰
樹
『
近
代
フ
ラ
ン
ス
刑
事
法
に
お
け
る
自
由
と
安
全
の
史
的
展

開
』

現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
二
年
）
四
七
頁
以
下
。

11
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
52.

12
）

Id
.,
p
p
.
52

53.

13
）

Id
.,
p
.
54.

14
）

Id
.,
p
.
55.
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15
）

固
定
刑
制
度
と
陪
審
に
つ
い
て
は
、
平
野
・
前
掲
注

10
）、
七
八
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

16
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
57.

17
）

新
古
典
学
派
の
理
論
に
つ
い
て
は
、
平
野
・
前
掲
注

10
）の
ほ
か
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
江
口
三
角
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
学
に
お
け
る
犯
罪
論
の
体

系
（
１
）」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
三
一
巻
四
号
（
一
九
八
二
年
）
一

四
一
頁
お
よ
び
同
「
フ
ラ
ン
ス
新
古
典
学
派
の
刑
法
思
想
」『
団
藤
重
光
博
士
古

稀
祝
賀
論
文
集
・
第
１
巻
』

一
九
八
三
年
）
五
〇

八
五
頁
。

18
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
58.

19
）

Id
.,
p
.
61.

20
）

Ib
id
.

21
）

Id
.,
p
.
63.

22
）

フ
ラ
ン
ス
の
陪
審
制
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
中
村
義
孝
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
に
お
け
る
刑
事
裁
判
の
変
遷
」
立
命

館
法
学
一
〇
五
・
一
〇
六
号
（
一
九
七
三
年
）
一
九
三

二
二
二
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
初
期
の
重
罪
陪
審
裁
判
」
立
命
館
法
学
二
二
五
・
二
二
六
号

（
一
九
九
三
年
）
一
〇
九
三

一
一
二
九
頁
、
同
「
ナ
ポ
レ
オ
ン
刑
事
訴
訟
法
の
重
罪
陪
審
裁
判
」
立
命
館
法
学
二
三
〇
号
（
一
九
九
三
年
）
六
一

一
一

四
頁
お
よ
び
同
「
フ
ラ
ン
ス
の
重
罪
裁
判
に
お
け
る
陪
審
制
」
立
命
館
法
学
二
四
三
・
二
四
四
号
（
一
九
九
五
年
）
一
二
四
三

一
二
七
四
頁
、
な
ら
び
に

白
取
祐
司
『
フ
ラ
ン
ス
刑
事
司
法
』

日
本
評
論
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
五
三
頁
以
下
を
参
照
。

23
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
63.

な
お
平
野
・
前
掲
注

10
）、
一
七
八

一
七
九
頁
も
参
照
の
こ
と
。

24
）

Id
.,
p
.
64.

25
）

Id
.,
p
.
68.

26
）

Id
.,
p
.
69.

27
）

Id
.,
p
.
73.

28
）

Ib
id
.

29
）

Id
.,
p
.
74.

30
）

Id
.,
p
.
75.

31
）

Ib
id
.

32
）

イ
タ
リ
ア
学
派
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
恒
光
徹
「
19
世
紀
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
学
の
誕
生
と
展
開
」
岡
山
大
学
法
学

会
雑
誌
三
八
巻
三
号
（
一
九
八
九
年
）
一
五
二

一
〇
九
頁
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア
刑
法
の
紹
介
と
し
て
は
、
森
下
忠
「
戦
後
イ
タ
リ
ア
刑
法
学
の
動
向
」

イ
タ
リ
ア
学
会
誌
四
号
（
一
九
五
五
年
）
九
八

一
〇
九
頁
お
よ
び
同
『
イ
タ
リ
ア
刑
法
研
究
序
説
』

法
律
文
化
社
、
一
九
八
五
年
）
を
参
照
。
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33
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
86.

34
）

Ib
id
.

35
）

Id
.,
p
.
86.

36
）

サ
レ
イ
ユ
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
集
団
を
「
偽
の
犯
罪
者
」

fa
u
x crim

in
els

）
と
呼
ぶ
。Id

.,
p
.
88.

37
）

サ
レ
イ
ユ
は
、
そ
う
し
た
人
々
の
集
団
を
「
疑
惑
の
犯
罪
者
」

crim
in
els d

e su
sp
icio

n

）
と
呼
ぶ
。Id

.,
p
.
89.

38
）

Id
.,
p
.
91.

39
）

Id
.,
p
p
.
88

89.

40
）

Id
.,
p
.
89.

41
）

Id
.,
p
.
93.

42
）

Id
.,
p
.
94.

43
）

Id
.,
p
p
.
97

98.

44
）

Id
.,
p
.
96.

45
）

Id
.,
p
.
105.

46
）

Ib
id
.

47
）

Id
.,
p
.
106.

48
）

Ib
id
.

49
）

Id
.,
p
.
107.

50
）

Id
.,
p
.
108.

51
）

Id
.,
p
.
118.

52
）

Id
.,
p
.
119.

53
）

Id
.,
p
.
120.

54
）

Id
.,
p
.
129.

55
）

Ib
id
.

56
）

Id
.,
p
.
122.

57
）

Id
.,
p
.
114.

58
）

Id
.,
p
.
124.
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59
）

Id
.,
p
.
134.

60
）

Id
.,
p
.
131.

61
）

Id
.,
p
.
126.

62
）

Id
.,
p
p
.
127

128.

63
）

Id
.,
p
.
134.

64
）

Id
.,
p
.
136

137.

65
）

Id
.,
p
.
141.

66
）

Ib
id
.

67
）

他
方
で
、
刑
の
個
別
化
の
観
点
か
ら
、
法
定
刑
の
下
限
の
廃
止
に
は
好
意
的
で
あ
る
。Id

.,
p
.
123.

68
）

Id
.,
p
.
124.

69
）

Id
.,
p
.
144.

70
）

Id
.,
p
.
148.

な
お
現
代
の
陪
審
制
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
白
取
祐
司
「
フ
ラ
ン
ス
の
陪
審
制
は
い
ま
何
が
問
題

か
」
法
律
時
報
六
四
巻
五
号
（
一
九
九
二
年
）
四
〇

四
五
頁
、
ロ
ラ
ン
・
マ
ッ
ソ
ン
「
陪
審
・
民
主
主
義
・
比
較
法
文
化：

上
野
助
教
授
の
意
見
に
関
す

る
コ
メ
ン
ト
」
上
野
芳
久
（
訳
）
比
較
法
研
究
五
六
巻
（
一
九
九
五
年
）
六
五

七
〇
頁
お
よ
び
石
井
三
記
「
フ
ラ
ン
ス
啓
蒙
期
の
『
陪
審
制
』
論
」
経

済
論
集
一
五
六
巻
四
号
（
一
九
九
五
年
）
二
八

五
五
頁
を
参
照
。
よ
り
広
く
司
法
へ
の
市
民
参
加
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
ミ
シ
ェ
ル
・
マ
ッ
セ
「
フ
ラ

ン
ス
司
法
運
営
へ
の
市
民
参
加
」
白
取
祐
司
（
訳
）
北
大
法
学
論
集
五
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
一
八
四

二
一
六
頁
。

71
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
145.

72
）

Id
.,
p
.
146.

73
）

Id
.,
p
.
150.

74
）

Id
.,
p
.
151.

75
）

Ib
id
.

76
）

Id
.,
p
.
152.

77
）

Id
.,
p
.
153.

78
）

Id
.,
p
p
.
156

157.

79
）

Id
.,
p
.
157.

80
）

Ib
id
.
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81
）

Id
.,
p
.
164.

82
）

Id
.,
p
p
.
166

167.

83
）

Id
.,
p
.
167.

84
）

Id
.,
p
.
168.

85
）

Id
.,
p
.
171.

86
）

Id
.,
p
.
173.

87
）

Id
.,
p
.
171.

88
）

Id
.,
p
.
181.

89
）

Id
.,
p
p
.
181

182.

90
）

Id
.,
p
p
.
182

183.

91
）

原
則
、
初
犯
者
か
つ
年
齢
が
一
六
歳
か
ら
三
〇
歳
の
者
を
収
容
し
、
累
進
制
の
も
と
で
、
積
極
的
な
道
徳
的
ま
た
は
宗
教
的
感
化
、
な
ら
び
に
教
育

を
実
施
し
、
ま
た
刑
務
作
業
に
あ
た
っ
て
は
賃
金
制
を
採
用
し
た
。
刑
は
法
定
さ
れ
る
長
期
の
み
の
不
定
期
刑
で
あ
り
、
最
終
的
な
釈
放
は
仮
釈
放
期
間

の
後
決
定
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
の
紹
介
と
し
て
、
ト
ー
ス
テ
ン
・
エ
リ
ク
ソ
ン
『
受
刑
者
処
遇
の
改
革
者
た
ち
』
犯
罪
行
動
研
究
会
訳
（
大
成
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
）
一
二
二

一
三
一
頁
。

92
）

S
A
L
E
IL
L
E
S
,
o
p
.
cit.

(1),
p
.
184.

93
）

Id
.,
p
.
185.

94
）

Id
.,
p
.
186.

95
）

Ib
id
.

96
）

メ
ル
ル
‖
ヴ
ィ
チ
ュ
の
刑
法
思
想
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
平
野
泰
樹
「
フ
ラ
ン
ス
刑
法
に
お
け
る
新
旧
両
派
の
相
克
」
澤
登
佳
人
ほ

か
（
編
）『
近
代
刑
事
法
の
理
念
と
現
実
｜
フ
ラ
ン
ス
革
命
二
百
年
を
機
に
』

立
花
書
房
、
一
九
九
一
年
）
二
一
五

二
四
六
頁
。

97
）

刑
罰
適
用
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
拙
稿
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
歴
史
的
展
開
」
龍
谷
法

学
四
八
巻
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
七

二
一
九
頁
、
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
制
度
的
展
開
（
１
）」
龍
谷
法
学
四
八
巻
三
号

（
二
〇
一
六
年
）
二
七
三

三
二
四
頁
お
よ
び
同
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
刑
罰
適
用
裁
判
官
の
制
度
的
展
開
（
２
・
完
）」
龍
谷
法
学
四
九
巻
二
号
（
二
〇
一

六
年
）
二
三
三

二
八
五
頁
。

98
）

す
な
わ
ち
、
裁
判
官
が
帰
責
性
お
よ
び
法
律
的
有
罪
性
を
確
認
し
て
有
罪
判
決
を
下
し
た
の
ち
に
、
刑
罰
適
用
裁
判
官
が
心
理
的
有
罪
性
す
な
わ
ち

有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
人
格
ま
た
は
彼
の
示
す
反
応
に
よ
っ
て
、
処
遇
形
式
お
よ
び
処
遇
の
修
正
を
決
定
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
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平
野
・
前
掲
注

96
）、
二
四
〇
頁
を
参
照
の
こ
と
。

99
）

新
社
会
防
衛
学
派
の
個
別
化
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
業
績
が
あ
る
。
本
書
の
編
者
は
、
新
社
会
防
衛
論
の
主
唱
者
と
し
て
著
名
な
マ

ル
ク
・
ア
ン
セ
ル
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。M

a
rc A

N
C
E
L
(d
ir.),

L
’in
d
ivid

u
alisation

 
d
es m

esu
res prises a

l’egard
 
d
u d

elin
qu
an
t,
P
a
ris:

C
u
ja
s,
1958.

100
）

憲
法
院
の
動
向
に
関
し
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。B

ertra
n
d
 
d
e
 
L
A
M
Y
,
“P
rin
cip
e
 
d
’in
d
iv
id
u
a
lisa

tio
n
 
d
es p

ein
es:

la
 
p
erso

n
-

n
a
lite

n
’est q

u
’u
n critere p

a
rm
i d
’a
u
tres”,

R
evu

e d
e scien

ces crim
in
elle et d

e d
roit pen

al com
pare

,
2008,

p
.
136 et s.

ま
た
人
権

宣
言
八
条
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
沢
登
佳
人
「
１
７
８
９
年
人
権
宣
言
の
罪
刑
法
定
主
義
は
裁
判
官
の
罪
刑
専
断
防
止
を
目
的
と

し
て
は
い
な
か
っ
た
（
第
３
部

結
論
）」
法
政
理
論
一
九
巻
二
号
（
一
九
八
六
年
）
七
九

一
六
四
頁
。

101
）

こ
う
し
た
刑
の
個
別
化
と
最
近
の
刑
事
立
法
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
白
取
裕
司
「
フ
ラ
ン
ス
行
刑
法
の
最
近
の
動
向
」
犯
罪

と
非
行
一
八
一
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
七

二
〇
二
頁
。
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