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論
説

刑
法
各
論
覚
書
1

い面冊
鶴覚
る壷：
一日盈（1）

要
素
と

ヨ強
制
わ
い
せ

2
罪

（

七
六
条
）伊

藤

司

一二三

は
じ
め
に

い
わ
ゆ
る
「
わ
い
せ
つ
」
三
要
素
と
「
強
制
わ
い
せ
つ
」
罪

お
わ
り
に

論説

は
　
じ
　
め
　
に

本
稿
は
、
「
刑
法
各
論
」
の
論
点
に
つ
き
、
「
備
忘
録
」
と
し
て
書
き
留
め
て
お
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
第
一
回
目
と
し
て
、
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論説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
前
書
い
た
こ
と
の
あ
る
論
点
を
補
足
的
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）
　
拙
稿
「
わ
い
せ
つ
罪
」
阿
部
純
二
膨
川
端
常
習
著
『
基
本
問
題
セ
ミ
ナ
ー
刑
法
2
各
論
』
（
一
九
九
二
）
二
一
一
以
下
、
特
に
二
一
九
頁
以
下
。

そ
こ
で
は
、
一
七
四
二
七
五
条
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
と
一
七
六
・
一
七
八
条
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
を
同
様
に
捉
え
て
い
た
訳
で
あ
る
（
二
一
＝
・

　
二
二
三
頁
）
が
、
後
述
の
前
田
教
授
の
指
摘
に
も
啓
発
さ
れ
、
本
稿
の
よ
う
に
考
え
を
改
め
る
に
至
っ
た
。
結
論
的
に
は
岡
野
論
文
（
二
二
一
頁
）

が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
な
お
、
本
稿
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
度
前
学
期
九
州
大
学
法
学
部
刑
法
第
二
部
1
1
刑
法
各
論
の
講
義
ノ
ー
ト
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
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二
　
い
わ
ゆ
る
「
わ
い
せ
つ
」
三
要
素
と
「
強
制
わ
い
せ
つ
」
罪

　
「
社
会
的
法
益
に
対
す
る
罪
」
た
る
刑
法
一
七
五
条
「
わ
い
せ
つ
物
頒
布
等
」
罪
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て

「
わ
い
せ
つ
」
三
要
素
1
1
「
徒
ら
に
性
慾
を
興
奮
又
は
刺
激
せ
し
め
且
つ
普
通
人
の
正
常
な
性
的
差
恥
心
を
害
し
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に

反
す
る
」
（
忌
事
一
九
五
一
・
五
・
一
，
○
刑
集
五
巻
六
号
一
〇
二
七
－
八
頁
。
以
下
、
順
番
に
第
一
な
い
し
第
三
要
素
と
呼
ぶ
。
）
が
定
義

と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
範
が
、
こ
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
が
今
日
「
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
」
、
な
か
ん
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

く
「
性
的
自
由
（
誰
と
性
行
為
を
行
う
か
否
か
に
関
す
る
自
由
）
」
に
対
す
る
罪
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
だ
と
思
わ
れ
る
強
制
わ
い
せ
つ

罪
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
の
形
で
当
て
は
ま
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
田
教
授
は
コ
七
四
条
は
第
三
者
的
視
点
か
ら
の
わ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
　

せ
つ
性
判
断
で
あ
る
の
に
比
し
、
一
七
六
条
は
被
害
者
本
人
の
視
点
に
よ
る
も
の
」
と
い
う
指
摘
を
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
指
摘
を
換
言
す

れ
ば
一
七
四
・
一
七
五
条
は
い
わ
ば
「
鑑
賞
型
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
一
七
六
条
は
「
非
鑑
賞
型
」
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
こ
の
よ
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う
に
、
前
者
は
第
三
者
的
視
点
・
鑑
賞
型
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
被
害
者
本
人
の
視
点
・
非
鑑
賞
型
だ
と
す
る
と
、
前
者
の
「
わ
い

せ
つ
」
概
念
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
後
者
に
当
て
は
ま
り
え
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
ど
の
程
度
変
容
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
か

が
さ
ら
に
問
題
と
さ
れ
る
。

　
判
例
上
強
制
わ
い
せ
つ
罪
に
お
け
る
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
の
定
義
の
仕
方
は
区
々
で
あ
る
。
名
古
屋
高
金
沢
支
判
一
九
六
｝
・
五
・
二

寛
刑
集
三
巻
五
1
1
六
号
四
〇
〇
頁
は
前
述
の
「
わ
い
せ
つ
」
三
要
素
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
ま
ず
定
義
と
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
具
体
的
適

用
に
お
い
て
は
、
「
専
ら
自
己
の
性
的
満
足
を
得
る
目
的
で
…
暴
力
を
用
い
て
強
い
て
接
吻
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
…
一
般
人
の

正
常
な
性
的
差
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
の
許
容
し
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
（
四
〇
〇
1
一
頁
）
と
し
て
お
り
、

「
わ
い
せ
つ
」
概
念
の
第
二
・
第
三
要
素
の
充
足
は
認
め
て
い
る
が
、
第
一
要
素
は
行
為
者
の
主
観
的
目
的
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
最
劃
一
九
七
〇
・
一
・
二
九
選
集
二
四
巻
一
号
五
頁
以
下
「
裁
判
官
入
江
俊
郎
の
反
対

意
見
」
に
お
い
て
は
、
「
刑
法
一
七
六
条
…
の
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
行
為
者
（
犯
人
）
が
わ
い
せ
つ
の
行
為
に
あ
た
る
事
実
を
認

識
し
、
…
こ
れ
を
実
行
す
れ
ば
必
要
に
し
て
充
分
で
あ
る
と
解
す
べ
き
」
と
こ
ろ
、
「
右
に
い
う
わ
い
せ
つ
の
行
為
と
は
、
普
通
人
の
性

的
差
恥
心
を
害
し
、
善
良
な
性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
行
為
を
い
う
」
と
し
て
お
り
（
六
頁
）
、
こ
こ
で
は
、
第
一
要
素
は
定
義
自
体
か

ら
は
ず
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
う
る
。
こ
れ
に
対
し
、
逆
に
「
多
数
意
見
」
に
お
い
て
は
、
「
い
わ
ゆ
る
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
成
立

す
る
た
め
に
は
、
そ
の
行
為
が
犯
人
の
性
欲
を
刺
戟
興
奮
さ
せ
ま
た
は
満
足
さ
せ
る
と
い
う
性
的
意
図
の
も
と
に
行
な
わ
れ
る
こ
と
を

要
」
す
る
と
し
て
お
り
（
二
頁
）
、
、
第
一
要
素
を
や
は
り
行
為
者
の
性
的
意
図
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の

　
　
　
こ

で
あ
る
。
さ
ら
に
判
例
の
中
に
は
、
「
接
吻
は
…
性
欲
と
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
性
的
の
接
吻
を
す
べ
て
反
風
俗
的
な
も
の

と
し
て
刑
法
に
い
わ
ゆ
る
狸
褻
の
観
念
を
以
て
律
す
べ
き
で
」
も
な
い
が
、
「
そ
れ
が
一
般
の
風
俗
道
徳
的
感
情
に
反
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
狽
褻
な
行
為
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
と
こ
ろ
、
本
件
「
情
況
の
下
に
な
さ
れ
る
接
吻
が
一
般
の
道
徳
風
俗
感
情
の
許
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惜
し
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
て
刑
法
の
愈
愈
の
行
為
に
該
る
」
と
判
示
し
た
も
の
も
あ
る
く
東
京
高
判
一
九
五
七
・
、
「
・
、
二
二
高
島
集

一
〇
巻
一
号
＝
「
頁
）
。
こ
こ
で
は
第
三
要
素
の
み
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
’
と
も
に
、
・
「
接
吻
」
の
刑
法
雪
意
味
付
け
が
微
妙
な
言
い
回
し
，

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
看
取
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
特
に
第
一
要
素
の
性
格
な
い
し
位
置
づ
け
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
が
、
刑
法
一
七
五
条
に
関
す
る
前
述
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
は
行
為
者
を
も
含
め
た
一
般
人
を
基
準
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

提
示
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
第
一
要
素
に
つ
い
て
は
特
に
行
為
者
自
身
の
主
観
的
感
情
と
の
関
連
で
捉
え
や
す
い
た
め
、
強
制
わ

い
せ
つ
罪
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
に
つ
い
て
は
ま
ず
第
一
要
素
が
変
容
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
鑑
賞
型
」
の
場
合
、
．
行

為
者
を
も
含
め
た
一
般
人
に
対
し
て
「
徒
ら
に
性
慾
を
興
奮
又
は
刺
激
せ
し
め
」
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
非
鑑
賞
型
」
．
の

場
合
、
被
害
者
本
人
の
性
慾
を
興
奮
又
は
刺
激
せ
し
め
る
と
い
う
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
ず
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
被
害
者
と
同
様
な
立
場

に
た
っ
た
・
例
え
ば
コ
般
女
性
」
が
こ
の
よ
う
な
興
奮
・
刺
激
を
受
け
る
こ
と
は
通
常
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
要
素
を
何
ら

か
の
形
で
生
か
そ
う
と
し
た
場
合
、
．
行
為
者
の
主
観
的
意
図
・
目
的
と
い
う
形
で
捉
え
直
し
、
そ
れ
を
理
論
的
に
「
傾
向
犯
」
と
し
て
位

置
づ
け
る
方
向
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
。
前
掲
名
古
屋
高
金
沢
支
判
一
九
六
一
・
五
・
二
の
具
体
的
適
用
及
び
彗
星
一
九
七
〇
・
一
・

二
九
の
「
多
数
意
見
」
は
こ
の
よ
う
な
方
向
づ
け
を
提
示
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
■
皮
た
、
第
二
の
「
普
通
人
1
1
例
え
ば
一
般
女
性
の
正

常
な
性
的
差
恥
心
を
害
す
る
」
・
と
い
う
要
素
に
つ
い
て
も
、
通
常
「
性
的
差
傘
心
」
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
「
性
的
嫌
悪
感
な
い
し
屈
辱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

感
」
が
大
だ
と
す
れ
ば
第
二
要
素
の
「
な
か
み
」
に
つ
い
て
も
修
正
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
第
三
要
素
に
つ
い
て
も
、
強
制
的
に
性
的
行
為

を
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
の
・
相
田
女
性
を
中
心
と
し
た
一
般
人
の
性
的
道
義
な
い
し
秩
序
観
念
に
反
す
る
と
い
う
形
で
捉

え
直
す
ご
ど
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
一
七
五
条
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
を
「
一
般
人
」
と
い
う
基
準
を
生
か
し
つ
つ
、
一
七

六
条
に
も
応
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
の
方
が
妥
当
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
．
特
に
別
異
に
解
す
る
特
段
の

理
由
が
な
い
・
限
り
、
向
じ
文
言
は
同
様
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
「
現
行
刑
法
、
典
に
限
り
て
．
い
え
ば
・
（
改
正
刑
法
草
案
で
は
必
ず
し
も
そ

63　（2T●　4）　346



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
ん
い
ん

う
は
い
え
な
い
が
）
、
「
わ
い
せ
つ
、
姦
淫
及
び
重
婚
の
罪
」
と
い
う
章
下
に
規
定
さ
れ
た
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
、
ま
ず
構
成
要
件
該
当
性

の
段
階
で
、
被
害
者
本
人
の
事
情
は
ひ
と
ま
ず
置
き
、
「
一
般
人
」
の
立
場
か
ら
「
わ
い
せ
つ
な
」
と
い
え
る
行
為
か
否
か
を
検
討
す
べ

き
こ
と
は
、
一
七
四
・
一
七
五
条
の
「
わ
い
せ
つ
な
」
と
い
う
概
念
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
鑑
賞
型
か
非
鑑
賞
型
か
と
い
う
違
い
に
よ
り
最
小
限
の
変
容
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。

（
2
）
　
拙
稿
・
前
書
（
1
）
二
一
二
頁
以
下
。
前
田
雅
英
『
刑
法
各
論
講
義
［
第
2
版
］
』
（
一
九
九
五
）
一
〇
七
・
四
五
四
頁
。

（
3
）
　
団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
各
論
第
三
版
』
（
一
九
九
〇
）
四
八
九
頁
以
下
、
内
田
文
昭
『
刑
法
各
論
〔
第
二
版
〕
』
（
一
九
八
四
－
一
刷
・
一
九
八
五

－
二
刷
）
一
五
四
頁
以
下
、
な
ど
。

（
4
）
　
前
田
・
前
注
（
2
）
一
〇
七
頁
。

（
5
）
　
拙
稿
・
前
馬
（
1
）
二
二
〇
・
二
二
一
・
二
二
二
頁
で
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
最
高
裁
の
「
多
数
意
見
」
及
び
「
反
対
意
見
」
は
い
ず
れ
も

　
「
わ
い
せ
つ
三
要
素
」
を
意
識
し
て
い
な
い
訳
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
三
要
素
の
い
ず
れ
を
い
か
な
る
形
で
位
置
づ
け
る
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も

自
覚
的
に
展
開
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
6
）
　
も
っ
と
も
、
こ
の
点
、
拙
稿
・
前
注
（
1
）
一
＝
二
頁
参
照
。

刑法各論覚書（1）（伊藤）

三
　
お
わ
り
に

　
以
上
の
よ
う
な
私
見
か
ら
は
、
判
決
例
の
中
に
は
必
ず
し
も
妥
当
な
理
解
と
思
わ
れ
な
い
も
の
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
名
古
屋
地
判
一

九
七
三
・
九
・
二
八
遺
時
七
三
六
号
＝
一
頁
は
、
ま
ず
、
「
強
制
わ
い
せ
つ
罪
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
該
行
為
が
主
観
的
客
観
的
に
わ

い
せ
つ
性
を
具
備
す
る
こ
と
を
要
し
馬
そ
れ
に
は
、
そ
の
行
為
が
①
性
欲
の
刺
戟
・
興
奮
・
満
足
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
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で
は
足
り
ず
該
行
為
が
②
そ
の
外
形
に
お
い
て
、
一
般
人
の
正
常
な
性
的
差
恥
心
を
害
す
る
程
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
と
解
さ
れ
．

る
」
と
し
て
お
り
（
二
段
）
、
や
は
り
第
一
要
素
を
行
為
者
の
目
的
と
し
て
捉
え
直
し
、
客
観
面
と
し
て
第
二
要
素
を
あ
げ
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
当
時
一
〇
歳
の
女
児
を
ベ
ン
チ
ま
で
連
れ
て
行
き
、
．
同
所
で
同
女
を
背
後
か
ら
抱
き
す
ぐ
め
、
両
膝
で
同
女

の
身
体
（
両
脚
）
を
は
さ
み
つ
け
て
同
語
の
背
中
・
腰
部
・
胃
部
を
撫
で
廻
し
た
行
為
（
一
段
目
に
対
し
、
「
右
①
の
要
件
の
存
在
は
優
に

認
み
ら
れ
る
が
、
右
②
の
要
件
の
存
在
を
認
め
る
に
は
十
分
で
な
く
、
右
被
告
人
の
所
為
自
体
に
つ
い
て
わ
い
せ
つ
性
を
具
備
し
た
も
の

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
三
段
）
と
し
て
、
暴
行
罪
の
成
立
を
認
め
る
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
無
罪
を
言
い
渡
し
た
も
の
で
は
な

く
、
ま
た
一
審
で
確
定
し
，
て
い
る
訳
で
あ
る
が
、
コ
般
人
」
1
1
一
〇
歳
の
女
児
一
般
が
性
的
差
恥
心
な
い
し
性
的
嫌
悪
感
・
屈
辱
感
を

惹
起
さ
せ
ら
れ
、
そ
の
監
護
権
者
ら
と
し
て
も
「
性
的
行
為
」
と
し
て
看
過
し
え
な
い
と
す
れ
ば
、
暴
力
的
で
も
あ
る
本
件
の
よ
う
な
性

的
行
為
は
、
強
制
的
に
性
的
行
為
を
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
の
・
一
般
女
性
“
一
〇
歳
の
女
児
一
般
の
性
的
道
義
・
秩
序
観

念
に
反
し
、
か
つ
監
護
権
者
ら
の
性
的
道
義
・
秩
序
観
念
に
も
反
す
る
も
の
と
し
て
、
「
強
制
わ
い
せ
つ
」
・
罪
の
h
わ
い
せ
つ
な
行
為
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
あ
た
る
と
と
を
否
定
す
る
理
由
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
判
決
例
は
、
刑
法
一
七
四
・
一
七
五
条
の
「
わ
い
せ
つ
」
概
念
に
と
ら
わ

れ
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り
、
「
例
え
ば
被
害
者
の
陰
部
、
乳
房
等
に
手
を
触
れ
、
或
は
自
己
の
陰
部
を
被
害
者
の
身
体
北
押
し
当
て
る
等
の

外
形
的
、
客
観
的
に
わ
い
せ
つ
性
を
備
え
た
行
為
を
な
す
意
図
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
三
段
）
と
判
示
す
る
に

至
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
新
潟
地
響
一
九
八
八
・
八
・
二
六
判
時
一
二
九
九
号
一
五
四
頁
は
、
被
告
人
が
当
時
七
歳
の

女
児
を
籾
岩
袋
の
上
に
座
ら
せ
、
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
の
ボ
．
タ
ン
を
外
し
て
右
乳
房
を
多
数
回
撫
で
ま
わ
し
た
後
、
ス
カ
ー
ト
の
中
に
手
を
差
し

入
れ
て
パ
ン
ツ
の
上
か
ら
そ
の
胃
部
を
撫
で
た
た
め
、
，
女
児
は
気
持
ち
が
悪
く
、
恐
ろ
し
く
て
泣
き
出
し
た
く
な
り
、
，
胃
部
を
触
ら
れ
た

ど
き
に
は
、
嫌
で
嫌
で
仕
方
が
魯
か
っ
た
と
い
う
事
案
（
一
・
段
）
に
う
き
西
．
「
童
児
は
、
．
女
性
ど
し
て
の
自
己
を
意
識
し
て
お
り
、
被
告

人
か
ら
三
部
や
黒
部
を
触
ら
れ
て
差
恥
心
と
嫌
悪
感
を
抱
」
い
た
も
の
で
あ
り
、
「
周
囲
の
者
は
、
・
こ
れ
ま
・
で
同
児
を
女
の
子
と
し
て
見
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守
っ
て
き
て
お
り
、
同
児
の
母
…
は
、
…
同
児
の
将
来
を
考
え
て
心
配
し
て
お
り
、
同
児
の
父
親
ら
も
本
件
被
害
内
容
を
聞
い
て
被
告
人

に
対
す
る
厳
罰
を
求
め
て
い
る
」
と
し
て
、
被
告
人
が
当
初
か
ら
性
的
に
興
奮
す
る
目
的
で
右
所
為
に
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
現
に
性

的
に
興
奮
し
て
い
た
こ
と
も
付
加
し
つ
つ
（
二
段
）
、
「
被
告
人
の
右
所
為
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
わ
い
せ
つ
行
為
に
当
た
る
」
（
三
段
）

と
判
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
観
面
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
客
観
面
に
つ
い
て
は
、
結
論
的
に
妥
当
な
認
定
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
て
、
小
学
校
低
学
年
の
女
児
が
体
育
の
時
間
等
に
上
半
身
裸
で
運
動
を
し
て
い
て
も
何
人
も
「
わ
い
せ
つ
」
と
考
え
な
い

と
し
て
も
、
被
害
者
に
対
し
直
接
「
性
的
行
為
」
が
行
わ
れ
た
場
合
、
自
ず
と
異
な
る
一
例
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
接
吻
」
に
つ

い
て
も
同
様
な
訳
で
あ
る
。
こ
の
点
、
前
掲
最
判
一
九
七
〇
・
一
・
二
九
の
事
案
は
、
被
告
人
は
自
己
の
内
妻
と
共
同
し
て
そ
の
面
前
で

他
の
婦
女
を
裸
体
に
さ
せ
て
写
真
撮
影
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
公
然
わ
い
せ
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

罪
に
お
け
る
「
わ
い
せ
つ
」
の
側
面
か
ら
も
捉
え
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

刑法各論覚書（1）（伊藤）

（
7
）
　
な
お
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪
は
行
為
の
客
体
が
「
男
女
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
女
性
の
場
合
と
同
様
、
コ
般
男
性
」
が
基
準
に
な
る
ケ
ー
ス
も

あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
、
準
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
罪
の
事
案
で
は
あ
る
が
、
東
京
高
望
一
九
八
四
・
六
・
一
三
刑
月
一
六
巻
五
1
1
六
号
四
一

　
四
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
釧
路
地
北
見
支
判
一
九
七
八
・
一
〇
・
六
判
タ
三
七
四
号
一
六
二
頁
。

（
8
）
　
前
田
教
授
は
、
コ
七
六
条
に
わ
い
せ
つ
の
傾
向
を
要
求
し
な
い
と
見
ら
れ
る
」
「
最
近
の
判
例
」
と
し
て
、
東
京
地
判
一
九
八
七
・
九
・
一
六
判

　
タ
六
七
〇
号
二
五
五
頁
を
あ
げ
て
い
る
（
前
田
・
前
念
（
2
）
一
〇
九
頁
注
（
1
1
）
）
が
、
本
判
決
例
は
、
「
A
を
全
裸
に
し
て
そ
の
写
真
を
撮
る
行
為

　
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
同
女
を
男
性
の
性
的
興
味
の
対
象
と
し
て
扱
い
、
同
苗
に
性
的
廉
恥
心
を
与
え
る
と
い
う
明
ら
か
に
性
的
に
意
味
の
あ
る

行
為
、
す
な
わ
ち
わ
い
せ
つ
行
為
で
あ
り
、
か
つ
、
被
告
人
は
、
そ
の
よ
う
な
わ
い
せ
つ
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
換
言
す
れ
ば
、
自

ら
を
男
性
と
し
て
性
的
に
刺
激
、
興
奮
さ
せ
る
性
的
意
味
を
有
し
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
ょ
う
と

企
て
、
判
示
暴
行
に
及
ん
だ
も
の
で
あ
る
」
（
二
五
六
頁
三
－
四
段
）
と
認
定
し
て
お
り
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
の
「
認
識
」
と
し
て
、
「
自
ら
を
」

　
「
性
的
に
刺
激
、
興
奮
さ
せ
る
性
的
意
味
を
有
し
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
」
「
認
識
し
」
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
単
純
な
「
故
意
」
で
あ
れ
ば
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自
分
自
身
を
性
的
に
刺
激
・
興
奮
さ
せ
る
性
的
意
味
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
必
要
は
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
狭
義
の
故
意
に
と
ど

ま
っ
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
全
く
被
告
人
自
身
の
主
観
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
訳
で
も
な
く
、
「
男
性
と
し

て
」
と
い
う
形
で
客
観
性
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
判
決
例
は
、
わ
い
せ
つ
三
要
素
の
第
一
要
素
と
第
二
要
素

を
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
、
第
一
要
素
は
男
性
一
般
と
男
性
の
一
人
と
し
て
の
被
告
人
の
混
合
形
態
で
あ
り
、
第
二
要
素
は
A
の
性
的
差
恥

心
に
限
定
さ
れ
て
お
り
（
し
か
も
恐
ら
く
強
制
わ
い
せ
つ
罪
の
法
益
と
し
て
掲
げ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
同
旨
の
見
解
と
し
て
、
前
田
・
前
注

（
2
）
一
〇
七
頁
、
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
1
』
（
一
九
七
ニ
ー
一
刷
・
一
九
七
六
－
七
刷
V
一
二
八
頁
。
も
っ
と
も
、
平
野
『
刑
法
概
説
』
（
一
九
七

七
－
一
華
・
一
九
七
九
－
三
盛
）
一
七
三
・
一
七
九
・
一
八
○
頁
参
照
）
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
自
体
の
定
義
と
そ
れ
に
対
す
る
「
認
識
」
の
場
合
に
お

い
て
、
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
の
意
義
に
ズ
ツ
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
ど
う
理
解
す
る
か
で
あ
る
が
、
結
局
「
性
的
に
意

味
の
あ
る
行
為
」
な
い
し
「
性
的
意
味
を
有
し
た
行
為
」
1
1
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
い
う
捉
え
方
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
客
観
的
側
面
で

あ
り
か
つ
認
識
対
象
を
な
す
「
わ
い
せ
ウ
行
為
」
と
主
観
的
側
面
た
る
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
の
「
認
識
」
と
い
う
形
で
並
べ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
判
示
に
対
し
い
か
な
る
刑
法
理
論
体
系
上
の
位
置
づ
け
が
与
え
ら
れ
る
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
て
、
客
観
的
側
面
が
構
成
要
件
1
1
違
法
性
と
い
う
形
の
捉
え
方
で
あ
り
、
主
観
的
側
面
が
責
任
要
素
と
し
て
の
「
故
意
」

な
い
し
「
意
図
・
目
的
」
と
い
う
理
解
に
た
て
ば
、
一
応
の
説
明
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
主
観
的
側
面
に
違
法
要
素
の
認
識
が
欠
け

て
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
性
的
に
意
味
の
あ
る
行
為
」
な
い
し
「
性
的
意
味
を
有
し
た
行
為
」
と
い
う
上
位
概
念
で
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
を
代

表
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
概
念
に
包
摂
し
う
る
形
で
あ
れ
ば
「
わ
い
せ
つ
行
為
」
と
捉
え
ら
れ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
ヶ
が
、
や
は
り
理
論

的
に
は
不
整
合
の
感
が
否
め
ま
い
。
そ
も
そ
も
本
件
は
、
下
着
の
モ
デ
ル
等
の
仕
事
を
強
制
的
に
行
わ
せ
続
け
る
た
め
、
弱
み
を
握
ろ
う
と
し
て
全

裸
写
真
を
撮
ろ
う
と
し
た
と
い
う
葛
案
で
あ
り
、
前
掲
二
丁
｝
九
七
〇
二
．
二
九
と
同
様
、
「
鑑
賞
型
」
で
も
あ
り
園
た
訳
で
あ
る
の
で
沖
「
非
鑑
償

型
」
と
の
混
合
的
な
幽
「
わ
い
せ
つ
」
理
解
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
強
制
わ
い
せ
つ
罪
と
の
関
連
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、

構
成
要
件
上
妙
齢
分
女
性
一
般
の
性
的
差
恥
心
と
い
う
第
二
要
素
及
び
そ
の
認
識
が
問
題
と
な
り
、
当
該
女
性
の
性
的
差
恥
心
は
違
法
性
の
段
階
に

位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
ヶ
形
で
の
判
示
と
な
る
。
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