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い
て

は
し
が
き

本
資
料
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
モ
リ
ニ
エ
著
『
処
罰
権
と
死
刑
に
つ

い
て（

１
）』

を
要
約
し
て
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。
死
刑
廃
止
国
で
あ
る

フ
ラ
ン
ス
で
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
ど
の
よ
う
な
議
論
が
展
開
さ
れ

た
か
を
精
査
す
べ
く
、
一
九
世
紀
の
死
刑
存
廃
論
が
活
発
に
展
開
さ

れ
て
い
た
時
期
に
着
目
し
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
取
り
上
げ
る
。
本

資
料
は
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ベ
リ
ー
著
『
必
要
不
可
欠
な
死
刑（

２
）』

の
紹

介（
３
）に

続
く
、
第
二
弾
で
あ
る
。

著
者
で
あ
る
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
モ
リ
ニ
エ
は
、
一
七
九
九
年
、

（87－2－59）

T
urin

で
生
ま
れ
、
主
席
検
察
官
等
を
経
て
、
一
八
四
六
年
、

T
oulouse

大
学
法
学
部
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。

　

本
書
は
、
結
論
あ
り
き
と
も
い
う
べ
き
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ベ
リ
ー
の

む
き
出
し
の
死
刑
存
置
論
に
対
し
て
、
極
め
て
理
論
的
に
死
刑
の
存

廃
を
論
じ
て
い
る
。
即
ち
、
死
刑
の
「
公
正
性
」、「
有
益
性
」
及
び

「
必
要
性
」
を
順
次
考
察
し
た
上
で
、
実
際
に
死
刑
が
適
用
さ
れ
る

べ
き
領
域
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
「
政
治
犯
罪
」、「
私
犯
罪
」
及
び

「
軍
事
犯
罪
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
て

い
る
。
結
論
と
し
て
、
著
者
は
、
政
治
犯
罪
に
対
し
て
は
死
刑
廃
止
、

そ
の
他
の
犯
罪
に
対
し
て
は
代
替
刑
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
の
暫
定
的

死
刑
存
置
を
主
張
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
末
尾
に
お
い
て
、
具
体
的

な
立
法
提
案
の
形
で
、
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

死
刑
存
置
か
廃
止
か
の
二
者
択
一
の
議
論
で
は
な
く
、
よ
り
具
体

的
に
死
刑
の
適
否
を
吟
味
す
る
本
書
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
日
本
に
お

け
る
死
刑
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
一
定
の
示
唆
を
与
え
う
る
で
あ
ろ

う
。

　

ま
た
、
著
者
は
、
基
本
的
に
ル
ソ
ー
の
考
え
方
を
支
持
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
社
会
契
約
を
前
提
と
し
つ
つ
、
死
刑
存
廃
に
つ
い
て
結

論
が
分
か
れ
る
、
ベ
ッ
カ
リ
ア
と
ル
ソ
ー
の
主
張
を
対
比
さ
せ
、
吟

味
し
て
い
る
点
は
、
本
書
の
見
所
の
一
つ
で
あ
り
、
死
刑
の
思
想
的

背
景
を
検
証
す
る
上
で
興
味
深
い
。
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以
下
、
本
書
を
翻
訳
し
て
紹
介
す
る
。
そ
の
際
、
全
訳
を
基
調
と

し
つ
つ
、
些
末
と
思
わ
れ
る
部
分
は
適
宜
、
編
集
し
、
文
体
を
整
え

て
あ
る
。
な
お
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
寺
嶋
文
哉
（
九
州
大
学
大

学
院
法
学
府
法
政
理
論
専
攻
博
士
後
期
課
程
）
が
行
い
、
フ
ラ
ン
ス

刑
事
立
法
研
究
会
で
逐
語
的
に
再
検
討
、
内
容
を
精
査
し
た
。
な
お
、

原
文
の
斜
字
体
の
部
分
に
は
傍
点
を
付
し
た
。

�

（
井
上
宜
裕
）

処
罰
権
と
死
刑
に
つ
い
て

V
ictor�M

O
LIN

IER

処
罰
権
と
死
刑
に
つ
い
て
の
報
告

V
ictor�M

O
LIN

IER

、
法
学
部
教
授

一
八
四
八
年
五
月
一
八
日
お
よ
び
三
一
日
の
会
議
に
て
発
表

　

私
は
謹
ん
で
、
ア
カ
デ
ミ
ー
の
み
な
さ
ま
に
哲
学
的
権
利
に
つ
い

て
語
ろ
う
と
思
う
。
こ
こ
で
い
う
哲
学
的
権
利
と
は
、
新
し
さ
は
も

た
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
大
き
な
利
益
を
提
示
し

て
お
り
、
現
状
か
ら
は
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
も
な
い
ほ
ど
に
一
般

的
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
重
要
性
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
る
。
み
な
さ

ま
、
私
が
み
な
さ
ま
に
、
哲
学
的
、
歴
史
的
、
か
つ
法
的
な
も
の
と

し
て
提
示
し
よ
う
と
す
る
研
究
成
果
は
、
処
罰
権
と
死
刑
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
安
全
保
障
や
市
民
の
生
命
に
関
わ
る
も
の
で

あ
っ
て
、
新
た
な
解
決
策
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
、
近
い
将
来
、
立

法
の
議
論
に
服
す
る
で
あ
ろ
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
こ
の
報
告
は
、
現

在
の
諸
見
解
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
実
現
可
能
な
改
革
の
射
程
を

示
す
と
い
う
こ
と
以
外
に
長
所
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
が
、
ア
カ
デ

ミ
ー
は
お
そ
ら
く
、
一
定
程
度
の
関
心
を
持
っ
て
こ
の
報
告
を
聴
い

て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
、
私
に
は
思
わ
れ
た
。

　

崇
高
な
哲
学
や
人
間
愛
の
影
響
を
受
け
た
寛
大
な
人
々
は
、
処
刑

台
を
打
ち
倒
す
こ
と
や
、
絶
対
的
な
か
た
ち
で
人
命
の
不
可
侵
性
を

法
律
で
認
め
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
他
方
、
社
会
的
事
実
や
安
全
保

障
の
必
要
性
を
学
ん
だ
法
学
者
は
、
処
罰
が
不
十
分
に
な
る
こ
と
に

よ
り
人
々
の
生
命
を
危
険
に
晒
す
と
い
う
こ
と
を
避
け
つ
つ
、
我
々

の
法
典
か
ら
死
刑
を
直
ち
に
消
し
去
り
、
あ
ら
ゆ
る
重
罪
に
つ
い
て

死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
、
と
自
問
し
て
い
る
。

国
民
議
会
に
は
、
近
い
う
ち
に
こ
の
重
大
な
議
論
を
解
決
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
処
罰
権
の
射
程
を
測
り
、
市
民
の
生

命
保
護
の
た
め
に
犯
罪
者
の
生
命
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る

か
ど
う
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
処
罰
権
の
哲
学
的
な
淵
源
を
遡
ろ

う
と
す
る
な
ら
ば
、
抽
象
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
正
し
く
精
確
な
推
論
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に
至
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
反
対
に
、
歴
史
的
事
実
の
検
討
に
終

始
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
悪
性
や
刑
罰
の
抑
止
効
の
研
究
と
い
っ

た
、
困
難
な
分
析
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
し
ば
し
ば
推
測
に
基
づ
く
解

決
に
し
か
至
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
、
こ
の
大
き
な
議
論
を
十
分
に
解

決
す
る
必
要
は
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
命
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
不
適
切
な
解
決
策
を
選
択
し
て
し
ま
う
と
、
多
数
の
被

有
罪
宣
告
者
に
対
す
る
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
不
正
義
や
、
多
く
の

善
良
な
市
民
が
苦
し
ん
で
死
ぬ
と
い
う
事
態
を
招
来
し
う
る
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
途
方
も
な
い
問
題
に
対
す
る
も
っ
と
も

確
か
な
見
解
は
、
予
測
で
き
な
い
場
合
を
可
能
な
限
り
最
小
化
す
る

こ
と
で
、
人
命
に
及
ぶ
危
険
を
最
小
化
し
、
社
会
の
作
用
に
よ
る
決

定
的
な
解
決
策
を
も
た
ら
す
よ
う
な
見
解
で
あ
る
。
私
が
謹
ん
で
語

る
こ
の
研
究
成
果
は
、
こ
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
よ
り
確
実

に
、
十
分
な
解
決
策
へ
と
至
る
た
め
に
、
私
は
ま
ず
、
処
罰
権
の
起

源
に
関
す
る
歴
史
の
概
要
を
示
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。
続
い
て
、

よ
り
専
門
的
に
死
刑
を
取
り
扱
い
、
法
律
上
、
社
会
は
死
刑
を
科
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
死
刑
は
有
益
な
の
か
、
必
要
な
の
か
、
そ

し
て
最
終
的
に
、
我
々
の
法
制
度
か
ら
死
刑
は
追
放
さ
れ
う
る
の

か
、
追
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
点
を
探
究
す
る
。

（87－2－61）

処
罰
権
に
つ
い
て

　

歴
史
研
究
に
よ
っ
て
の
み
、
正
確
な
概
念
を
把
握
し
、
法
律
上
定

式
化
さ
れ
た
諸
原
則
や
諸
制
度
を
健
全
に
評
価
で
き
る
。
社
会
の
起

源
に
遡
る
と
、
人
間
の
心
の
中
に
正
義
と
不
正
義
の
感
覚
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
は
贖
罪
と
い
う
思
想
が
伴
う
。
し
か
し
、
文

明
化
さ
れ
た
現
在
の
刑
事
司
法
に
は
、
類
似
し
た
も
の
を
ほ
と
ん
ど

見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
暴
力
行
為
や
、
人
・
所
有
権
に
対
す
る

侵
害
は
、
法
律
の
な
い
世
界
に
お
い
て
は
戦
争
の
原
因
と
な
る
。
人

間
社
会
の
権
力
は
、
違
反
者
に
刑
罰
を
科
す
権
能
を
有
す
る
ほ
ど
に

は
、
強
い
組
織
を
受
け
入
れ
て
い
な
か
っ
た
。
何
ら
か
の
侮
辱
に
対

し
て
、
私
人
は
自
ら
復
讐
を
す
る
。
殺
人
や
所
有
権
侵
害
、
暴
力
行

為
が
な
さ
れ
た
と
き
に
は
、
当
事
者
は
直
ち
に
武
器
を
取
り
、
被
害

者
の
家
族
と
加
害
者
の
家
族
は
戦
争
状
態
に
至
る
。
社
会
的
権
力

は
、
金
銭
賠
償
に
よ
り
敵
対
関
係
を
解
消
す
る
た
め
の
決
め
ご
と
を

設
定
す
る
た
め
に
、
い
わ
ば
仲
裁
人
と
し
て
介
入
す
る
の
み
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
恐
ろ
し
い
大
罪
が
社
会
に
恐
怖
を
植
え
付
け

た
と
き
、
人
間
の
裁
き
が
無
力
で
あ
り
続
け
る
な
ら
ば
、
こ
の
恐
怖

は
神
の
概
念
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
聖
職
者
に
よ
る
裁
き

の
行
為
を
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
境
遇
に
お
い
て

は
、
残
虐
な
行
為
に
よ
っ
て
神
の
法
が
侵
害
さ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
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償
い
が
要
求
さ
れ
て
お
り
、
生
贄
を
捧
げ
な
け
れ
ば
神
は
静
ま
り
得

な
い
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
感
覚
に

よ
っ
て
、
聖
職
者
は
司
法
官
に
な
る
。
刑
罰
は
、
懇
願
を
伴
う
神
へ

の
贖
罪
の
行
為
と
な
り
、
犯
罪
者
は
、
神
に
身
を
捧
げ
る
存
在
と
な

る
。
聖
職
者
の
権
力
や
、
神
の
怒
り
に
対
す
る
恐
怖
は
、
そ
れ
だ
け

で
、
罰
の
ブ
レ
ー
キ
と
な
る
。
タ
キ
ト
ゥ
ス
は
述
べ
た
。「
ゲ
ル
マ

ン
人
の
中
で
は
、
聖
職
者
の
み
が
人
間
に
対
し
て
厳
罰
を
も
っ
て
臨

み
、
人
間
を
服
従
さ
せ
、
人
間
を
処
罰
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。

人
は
、
首
長
の
命
令
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
し
か

し
、
闘
い
を
司
る
神
の
命
令
に
よ
っ
て
罰
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」

と
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
社
会
が
組
織
さ
れ
、
人
々
の
繋
が
り
が
拡
大
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
権
力
が
強
大
に
な
る
に
つ
れ
、
私
的
な
戦
争
は
消

え
去
る
。
侮
辱
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
た
め
の
家
族
の
活
動
は
、
社

会
の
活
動
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
、
こ
こ
で
の
復
讐
は
、
国
家
の
名
の

下
に
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
よ
う
に
な
る
。
古
い
風
習
や
中
世
の
刑

事
法
を
示
す
史
料
を
た
ど
れ
ば
、
犯
罪
の
定
義
や
刑
罰
の
創
設
に

よ
っ
て
刑
法
が
形
成
さ
れ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
被
害
者
の
家
族
が
復
讐
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
全
体
が
犯
罪

者
を
捕
え
さ
せ
、
裁
判
官
の
前
に
連
れ
て
行
き
、
処
罰
し
、
排
除
す

る
。
封
建
制
度
の
下
で
は
、
処
罰
権
は
そ
の
淵
源
を
真
の
社
会
契
約

に
見
出
す
。
こ
こ
で
い
う
社
会
契
約
は
、
い
わ
ば
相
互
保
証
の
合
意

（convention

）
で
あ
り
、
各
人
が
秩
序
を
乱
し
た
場
合
に
は
罰
を

受
け
る
こ
と
に
同
意
し
、
犯
罪
の
処
罰
を
確
実
に
行
う
た
め
に
各
人

が
協
力
す
る
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
組
織

の
下
で
は
、
刑
罰
は
し
ば
し
ば
奇
妙
な
内
容
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
も

の
の
、
一
般
的
に
、
王
権
下
の
刑
罰
よ
り
も
残
虐
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
の
刑
罰
が
基
礎
と
す
る
原
理
は
、
通
常
、

同
害
報
復
の
法
（la�loi�de�T

alion

）
で
あ
る
。
死
刑
は
、
生
命
侵

害
に
対
し
て
科
さ
れ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
盗
罪
に
つ
い
て
科
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
刑
罰
を
創
設
す
る
者
が
、
所
有
権
を
強
く

保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
姦
通
や
、
風
俗
を

害
す
る
者
の
行
為
は
、
烙
印
刑
で
処
罰
さ
れ
る
。
こ
の
刑
罰
は
、
初

期
の
封
建
社
会
を
築
い
た
原
則
が
変
わ
り
、
退
廃
が
進
む
に
つ
れ
て

用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
罰
金
刑
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

　

合
意
に
淵
源
を
有
す
る
市
民
的
な
刑
罰
の
他
に
、
聖
職
者
に
よ
る

裁
判
も
登
場
す
る
。
教
会
の
裁
判
は
、
犯
罪
者
か
ら
宗
教
信
仰
上
の

財
を
剥
奪
し
た
り
、
犯
罪
者
を
宗
教
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
犯
罪
者
を
処
罰
す
る
。
教
会
刑
法
は
、
贖
罪
と
い
う
キ
リ

ス
ト
教
の
教
義
や
、
指
導
者
が
信
者
に
対
し
て
行
使
す
る
権
限
を
基

礎
と
し
て
い
る
。
教
会
刑
法
は
、
犯
罪
者
に
対
し
て
体
刑
を
科
す
こ

（法政研究�87－2－62）
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と
は
な
い
。
宗
教
的
な
信
条
か
ら
、
そ
の
他
の
方
法
が
提
示
さ
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
教
会
の
通
常
裁
判
は
、
処
刑
台
を
建

て
る
こ
と
は
せ
ず
、
犯
罪
者
に
対
し
て
悔
悛
を
命
じ
る
こ
と
で
、
犯

罪
者
を
清
め
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
犯
罪
者
が
立
ち
直
っ
た
場
合

に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
社
会
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
刑
罰
は
信
仰
を
前
提
と
し
て
い
る
た
め
、

異
端
者
に
対
し
て
は
も
は
や
力
を
有
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
異
端

者
に
よ
っ
て
信
仰
の
正
統
性
が
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る

と
き
に
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
火
刑
台
が
そ
び
え
立
つ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
封
建
社
会
や
教
会
社
会
の
中
で
、
こ
れ
ら
に
抗

う
権
力
が
出
現
す
る
。
王
政
も
ま
た
、
司
法
を
創
造
す
る
。
王
政
は

法
学
者
を
集
め
、
彼
ら
を
保
護
し
、
教
皇
が
禁
止
し
た
ロ
ー
マ
法
の

研
究
を
推
奨
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
王
政
は
主
権
を
手
中
に
収
め
る
こ

と
を
切
望
し
て
お
り
、
刑
事
司
法
を
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
支
配

し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
処
罰
権
は
、

神
か
ら
授
か
っ
た
と
主
張
す
る
国
王
の
権
力
に
し
か
、
そ
の
淵
源
を

有
し
な
い
。
契
約
や
合
意
に
由
来
す
る
こ
と
は
な
く
、
王
の
意
思
を

尊
重
し
な
い
者
を
処
罰
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
。

　

王
権
的
な
司
法
に
お
い
て
は
、
刑
罰
は
必
ず
、
峻
厳
な
も
の
と
な

る
。
な
ぜ
な
ら
、
権
力
へ
の
服
従
は
、
威
嚇
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
犯
罪
と
は
、
君
主
の
権
威
を
危
う
く
す
る
不
服
従
の
行

為
を
意
味
す
る
。
君
主
は
秩
序
の
維
持
を
約
束
し
た
が
、
こ
の
約
束

は
、
君
主
の
権
威
を
挽
回
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
得
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
君
主
の
命
令
が
無
視
さ
れ
た
と
き
に
は
、
人
々

に
対
し
て
強
烈
な
印
象
と
恐
怖
を
与
え
る
よ
う
な
刑
罰
を
科
す
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
私
人
の
権
利
を
侵
害
し
た
犯
罪
者

と
、
君
主
の
権
力
を
侵
害
し
た
犯
罪
者
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
前
者
は
、
通
常
の
裁
判
で
裁
か
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
後
者
は

敵
と
み
な
さ
れ
、
嫌
疑
が
あ
れ
ば
直
ち
に
処
罰
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

死
刑
は
軽
率
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
司
法
府
に
判
断
を
委
ね

る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
君
主
の
考
え
を
模
範
と
し
て
判
断
す
る

よ
う
求
め
る
よ
う
に
な
る
。

　

し
か
し
、
社
会
が
進
歩
す
る
に
つ
れ
、
王
権
に
よ
る
支
配
は
理
性

に
よ
っ
て
打
ち
倒
さ
れ
る
。
批
判
検
討
の
精
神
が
法
の
研
究
に
浸
透

し
、
分
析
に
よ
っ
て
濫
用
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
制
度
改
革
が
用
意
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
刑
罰
は
、
も
は
や
復
讐
の
行
為
と
し
て
で
は
な

く
、
安
全
保
障
を
確
保
す
る
た
め
の
適
切
な
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
。
刑
罰
を
正
当
化
す
る
の
は
そ
の
有
益
性
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
罰
は
、
そ
れ
が
厳
格
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
し
か

科
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
、
過
剰
な
刑
罰
は
害
悪
し
か

引
き
起
こ
さ
ず
、
そ
の
害
悪
は
ど
ん
な
利
益
に
よ
っ
て
も
埋
め
合
わ

（87－2－63）
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せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

公
的
復
讐
や
社
会
的
制
裁

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
っ
た
表
現
は
、
正
確
性
を
欠
く
た

め
、
裁
判
上
の
文
言
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
犯
罪
者
が
害
を
生
じ
さ
せ

な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
社
会
は
も
は
や
犯
罪
者
を
処
罰
し
な
い
。
社

会
は
、
犯
罪
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
犯
罪
者
を

処
罰
す
る
の
で
あ
る
。
法
律
家
ら
は
、
抑
止
の
必
要
性
と
刑
罰
の
強

度
と
を
正
確
に
釣
り
合
わ
せ
る
た
め
、
人
間
を
犯
罪
へ
と
駆
り
立
て

て
い
る
動
機
の
衝
動
力

4

4

4

と
、
各
種
の
罰
が
生
じ
さ
せ
る
威
嚇
が
提
示

す
る
斥
力

4

4

を
測
ろ
う
と
試
み
て
い
る
。
法
律
家
の
諸
見
解
の
影
響
下

で
は
、
刑
事
司
法
は
復
讐
の
あ
ら
ゆ
る
観
念
を
捨
て
て
、
理
性
的
な

動
機
に
よ
っ
て
の
み
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
刑
罰
は
、
社
会
に
よ

る
保
護
の
必
要
性
と
釣
り
合
う
よ
う
に
調
整
さ
れ
る
。
本
質
的
な
改

革
は
、
刑
法
と
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
行
わ
れ
る
。
死
刑
は
科
せ
ら
れ

な
く
な
る
こ
と
は
な
い
が
、
こ
れ
は
、
死
刑
が
必
要
な
も
の
と
判
断

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
刑
罰
は
、
人
間
性
に
背
き
、
恐
怖
感

を
も
っ
て
し
か
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
な
苦
痛
を
伴
う
こ
と
は
な

く
な
る
。
そ
れ
で
も
立
法
者
は
、
功
利
主
義
的
見
解
の
影
響
を
受
け

な
が
ら
、
罰
の
峻
厳
さ
に
権
力
的
威
嚇
を
汲
み
取
る
よ
う
な
厳
し
い

刑
罰
を
創
設
す
る
。

　

処
罰
の
有
益
性
と
処
罰
の
必
要
性
が
処
罰
権
を
生
み
出
す
と
し
て

も
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
単
独
で
、
刑
罰
の
限
界
と
正
当
性
を
確
立
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
体
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
こ
と
が
、
常

に
正
当
な
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
が
違
反
者
に
対
し
て
刑
罰
を
も
っ

て
威
迫
す
る
こ
と
で
、
自
衛
す
る
こ
と
を
託
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
威
迫
の
実
現
は
、
各
時
代
に
お
け
る
風
俗
や
思
想
、
要
求

を
考
慮
し
て
、
正
義
が
許
容
す
る
限
り
に
お
い
て
し
か
な
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。

　

刑
罰
が
正
当
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
刑
罰
が
、
予
防
し
よ
う
と

す
る
社
会
的
損
失
の
大
き
さ
と
釣
り
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
刑
罰
が
大
衆
的
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

（populaire

）、
つ
ま
り
、
国
民
の
承

認
を
獲
得
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
刑
罰
は
有
効
で
あ
り
、

健
全
な
印
象
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
以
上
が
、
今
日
の
刑
事
立
法
が

受
け
入
れ
る
べ
き
改
革
を
司
る
精
神
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
改
革
は
、

折
衷
主
義
の
影
響
下
で
、
二
つ
の
原
則
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
一

つ
は
、
あ
る
行
為
を
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
社
会
が
そ
の
行

為
を
抑
止
す
る
利
益
が
あ
る

4

4

4

4

4

限
り
に
お
い
て
、
か
つ
、
予
防
的
障
壁

を
生
み
出
し
得
る
威
嚇
を
も
た
ら
す
た
め
に
必
要
で
あ
る

4

4

4

4

4

限
り
に
お

い
て
の
み
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
も
う
一
つ
は
、
正
義
を
傷
づ
け
る

4

4

4

4

4

4

4

行
為
の
み
が
罰
せ
ら
れ
、
か
つ
、
各
行
為
の
道
徳
性

4

4

4

と
釣
り
合
っ
た

刑
罰
は
、
法
へ
の
違
反
に
よ
っ
て
失
っ
た
権
利
し
か
犯
罪
者
か
ら
剥

奪
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
要
求
す
る
。
以
上
の
通
り
、
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こ
れ
ら
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
死
刑
が
正
当
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
、

生
命
維
持
の
権
利
を
失
っ
た
犯
罪
者
を
罰
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み

で
あ
っ
て
、
か
つ
、
死
刑
が
有
益
か
つ
必
要
な
限
り
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
。

死
刑
に
つ
い
て

　

死
刑
は
、
絶
え
ず
各
国
の
制
度
の
な
か
に
姿
を
現
し
て
い
る
。
す

で
に
見
た
よ
う
に
、
時
代
や
体
制
に
よ
っ
て
死
刑
は
さ
ま
ざ
ま
な
様

相
を
呈
し
て
い
た
。
人
民
に
よ
る
司
法
も
死
刑
台
を
据
え
た
て
る

が
、
し
か
し
死
刑
の
適
用
を
わ
ず
か
な
場
合
に
限
定
し
、
法
典
か
ら

死
刑
を
消
し
去
る
こ
と
を
切
望
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
刑
罰
が

人
命
の
不
可
侵
性
と
い
う
社
会
的
定
説
と
両
立
し
う
る
の
か
が
問
わ

れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

死
刑
の
利
用
に
対
し
て
今
日
変
革
さ
れ
た
主
要
な
反
対
意
見
が

一
八
世
紀
に
生
み
出
さ
れ
た
の
は
、BECCA

RIA

の
「
犯
罪
と
刑

罰
」
と
い
う
著
作
の
中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
著
書
の
中

で
、
社
会
契
約
に
よ
る
人
間
社
会
の
形
成
と
い
う
思
想
か
ら
出
発

し
、
次
の
こ
と
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
安
全
保
障
を
獲

得
す
る
た
め
に
自
ら
の
自
由
の
一
部
を
喪
失
す
る
こ
と
に
は
従
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
人
命
を
剥
奪
す
る
権
力
や
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
確
保
す
る
目
的
で
財
産
を
剥
奪
す
る
権
利
を
君
主
に
付
与
し
よ
う

と
し
た
、
と
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
よ
う
な
合
意
の
有
効
性
と
、
人
間
は
自
ら
の
生
命
を
奪
う
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
原
則
を
ど
の
よ
う
に
し
て
両
立
さ
せ
る
か
。
し
た

が
っ
て
死
刑
は
、
各
人
に
よ
っ
て
社
会
の
中
に
付
与
さ
れ
た
権
利

4

4

の

中
に
そ
の
淵
源
を
有
さ
ず
、
万
人
の
利
益
の
た
め
に
死
ぬ
こ
と
が

必
要
な
い
し
有
益
と
さ
れ
た
市
民
に
対
す
る
国
家
の
軍
功

4

4

（fait de�
guerre

）
し
か
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　

BECCA
RIA

の
論
証
は
、
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
基
礎
の
上
に
成

り
立
つ
。
彼
は
ま
ず
、H

O
BBES

に
思
想
に
し
た
が
い
、
社
会
を

4

4

4

超
え
た

4

4

4

自
然
状
態
と
社
会
契
約
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
自

然
状
態
は
想
像
上
の
も
の
で
し
か
な
く
、
社
会
契
約
は
現
実
性
を
欠

い
て
い
る
と
い
う
点
で
、
欠
陥
を
有
す
る
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
民
主
権
の
思
想
か
ら
出
発
し
て
い
る
点

は
正
し
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
社
会
体
の
構
成
員
が
、
法
を
創
造

す
る
権
利
を
代
表
者
に
付
与
す
る
こ
と
で
、
そ
の
権
利
に
正
当
な

限
界
を
設
定
で
き
る
、
と
指
摘
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

BECCA
RIA

に
よ
れ
ば
、
意
思
の
解
釈
と
い
う
問
題
に
ぶ
つ
か
る

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
社
会
体
の
構
成
員
と
し
て
の
各
市
民
が
、
国

家
の
代
表
に
対
し
て
、
法
に
違
反
し
た
場
合
に
刑
罰
に
服
さ
せ
る
と

い
う
権
利
を
付
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
命
に
関
す
る
諸
権

（87－2－65）
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利
を
付
与
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
な
る
の
か
。
我
々
の
組
織
の
下
で

は
、
こ
の
よ
う
に
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め

に
は
、
立
法
者
の
権
力
が
包
括
委
任
に
由
来
す
る
と
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
こ
の
包
括
委
任
は
、
刑
罰
を
創
設
す
る
自
由
裁
量
権
を
国
家

の
代
表
者
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
委
任
は
全
面
的
か
つ
完

全
な
も
の
で
あ
る
の
で
、
刑
罰
の
限
界
を
決
定
す
る
権
限
は
国
の
代

表
者
に
属
し
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、BECCA

RIA

の
論
証
の

前
半
部
分
は
、
刑
罰
の
創
設
に
関
し
て
、
各
市
民
の
意
思
と
国
家
の

代
表
者
の
意
思
と
が
混
同
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
根
拠
を

欠
い
て
い
る
。

　

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
唯
一
ま
と
も
な
後
半
部
分
に
至
る
。
す
な

わ
ち
、
市
民
は
そ
の
生
命
を
処
分
す
る
権
利
を
立
法
者
に
付
与
す
る

こ
と
が
で
き
た
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
神
が
人
類
お
よ
び
個
々
人

に
割
り
当
て
た
の
は
、
運
命
の
不
変
の
道
理
に
由
来
す
る
義
務
と
権

利
で
あ
る
。
実
定
法
は
、
そ
れ
ら
を
損
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
物

質
的
な
力
は
こ
れ
を
無
視
し
う
る
の
で
あ
る
が
、
立
法
者
は
こ
れ
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
神
が
人
間
に
与
え
た
人
生
は
、
人
間

の
法
の
領
域
に
落
ち
、
刑
罰
の
対
象
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
市

民
は
、
そ
の
固
有
の
生
命
に
関
す
る
諸
権
利
を
立
法
者
に
付
与
し
う

る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
、
最
も
単
純
で
、
唯
一
正
し
く
提
起
さ
れ
た

問
題
で
あ
る
。

　

RO
U

SSEA
U

は
彼
の
「
社
会
契
約
論
」
の
な
か
で
、
固
有
の
生

命
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
死
刑
の
不
当

性
を
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
、

こ
の
問
い
に
答
え
た
。
す
な
わ
ち
彼
に
よ
れ
ば
、「
私
人
は
自
ら
の

生
命
を
処
分
す
る
権
利
を
持
つ
こ
と
な
く
し
て
、
い
か
に
し
て
、
自

ら
が
持
た
な
い
そ
の
権
利
を
君
主
に
譲
り
渡
す
こ
と
が
で
き
よ
う

か
、
と
問
わ
れ
る
。
…
何
人
も
自
ら
の
生
命
を
保
持
す
る
た
め
、
自

ら
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
権
利
を
有
し
て
い
る
。
…
社
会
的
な
合

意
は
、
契
約
者
の
保
全
を
目
的
と
し
て
い
る
。
目
的
達
成
の
た
め
に

は
手
段
を
選
ば
ず
、
こ
の
手
段
は
、
あ
る
種
の
危
険
や
、
あ
る
種
の

喪
失
と
さ
え
も
不
可
分
で
あ
る
。
人
が
殺
人
者
に
な
っ
た
と
き
に
死

ぬ
こ
と
に
同
意
す
る
の
は
、
殺
人
者
の
被
害
者
に
な
ら
な
い
た
め
で

あ
る
。
こ
の
合
意
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
生
命
を
処
分
す
る
こ
と
に

つ
い
て
は
考
え
る
ど
こ
ろ
か
、
生
命
を
保
証
す
る
こ
と
に
し
か
注
意

が
払
わ
れ
て
お
ら
ず
、
契
約
者
の
う
ち
誰
も
、
自
ら
絞
首
台
に
の
ぼ

る
つ
も
り
が
な
い
、
と
は
推
定
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
。

　
RO

U
SSEA

U

の
論
証
は
、
人
間
は
、
自
然
法
を
害
す
る
こ
と
な

く
し
て
、
生
命
を
保
全
す
る
た
め
に
、
生
命
を
危
険
に
さ
ら
し
う
る

と
い
う
正
し
い
考
え
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
。「
火
事
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
窓
か
ら
身
を
投
げ
る
者

が
、
自
殺
の
罪
に
問
わ
れ
る
と
は
決
し
て
言
わ
れ
な
い
の
で
は
な
い

（法政研究�87－2－66）
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か
。
乗
船
し
た
際
に
危
険
を
認
識
し
て
い
る
と
し
て
も
、
嵐
の
中
で

命
を
落
と
す
者
に
対
し
て
こ
の
犯
罪
の
責
任
を
負
わ
せ
る
と
い
う
こ

と
は
、
決
し
て
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
彼
の
論
拠
を
評
価

す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰

法
規
の
作
用
が
無
に
帰
せ
し
め
ら
れ
る
ほ
ど
の
騒
乱
に
よ
っ
て
激
し

く
動
揺
し
た
社
会
が
存
在
す
る
と
す
る
。
多
数
の
犯
罪
が
社
会
を
恐

怖
と
悲
嘆
に
陥
れ
て
お
り
、
大
通
り
は
も
は
や
安
全
で
な
い
。
こ
こ

で
、
た
っ
た
今
生
じ
た
ば
か
り
の
権
力
が
、
こ
の
社
会
の
秩
序
と
安

全
を
再
建
す
る
委
任
を
受
け
た
と
仮
定
し
よ
う
。
仮
に
、
死
刑
が
唯

一
、
善
良
な
市
民
の
生
命
を
有
効
に
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
が
明
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
権
力
は
死
刑
を
創
設
す
る
権

利
を
有
す
る
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
私
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
刑
罰
と
同

様
に
、
死
刑
は
迅
速
な
打
開
策
を
提
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

少
な
く
と
も
長
期
的
に
は
、
有
効
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て

い
る
。
よ
り
多
く
の
善
良
な
市
民
の
生
命
を
保
証
す
る
た
め
に
、
一

定
数
の
犯
罪
者
を
処
罰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は

RO
U

SSEA
U

と
同
意
見
で
、
社
会
体
の
構
成
員
の
生
命
を
保
護
し
、

そ
れ
ら
の
者
の
保
全
を
確
か
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
社
会
体
の
構

成
員
は
そ
の
生
命
を
質
入
れ
す
る
よ
う
な
法
を
作
る
権
利
を
有
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
と
認
め
る
こ
と
に
は
、
躊
躇
い
が
な
い
。
司
法
の
打

撃
に
自
ら
の
身
を
さ
ら
し
に
来
る
よ
う
な
者
を
処
罰
す
る
こ
と
で
殺

害
を
避
け
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
社
会
は
何
故
、
殺

害
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
選
択
し
よ
う
か
。
こ
れ

が
、
純
粋
な
理
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
死
刑
の
正
当
性
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
刑
が
用
い
ら
れ
う
る
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
認
め
る
こ
と
で
、
純
粋
法
（le�D

roit�pur

）、
つ
ま
り
、
絶
対
的

な
法
（le�D

roit�absolu

）
に
よ
っ
て
は
拒
絶
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
議
論
は
、
副
次
的
な
有
益
性
や
必

要
性
の
問
題
に
制
限
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
反
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
私
は
こ

れ
に
対
し
て
、
直
接
の
返
答
を
し
た
い
。
人
命
の
不
可
侵
性
の
原

則
は
、
絶
え
ず
死
刑
の
問
題
を
支
配
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
提
起
さ
れ
る
。
生
命
を
他
の
生
命
と
引
き
換
え
に

買
い
戻
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
。
殺
人
者
が
自
ら
犯
す
わ
け
で
は

な
い
殺
人
の
予
防
を
理
由
と
し
て
、
正
当
に
殺
人
者
を
殺
す
こ
と

が
で
き
る
か
。
個
人
的
な
償
い
に
よ
っ
て
罪
滅
ぼ
し
を
す
べ
き
者

は
、
同
胞
の
安
全
の
た
め
と
い
う
唯
一
の
利
益
の
た
め
に
、
手
段
と

4

4

4

し
て
4

4

犠
牲
に
さ
れ
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
す
る
こ

と
が
倫
理
的
で
あ
る
か
。
私
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ

の
反
対
意
見
が
力
を
失
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
命
の

不
可
侵
性
と
い
う
原
則
が
、
む
し
ろ
成
文
法
に
お
け
る
制
裁
に
お
い

て
見
出
さ
れ
、
ま
た
、
死
刑
が
社
会
防
衛
の
正
当
な
必
要
性
を
満
た

（87－2－67）
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す
場
合
に
の
み
科
さ
れ
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
山
賊
4

4

（chauffeur

）
の
一
味
が
私
の
住
居
に
押
し
入
る
場
合
、
彼
ら
の
生

命
が
不
可
侵
で
あ
る
と
し
て
、
私
は
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
を
殺
す
こ
と
で
、
将
来
の
多
数
の
被
害
者

を
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
に
、
私
は
彼
ら
の
恐
ろ
し
い
拷
問
を

甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
人
命
の
不
可
侵
性
と
い

う
原
則
は
、
も
っ
ぱ
ら
生
命
を
救
う
た
め
に
の
み
死
を
与
え
る
場
合

や
、
同
胞
の
生
活
を
害
し
た
者
の
み
を
処
罰
す
る
と
き
に
は
、
い
か

な
る
侵
害
も
受
け
入
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
も
、
反
論
が
な
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
正
当
防
衛
の
権
利

は
、
処
罰
権
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
正
当
防
衛
の
権
利
は
、
こ
の
権
利
を
生
じ
さ
せ
た
攻

撃
と
緊
急
性
と
と
も
に
消
滅
す
る
。
攻
撃
者
が
無
力
に
な
っ
た
場
合

な
ど
に
は
、
そ
の
攻
撃
者
の
生
命
は
再
び
不
可
侵
の
も
の
と
な
り
、

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
者
は
、
自
ら
の
生
命
を
失
わ
な

い
権
利
を
回
復
す
る
、
と
。
こ
の
こ
と
は
、
よ
く
組
織
さ
れ
た
社
会

に
お
い
て
、
刑
罰
が
法
定
の
手
続
に
則
っ
て
科
さ
れ
る
た
め
に
、
私

人
が
直
ち
に
犯
罪
者
を
司
法
の
手
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
意
味
に
お
い
て
の
み
正
し
い
。
し
か
し
、
社
会
的
な
司
法
が

創
設
さ
れ
る
前
、
未
だ
黎
明
期
に
し
か
な
い
社
会
の
中
で
、
攻
撃
さ

れ
た
私
人
は
自
衛
の
権
利
し
か
有
さ
ず
、
将
来
の
侵
害
を
予
防
す
る

た
め
の
処
罰
権
を
行
使
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
様
に
正
し
い

で
あ
ろ
う
か
。
未
開
の
国
家
の
歴
史
に
鑑
み
れ
ば
、
社
会
の
始
ま
り

に
身
を
置
く
と
、
自
然
権
が
人
類
の
な
か
に
秩
序
を
作
り
、
人
間
を

進
歩
へ
と
方
向
付
け
る
神
の
啓
示
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
と
き
、
罰
の

考
え
は
正
当
防
衛
の
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
被
害
者
家
族
が
復

讐
行
為
を
実
行
す
る
場
合
、
犯
罪
者
に
償
い
を
科
す
と
い
う
正
義
の

感
覚
と
、
犠
牲
の
有
益
性
と
い
う
正
義
の
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
。
後

者
は
記
憶
に
深
く
刻
ま
れ
、
予
防
的
効
果
を
持
つ
。
こ
の
論
理
は
、

理
性
の
論
理
と
も
一
致
す
る
。
す
な
わ
ち
、
同
胞
の
生
命
を
侵
害
し

た
者
は
、
そ
の
行
為
の
み
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
生
命
の
不
可
侵
性
を

失
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
者
に
は
正
当
に
死
を
与
え
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
権
利
は
、
彼
が
攻
撃
を
完
遂
し
て
も
回
復
さ

れ
な
い
。
生
命
を
求
め
る
権
利
は
、
あ
ら
ゆ
る
偶
発
的
状
況
か
ら
独

立
し
た
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
復
活

し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
死
は
人
生
を
取
り
戻
し
得
な
い
か
ら
で
あ

る
。
社
会
的
な
司
法
は
、
死
が
必
要
と
は
思
わ
れ
な
い
犯
罪
者
の
生

命
を
救
う
た
め
に
介
入
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
犯
罪
者
を

処
罰
す
る
と
し
て
も
、
間
違
い
な
く
、
何
の
権
利
も
侵
害
し
て
は
い

な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
私
に
は
、
純
粋
法
は
死
刑
の
適
用
を
許
容
し
て
い
る

し
、
人
に
対
す
る
最
も
重
大
な
侵
害
を
抑
止
す
る
た
め
に
死
刑
を
規

（法政研究�87－2－68）
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定
し
た
人
々
は
、
人
命
の
不
可
侵
性
と
い
う
原
則
を
無
視
す
る
ど
こ

ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
実
証
し
た
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

抽
象
的
な
議
論
か
ら
離
れ
る
と
、
死
刑
の
正
当
化
の
た
め
に
、
法

哲
学
の
権
威
や
、
多
く
の
人
々
の
賛
同
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
が

で
き
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
イ
タ
リ
ア
で
は
、
死
刑
の
利
用
に

反
対
す
るBECCA

RIA
の
思
想
は
わ
ず
か
な
支
持
者
し
か
見
出
せ

ず
、
多
く
の
反
対
者
を
獲
得
し
た
。FILA

N
GIERI

は
、
人
間
性
の

情
熱
的
な
愛
に
影
響
を
受
け
た
著
作
に
お
い
て
反
対
を
表
明
し
た
。

C
R

E
M

A
N

I

、R
O

M
A

G
N

O
SI

、R
A

F
A

E
LLI

、LA
U

R
E

A

、

CA
RM

IGN
A

N
I

ら
も
、
こ
の
思
想
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
。
ベ
ル

ギ
ー
で
は
、H

A
U

S

教
授
が
賢
明
に
も
、
自
国
の
立
法
改
革
に
携

わ
っ
た
際
、
死
刑
が
人
に
対
す
る
最
も
重
大
な
侵
害
に
適
用
さ
れ
る

な
ら
ば
、
こ
の
時
代
の
国
家
が
一
致
し
て
死
刑
を
承
認
す
る
と
い
う

こ
と
を
認
め
る
。
ド
イ
ツ
で
はK

A
N

T

が
、
こ
の
問
題
に
対
し
て
、

死
刑
を
正
当
と
考
え
て
い
る
刑
法
典
起
草
者
のBA

V
IÈRE

や
、
刑

法
学
者
のFEU
ERBA

CH

と
同
じ
結
論
を
導
き
出
し
た
。
イ
ギ
リ

ス
で
は
、Jérém

ie�BEN
T

H
A

M

が
、
死
刑
の
長
所
と
短
所
を
分

析
し
て
明
ら
か
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、
死
刑
は
終
身
禁
錮
刑
で
代

替
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
最
も
公
衆
に
恐
怖
を
抱
か

せ
る
重
罪
、
残
忍
な
殺
人
、
複
数
の
生
命
侵
害
に
つ
い
て
は
、
死

刑
が
脅
迫
的
に

4

4

4

4

（in terrorem

）
存
置
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を

認
め
る
。
最
後
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
に

か
け
て
の
最
も
教
養
あ
る
公
法
学
者
ら
は
、
常
に
、
死
刑
の
適
用

を
極
め
て
限
定
的
な
場
合
に
限
る
こ
と
を
要
求
す
る
に
と
ど
ま
っ

た
。
彼
ら
は
死
刑
の
正
当
性
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の

絶
対
的
な
廃
止
を
要
求
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
に
対
す
る
最
も

重
大
な
侵
害
に
の
み
死
刑
が
適
用
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
刑
罰
が
感

性
に
よ
っ
て
も
理
性
に
よ
っ
て
も
否
認
さ
れ
な
い
こ
と
を
示
す
た

め
に
は
、M

O
N

T
ESQ

U
IEU

、J.�-J.�RO
U

SSEA
U

、M
A

BLY

、

Benjam
in�CO

N
ST

A
N

T
,�de�BRO

GLIE

氏,�

お
よ
びRO

SSI

氏

ら
の
名
前
を
挙
げ
れ
ば
十
分
で
あ
る
。

　

一
七
八
九
年
以
降
の
フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
に
お
け
る
立
法
作
業
に

検
討
を
移
せ
ば
、
死
刑
の
正
当
性
に
は
ほ
と
ん
ど
異
議
を
唱
え
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
検
事
と
パ
リ
高

等
法
院
の
上
席
評
定
官
（président�à�m

ortier�au�Parlem
ent�

de�Paris

）
を
相
次
い
で
務
め
たLEPELLET

IER-SA
IN

T
-

FA
RGEA

U

は
、
一
七
九
一
年
、
憲
法
制
定
議
会
（l’A

ssem
blée�

constituante

）
に
お
い
て
、
法
案
を
提
出
し
た
。
こ
の
法
案
は
、

い
く
ら
か
の
修
正
を
受
け
、
九
月
二
五
日
に
採
択
さ
れ
た
刑
法
典
の

基
礎
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
が
、
彼
は
そ
の
報
告
に
お
い
て
、
三
日

間
の
晒
し
刑
と
独
房
で
の
厳
し
い
禁
錮
刑
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と

（87－2－69）
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で
、
死
刑
を
代
替
さ
せ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
こ
の
刑
罰
は
、

苦
痛
に
よ
っ
て
死
刑
を
代
替
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

　

こ
の
法
案
お
よ
びLEPELLET

IER-SA
IN

T
-FA

GEA
U

の
報

告（
４
）に

お
い
て
は
、
執
拗
な
慈
善
心
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

れ
で
も
、
死
刑
が
絶
対
に
廃
止
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
注
目
す

べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
死
刑
は
、
立
法
機
関
に
よ
っ

て
反
逆
的
で
あ
る
と
さ
れ
た
党
首
に
対
し
て
宣
告
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
法
案
の
提
出
の
結
果
、
憲
法
制
定
議
会
で
は
、「
死
刑

は
存
置
さ
れ
る
の
か
、
さ
れ
な
い
の
か
。」
と
い
う
問
題
が
提
起
さ

れ
た
。
五
月
三
〇
日
の
審
議
に
お
い
て
、
死
刑
廃
止
に
反
対
す
る

PRU
GN

O
N

氏
に
よ
り
、
こ
の
重
大
な
問
題
に
関
す
る
議
論
が
開

始
さ
れ
た
。
続
い
てRO

BESPIERRE

が
登
壇
し
た
。
そ
の
際
の

演
説
は
、
の
ち
に
血
ま
み
れ
の
反
証
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
こ
の
演
説
に
お
い
て
彼
は
、
二
つ
の
こ
と
を
提
示
し
た
。
す

な
わ
ち
第
一
に
、「
死
刑
が
本
質
的
に
不
正
で
あ
る
こ
と
」、
第
二
に
、

「
死
刑
が
刑
罰
の
中
で
最
も
抑
止
的
な
も
の
で
は
な
く
、
重
罪
を
予

防
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
重
罪
を
増
加
さ
せ
て
い
る
こ
と
」
で
あ
る
。

私
はRO

BESPIERRE

の
業
績
を
分
析
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

彼
の
以
下
の
発
言
は
注
目
に
値
す
る
。「
真
実
や
正
義
の
観
点
か
ら

見
れ
ば
、
社
会
が
多
く
の
仕
掛
け
を
用
い
て
整
え
る
死
の
舞
台
は
、

個
人
で
は
な
く
国
家
全
体
に
よ
っ
て
、
法
定
の
形
式
で
犯
さ
れ
る
卑

怯
な
殺
人
、
す
な
わ
ち
、
正
式
な
重
罪
に
他
な
ら
な
い
。」
議
論
が

続
き
、
そ
の
中
で
最
も
注
目
す
べ
き
発
言
は
、A

drien�D
U

PO
RT

の
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
の
発
言
は
、RO

BESPIERRE

と
同
趣
旨

の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
見
が
ほ
と
ん
ど
聞
か

れ
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
議
論
は
、

M
ERLIN

氏
の
提
案
に
よ
り
終
了
し
た
。
彼
は
、
あ
ら
ゆ
る
終
局
的

な
決
議
を
延
期
し
て
、
一
時
的
措
置
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
た
が
、
こ
の
提
案
は
退
け
ら
れ
た
。
投
票
が
な
さ
れ
、
次
の
よ

う
な
こ
と
がM

oniteur

誌
に
記
載
さ
れ
た
。「
本
議
会
は
、
ほ
ぼ
全

員
の
一
致
で
、
死
刑
が
廃
止
さ
れ
な
い
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
決
定
す
る
（
聴
衆
か

ら
い
く
ら
か
拍
手
が
な
さ
れ
る
）」。
処
刑
台
の
存
置
を
採
択
し
た

こ
と
に
対
す
る
拍
手
で
あ
る
！
正
義
の
一
大
局
面
が
生
み
出
さ
れ
、

こ
の
正
義
が
恐
怖
か
ら
安
全
保
障
に
移
行
す
る
と
き
、
魂
が
抱
く
感

覚
の
表
出
と
異
な
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
残
酷
な

こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
勘
違
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
フ
ラ
ン
ス

国
家
と
同
程
度
に
文
明
化
さ
れ
教
養
あ
る
国
家
が
、
処
刑
台
を
承
諾

す
る
と
き
に
拍
手
喝
采
を
す
る
の
は
、
血
が
流
れ
出
る
の
を
楽
し
ん

で
い
る
か
ら
で
は
な
い
。
そ
の
国
家
に
と
っ
て
は
、
殺
人
者
に
科
さ

れ
る
死
刑
が
正
義
の
行
為
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
と

り
わ
け
、
こ
の
刑
罰
を
廃
止
す
る
と
い
う
提
案
が
不
安
を
引
き
起
こ

し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
市
民
は
自
ら
の
生
命
を
守
る

（法政研究�87－2－70）
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と
い
う
採
択
に
よ
っ
て
安
心
感
を
得
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

死
刑
を
廃
止
す
る
と
い
う
考
え
も
同
様
に
、
国
民
公
会

（Convention

）
の
さ
な
か
、
政
治
的
動
乱
の
な
か
で
生
じ
た
。
し

か
し
、
こ
の
考
え
の
実
現
は
い
つ
も
将
来
に
先
送
り
に
さ
れ
た
。
つ

い
に
は
こ
の
議
会
の
最
後
に
至
っ
て
、
平
和
が
訪
れ
る
日
以
降
は
、

死
刑
が
廃
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
宣
言
し
た
。

　

執
政
政
府
の
も
と
、
ア
ミ
ア
ン
の
和
約
に
際
し
て
、
一
〇
年
雪
月

八
日
の
法
律
は
、
他
に
規
定
さ
れ
た
も
の
が
で
き
る
ま
で
の
あ
い

だ
、
死
刑
が
適
用
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
を
決
定
し
て
、
国
民
公

会
の
デ
ク
レ
の
実
行
を
延
期
し
た
。
当
時
の
状
況
に
鑑
み
れ
ば
、
こ

の
措
置
は
完
全
に
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
動
き

は
、
悪
党
集
団
に
と
っ
て
は
残
念
に
思
わ
れ
て
い
た
。
通
常
の
司
法

で
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
重
罪
の
増
加
に
よ
っ
て
証
明
さ

れ
、
特
別
裁
判
所
が
作
ら
れ
た
ば
か
り
の
時
期
に
、
な
に
ゆ
え
死
刑

を
存
置
で
き
な
い
と
い
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

　

帝
政
下
の
刑
法
典
は
反
動
的
な
影
響
を
受
け
て
、
死
刑
を
存
置
す

る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
死
刑
を
軽
率
に
用
い
る
こ
と
と
な
り
、
政
治
犯

罪
を
罰
す
る
条
文
の
ほ
ぼ
全
て
に
死
刑
を
記
載
し
た
。
王
政
復
古
は

こ
の
冷
厳
な
立
法
を
受
け
入
れ
た
。
王
政
は
、
一
八
二
四
年
六
月
二

五
日
の
法
律
に
お
け
る
改
革
で
重
罪
法
院
に
権
限
を
与
え
た
。
こ
の

際
、
重
罪
法
院
は
、
刑
罰
軽
減
事
情
の
存
在
を
認
め
て
、
嬰
児
殺
の

罪
に
問
わ
れ
た
母
親
に
対
し
て
、
死
刑
を
減
軽
し
て
終
身
強
制
労
働

を
宣
告
し
た
。

　

死
刑
が
議
会
の
新
た
な
議
論
に
付
さ
れ
た
の
は
、
一
八
三
〇
年
の

事
件
の
あ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
七
月
革
命
で
負
傷
し
た
市
民
を
含

む
請
願
者
は
、
死
刑
の
廃
止
を
要
求
し
た
。de�T

RA
CY

氏
は
す

で
に
一
八
三
〇
年
八
月
一
〇
日
の
下
院
審
議
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス

に
お
け
る
死
刑
の
絶
対
的
廃
止
を
目
指
す
提
案
を
提
出
し
て
い
た
。

こ
の
提
案
は
、BÉRA

N
GER

氏
が
一
〇
月
五
日
に
報
告
を
提
出
し

た
こ
と
で
、
委
員
会
に
付
託
さ
れ
た
。
こ
の
委
員
会
に
お
い
て
、
死

刑
廃
止
は
好
意
的
に
受
け
止
め
ら
れ
、
政
治
的
事
項
に
つ
い
て
死
刑

は
削
除
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
同
時
に
、
私
犯

罪
に
関
し
て
は
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
死
刑
を

代
替
す
る
別
の
刑
罰
を
事
前
に
創
設
し
、
刑
事
施
設
制
度
を
整
備
す

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
。
委
員
会
は
改
革
の
要
求
を
表
明
し
つ
つ

も
、
政
府
に
対
し
て
、
政
府
自
身
で
こ
の
問
題
を
取
り
扱
う
よ
う

呼
び
か
け
て
、de�T

RA
CY

氏
の
提
案
は
延
期
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
の
報
告
に
関
し
て
は
、
一
八
三
〇
年
一
〇
月
八
日
の
審
議
で
議
論

が
開
始
さ
れ
た
。
こ
の
議
論
は
、
刑
罰
法
規
の
改
革
を
準
備
し
、
死

刑
を
段
階
的
に
廃
止
さ
せ
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
政
府
へ
の
上
奏

（adresse
）
に
し
か
至
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
改
革
に
取
り
組
ま
れ
る
ま
で
に
は
時
間
を
要
し
、
一
八
三
二

（87－2－71）
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年
四
月
二
八
日
の
法
律
で
、
自
由
主
義
的
・
知
性
的
で
は
な
い
か
た

ち
で
実
現
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
部
の
場
合
に
の
み
死
刑
が
削

除
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り（

５
）、

死
刑
は
三
一
の
条
文
に
残
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
っ
た（

６
）。

純
粋
に
政
治
的
な
犯
罪
に
つ
い
て
、
名
ば
か
り
で
し
か
な

い
存
在
を
条
文
に
残
し
て
お
く
こ
と
は
、
誤
り
で
あ
っ
た
。
四
月
二

八
日
の
法
律
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、
陪
審
員

に
付
与
さ
れ
た
情
状
に
よ
る
減
軽
の
権
限
に
よ
っ
て
、
国
が
死
刑
の

存
廃
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
法
律
に
残
さ
れ
た
死
刑
を
評
価
す
る
た
め
に

は
、
四
六
三
条
で
陪
審
員
お
よ
び
裁
判
官
に
与
え
ら
れ
た
広
範
な
権

限
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
法
典
が
死
刑
を
規
定
す
る
よ
う

な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
今
日
、
刑
罰
軽
減
事
情
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
五
年
の
強
制
労
働
と
い
う
最
下
限

4

4

4

ま
で
減
軽
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。

　

以
上
が
こ
れ
ま
で
の
立
法
状
況
で
あ
り
、
政
府
の
デ
ク
レ
は
立
法

的
に
、
本
年
の
二
月
二
六
日
、
人
命
の
不
可
侵
性
を
宣
言
し
、
政
治

犯
罪
に
つ
い
て
は
一
時
的
に
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
を
宣
言
し
た
。

こ
の
デ
ク
レ
は
市
庁
舎
の
前
で
朗
読
さ
れ
、
激
し
い
喝
采
を
も
っ
て

人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
。
以
上
で
見
て
き
た
立
法
過
程
か
ら
、
死

刑
は
一
度
と
し
て
我
々
の
法
か
ら
削
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
、
我
々
の
議
会
は
、
絶
え
ず
死
刑
を
正
当
と
判
断
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
。
議
会
は
お
そ
ら
く
、
幾
度
か
好
意
を

も
っ
て
死
刑
の
廃
止
を
目
指
す
提
案
を
聞
い
て
き
た
が
、
し
か
し
死

刑
の
適
用
を
制
限
す
る
に
と
ど
ま
り
、
常
に
絶
対
的
な
廃
止
は
将
来

に
留
保
し
続
け
た
。
な
ぜ
な
ら
、
現
在
の
安
全
を
危
険
に
さ
ら
す
こ

と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

我
々
の
立
法
議
会
の
採
択
は
、
た
だ
死
刑
の
正
当
性
や
、
死
刑
を

維
持
す
る
必
要
性
に
関
す
る
国
の
判
断
を
表
明
し
た
だ
け
で
は
な

い
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
一
八
三
二
年
四
月
二
八
日
の
法
律
は
、
陪

審
員
が
刑
罰
軽
減
事
情
を
認
め
れ
ば
、
犯
罪
者
を
処
刑
台
か
ら
遠
ざ

け
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
た
。
思
想
の
傾
向
に
鑑
み
れ
ば
、
実

際
上
、
処
刑
台
を
な
く
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
が
、
そ
う

は
な
ら
な
か
っ
た
。
一
八
三
二
年
以
降
、
死
刑
の
宣
告
は
確
か
に
減

少
し
た
が
、
死
刑
の
宣
告
や
執
行
が
止
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
司
法
大
臣
が
公
表
し
て
い
る
統
計
を
た
ど
る
と
、
一
八
二
六
年

か
ら
一
八
三
一
年
末
ま
で
の
六
年
間
に
お
い
て
は
、
六
六
二
人
の
個

人
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
、
平
均
し
て
一
年
あ
た
り
約
一
一
〇
人
に
の

ぼ
る
。
一
八
三
二
年
か
ら
一
八
三
五
年
末
ま
で
の
四
年
間
は
、
計
二

一
九
人
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
、
平
均
し
て
一
年
あ
た
り
五
五
人
で
あ

る
。
一
八
三
六
年
か
ら
一
八
四
〇
年
ま
で
は
計
一
九
七
人
で
、
年
平

均
は
四
九
人
。
一
八
四
一
年
か
ら
一
八
四
四
年
は
計
一
九
三
人
で
、

年
平
均
は
四
八
人
で
あ
る
。
最
後
に
、
最
新
の
統
計
に
よ
れ
ば
、
一

（法政研究�87－2－72）
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八
四
五
年
の
被
死
刑
宣
告
者
の
数
は
、
四
七
人
に
し
か
の
ぼ
っ
て
い

な
い
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
内
訳
は
、
殺
人
既
遂
が
二
一
人
、
殺

人
未
遂
が
一
〇
人
、
毒
殺
が
五
人
、
尊
属
殺
人
が
四
人
、
他
の
重
罪

を
伴
う
殺
人
が
二
人
、
嬰
児
殺
が
二
人
、
現
住
建
造
物
放
火
が
三
人

で
あ
る
。
四
七
人
の
う
ち
、
三
七
人
は
処
刑
さ
れ
、
残
り
の
者
は
減

刑
（com

m
utation

）
を
受
け
た
。

　

こ
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
陪
審
員
と
し
て
選
ば
れ
た
国
民
の
一
部

は
、
死
刑
の
適
用
が
自
然
法
に
反
す
る
と
考
え
る
ど
こ
ろ
か
、
死
に

よ
っ
て
し
か
償
い
得
な
い
重
罪
が
あ
る
と
評
価
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
が
は
っ
き
り
と
証
明
さ
れ
て
い
る
。
私
に
対
し
て
、
陪
審
員
が

被
告
人
の
行
為
や
罪
状
に
し
か
気
に
か
け
て
お
ら
ず
、
自
身
の
評
決

（déclaration

）
の
帰
結
は
考
え
て
い
な
い
な
ど
と
反
論
す
る
の
は

誤
り
で
あ
ろ
う
。
ど
の
時
代
に
お
い
て
も
刑
罰
が
陪
審
員
の
評
決
に

大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に

は
、
統
計
を
開
い
て
、
一
八
三
二
年
の
法
律
の
立
法
過
程
を
た
ど
る

こ
と
で
十
分
で
あ
る（

７
）。

し
た
が
っ
て
、
刑
事
司
法
の
一
部
を
担
う
国

民
が
、
最
も
重
大
な
重
罪
に
つ
い
て
死
刑
を
存
置
す
る
こ
と
に
承
認

を
与
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
揺
る
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

死
刑
が
全
国
民
の
承
認
を
得
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
た
め
に
、
陪

審
に
招
か
れ
た
こ
と
の
な
い
市
民
層
の
考
え
を
知
る
こ
と
は
興
味
深

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
私

は
、
農
村
の
住
民
と
都
市
の
労
働
者
の
意
見
を
調
査
す
る
こ
と
に
し

た
。
知
性
的
か
つ
誠
実
で
、
先
入
観
を
も
た
な
い
人
々
の
も
と
へ
出

向
い
て
、
死
刑
の
問
題
を
提
起
し
た
。
彼
ら
は
概
し
て
、
死
刑
の
正

当
性
に
つ
い
て
疑
い
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
驚
い
た
様

子
で
あ
っ
た
。
一
部
の
者
は
、
日
常
的
に
盗
罪
を
犯
す
犯
罪
者
さ
え
、

処
刑
台
に
送
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
盗
罪
犯
人
に
つ
い

て
、
彼
ら
を
よ
り
穏
健
な
考
え
に
導
く
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
か
な

り
容
易
で
あ
っ
た
が
、
殺
人
者
、
毒
殺
者
、
と
り
わ
け
尊
属
殺
人
者

に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
全
く
譲
歩
せ
ず
、
深
い
確
信
を
も
っ
て
、
そ

れ
ら
の
者
は
死
に
値
す
る
と
断
じ
た
。
単
純
で
、
し
か
し
実
直
さ
に

満
ち
た
こ
れ
ら
の
人
々
の
意
見
は
、
偏
見
や
道
徳
教
育
の
結
果
で
は

な
い
と
確
信
し
た
こ
と
を
、
私
は
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
彼
ら
が
死
刑
に
つ
い
て
下
し
た
判
断
は
、
同
害
報
復
の
思
想

（l’idée�du�T
alion

）
や
絶
対
的
正
義
、
社
会
防
衛
の
必
要
性
と
い

う
考
え
に
基
礎
を
置
い
て
い
た
。
彼
ら
は
私
に
述
べ
た
。「
自
ら
の

同
胞
を
意
図
的
に
殺
し
た
者
は
、
も
は
や
生
き
る
権
利
を
有
さ
ず
、

死
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
者
に
対
し
て
は
、
不
正
な

く
死
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
処
刑
台
が
存
在
し
て
い
な
け

れ
ば
、
家
の
中
で
殺
さ
れ
、
燃
や
さ
れ
る
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
殺
人
者
は
、
逃
亡
す
る
と
い
う
希
望
を
抱

い
て
生
命
を
保
持
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
私
た
ち
は
彼
ら
の
攻
撃
を

（87－2－73）
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受
け
て
死
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。（

８
）」

　

以
上
よ
り
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
人
命
に
対
す
る
侵
害
に
適
用
さ
れ

る
死
刑
の
存
置
に
対
し
て
、
大
方
の
意
見
は
反
対
し
て
い
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
死
刑
が
有
益
か
つ
必
要
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
放
棄
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
危
険
性
を
、
死
刑
の
利
用
が
孕
ん
で

い
る
こ
と
も
ま
た
、
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
裁
判
官
は
誤
り
を
免
れ

ず
、
無
辜
の
者
を
殺
す
と
い
う
こ
と
は
、
社
会
が
至
り
う
る
最
悪
の

不
幸
の
一
つ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
適
用
の
面
に
目
を
移
し
て
、

死
刑
が
有
益
で
あ
る
か
ど
う
か
、
我
々
の
法
制
に
残
し
て
お
く
必
要

性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
検
討
が
残
さ
れ
て
い
る
。

　

BECCA
RIA

やLIV
IN

GST
O

N
氏
、Charles�LU

CA
S

氏

は
、
処
刑
台
の
有
益
性
に
異
議
を
唱
え
た
。LIV

IN
GST

O
N

氏
と

LU
CA

S

氏
は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
調
査
で
示

さ
れ
た
事
実
を
引
き
合
い
に
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
長
い
年
月
に
渡

り
法
廷
を
営
ん
で
き
た
証
人
に
よ
れ
ば
、
死
刑
は
通
常
の
盗
罪
犯
人

に
対
し
て
は
な
ん
の
恐
怖
も
も
た
ら
さ
ず
、
む
し
ろ
か
ら
か
い
の
原

因
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
不
名
誉
な
死
が
近
づ
い
て
も
、
彼
ら
に
は
何

の
印
象
も
も
た
ら
さ
れ
ず
、「
ギ
ャ
ン
ブ
ラ
ー
は
常
に
儲
け
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

わ
け
で
は
な
い

4

4

4

4

4

4

（N
’est pas joueur qui toujours gagne

）」
と

い
う
格
言
を
自
ら
に
当
て
は
め
て
、
立
ち
直
る
と
さ
れ
る（

９
）。

　

私
は
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ア

メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
死
刑
が
軽
率
に
用
い
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
、
利
己
主
義
や
貧
困
が
極
め
て
深
刻
で
あ
る
た
め
、
邪

悪
な
人
々
が
ほ
と
ん
ど
生
に
執
着
せ
ず
、
簡
単
に
生
命
を
犠
牲
に
し

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
信
じ
て
も
良
い
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
事
情
が
異
な
る
。
重
罪
法
院
の
公
判
に
赴
け
ば
、
死
刑
が
関
わ

る
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
死
刑
を
免
れ
る
た
め
に
絶
え
ず
努
力

し
て
い
る
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
終
身
強
制
労

働
し
か
宣
告
さ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
ら
は
幸
福
な
成
功
を
確
信

し
て
い
る
。
あ
る
日
私
が
司
法
官
で
あ
っ
た
と
き
、
私
が
刑
場
に
い

る
と
、
殺
人
罪
の
宣
告
を
受
け
た
者
が
重
罪
法
院
か
ら
連
れ
て
来
ら

れ
た
。
そ
の
者
は
、
刑
罰
軽
減
事
情
の
宣
告
を
受
け
て
死
刑
を
免
れ

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
重
罪
法
院
は
彼
に
終
身
強
制
労
働
を
科
し
て

お
り
、
周
知
の
通
り
、
刑
罰
は
重
大
で
あ
る
。
こ
の
者
の
市
民
生
活

を
失
わ
せ
、
終
身
の
奴
隷
的
身
分
を
与
え
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
者

の
顔
が
物
語
っ
て
い
た
こ
と
や
、
彼
が
独
房
へ
向
か
う
た
め
に
囚
人

た
ち
の
前
を
通
っ
た
と
き
に
聞
い
た
こ
と
を
、
私
は
決
し
て
忘
れ
る

こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
の
存
在
す
べ
て
が
、
生
命
を
脅
か
す
危
険

が
消
え
去
っ
た
と
き
に
溢
れ
出
る
感
情
を
表
し
て
い
た
。
他
の
囚
人

も
、
彼
の
訴
訟
が
幸
福
な
結
末
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
祝
福
し
、
司
法

が
常
に
厳
格
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
て
満

足
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
刑
場
か
ら
出
る
と
き
、
私
は
、
死
刑

（法政研究�87－2－74）
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は
他
の
ど
の
刑
罰
よ
り
も
恐
れ
ら
れ
て
い
る
と
の
確
信
を
抱
い
た
ま

ま
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
処
刑
台
に
の
ぼ
り
な
が
ら
死
に
は
無
頓

着
で
あ
る
よ
う
に
振
る
舞
う
者
は
、
心
の
底
で
感
じ
て
い
る
こ
と
を

偽
り
、
最
終
的
に
、
喜
ん
で
減
刑
（com

m
utation

）
を
受
け
る
の

だ
と
、
私
は
常
に
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

死
刑
に
対
し
て
は
、
血
を
見
る
こ
と
に
慣
れ
さ
せ
、
殺
人
と
い
う

見
世
物
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
大
衆
の
気
力
を
失
わ
せ
る
と
の
批
判

が
な
さ
れ
る
。
こ
の
欠
点
は
と
り
わ
け
、
死
刑
が
頻
繁
に
執
行
さ
れ

る
国
に
お
い
て
現
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
反
対
に
、
稀
に
し
か
死

刑
が
執
行
さ
れ
な
い
国
に
お
い
て
は
、
観
衆
に
対
す
る
痛
ま
し
い
印

象
し
か
生
み
出
さ
ず
、
こ
の
犠
牲
者
へ
の
哀
れ
み
の
情
を
抱
か
せ
、

刑
の
残
虐
さ
に
反
対
す
る
大
衆
の
道
徳
的
感
情
を
蜂
起
す
る
。

　

こ
の
指
摘
は
正
し
い
点
を
含
ん
で
お
り
、
司
法
の
執
行
に
対
す
る

人
々
の
貪
欲
さ
を
記
述
す
る
刊
行
物
を
た
ど
っ
て
い
る
と
、
私
は
い

つ
も
嫌
悪
感
を
抱
く
。
私
は
自
ら
、
大
衆
が
刑
罰
に
対
し
て
抱
く
印

象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
確
か
め
た
こ
と
は
な
い
。
償
い
と
い
う

考
え
が
、
法
の
刃
の
下
を
流
れ
る
血
を
見
る
こ
と
と
関
係
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
非
常
に
道
徳

的
な
考
え
に
よ
っ
て
、
執
行
が
な
さ
れ
る
広
場
に
観
衆
が
集
ま
る
わ

け
で
は
な
い
。
観
衆
が
集
ま
る
の
は
、
好
奇
心
を
有
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
観
衆
が
追
い
求
め
て
い
る
の
は
、
刺
激
で
あ
る
。

私
は
、
こ
れ
に
有
益
な
も
の
や
道
徳
的
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
い
。
死
刑
は
我
々
に
教
訓
を
提
供
し
て
お
ら
ず
、
威
嚇
の
手
段

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
罰
の
抑
止
力
（la�force�

répressive

）
は
刑
罰
に
用
い
ら
れ
る
道
具
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な

い
。CA

RM
IGN

A
N

I

が
理
性
的
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
に
記
載

さ
れ
た
威
迫
の
結
果
と
し
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
皆
が
こ
の
威

迫
が
無
意
味
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
斧
が
犯
罪
者

の
首
を
は
ね
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
立
法
者
が
意
図
し
て
い
た
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
。

　

執
行
の
公
開
は
、
死
刑
の
存
置
に
必
要
な
条
件
で
は
な
い
。
私
は
、

被
有
罪
宣
告
者
が
裁
き
の
剣
を
免
れ
な
い
よ
う
に
、
証
人
と
し
て
招

い
た
数
名
の
市
民
を
面
前
に
し
て
、
公
的
施
設
の
中
で
こ
の
刑
罰
を

執
行
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
刑
罰
が
裁
判
官
の
自
由

裁
量
権
に
委
ね
ら
れ
、
法
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
時
に
は
、
ど
の
よ

う
に
重
罪
が
罰
せ
ら
れ
る
か
を
人
々
に
示
す
た
め
に
、
執
行
を
公
に

す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
っ
た
。
し
か
し
今
日
で
は
事
情
が
異
な
る
。

刑
事
法
規
の
法
典
化
と
判
決
の
公
示
に
よ
っ
て
、
十
分
に
刑
事
司
法

の
作
用
を
示
し
て
い
る
た
め
、
公
開
を
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
刑
罰
は
そ
の
力
を
刑
罰
自
体
か
ら
汲
み
取
る
の
で
あ
っ
て
、
罰

（supplice
）
の
卑
劣
さ
か
ら
汲
み
取
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
抑
止
力
を
失
う
こ
と
は
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
変
更
す

（87－2－75）
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る
こ
と
で
、
公
開
の
執
行
に
対
し
て
な
さ
れ
る
批
判
を
免
れ
る
こ
と

が
で
き
、
道
徳
と
い
う
利
益
と
刑
事
司
法
の
利
益
を
よ
り
よ
く
調
和

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
科
さ
れ
る
死
刑
は
、
次
の

よ
う
な
利
点
を
持
ち
続
け
る
。
す
な
わ
ち
、
常
に
強
い
威
迫
を
生
み

出
す
こ
と
に
よ
り
、
極
め
て
抑
止
的
で
あ
る
と
い
う
利
点
、
犯
罪
者

を
社
会
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
利
点
、
生
命
に
対
す
る
重
大
な
侵
害

に
し
か
適
用
さ
れ
な
い
た
め
、
軽
罪
と
類
似
す
る
と
い
う
利
点
、
お

よ
び
、
同
害
報
復
の
思
想
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
善
良
な
市
民
の
生

命
の
不
可
侵
性
を
実
証
し
、
人
望
を
獲
得
で
き
る
と
い
う
利
点
で
あ

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
死
刑
が
存
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

た
め
に
は
、
死
刑
が
公
正

4

4

か
つ
有
益
4

4

で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
る
。
単
に
自
由
を
剥
奪
す
る
刑
罰
に
よ
っ
て
代
替
さ
れ
う
る

な
ら
、
死
刑
を
存
置
す
る
た
め
の
い
か
な
る
適
切
な
動
機
も
持
ち
得

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
死
刑
は
さ
ら
に
必
要

4

4

と
い
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
慎
重
さ
を
考
慮
す
れ
ば
、
法
典
か
ら
死
刑
が
削
除
さ
れ
る
こ

と
さ
え
要
求
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
死
刑
は
償
い
得
ず
、
許
さ
れ
得

な
い
と
い
う
欠
点
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
新
た
な
観
点

か
ら
問
題
を
検
討
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
法
制
に
お
い
て
な
さ
れ
た

代
替
案
を
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
私
は
こ
の
広
大
な
テ
ー
マ

に
は
着
手
し
な
い
こ
と
と
し
て
、
直
ち
に
実
現
可
能
で
あ
る
こ
と

の
検
討
に
と
ど
め
た
い
。
こ
の
刑
罰
は
、
政
治
犯
罪

4

4

4

4

（les crim
es 

politiques

）、
私
犯
罪

4

4

4

（les crim
es privés

）、
軍
事
犯
罪

4

4

4

4

（les 
crim

es m
ilitaires

）
の
三
種
類
の
重
罪
に
適
用
さ
れ
る
と
分
類
で

き
る
。
こ
れ
ら
の
重
罪
に
つ
い
て
、
な
し
得
る
こ
と
を
見
て
い
こ
う
。

　

純
粋
な
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
、
我
々
は
あ
る
事
実
に
直
面
し
て
い

る
。
一
八
三
二
年
四
月
二
八
日
の
法
律
に
よ
る
改
革
に
よ
っ
て
も
、

こ
の
種
の
侵
害
に
つ
い
て
は
死
刑
が
規
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
刑
罰
は
も
は
や
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
革

命
初
期
の
局
面
の
う
ち
の
一
つ
は
、
人
々
の
喝
采
を
浴
び
て
法
律
か

ら
死
刑
を
消
し
去
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
大
昔
か
ら
公
法
学

者
は
、
政
治
犯
罪
へ
の
死
刑
の
適
用
は
危
険
に
満
ち
て
お
り
、
し
ば

し
ば
社
会
に
お
い
て
損
失
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
必
要

で
は
な
い
と
指
摘
し
て
い
た
。
非
常
に
痛
ま
し
い
記
憶
と
、A

ndré�
CH

ÉN
IER

、LA
V

O
ISIER

、N
EY

元
帥
に
関
す
る
記
憶
は
、
そ

れ
ぞ
れ
文
学
、
科
学
、
軍
人
の
名
誉
の
名
に
お
い
て
、
政
治
的
な
死

刑
執
行
に
対
し
て
強
い
抗
議
を
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
誠

実
に
述
べ
る
と
、
純
粋
な
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
死
刑
が
再
建
さ
れ
て

い
た
な
ら
ば
、
社
会
は
今
日
、
脅
か
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
処

刑
台
を
立
て
直
す
た
め
の
作
業
員
は
自
身
の
血
で
身
を
濡
ら
す
こ
と

に
な
ろ
う
。
死
刑
が
法
律
に
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

生
命
を
保
護
す
る
た
め
で
あ
っ
て
、
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
た
め
で

（法政研究�87－2－76）
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は
な
い
。
死
刑
は
、
社
会
に
と
っ
て
不
安
の
原
因
に
な
る
の
で
は
な

く
、
社
会
を
安
全
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
刑
罰

は
も
は
や
、
罰
が
正
当
と
言
え
る
た
め
に
超
え
て
は
な
ら
な
い
限
界

を
忘
れ
る
こ
と
し
か
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
境
界
線
は
、

私
犯
罪
か
ら
政
治
犯
罪
を
根
本
的
に
切
り
離
す
。
す
な
わ
ち
、
他
人

の
生
命
を
侵
害
す
る
者
は
、
自
ら
犯
罪
で
あ
る
と
考
え
る
行
為
を
犯

し
、
自
ら
に
科
さ
れ
る
刑
罰
の
正
し
さ
を
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

政
治
犯
罪
に
つ
い
て
は
事
情
が
異
な
る
。
こ
の
場
合
犯
罪
者
は
、
し

ば
し
ば
犯
罪
的
（crim

inel

）
と
い
う
よ
り
も
、
正
し
い
方
向
か
ら

逸
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
意
図
が
正
し
く
、
そ

の
行
為
が
深
い
確
信
の
帰
結
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得

る
。
そ
の
よ
う
な
者
に
と
っ
て
、
死
刑
は
威
嚇
力
を
ほ
と
ん
ど
持
た

な
い
。
こ
の
者
が
処
刑
台
に
送
ら
れ
る
と
し
て
も
、
同
じ
思
想
を
共

有
す
る
全
て
の
者
の
賛
意
に
囲
ま
れ
る
。

　

政
治
犯
罪
を
問
題
と
す
る
と
き
に
は
、
他
の
強
力
な
理
由
が
あ
っ

て
も
、
死
刑
は
拒
絶
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
平
穏
な

と
き
に
さ
え
現
れ
る
、
判
決
に
対
す
る
影
響
で
あ
る
。
世
論
の
逸
脱

や
権
力
の
濫
用
に
よ
っ
て
不
正
な
判
決
を
強
い
ら
れ
得
る
と
き
や
、

後
に
な
っ
て
耐
え
難
い
後
悔
を
も
た
ら
す
よ
う
な
と
き
に
は
、
取
り

返
し
の
つ
か
な
い
刑
罰
は
適
用
し
な
い
で
お
こ
う
。
す
で
に
刑
罰
法

規
に
規
定
さ
れ
て
い
る
流
刑
は
、
政
治
犯
罪
の
性
質
と
適
合
し
、
政

治
犯
罪
を
規
制
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
簡
潔
か
つ
適
切
に
記
載
さ

れ
た
こ
の
規
定
は
、
次
の
三
つ
の
利
点
も
も
た
ら
し
う
る
。
す
な
わ

ち
、
思
想
及
び
事
実
を
諸
原
則
と
調
和
さ
せ
る
こ
と
、
よ
り
多
く
の

真
実
を
刑
罰
軽
減
事
情
の
制
度
に
与
え
る
こ
と
、
包
括
的
な
規
定
に

よ
っ
て
刑
罰
の
引
き
下
げ
を
刑
罰
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
に
導
入
す
る
こ

と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
陪
審
員
が
、
被
告
人
を
死
刑

か
ら
免
れ
さ
せ
る
た
め
に
、
自
ら
の
良
心
を
偽
る
と
い
う
こ
と
は
も

は
や
見
ら
れ
な
く
な
る
。
流
刑
か
ら
、
拘
禁
刑
や
単
な
る
追
放
刑
に

引
き
下
げ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
よ
り
緩
や
か
な
刑
罰
を
用
意
し
て

お
け
ば
、
あ
る
事
件
が
有
責
性
を
減
少
さ
せ
う
る
特
徴
を
示
す
場
合

で
も
、
無
罪
判
決
を
宣
告
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
刑
法
四
六
三
条

が
陪
審
員
に
認
め
た
自
由
裁
量
権
を
法
的
に
、
合
理
的
に
用
い
つ
つ

評
決
を
言
い
渡
せ
ば
、
陪
審
員
は
真
実
と
正
義
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

と
な
る
。
立
法
者
の
要
求
は
、
国
民
の
考
え
と
一
般
意
思
（volonté�

générale

）
の
表
明
で
あ
ろ
う
か
ら
、
法
律
は
非
常
に
合
理
的
な
か

た
ち
で
、
か
つ
、
立
法
者
の
要
求
に
沿
う
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
と

な
る
。

　

私
人
の
生
命
や
財
産
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
に
検
討
を
移
す
と
、
も

は
や
同
じ
要
素
や
刑
罰
に
は
直
面
し
な
い
。
こ
の
種
の
犯
罪
者
は
、

深
く
堕
落
し
て
お
り
、
罰
の
恐
怖
に
よ
っ
て
し
か
抑
え
込
む
こ
と
が

で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
者
の
情
熱
や
習
慣
、
憎
し
み
、
怠
惰
な
ど

（87－2－77）
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は
、
不
幸
に
も
大
変
強
力
な
動
機
な
の
で
、
刑
罰
に
よ
っ
て
し
か
ブ

レ
ー
キ
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
に

は
、
今
、
私
犯
罪
に
つ
い
て
死
刑
を
廃
止
す
る
の
は
不
可
能
だ
と
思

わ
れ
る
。
何
に
よ
っ
て
死
刑
を
代
替
で
き
よ
う
か
。
と
い
う
の
も
、

十
分
な
抑
止
力
を
有
す
る
別
の
刑
罰
に
よ
っ
て
、
代
替
す
る
必
要
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
体
系
を
維
持

し
つ
つ
、
刑
罰
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
私
犯
罪
に
つ
い
て

は
同
様
で
は
な
い
。
死
刑
の
一
段
階
下
の
刑
罰
は
、
終
身
強
制
労
働

で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
名
誉
が
な
く
、
犯
罪
に
慣
れ
、
社
会

に
対
し
て
常
に
敵
意
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
強
制

労
働
刑
は
も
は
や
弱
い
威
嚇
し
か
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら

は
も
は
や
徒
刑
を
危
惧
し
て
い
な
い
。
彼
ら
は
懲
役
（réclusion

）

よ
り
も
強
制
労
働
を
好
み
、
法
律
で
規
定
さ
れ
て
い
る
の
と
は
反
対

の
序
列
が
存
在
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る

）
（1
（

。
被
有
罪
宣
告
者

が
強
制
労
働
に
送
っ
て
も
ら
う
た
め
、
懲
役
を
受
け
て
い
る
重
罪

刑
務
所
に
お
い
て
重
罪
を
犯
す
と
い
う
事
態
が
実
際
に
起
こ
っ
て

い
る
。
一
八
二
八
年
に
議
会
に
送
ら
れ
た
請
願
に
お
い
てCharles�

LU
CA

S

氏
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
七
〇
代
の
人
な
ど
は
、

懲
役
刑
を
受
け
て
残
り
の
日
々
を
過
ご
す
た
め
の
、
強
制
労
働
を
離

れ
る
法
律
の
規
定
を
活
用
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
大
気
の
中
で
労

働
す
る
こ
と
、
太
陽
を
見
る
こ
と
、
屋
外
で
活
動
す
る
こ
と
お
よ
び

（法政研究�87－2－78）

限
定
的
な
自
由
は
、
確
か
に
、
こ
れ
を
完
全
に
奪
う
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
が
、
重
罪
刑
務
所
に
お
け
る
禁
欲
生
活
の
体
制
下
で
は

直
面
し
得
な
い
減
軽
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
死

刑
を
強
制
労
働
で
代
替
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
刑
を
終
身
化
す
る
こ

と
に
よ
る
抑
止
力
も
、
脱
獄
の
希
望
や
チ
ャ
ン
ス
に
よ
っ
て
打
ち
砕

か
れ
る
で
あ
ろ
う

）
（（
（

。
し
た
が
っ
て
、
現
行
の
刑
罰
制
度
を
変
更
し
、

非
常
に
恐
れ
ら
れ
る
罰
に
よ
っ
て
死
刑
を
代
替
し
な
け
れ
ば
、
私
犯

罪
に
つ
い
て
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
を
剥
奪
す

る
唯
一
の
刑
罰
と
し
て
、
期
間
や
隔
絶
状
態
の
厳
格
さ
で
段
階
づ
け

た
独
房
拘
禁
刑
を
フ
ラ
ン
ス
に
導
入
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
私

の
意
見
で
は
、
こ
の
刑
罰
は
被
有
罪
宣
告
者
に
対
す
る
残
忍
で
終
身

の
罰
を
科
し
得
る
。
し
か
し
、
悪
人
の
魂
は
過
ち
や
害
悪
の
溜
ま
り

場
で
あ
る
た
め
、
こ
の
刑
罰
が
深
く
堕
落
し
た
人
間
を
矯
正
さ
せ
る

と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
疑
わ
し
く
思
え
る
。
刑
事
施
設
改
革
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
こ
と
が
記
述
さ
れ
た
。
そ
の
う
ち
非
常
に
確
か
で

あ
る
こ
と
は
、
で
き
る
だ
け
迅
速
に
強
制
労
働
を
削
除
す
る
必
要
が

あ
る
こ
と
、
お
よ
び
、
強
制
労
働
を
削
除
す
る
場
合
、
独
房
拘
禁
刑

が
唯
一
適
切
に
強
制
労
働
を
代
替
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

は
、
こ
の
刑
罰
が
死
刑
よ
り
も
多
く
の
苦
痛
を
も
た
ら
す
と
考
え

る
。
し
か
し
、
立
法
者
が
想
定
し
て
い
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に

は
、
刑
罰
が
そ
れ
自
体
恐
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
不
十
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分
で
あ
り
、
予
防
的
に
機
能
す
る
た
め
、
そ
の
刑
罰
が
現
に
恐
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。BEN

T
H

A
M

が

理
性
的
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
刑
の
有
益
性
や
有
効
性
は
、
そ
の
刑

罰
が
科
す
害
悪
か
ら
生
じ
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
害
悪
か
ら
公
衆

が
抱
く
考
え
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
独
房
拘
禁
刑
の
峻
厳
さ
が
、

そ
の
草
創
期
に
お
い
て
、
こ
の
刑
罰
を
受
け
る
者
た
ち
に
よ
っ
て
よ

く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
、
恐
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
ろ

う
か
。
そ
の
上
こ
の
刑
罰
は
、
そ
の
管
理
体
制
に
よ
っ
て
峻
厳
さ
が

異
な
る
と
い
う
欠
点
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
刑
罰
は
、
被
有
罪
宣
告

者
の
将
来
性
に
広
範
な
余
地
を
残
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
私
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
理
由
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
法
の
原
則
は
、

熱
情
に
よ
る
一
貫
し
な
い
活
動
が
も
た
ら
す
犯
罪
に
対
し
て
、
単
一

の
刑
罰
を
適
用
す
る
こ
と
を
命
じ
て
い
る
。
こ
の
単
一
の
刑
罰
と

は
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
鮮
明
に
印
象
付
け
、
熟
考
せ
ず
と
も
直
ち
に

理
解
さ
れ
る
害
悪
を
科
す
も
の
で
あ
る
。
死
刑
は
こ
の
性
質
を
有
し

て
い
る
。
処
刑
台
の
血
生
臭
い
イ
メ
ー
ジ
が
、
殺
人
を
犯
す
た
め
に

立
ち
上
が
る
犯
罪
者
の
手
を
幾
度
と
な
く
止
め
て
き
た
の
で
あ
る
。

反
対
に
、
独
房
拘
禁
刑
は
、
熟
考
し
な
け
れ
ば
そ
の
害
悪
の
大
き
さ

を
理
解
で
き
な
い
。
重
罪
の
道
半
ば
に
い
る
者
に
、
君
は
処
刑
台
に

向
か
っ
て
走
っ
て
い
る
、
と
述
べ
て
み
れ
ば
良
い
。
彼
は
あ
な
た
の

言
う
こ
と
を
理
解
し
、
動
揺
し
て
、
恐
怖
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ

て
立
ち
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
君
は
自
ら
の
自
由
を
危
険
に
さ

ら
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
も
、
彼
は
あ
な
た
の
言
う
こ
と
を
よ
く
理

解
す
る
こ
と
は
な
く
、
突
然
動
揺
し
だ
す
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
刑
事
施
設
制
度
が
、
と
り
わ
け
そ
の
初
期
段
階
に
お

い
て
よ
く
理
解
さ
れ
て
お
ら
ず
、
直
ち
に
は
威
嚇
力
を
持
ち
得
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
恐
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
私
は
、

刑
罰
の
新
た
な
制
度
を
作
る
と
し
て
も
死
刑
を
消
し
去
る
こ
と
は
せ

ず
、
そ
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、
経
験
の
所
与
と
、
陪
審
員
に
よ
り
代

表
さ
れ
る
国
の
判
断
に
委
ね
る
と
い
う
こ
と
が
賢
明
で
あ
ろ
う
と
考

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
独
房
拘
禁
刑
が
適
切
に
整
備
さ
れ
、
社
会
に

と
っ
て
安
全
を
も
た
ら
す
よ
う
な
帰
結
を
招
い
て
い
た
な
ら
ば
、
立

法
者
は
死
刑
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
が
、
私
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
の
廃
止
に
つ
い
て
の
私
の
見
解

で
あ
る
。
あ
と
は
、
軍
事
犯
罪

4

4

4

4

に
つ
い
て
述
べ
る
べ
き
こ
と
が
い

く
つ
か
残
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
死
刑
の
廃
止
を
要
求
す
る

人
々
が
取
り
組
ん
で
い
な
か
っ
た
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
重
要
で
あ

る
。
我
々
の
軍
事
法
規
が
ど
れ
ほ
ど
厳
格
で
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
死
刑

を
用
い
て
き
た
か
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
我
々
は
、

こ
の
厳
格
さ
の
お
か
げ
で
恩
恵
を
受
け
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
し

か
し
、
幾
度
と
な
く
扱
わ
れ
て
き
た
改
革
を
こ
の
法
規
に
も
受
け
さ

せ
る
こ
と
が
適
切
で
あ
ろ
う
と
認
識
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ

（87－2－79）
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れ
ら
の
改
革
は
軍
特
有
の
規
律
の
必
要
性
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
反
逆
や
上
官
に
対
す
る
反
抗
、
不
服
従
な
ど
が
危
険
に
さ
ら

し
得
る
利
益
の
大
き
さ
に
鑑
み
れ
ば
、
死
刑
を
軍
事
法
規
か
ら
削
除

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
明
言
で
き
る
。
例
え
ば
、
我
々
の
軍
が
占

拠
し
た
国
で
の
裏
切
り
者
に
対
し
て
、
ま
た
は
、
服
務
違
反
に
よ
り

軍
事
行
動
の
成
功
と
仲
間
の
命
を
危
険
に
さ
ら
す
犯
罪
者
に
対
し

て
、
軍
法
会
議
（conseil�de�guerre

）
は
ど
の
よ
う
な
刑
罰
を
宣

告
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
者
に
対
し

て
は
、
恥
辱
刑
（une�peine�ignom

inieuse

）
が
科
さ
れ
る
と
言

わ
れ
る
だ
ろ
う
。
私
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
人
に
と
っ
て
、
名
誉
は
生

命
よ
り
も
大
切
な
財
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
軍
事
法
規
に
違
反
す
る
よ
う
な
者
は
、
そ
も
そ
も
名
誉
を
も
っ

て
い
な
い
か
、
す
で
に
捨
て
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
名
誉
を
失

う
と
い
う
恐
怖
に
よ
っ
て
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
恥
ず

べ
き
陰
謀
を
実
行
し
て
い
る
さ
な
か
に
取
り
押
さ
え
た
場
合
、
彼
ら

を
い
か
に
す
べ
き
か
。
拘
禁
し
て
懲
戒
に
服
さ
せ
る
こ
と
で
満
足
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
演
習
場
や
敵
の
領
地
に
お
い
て
は
、
常

に
刑
務
所
や
看
守
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
自
由
剥
奪
刑
は
、
し

ば
し
ば
軍
隊
内
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
究
極
の
重
罪
に
対
す
る

威
嚇
力
を
欠
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
軍
事
行
動
の
結
果
が
見
え
な
い

た
め
、
犯
罪
者
に
自
由
剥
奪
刑
の
適
用
を
免
れ
る
チ
ャ
ン
ス
を
与
え

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
全
般
的
に
、
す
べ
て
の
刑
罰
、
と
り
わ

け
死
刑
は
、
そ
の
悲
し
き
必
要
性
の
秩
序
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
、
そ
の
知
的
お
よ
び
身
体
的
能
力
の
発
展
に
よ
っ
て
、
統
一

行
動
を
確
立
す
る
秩
序
に
よ
っ
て
し
か
発
展
で
き
ず
、
そ
し
て
社
会

の
中
で
、
罰
に
服
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
こ
の
秩
序
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
個
人
か
ら
個
人
へ
、
個
人
か
ら
全
体
へ
の
義
務

の
履
行
を
保
障
す
る
た
め
、
各
人
の
自
由
、
名
誉
、
財
産
、
生
命
が

社
会
に
対
し
て
担
保
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
は
、
悲
し
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
態
で
も
、
そ
れ
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
な
に
も
不
正
な
も
の
を
も
た
ら
さ
な
い
と
き
や
、
賢
明
な
措
置

の
枠
内
に
あ
る
と
き
に
は
、
理
性
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。
死

刑
の
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
絶
対
的
な
原
則
を
出
発
点
と
す
れ

ば
、
何
も
で
き
な
く
な
る
。
反
対
に
、
各
人
、
各
時
代
、
各
立
場

と
い
う
相
対
的
な
要
求
を
出
発
点
と
す
れ
ば
、
社
会
的
発
展
を
追

い
、
実
現
可
能
な
結
論
へ
と
至
る
こ
と
が
で
き
る
。
想
像
上
の
も
の

と
み
な
さ
れ
て
い
る
原
則
が
絶
対
的
で
あ
る
の
は
、
場
所
と
時
間
の

あ
ら
ゆ
る
作
用
を
超
え
て
、
そ
の
適
用
に
際
し
て
多
様
な
形
式
が
望

ま
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
適
用
が
、
人
間
の
活
動
の
流
動
性
を
通
じ

て
修
正
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
未
開
の
状
態
を
終
え
る
と
き
、
拷
問

に
よ
っ
て
殺
人
者
を
脅
か
し
て
い
た
法
は
、
人
命
を
保
護
し
、
人
命

の
不
可
侵
性
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
た
。
我
々
は
そ
の
点
に
、
平
和

（法政研究�87－2－80）
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と
、
現
代
社
会
の
な
か
で
築
き
上
げ
ら
れ
た
秩
序
の
恩
恵
を
受
け
て

い
る
。
今
日
、
拷
問
の
廃
止
と
死
刑
の
段
階
的
な
廃
止
は
、
こ
の
考

え
に
由
来
し
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
新
た
な
形
式
の
も
と
で
、
大

原
則
に
し
た
が
っ
た
社
会
状
態
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
！

し
か
し
そ
れ
を
待
つ
間
、
現
状
に
お
け
る
正
当
な
必
要
性
を
無
視
し

て
、
立
法
に
関
し
て
、
そ
の
経
過
を
軽
率
に
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

　

私
の
述
べ
た
考
え
を
ま
と
め
る
た
め
に
、
そ
し
て
、
我
々
の
刑
事

立
法
に
お
い
て
直
ち
に
実
現
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
変
更
を
正
確
に

示
す
た
め
に
、
私
は
、
死
刑
に
関
し
て
、
法
の
力
を
与
え
得
る
規
定

を
以
下
に
作
成
し
た
。

第
一
条

　

流
刑
は
、
政
治
犯
罪
に
つ
い
て
死
刑
が
宣
告
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て

の
事
例
に
お
い
て
、
死
刑
を
代
替
す
る
。

第
二
条

　

前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
、
以
下
の
も
の
は
政
治
的
と
み
な

さ
れ
る
。

一
．
刑
法
典
の
以
下
の
条
文
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
も

の
：

七
五
条
、
七
六
条
、
七
七
条
、
七
九
条
、
八
〇
条
、
八
一
条
、
八
二
条
、

八
三
条
、
八
七
条
、
九
一
条
の
う
ち
、
内
戦
を
促
す
目
的
の
テ
ロ
行

為
に
関
わ
る
も
の
、
お
よ
び
、
九
二
条
、
九
三
条
、
九
四
条
、
九
七

条
の
う
ち
、
八
七
条
お
よ
び
上
記
の
九
一
条
、
一
二
五
条
の
規
定
を

参
照
し
て
い
る
も
の
。

二
．
武
器
ま
た
は
軍
事
品
の
所
持
者
に
つ
い
て
、
一
八
三
四
年
五
月

二
四
日
の
法
律
五
条
で
処
罰
さ
れ
る
重
罪
。

第
三
条

　

上
記
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
す
べ
て
の
場
合
に
つ
い
て
、
減

軽
情
状
が
言
い
渡
さ
れ
た
な
ら
ば
、
科
さ
れ
る
べ
き
刑
罰
は
、
拘
禁

刑
ま
た
は
追
放
刑
と
な
る
。

第
四
条

　

死
刑
は
、
別
の
刑
罰
が
整
備
さ
れ
る
ま
で
、
そ
の
他
の
重
罪
に
つ

い
て
適
用
さ
れ
続
け
る
。

第
五
条

　

刑
法
典
二
六
条
は
以
下
の
よ
う
に
修
正
さ
れ
る
。

「
死
刑
の
執
行
は
、
対
審
に
よ
る
有
罪
判
決
が
宣
告
さ
れ
た
地
域

の
公
共
の
場
所
の
う
ち
の
ひ
と
つ
で
行
わ
れ
る
。
―
死
刑
判
決
の
現

実
の
執
行
は
、
行
政
権
力
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
公
的
施
設
の
内
部
に

（87－2－81）
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お
い
て
、
最
低
で
一
二
名
の
市
民
の
面
前
で
な
さ
れ
る
。
こ
の
市
民

は
、
当
該
地
域
に
居
住
し
、
陪
審
員
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
で

あ
っ
て
、
こ
の
た
め
に
、
公
使
（le�m

inistère�publique

）
に
よ
っ

て
証
人
と
し
て
招
か
れ
る
。
こ
れ
ら
の
市
民
の
出
席
は
、
裁
判
録
に

お
い
て
書
記
官
に
よ
り
認
証
さ
れ
、
こ
の
裁
判
録
は
、
直
ち
に
刊
行

し
、
掲
示
さ
れ
る
。
―
こ
の
一
二
名
の
証
人
と
、
正
当
な
障
害
を
証

明
し
た
者
を
代
替
す
る
た
め
に
招
か
れ
た
追
加
の
四
名
の
証
人
は
、

重
罪
法
院
の
公
開
の
法
廷
で
抽
選
さ
れ
る
。
こ
の
抽
選
は
、
死
刑
執

行
予
定
日
の
前
日
に
な
さ
れ
、
刑
事
訴
訟
法
典
三
八
八
条
に
規
定
さ

れ
た
形
式
に
従
う
。
同
法
八
〇
条
お
よ
び
八
二
条
の
規
定
は
、
裁
判

長
が
こ
れ
ら
の
者
に
適
用
す
る
。」

�

（
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嶋
文
哉
）

（
１
）　M

O
LIN

IER,V
ictor,�D

u�droit�de�punir�et�de�la�peine�de�
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）　BERRY

,Georges,�La�peine�de�m
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Larose�et�Forcel,�

一
八
八
一.

（
３
）　

フ
ラ
ン
ス
刑
事
立
法
研
究
会
訳
「
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ベ
リ
ー
著
『
必

要
不
可
欠
な
死
刑
』」
法
政
研
究
八
六
巻
一
号
（
二
〇
一
九
年
）
一
五

三
―
一
六
八
頁
。

（
４
）　

こ
の
報
告
は
、
非
常
に
注
目
す
べ
き
業
績
で
あ
る
。

LEPELLET
IER

は
こ
こ
で
ま
ず
、
死
刑
の
正
当
性
を
認
め
る
。
す

な
わ
ち
「
こ
の
高
次
で
恐
る
べ
き
理
論
の
討
論
に
お
い
て
、
社
会
が

正
当
に
こ
の
権
利
を
行
使
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
問
題
の
前
半

部
分
で
止
ま
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
困
難
に
ぶ
つ
か
る
の

は
、
こ
の
部
分
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
権
利
が
議
論
の
余
地
の

あ
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
社
会
が
こ
の
権
利
を
行
使

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
。
こ
の
点
で
、
説
得
力
の
あ
る
考
慮
が
諸

見
解
を
揺
り
動
か
し
、
分
断
す
る
。
…�

権
利
の
根
底
が
明
白
で
あ
れ

ば
、
そ
の
行
使
の
正
当
性
は
そ
の
必
要
性
の
み
か
ら
導
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
個
人
が
正
当
防
衛
と
し
て
殺
人
の
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

の
は
、
自
ら
の
生
命
を
守
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
し
か
有
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
と
同
様
に
、
社
会
が
生
死
の
権
利
を
正
当
に
行
使
で

き
る
の
は
、
重
罪
に
対
し
て
そ
れ
を
抑
止
す
る
た
め
に
十
分
な
他
の

刑
罰
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
が
不
可
能
な
場
合
の
み
で
あ
る
。」

　
　
　

死
刑
に
対
し
て
疑
義
を
差
し
挟
み
、
そ
の
抑
止
効
を
生
命
の
単
な

る
剥
奪
に
限
定
し
た
あ
と
で
、
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。「
賢
明
な
者

は
、
重
罪
に
対
す
る
社
会
防
衛
の
他
の
手
段
の
有
効
性
に
納
得
す
る

こ
と
は
な
く
、
現
在
ま
で
用
い
ら
れ
た
処
罰
方
法
を
解
体
す
る
こ
と

に
は
賛
同
し
得
な
い
。
―
以
下
が
、
我
々
が
極
刑
に
置
き
か
え
る
こ

と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。
―
我
々
は
、
例
示
を
常
に
犯
罪
が
な

さ
れ
た
場
所
に
近
づ
け
て
お
く
た
め
に
、
刑
事
裁
判
所
が
所
在
を
置

く
各
都
市
に
刑
務
所
を
設
置
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
は
、
県
に
よ
る
刑
務
所
で
あ
る
。
こ
の
刑
務
所
に
送
ら
れ
る
前

（法政研究�87－2－82）
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に
、
被
有
罪
宣
告
者
は
、
公
共
の
広
場
に
建
て
ら
れ
た
処
刑
台
に
三

日
間
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
者
は
、
柱
に
く
く
り
つ
け
ら
れ

る
。
ま
た
、
刑
期
の
間
携
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鉄
鎖
を
背
負

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
者
の
氏
名
、
犯
罪
お
よ
び
判
決
は
、
頭
の
上

に
据
え
ら
れ
た
掲
示
に
記
載
さ
れ
る
。
こ
の
掲
示
に
は
、
こ
の
者
が

受
け
る
べ
き
罰
の
詳
細
も
記
載
さ
れ
る
。
―
こ
の
刑
罰
は
、
体
刑
や

拷
問
を
内
容
と
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
被
有
罪
宣
告
者
の
看

守
に
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
対
し
て
い
か
な
る
暴
力
行
為
を
行
使
す

る
こ
と
も
、
最
も
厳
格
に
禁
止
さ
れ
る
。
こ
の
刑
罰
は
、
人
間
の
心

に
欲
望
を
位
置
付
け
る
よ
う
な
喜
び
の
多
く
を
剥
奪
す
る
こ
と
を
内

容
と
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
、
有
効
な
刑
罰
を
設
定
す
る
手
段
を
探

求
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
人
間
の
最
も
熱
烈
な
欲
望

の
一
つ
が
、
自
由
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
由
の
喪
失
は
、
そ
の
刑

罰
の
第
一
の
特
徴
と
な
る
。
空
や
光
を
見
る
こ
と
は
、
人
間
の
最
も

穏
や
か
な
喜
び
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
被
有
罪
宣
告
者
は
、
暗
い
独

房
に
拘
禁
さ
れ
る
。
社
会
や
同
胞
と
の
交
際
は
、
幸
福
に
と
っ
て
必

要
で
あ
る
。
被
有
罪
宣
告
者
は
、
完
全
に
孤
独
な
状
態
に
置
か
れ
る
。

こ
の
者
の
身
体
や
四
肢
は
、
鉄
鎖
を
携
え
て
い
る
。
パ
ン
や
、
水
や

藁
の
よ
う
な
最
低
限
の
必
需
品
は
、
食
事
や
辛
い
休
息
の
た
め
に
与

え
ら
れ
る
。
死
刑
の
み
が
重
罪
を
た
じ
ろ
が
せ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、

他
に
何
も
厳
し
さ
を
緩
和
さ
せ
な
い
と
す
れ
ば
、
我
々
が
描
写
し
た

状
態
は
最
も
残
虐
な
死
よ
り
も
悪
質
で
あ
ろ
う
。
み
な
さ
ま
が
心
動

か
さ
れ
た
憐
憫
の
情
は
、
我
々
が
十
分
に
、
か
つ
過
度
に
見
せ
し
め

に
し
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
弾

圧
的
な
刑
罰
を
有
し
て
い
る
。」

　
　
　

LEPELLET
IER

は
、
各
人
に
緩
和
を
も
た
ら
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま

な
時
期
に
分
割
す
る
こ
と
で
、
刑
期
を
一
二
〜
二
四
年
の
間
に
減
軽

す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
た
。
被
有
罪
宣
告
者
に
は
慰
安
と
し
て
労

働
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
初
期
に
お
い
て
は
週

に
二
日
の
み
、
そ
れ
以
降
は
週
に
三
日
と
さ
れ
た
。
労
働
を
行
う
日

に
は
、
被
有
罪
宣
告
者
に
は
、
日
常
の
食
事
を
構
成
す
る
パ
ン
お
よ

び
水
に
加
え
て
、
被
有
罪
宣
告
者
が
自
ら
生
産
し
た
、
よ
り
緩
や
か

で
よ
り
豊
富
な
生
活
必
需
品
を
与
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。LEPELLET

IER

は
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。「
こ
の
よ
う

に
し
て
、
働
く
日
に
は
よ
り
よ
い
食
事
が
与
え
ら
れ
る
。
鎖
は
取
り

除
か
れ
、
独
房
か
ら
出
て
、
日
の
光
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
務

所
の
壁
を
出
ず
と
も
、
大
気
を
吸
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
健

康
に
良
い
運
動
と
な
り
、
体
力
の
悪
化
や
衰
弱
を
防
止
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
―
み
な
さ
ま
の
委
員
会
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
こ
の
刑
罰

の
最
も
苦
痛
で
最
も
有
効
な
特
徴
の
一
つ
を
絶
対
的
孤
独
状
態
に
見

出
す
の
で
あ
る
か
ら
、
独
房
の
拘
禁
刑
に
あ
る
被
有
罪
宣
告
者
が
、

一
人
で
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
。
月
に
た
っ
た
一
度
は
、

被
有
罪
宣
告
者
の
刑
罰
は
孤
独
で
は
な
く
な
る
。
独
房
の
扉
は
開
か

れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
人
々
に
威
圧
的
な
戒
め
を
与
え
る
た
め
で

あ
る
。
人
々
は
、
被
有
罪
宣
告
者
が
苦
痛
な
薄
暗
い
小
部
屋
に
鉄
鎖

を
携
え
て
伏
し
て
い
る
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
そ
し
て
人
々
は
、

独
房
の
扉
の
上
に
大
き
な
文
字
で
書
か
れ
た
、
犯
罪
者
の
氏
名
、
犯

罪
お
よ
び
判
決
を
読
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
我
々
が
死
刑
を
代
替

（87－2－83）
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さ
せ
る
こ
と
を
提
案
す
る
刑
罰
で
あ
る
。」�

一
七
九
一
年
五
月
三
一
日

お
よ
び
六
月
一
日M

oniteur

誌
、
六
二
七
、
六
二
九
頁
。

（
５
）　

以
下
の
場
合
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
．
テ
ロ
行
為
に
至
ら
な
い
陰

謀
。
二
．
偽
造
通
貨
の
製
造
。
三
．
国
家
の
公
印
の
偽
造
お
よ
び
偽

造
印
の
使
用
。
国
庫
証
券
ま
た
は
公
的
銀
行
の
紙
幣
の
偽
造
ま
た
は

変
造
。
四
．
火
事
の
事
例
の
一
部
。
五
．
単
な
る
軽
罪
に
付
随
す
る

殺
人
で
、
二
つ
の
行
為
に
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
場
合
。
六
．
五

つ
の
刑
罰
加
重
事
情
が
あ
る
盗
罪
。
七
．
死
刑
に
処
さ
れ
る
重
罪
で

得
た
物
の
隠
匿
。
八
．
虚
偽
の
服
装
、
氏
名
、
官
憲
の
命
令
に
よ
っ

て
な
さ
れ
た
逮
捕
。
九
．
死
の
威
迫
を
伴
う
違
法
な
逮
捕
（
一
八
一

〇
年
刑
法
典
八
六
条
、
八
七
条
、
一
三
二
条
、
一
三
九
条
、
四
三
四
条
、

三
〇
四
条
、
三
八
一
条
、
六
三
条
お
よ
び
三
四
四
条
）。

（
６
）　

以
下
の
条
文
で
あ
る
。
五
六
条
、
七
五
条
、
七
六
条
、
七
七
条
、

七
九
条
、
八
〇
条
、
八
一
条
、
八
二
条
、
八
三
条
、
八
六
条
、
八
七
条
、

九
一
条
、
九
二
条
、
九
三
条
、
九
四
条
、
九
五
条
、
九
六
条
、
九
七

条
、
一
二
五
条
、
二
三
三
条
、
三
〇
二
条
、
三
〇
三
条
、
三
〇
四
条
、

三
一
三
条
、
三
一
六
条
、
三
四
四
条
、
三
六
一
条
、
三
六
五
条
、
四

三
四
条
、
四
三
五
条
、
四
三
七
条
。
こ
れ
ら
の
条
文
の
う
ち
、
一
四

の
条
文
は
、
政
治
犯
罪
を
処
罰
す
る
。

（
７
）　

一
八
三
二
年
四
月
二
八
日
の
法
律
の
審
議
に
際
し
て
、
下
院
委

員
会
の
報
告
者
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
陪
審
が
、
自
ら
の
宣
告

の
帰
結
を
前
に
し
て
尻
込
み
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で

あ
る
。
司
法
省
が
公
表
す
る
刑
事
統
計
を
た
ど
れ
ば
、
陪
審
の
評
決

（déclaration

）
に
続
い
て
宣
告
さ
れ
た
刑
罰
が
、
起
訴
状
に
記
載
さ

れ
た
刑
罰
と
一
致
す
る
例
の
少
な
さ
に
驚
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
一

八
二
九
年
に
は
、
一
四
二
人
の
殺
人
で
起
訴
さ
れ
た
被
有
罪
宣
告
者

の
う
ち
、
五
二
人
に
死
刑
が
宣
告
さ
れ
て
い
る
。
嬰
児
殺
で
起
訴
さ

れ
た
四
五
人
の
う
ち
、
七
人
の
み
に
終
身
の
強
制
労
働
刑
が
宣
告
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
多
く
挙
げ
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。

ほ
と
ん
ど
常
に
、
被
有
罪
宣
告
者
の
大
部
分
に
は
、
陪
審
に
よ
る
刑

罰
加
重
事
情
の
排
除
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
重
罪
が
減
軽
さ

れ
た
り
変
化
し
た
り
し
て
、
つ
い
に
は
、
し
ば
し
ば
単
な
る
軽
罪
に

ま
で
減
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
陪
審

が
否
定
し
た
刑
罰
加
重
事
情
が
現
実
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
、

い
く
ら
か
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
っ
と
頻
繁
に
、
刑
罰
の
減
刑

（com
m

utation

）
と
し
て
、
お
よ
び
、
法
律
の
峻
厳
さ
の
観
点
か
ら
、

こ
の
刑
罰
加
重
事
情
が
退
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で

あ
る
。」（
一
八
三
一
年
一
一
月
一
二
日M

oniteur

誌
、
二
〇
五
頁
）

（
８
）　
「
私
に
述
べ
た
す
べ
て
の
こ
と
は
、
徳
の
高
い
市
民
の
運
命
が

殺
人
者
の
運
命
よ
り
も
ひ
ど
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
人
間
の

な
か
に
、
秩
序
も
、
規
則
も
、
安
全
も
、
神
聖
な
権
利
も
存
在
し
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
殺
人
者
が
生
命
を
維

持
し
て
い
る
一
方
で
、
私
が
第
一
に
、
最
も
大
き
く
最
も
償
い
よ
う

の
な
い
財
を
失
う
と
き
に
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。」M

A
BLY

,�de la 
Législation,�

三
分
冊
第
四
章
。

（
９
）　
「
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
他
の
誰
よ
り
も
最
も
有
力
な
証
言
は
、

N
EW

GA
T

E

大
臣
の
証
言
で
あ
る
。『
あ
な
た
は
、
囚
人
に
関
す
る
死

刑
判
決
の
効
果
に
気
づ
い
て
い
ま
す
か
。』
と
問
わ
れ
、
以
下
の
よ
う

（法政研究�87－2－84）
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に
答
え
た
。『
こ
の
判
決
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
生
み
出
し
ま
せ
ん
。
死

刑
を
宣
告
さ
れ
た
者
の
大
部
分
は
、
そ
の
時
に
備
え
る
の
で
は
な
く

て
、
他
の
こ
と
を
考
え
、
他
の
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。』
極

刑
に
よ
っ
て
人
々
の
精
神
に
生
じ
る
効
果
に
関
し
て
問
わ
れ
、
以
下

の
よ
う
に
答
え
た
。『
死
刑
の
執
行
は
、
驚
き
の
一
時
的
な
動
き
と
、

未
熟
さ
や
無
経
験
に
関
す
る
恐
怖
を
生
じ
さ
せ
る
と
思
い
ま
す
。
し

か
し
、
こ
の
印
象
は
継
続
せ
ず
、
終
了
す
る
や
否
や
、
印
象
は
消
え

去
り
ま
す
。
経
験
を
積
ん
だ
熟
練
者
は
、
機
会
が
そ
の
死
刑
囚
に
向

い
た
だ
け
で
、
何
も
示
し
て
い
な
い
、
い
つ
自
分
に
向
く
か
も
分
か

ら
な
い
こ
と
を
覚
悟
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
彼
ら
の
心
に
は
、
ま
と
も
な
印
象
は
何
も
生
じ
て

い
ま
せ
ん
。
私
は
、
死
刑
の
執
行
後
一
時
間
半
、
刑
務
所
の
中
庭
に

赴
く
機
会
を
得
ま
し
た
が
、
他
の
人
た
ち
は
何
も
な
か
っ
た
か
の
よ

う
に
、
石
投
げ
ゲ
ー
ム
を
し
て
（
訳
者
注
：
原
文
は
「jouant�à�la�

pom
m

e,�aux�palets=

り
ん
ご
や
石
で
遊
ん
で
」
と
あ
る
が
、
引

用
の
誤
り
で
あ
る
）
楽
し
ん
で
い
ま
し
た
。』」LIV

IN
GST

O
N

,�
Rapport�sur�le�Projet�d’un�Code�pénal,�fait�à�l’A

ssem
blée�

générale�de�l’état�de�la�Louisiane,�

七
九
頁
―�Charles�LU

CA
S,�

D
u�systèm

e�pénale�et�du�systèm
e�répressif�en�général,�de�

la�peine�de�m
ort�en�particulier,�

二
二
五
頁
を
参
照
。

（
10
）　

私
犯
罪
に
つ
い
て
、
現
在
の
法
制
で
は
、
刑
罰
の
序
列
は
以
下

の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　

一
．
死
刑

　
　

二
．
終
身
強
制
労
働
刑

　
　

三
．
有
期
強
制
労
働
刑

　
　

四
．
懲
役
刑

　
　

五
．
公
民
権
剥
奪

　
　
　

政
治
犯
に
つ
い
て
、
一
八
四
八
年
二
月
二
六
日
の
法
律
に
よ
り
死

刑
の
廃
止
が
宣
言
さ
れ
た
以
後
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い

る
。

　
　

一
．
流
刑

　
　

二
．
拘
禁
刑

　
　

三
．
追
放
刑

　
　

四
．
公
民
権
剥
奪

（
11
）　Charles�LU

CA
S

氏
は
、
す
で
に
引
用
し
た
業
績
に
お
い
て
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
今
日
死
刑
を
廃
止
し
、
強
制
労
働
と

し
て
の
滞
在
を
代
替
刑
と
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
殺
人
者

に
褒
賞
を
与
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。」R

ésum
é des faits et des 

débats législatifs relatifs à la questions de la peine de m
ort.

（Revue�de�législat.�et�de�jurisp.,�

一
八
四
八
年
一
巻
二
九
〇
頁
）

【
付
記
】�

本
資
料
は
、
二
〇
一
九
年
度
末
延
財
団
研
究
会
助
成
に

よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（87－2－85）




