
他
の
法
律
学
に
較
べ
て
、
刑
法
学
は
学
説
の
対
立
錯
綜
の
最
も
著
し
い

分
野
で
あ
る
。
そ
の
中
で
も
、
共
犯
論
に
お
け
る
そ
れ
は
最
右
翼
に
位

し
、
ま
さ
に
無
限
の
対
立
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
さ
れ
ば
、
共

犯
論
は
多
く
の
困
難
な
問
題
を
内
蔵
し
、
そ
の
解
決
の
仕
方
如
何
は
自
ら

の
体
系
の
試
金
石
を
な
す
も
の
と
い
わ
れ
る
。
か
っ
て
共
犯
論
が
「
絶
望

の
章
」
で
あ
る
と
瑳
歎
さ
れ
た
所
以
で
あ
ろ
う
。

周
知
の
と
お
り
、
共
犯
論
に
お
い
て
は
、
夙
に
植
田
重
正
博
士
の
業
績

が
異
彩
の
光
芭
を
放
つ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
昨
秋
中
義
勝
教
授
の
「
間
接

正
犯
」
（
峠
廷
書
）
が
上
梓
さ
れ
る
に
お
よ
び
、
ま
た
も
こ
の
領
域
に
卓
抜

し
た
研
究
成
果
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
同
学
の
末
尾
に
連
な
る
者
と
し

て
心
か
ら
の
喜
び
を
禁
じ
え
な
い
。

い
わ
ゆ
る
間
接
正
犯
の
問
題
は
、
裏
返
え
さ
れ
た
共
犯
論
と
し
て
、
従

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

紹

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

介

来
か
ら
刑
法
学
上
の
重
要
な
関
心
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
f

殊
に
論
争
の
核
心

は
、
間
接
正
犯
の
法
的
性
格
が
、
正
犯
で
あ
る
か
、
ま
た
は
、
共
犯
と
く

に
教
唆
犯
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

前
提
は
正
犯
の
正
犯
性
の
問
題
で
あ
り
、
正
犯
と
共
犯
と
の
区
別
の
問
題

で
あ
る
。
本
書
が
こ
う
し
た
前
提
問
題
の
考
察
に
多
く
の
頁
を
割
い
て
い

る
の
も
け
だ
し
当
然
で
あ
ろ
う
。

さ
て
本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
点
を
お
断
り
し
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

9

元
来
、
学
術
的
研
究
の
成
果
に
対
し
て
、
適
正
な

紹
介
と
批
評
を
な
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
分
野
に
関
し
て
、
自
ら
の
研

究
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
た
深
い
洞
察
力
と
、
内
外
に
わ
た
る
最
新
の
成

果
を
吸
収
咀
喘
し
た
上
で
の
広
い
視
野
が
要
請
さ
れ
る
。
ま
し
て
「
体
系

の
試
金
石
」
と
さ
れ
る
共
犯
論
を
扱
う
た
め
に
は
．
、
自
ら
の
刑
法
学
的

「
体
系
」
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
た
く
し
は
、
共
犯
論
を
と
く

に
研
究
し
た
こ
と
も
な
く
、
そ
の
上
、
最
近
は
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
に
主

森

井

； 

障
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眼
が
あ
っ
て
、
刑
法
の
勉
強
か
ら
比
較
的
遠
去
か
っ
て
い
る
現
状
で
あ

り
、
本
書
の
紹
介
者
と
し
て
当
を
え
て
い
な
い
こ
と
は
十
分
承
知
し
て
い

る
。
た
だ
幸
に
も
、
日
頃
親
し
く
中
教
授
の
御
教
示
に
接
し
え
て
い
る
た

め
、
同
教
授
の
所
説
を
理
解
す
る
上
に
多
少
と
も
有
利
な
立
場
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。
ま
た
、
昨
年
末
、
刑
法
読
書
会
（
醗
鱈
野
罰
祠
年
繹
鱈
[
渾
虹
畔
翌

望
）
に
お
い
て
、
本
書
の
紹
介
が
わ
た
く
し
に
課
さ
れ
、
そ
の
際
の
実
り

多
き
討
論
の
結
果
を
自
分
な
り
に
整
理
し
た
い
考
え
も
あ
っ
て
、
罪
オ
の

身
心
顧
み
ず
筆
を
と
っ
た
次
第
で
あ
る
。
第
二
は
、
本
書
の
紹
介
が
可
成

り
時
期
に
遅
れ
た
こ
と
で
、
こ
の
点
は
全
て
わ
た
く
し
の
怠
慢
の
故
で
あ

り
、
著
者
を
は
じ
め
読
者
各
位
に
深
く
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
で
に
知
ら
れ
る
と
お
り
、
中
教
授
の
学
風
は
、
ド
イ
ッ
刑
法
学
へ
の

深
い
造
詣
と
透
徹
し
た
論
理
的
楷
成
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
本
書
も
ま

た
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
と
く
に
他
説
を
批
判
す
る
場
合
、
批
判
の
対
象

と
す
る
学
説
自
身
の
論
理
の
中
へ
立
ち
入
り
、
そ
れ
を
内
在
的
に
批
判
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欠
陥
を
刷
扶
す
る
と
い
う
方
法
に
拠
っ
て
い
る
。
為

に
能
く
反
対
説
を
も
沈
黙
せ
し
め
る
説
得
力
に
富
み
、
行
間
に
源
る
気
塊

と
と
も
に
、
本
書
の
一
大
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
さ
れ
ば
、

こ
れ
を
限
ら
れ
た
紙
幅
に
「
紹
介
」
す
る
と
き
は
、
ど
う
し
て
も
文
章
の

香
気
が
失
わ
れ
、
叙
述
の
簗
簡
精
粗
も
よ
ろ
し
き
を
え
な
く
な
っ
て
、
著

し
く
そ
の
価
値
を
減
ず
る
憾
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
以
下
順
を
追

っ
て
内
容
の
紹
介
に
移
り
、
さ
ら
に
節
を
改
め
て
若
千
の
読
後
感
を
つ
け

加
え
た
い
と
思
っ
。

一
間
接
正
犯
と
い
う
概
念
は
、
決
し
て
古
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
責
任
能
力
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
み
ず

か
ら
責
任
を
負
担
し
得
な
い
者
を
利
用
し
て
犯
罪
を
犯
し
た
楊
合
、
こ
れ

を
、
み
ず
か
ら
の
手
に
よ
っ
て
犯
罪
を
実
現
し
た
直
接
正
犯
と
同
様
に
正

犯
の
中
に
包
含
せ
し
め
る
か
、
あ
る
い
は
、
共
犯
と
く
に
教
唆
犯
と
し
て

構
成
す
る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
正
犯
と
共
犯
の
境
界
領
域
に
関
し
て
、
主

と
し
て
前
者
の
立
場
か
ら
、
前
世
紀
の
ド
イ
ッ
刑
法
学
に
お
い
て
産
み
出

さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。
爾
来
、
こ
の
概
念
は
多
く
の
学
説
の
認
め
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
が
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
正
犯
性
の
原
理
は
、
実
行

正
犯
の
正
犯
原
理
と
は
必
ず
し
も
同
一
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
書
の
第
一
章
正
犯
概
念
を
底
礎
す
る
二
元
的
原
理
は
、
刑

法
学
の
理
論
史
の
上
で
、
学
説
が
一
般
に
二
元
的
な
正
犯
原
理
を
唱
導
し

て
い
る
こ
と
を
批
判
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
だ
し
、

正
犯
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
直
接
正
犯
、
間
接
正
犯
、
共
同
正
犯
、
あ
る
い

は
共
謀
共
同
正
犯
な
ど
、
ご
れ
ら
は
、
す
べ
て
に
共
通
す
る
実
質
的
な
正

犯
原
理
に
よ
っ
て
担
わ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
「
二
元
的
正
犯

原
理
と
い
っ
た
も
の
は
元
来
存
在
不
可
能
」
な
筈
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
学
説
の
多
数
が
今
日
な
お
一
元
的
正
犯
原
理
に
徹
し
え
な
い

の
は
、
深
い
理
論
史
的
因
縁
に
基
づ
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
統
的
な

考
え
方
に
よ
れ
ば
、
自
ら
の
実
行
々
為
を
正
犯
原
理
と
し
、
か
つ
、
共
犯

を
極
端
従
属
形
式
に
お
い
て
把
え
る
た
め
、
責
任
無
能
力
者
等
を
利
用
し

―
二
四
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た
背
後
者
は
、
正
犯
で
も
共
犯
で
も
な
く
な
る
。
こ
の
結
果
を
避
け
る
た

め
、
当
罰
的
な
背
後
者
を
し
て
『
間
接
正
犯
』
な
る
概
念
の
も
と
に
一
括

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
正
犯
原
理
を
実
行
々
為
と

い
う
特
定
の
態
様
に
限
ら
ず
、
広
く
構
成
要
件
的
結
果
の
惹
起
に
求
め
る

い
わ
ゆ
る
拡
張
的
正
犯
概
念
で
は
、
極
端
従
属
形
式
に
合
す
る
背
後
の
利

用
者
を
共
犯
と
し
て
構
成
し
た
。
さ
ら
に
第
三
の
立
場
は
、
極
端
従
属
形

式
を
放
棄
し
、
正
犯
原
理
は
実
行
々
為
に
求
め
な
が
ら
、
制
限
従
属
形
式

に
も
れ
る
背
後
の
利
用
者
を
間
接
正
犯
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
最
後

の
立
場
が
、
今
日
多
数
説
に
よ
っ
て
支
持
を
受
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

中
教
授
は
、
こ
う
し
た
理
論
史
の
発
展
方
向
を
、
「
二
元
的
正
犯
原
理

の
う
ち
、
間
接
正
犯
概
念
を
救
済
す
る
た
め
に
の
み
捏
造
さ
れ
た
か
に
み

え
る
擬
制
的
正
犯
概
念
の
残
滓
を
徐
々
に
払
拭
す
る
過
程
」
と
観
察
さ
れ

つ
つ
、
な
お
多
教
説
の
よ
う
な
見
解
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
従
来
の

間
接
正
犯
論
が
や
や
も
す
れ
ば
一
定
の
質
的
従
属
性
（
豆
年
）
を
甚
準
と
し

て
、
こ
れ
に
あ
た
ら
ぬ
背
後
の
者
を
、
た
だ
こ
れ
に
あ
た
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
を
理
由
と
し
て
間
接
正
犯
と
す
る
消
極
的
考
察
方
法
を
も
っ
て
基
礎
づ

け
、
ま
た
は
元
来
の
正
犯
原
理
を
歪
曲
し
て
こ
の
場
合
に
適
用
し
、
も
し

く
は
あ
た
か
も
そ
の
真
正
の
適
用
で
で
も
あ
る
か
の
ご
と
く
偽
装
し
て
外

面
を
糊
塗
し
、
実
は
相
互
に
矛
盾
す
る
二
元
的
正
犯
原
理
を
も
っ
て
こ
れ

を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
点
」
に
起
因
す
る
。
こ
の
点
を

明
白
に
指
摘
し
、
そ
の
反
省
を
求
め
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
本
書
の
全
篇

を
貫
く
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
展
開
と
し
て
、
中
教
授
は
、

『
共
犯
は
概
念
必
然
的
に
正
犯
に
従
属
す
る
』
と
い
う
前
提
的
命
題
が

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

一1

一五

「
根
も
な
く
か
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
独
断
」
で
あ
る
と
主
張

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
命
題
は
共
犯
成
立
の
た
め
の
原
型

(Urty・

p
u
s
)

を
示
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
単
に
共
犯
成
立
の
た
め
の

発
想
方
式
を
物
語
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
正
犯

で
な
い
他
人
を
利
用
す
る
者
の
正
犯
性
を
擬
制
す
る
こ
と
ま
で
強
制
す
る

も
の
で
は
な
い
。
」
か
く
て
、
真
に
一
元
的
な
正
犯
原
理
に
徹
す
る
た
め

に
は
、
共
犯
従
属
性
の
概
念
は
一
郷
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
が
、
さ
り
と
て
、
こ
れ
は
一
挙
に
共
犯
独
立
性
説
へ
進
む
も
の
で
は
な

い
。
つ
ま
り
、
教
唆
な
い
し
幣
助
な
る
も
の
が
、
な
に
も
の
か

(
E
t
w
a
s
)

の
教
変
で
あ
り
、
な
に
も
の
か
の
幣
助
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
共
犯

の
従
属
性
を
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
な
に
も
の
か
が
直
ち
に
正

犯
で
あ
る
と
い
う
思
考
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
こ
の
な
に

も
の
か
は
原
則
と
し
て
実
行
（
正
犯
）
で
は
あ
ろ
う
が
、
と
き
に
は
、
因

果
的
に
は
実
行
々
為
た
る
の
実
質
を
そ
な
え
な
が
ら
身
分
犯
に
お
け
る
実

行
と
呼
ぶ
に
必
要
な
身
分
を
欠
く
等
の
事
情
に
よ
り
実
定
法
的
・
形
式
的

に
は
実
行
々
為
と
解
し
え
な
い
、
い
わ
ば
超
実
定
法
的
・
存
在
論
的
実
行

々
為
を
前
提
」
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
共
犯
の
量
的
従
属
性
だ
け

は
堅
持
し
つ
つ
、
そ
の
質
的
従
属
性
の
残
滓
は
こ
と
ご
と
く
こ
れ
を
洗
い

落
そ
う
と
す
る
点
に
中
教
授
の
立
場
の
特
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
発
想
に
は
、
か
っ
て
、
共
犯
の
従
属
性
の
問
題
を
『
実
行
従
属
性
』
に

お
い
て
把
え
ら
れ
た
植
田
博
士
の
見
解
が
基
底
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
改

め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
を
存
在
論
的
実
行
々
為
と
し
て
具

体
化
し
た
と
こ
ろ
に
、
犯
罪
の
実
体
論
理
的
構
造
を
重
視
す
る
中
教
授
の
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学
説
の
特
色
と
と
も
に
、
後
述
す
る
目
的
々
行
為
論
の
影
響
を
顕
著
に
窺

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

か
く
て
、
消
極
的
考
察
方
法
を
含
む
二
元
的
正
犯
原
理
は
否
定
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
史
上
二
元
的

正
犯
原
理
が
唱
導
さ
れ
、
現
在
も
な
お
根
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

お
お
い
が
た
い
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
教
授
は
こ
の
点
に
関
す
る
理
論

史
の
大
網
を
概
観
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
に
内
在
す
る
「
虚
妄
性
」

を
指
摘
す
る
こ
と
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
（
茫
注
．
―
―
]
―
-
）
は
、

類
書
と
異
り
、
学
説
の
単
な
る
整
理
・
紹
介
で
は
な
く
、
中
教
授
の
面
目

躍
如
た
る
内
在
的
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
紙
面
の
都

合
上
、
極
く
簡
単
な
紹
介
に
と
ど
め
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
ず
、
道
具
理
論
の
代
表
的
主
張
者
で
あ
る

M
.
E
・
マ
イ
ヤ
ー
の
見

解
が
採
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
限
縮
的
正
犯
概
念
を
根
幹
と
し
て
、
一
元

的
正
犯
原
理
を
樹
立
す
る
か
に
み
え
な
が
ら
、
実
は
、
違
法
有
責
に
応

知
」
「
環
這
霜
）
、
自
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
構
成
要
件
を
実
現
す
る
（
年
納
饂
虹

琵
5
)
と
い
う
複
合
的
要
素
か
ら
正
犯
概
念
が
構
築
さ
れ
て
い
る
た
め
、

極
端
従
属
形
式
に
も
れ
る
背
後
者
が
す
べ
て
間
接
正
犯
で
あ
る
と
す
る
消

極
的
考
察
方
法
に
堕
し
、
結
局
は
、
多
元
的
な
原
理
の
混
涌
に
過
ぎ
な
い

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(a.コ-）。

次
い
で
、
マ
イ
ヤ
ー
に
お
け
る
矛
盾
を
克
服
す
る
方
向
に
お
い
て
理
論

史
上
に
登
場
し
た
拡
張
的
正
犯
論
の
代
表
と
し
て
、

E
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の

所
説
が
検
討
さ
れ
、
そ
れ
が
規
範
的
評
価
と
い
う
立
場
か
ら
、
従
来
の
間

接
正
犯
は
も
と
よ
り
、
教
唆
や
報
助
も
す
べ
て
『
一
般
的
正
犯
』
と
す
る

か
ぎ
り
で
は
一
元
的
正
犯
原
理
を
説
く
も
の
で
は
あ
る
が
、
事
実
的
に
正

犯
も
従
犯
も
同
一
だ
と
す
る
こ
と
と
、
両
者
に
客
観
的
危
険
性
の
差
異
を

認
め
る
こ
と
の
間
に
矛
盾
の
存
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
立
場
も
「
た
だ
間
接
正
犯
の
擬
制
性
を
糊
塗
せ
ん
が
た
め
に

案
出
さ
れ
た
技
巧
的
概
念
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
痛
烈
な
批
判
を
蒙
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
(
5
甚『―)。

そ
こ
で
、
再
転
し
て
、
共
犯
を
各
種
の
従
属
形
式
の
呪
縛
か
ら
解
放
す

る
方
向
に
お
い
て
、

H
・
ブ
ル
ン
ス
の
限
縮
的
正
犯
概
念
が
検
討
さ
れ

る
。
そ
の
際
、
中
教
授
は
、
プ
ル
ン
ス
が
行
為
支
配
の
有
無
で
正
犯
と
共

犯
を
区
別
し
、
制
限
従
属
形
式
に
も
れ
る
背
後
の
者
を
共
犯
と
し
て
い
る

点
は
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
な
お
彼
が
こ
の
場
合
の
被
利

用
者
を
従
犯
で
は
な
く
正
犯
と
し
た
点
で
、
こ
の
見
解
も
「
所
詮
は
正
犯

を
擬
制
す
る
も
の
」
と
い
う
批
判
を
加
え
ら
れ
て
い
る

(a.『
）
。

限
縮
的
正
犯
概
念
に
関
し
て
は
、
そ
れ
に
一
層
具
体
的
・
実
質
的
内
容

を
も
る
も
の
と
し
て
登
場
し
た
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
目
的
々
行
為
支
配
の
概

念
が
果
し
て
真
に
一
元
的
正
犯
原
理
た
り
う
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
一
般
的
正
犯
者
要
素
と
し
て
目
的

々
行
為
支
配
を
あ
げ
、
問
接
正
犯
に
つ
い
て
も
、
背
後
者
の
行
為
支
配
に

よ
っ
て
正
犯
性
を
把
え
る
点
で
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
非
身
分

者
を
介
し
て
す
る
身
分
者
に
よ
る
間
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
楷
成
要
件
上

必
要
と
さ
れ
る
身
分
が
た
だ
背
後
の
者
に
具
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
、

行
為
支
配
の
有
無
と
は
関
係
な
し
に
正
犯
性
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
結
果
と

な
り
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
「
行
為
支
配
は
正
犯
一
般
の
原
理
た
る
資
格
を

一1
一六
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喪
失
」
し
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
正
犯
原
理
も
決
し
て
一
元
的
な
そ
れ
で
は

あ
り
え
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
中
教
授
は
こ
れ
を
評
し
て
、
「
ウ
ェ
ル

ツ
ェ
ル
に
よ
る
正
犯
原
理
た
る
目
的
々
行
為
支
配
は
、
実
は
本
来
固
有
の

そ
れ
と
よ
そ
お
わ
れ
た
そ
れ
と
の
二
元
的
内
容
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
そ
の
禍
根
は
制
限
従
属
形
式
か
ら
す
る
要
求
、
さ
ら
に
遡
れ
ば
『
正

犯
な
き
共
犯
な
る
も
の
は
概
念
上
不
可
能
で
あ
る
』
と
す
る
命
題
に
よ
っ

て
固
有
の
行
為
支
配
の
存
在
領
域
を
擬
制
的
に
拡
大
す
る
と
こ
ろ
に
あ

る
」
と
さ
れ
て
い
る
(
5
芸
i
-

）。

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た
諸
説
は
い
ず
れ
も
一
元
的
正
犯
原
理
に
適

う
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
内
在
す
る
欠
陥
に
対
し

的
確
な
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
、
共
犯
成
立
の
最
少
限
度

の
前
提
と
し
て
量
的
従
属
性
を
維
持
し
つ
つ
、
質
的
従
属
性
の
残
滓
を
除

こ
う
と
す
る
方
向
に
お
い
て
ザ
ウ
エ
ル
の
見
解
が
検
討
さ
れ
る
。
ザ
ウ
エ

ル
の
場
合
、
共
犯
に
と
っ
て
の
唯
一
の
前
提
は
『
す
く
な
く
と
も
実
行
と

考
え
ら
れ
る
自
由
に
し
て
有
意
的
な
他
人
の
態
度
』
に
従
属
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
中
教
授
と
基
本
的
路
線
を
一
に
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
ザ
ウ
エ
ル
は
、
正
犯
と
共
犯
と
の
差
異
を
犯
罪
遂
行
的
ニ
ネ
ル
ギ

ー
の
差
異
と
し
て
把
え
る
が
（
連
g
緬
芦
謬
髯

5
)
、
中
教
授
は
こ
れ
を
「
阿
者

間
に
存
す
る
超
実
定
法
的
・
存
在
論
的
現
実
形
成
力
の
差
異
に
着
目
し

て
」
「
形
式
的
客
観
説
の
内
部
で
両
者
の
実
質
客
観
的
差
異
を
指
摘
」
す

る
も
の
と
し
て
好
意
的
に
評
価
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
身
分
な
き
故
意
あ
る

道
具
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
背
後
者
を
教
唆
犯
と
し
て
構
成
す
る
点
も
中

但
し
、
ザ
ゥ
ニ
ル
に
よ
れ
ば
、
共
犯
は
結

教
授
の
思
考
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
（
果
に
対
し
相
当
因
果
関
係
な
き
も
の
と
さ

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

ご
一
七

れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
ば
）
（
以
上
第
一
）
。

中
教
授
の
批
判
を
免
れ
な
し
章
•
六

以
上
の
理
論
史
の
批
判
的
考
察
を
経
て
、
中
教
授
の
主
張
は
次
の
三
点

に
要
約
さ
れ
る
。
①
従
来
不
可
疑
的
に
信
奉
さ
れ
て
い
た
質
的
従
属
性
な

る
ド
グ
マ
は
こ
と
ご
と
く
払
拭
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
極

端
従
属
形
式
は
も
と
よ
り
、
制
限
従
属
形
式
も
共
犯
の
構
成
原
理
た
り
え

な
い
。
②
共
犯
は
他
人
に
よ
る
実
行
々
為
に
従
属
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
紐
畔
嗅

輝
）
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
実
行
々
為
と
は
超
実
定
法
的
・
存
在
論
的
な
意

味
の
そ
れ
で
あ
れ
ば
足
り
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
犯
な
き
共
犯
も
肯
定

し
う
る
。
⑧
正
犯
と
共
犯
の
区
別
に
関
し
て
は
限
縮
的
正
犯
概
念
が
妥
当

で
あ
っ
て
、
そ
の
形
式
的
客
観
説
に
新
た
な
実
質
的
客
観
的
差
異
を
盛
り

こ
む
べ
き
で
あ
る
（
呼

g-
）。

二
第
二
章
正
犯
の
正
犯
性
は
、
第
一
章
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
理
論
史
の

発
展
方
向
と
し
て
、
も
っ
と
も
妥
当
な
一
元
的
正
犯
原
理
の
桐
立
を
目
的

と
し
て
い
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
こ
こ
で
は
目
的
々
正
犯
概
念
を
中
心

と
し
て
考
察
が
進
め
ら
れ
る
。
け
だ
し
、
多
く
の
正
犯
原
理
中
、
そ
れ
が

も
っ
と
も
詳
細
で
あ
り
具
体
的
内
容
の
機
微
を
極
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
理
由
と
す
る
。

目
的
々
正
犯
概
念
と
は
、
構
成
要
件
該
当
の
目
的
々
行
為
支
配
を
以
て

正
犯
の
概
念
要
素
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
限
縮
的
正
犯
概
念
と
制
限
従
属

形
式
と
に
立
脚
し
つ
つ
、
そ
れ
ら
に
多
少
の
修
正
を
加
え
て
独
自
の
も
の

と
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
目
的
々
行
為
支
配
の
内
容
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
操
作
と
し
て
、
中
教
授
は
、

行
為
支
配
、
行
為
支
配
意
思
、
お
よ
び
正
犯
意
思
の
三
者
の
関
係
を
検
討
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中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

す
る
と
い
う
方
法
を
採
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
コ
ー
ル
ラ
ウ
シ
ュ
1
1
ラ
ソ
ゲ
に
あ
っ
て
は
、
直
接
単
独
正
犯
に
お

い
て
の
み
行
為
支
配
露
鯰
認
踪
）
と
正
犯
意
思
が
区
別
さ
れ
、
か
つ
前
者

の
み
が
正
犯
原
理
と
し
て
決
定
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
間
接
正
犯
お
よ

び
共
同
正
犯
に
お
い
て
は
両
者
の
区
別
が
無
視
さ
れ
て
、
正
犯
意
思
の
み

が
決
定
的
な
正
犯
原
理
と
さ
れ
て
い
る
事
情
を
指
摘
さ
れ
、
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
場
合
に
も
、
行
為
支
配
と
正
犯
意
思
と
が
矛
盾
的
に
混
入
し
て
い
る
こ

と
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
、
正
犯
意
思
と
の
区
別
に
お
い
て
行
為
支
配
を
主
張
す
る
マ
ウ

ラ
ッ
ハ
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
、
平
場
の
諸
家
の
見
解
に
お
い
て
は
、
行
為
支

配
の
み
が
唯
一
の
正
犯
原
理
と
さ
れ
て
い
る
次
第
を
考
察
し
、
目
的
々
行

為
支
配
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
意
思
の
客
観
的
な
機
能
と
し
て
把

え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
目
的
々
正
犯
概
念
に
よ
れ
ば
、
正
犯
に

お
い
て
目
的
々
行
為
支
配
の
不
存
在
が
特
徴
的
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
正
犯

行
為
と
の
間
に
客
観
的
な
現
実
形
成
力
に
お
い
て
一
段
の
相
進
あ
る
こ
と

を
承
認
し
た
も
の
」
と
し
て
、
行
為
支
配
の
存
在
を
正
犯
原
理
と
す
る
こ

と
に
賛
意
を
表
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
派
の
理
論
が
、
間
接
正

犯
を
従
来
の
消
極
的
考
察
方
法
か
ら
解
放
し
、
右
の
行
為
支
配
を
以
て
積

極
的
基
礎
づ
け
を
し
よ
う
と
し
た
試
み
は
完
全
に
正
し
い
意
図
で
あ
る
と

さ
れ
る
。
た
だ
し
か
し
、
こ
う
し
た
行
為
支
配
概
念
は
、
直
接
行
為
者
と

背
後
者
の
間
で
は
専
属
排
他
的
に
存
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
同
者
に
同
時
に

存
在
す
る
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
原
理
自
体
か
ら
し
て
背
理
で
あ
る
旨
の

鋭
い
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
（
四
渚
二
）
。

と
こ
ろ
で
、
正
犯
の
構
成
原
理
が
実
行
々
為
（
呻
暉
繹
件
）
と
し
て
把
え
ら

れ
る
点
は
、
今
日
で
は
殆
ど
の
学
説
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
そ
の
実
質
的
内
容
を
行
為
支
配
と
し
て
示
し
た
目
的
々
行
為
論
の

功
績
を
高
く
評
価
さ
れ
た
後
、
こ
の
説
が
従
来
の
わ
が
国
の
学
説
と
果
し

て
相
容
れ
ぬ
も
の
か
ど
う
か
が
吟
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
滝
川
、
植

田
、
大
塚
の
諸
家
の
見
解
が
採
り
あ
げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
形
式
的
客
視
説

の
内
部
で
そ
の
正
犯
原
理
た
る
実
行
々
為
に
実
質
的
内
容
を
与
え
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
は
関
与
行
為
と
の
比
に
お
い
て
現
実
形

成
力
に
格
段
の
差
の
あ
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
目
的
々
行
為
支

配
の
概
念
と
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

(a辛『―)。

三
第
三
章
の
共
犯
に
お
け
る
新
実
質
的
客
観
説
で
は
正
犯
と
共
犯
の

区
分
が
論
ぜ
ら
れ
る
。
今
日
、
関
与
行
為
と
正
犯
結
果
と
の
間
に
相
当
因

果
関
係
の
存
在
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
正
犯
と
共
犯
の
区
分
が
因

果
関
係
論
に
お
い
て
果
さ
れ
え
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
行
為
者
の
内
心
主

観
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
い
わ

ゆ
る
主
観
説
に
よ
る
と
き
は
（
竺
芦
直
勾
砂
ラ
）
、
た
と
え
ば
、
他
人
を
み

ず
か
ら
殺
し
た
者
は
、
た
と
え
こ
の
行
為
を
他
人
の
た
め
に
な
し
た
と
し

て
も
、
殺
人
に
対
す
る
行
為
支
配
は
彼
自
身
に
存
す
る
か
ら
正
犯
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
共
同
正
犯
や
間
接
正
犯
に
あ
っ
て
は
正
犯
意

思
を
正
犯
原
理
と
し
な
が
ら
、
単
独
直
接
正
犯
（
四
四
霜
）
で
は
行
為
支
配

に
よ
っ
て
説
明
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
二
元
的
・
分

裂
的
原
理
」
と
い
う
批
判
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
中
教
授
に
よ
れ
ば
、
正
犯
と
共
犯
の
類
別
化
の
基
準
は
、
結
果

―
二
八
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に
対
し
て
と
も
に
相
当
因
果
関
係
あ
り
と
す
る
こ
と
の
内
部
に
お
い
て
、

そ
の
因
果
過
程
の
特
別
の
態
様
的
差
異
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

の
見
解
は
、
教
授
自
身
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
か
っ
て
ビ
ン
デ
ィ
ン

ク
、
ビ
ル
ク
マ
イ
ヤ
ー
等
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
実
質
的
客
観
説
を
形
式
的

客
観
説
と
の
調
和
に
お
い
て
再
生
せ
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
に
『
新
実
質
的
客
観
説
』
の
名
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
（
四
法
噂
）
。

実
質
的
客
観
説
の
再
生
は
ザ
ウ
ニ
ル
の
所
説
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

中
教
授
は
、
ザ
ウ
ニ
ル
が
一
般
的
に
は
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
必
要
と

し
な
が
ら
•
関
与
行
為
で
こ
れ
を
放
棄
し
て
い
る
点
を
批
判
さ
れ
な
が
ら

も
、
関
与
行
為
と
正
犯
行
為
の
不
等
価
値
を
指
摘
し
た
点
を
高
く
評
価
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
従
来
か
ら
も
、
体
系
的
に
は
無
自
覚
で
あ
っ
た

が
、
「
関
与
行
為
と
正
犯
行
為
と
の
間
に
は
巨
視
的
な
因
果
的
同
価
値

韮
瓢
）
内
部
に
お
け
る
微
視
的
な
、
し
か
し
な
お
一
般
的
な
因
果
的
不
等

価
値
の
存
在
が
是
認
さ
れ
い
る
」
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
芸
苫

1

-

）。次
い
で
、
い
わ
ゆ
る
新
実
質
的
客
観
説
の
内
容
が
と
く
に
教
唆
犯
に
つ

い
て
詳
説
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
実
行
（
正
犯
）
行
為
は
、

二
定
の
結
果
に
向
っ
て
一
旦
因
果
力
の
発
動
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
因
果

過
程
の
通
常
の
伸
展
が
あ
り
さ
え
す
れ
ば
結
果
実
現
を
確
保
し
う
べ
き
行

為
で
あ
る
」
の
に
対
し
、
教
唆
行
為
は
こ
れ
と
一
次
の
段
階
的
相
違
を
含

む
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
臨
機
に
出
処
進
退
を

決
し
う
る
規
範
的
主
体
を
介
在
せ
し
め
る
点
に
お
い
て
、
結
果
の
実
現

は
、
「
そ
の
確
実
性
乃
至
完
成
力
に
お
い
て
大
い
に
遜
色
が
あ
る
も
の
」

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

ー
ニ
九

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（

a.望
）
。

か
く
て
、
中
教
授
は
、
形
式
的
客
観
説
に
お
い
て
、
そ
の
構
成
要
件
的

行
為
（
頭
翻
）
に
つ
き
実
質
的
考
察
を
払
う
必
要
が
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
任
務
を
担
う
も
の
こ
そ
実
質
的
客
観
説
（
網
麟
細
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
関
与

行
為
と
正
犯
行
為
と
は
、
ひ
と
し
く
結
果
に
対
し
相
当
因
果
関
係
に
た
っ

点
で
同
価
値
で
あ
り
つ
つ
、
内
部
に
お
い
て
な
お
一
般
的
な
因
果
的
不
等

価
値
を
説
か
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
新
実
質
的
客
観
説
の
樹
立
を
提
唱
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

四
第
四
章
間
接
正
犯
事
例
の
批
判
的
考
察
に
お
い
て
は
、
目
的
々
行
為

論
を
中
心
に
し
て
へ
そ
こ
で
間
接
正
犯
と
さ
れ
る
具
体
的
事
例
が
批
判
の

姐
上
に
の
ぼ
せ
ら
れ
て
い
る
。
従
来
、
制
限
従
属
形
式
に
よ
れ
ば
、
正
犯

資
格
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
行
為
で
あ
れ
ば
足
り
、
故
意
・
過

失
は
も
っ
ぱ
ら
責
任
に
属
す
と
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
正
犯
資
格

は
故
意
犯
と
過
失
犯
と
で
区
別
は
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、
従
来

大
多
数
の
傾
向
は
、
過
失
正
犯
に
対
す
る
共
犯
と
い
う
帰
結
を
好
ま
ず
、

過
失
行
為
を
利
用
す
る
背
後
者
を
間
接
正
犯
と
し
て
構
成
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
見
解
に
は
、
「
前
提
的
原
理
を
こ
と
わ
り
も
な
く
一
部
修
正

す
る
も
の
で
あ
る
」
と
の
批
判
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
目
的

々
行
為
論
に
お
い
て
は
、
故
意
犯
と
過
失
犯
と
は
す
で
に
構
成
要
件
・
不

法
の
乎
面
で
区
別
さ
れ
、
す
く
な
く
と
も
右
の
批
判
は
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と

が
で
き
る
。
か
く
て
ウ
ニ
ル
ツ
ェ
ル
も
『
構
成
要
件
的
故
意
な
く
し
て
行

為
す
る
第
一
＿
一
者
の
利
用
は
間
接
正
犯
の
第
一
の
か
つ
も
っ
と
も
重
要
な
形

式
で
あ
る
』
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
中
教
授
は
、
こ
の
場
合
の
背
後
者
は
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中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

被
利
用
者
に
よ
る
過
失
的
結
果
惹
起
を
意
の
ま
ま
に
支
配
し
え
な
い
、
す

な
わ
ち
、
背
後
者
に
行
為
支
配
は
存
在
し
な
い
と
い
う
認
識
に
立
た
れ
、

目
的
々
行
為
論
の
立
場
よ
り
す
る
制
限
従
属
形
式
の
新
構
成
も
、
「
む
し

ろ
そ
の
把
持
す
る
正
犯
原
理
に
よ
っ
て
こ
そ
否
定
さ
る
べ
き
で
あ
っ
た
」

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
呼
丑
遷
一
）
。

そ
こ
で
、
以
下
は
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
の
掲
げ
る
事
例
に
順
次
批
判
的
考
察

が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
通
説
に
対
す
る
批
判
で
も

あ
る
。
そ
こ
で
中
教
授
が
と
く
に
通
説
と
異
る
結
論
を
と
る
部
分
を
中
心

に
み
る
こ
と
と
す
る
。

『
A
が
、
妍
婦
B
に
、
重
大
な
脅
迫
の
も
と
に
堕
胎
手
段
を
う
け
い
れ

る
べ
く
強
制
す
る
。

A
は
堕
胎
の
（
間
接
）
正
犯
で
あ
り
、

B
は
道
具
（
無

責
の
従
犯
）
で
あ
る
』
と
す
る
ウ
ニ
ル
ツ
ェ
ル
の
設
例
に
お
い
て
は
、

B

は
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
な
き
故
を
も
っ
て
無
責
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
構
成
要
件
該
当
の
違
法
行
為
は
存
在
す
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

然
ら
ば
A
は
教
唆
犯
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
間
接
正
犯
と
す
る
ウ

ェ
ル
ツ
ェ
ル
は
自
ら
制
限
従
属
形
式
を
破
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
点
中
教

授
は
、

B
に
適
法
行
為
の
期
待
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
、
「
そ
れ
は
何
人

も
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
性
の
弱
さ
(
h
u
m
a
n
a
fragiritas) 

に
由
来
す
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
背
後
者
に
よ
る
圧
倒
的
な
支
配
の
結

ド
イ
ッ
刑
法
五
一
一
条
）

果
で
は
な
い
」
と
さ
れ
た
う
え
で
、
こ
の
程
度
の
強
制
（
が
予
定
す
る
程
度

を
加
え
て
犯
行
に
お
よ
ば
し
め
る
行
為
は
、
「
被
強
制
者
の
責
任
（

□聾円）

を
阻
却
し
え
て
も
、
い
ま
だ
そ
の
行
為
性
（
蝉
g)
を
阻
却
し
え
ず
、
し
た
が

っ
て
背
後
の
者
は
常
に
関
与
犯
と
は
な
り
え
て
も
間
接
正
犯
た
り
え
な

一
三
〇

い
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
。

第
一
ー
一
者
の
適
法
行
為
（
麟
畔
）
を
利
用
し
て
す
る
間
接
正
犯
、
た
と
え
ば
、

A
は
、
精
神
薄
弱
者
B
を
け
し
か
け
て
X
を
攻
撃
せ
し
め
、

X
の
防
衛
的

反
撃
に
よ
り
B
を
死
亡
せ
し
め
る
よ
う
な
場
合
も
、
中
教
授
は
、
「
い
や

し
く
も
、

B
に
X
を
攻
撃
す
る
故
意
が
認
め
ら
れ
る
以
上
、
す
く
な
く
と

も
制
限
従
属
形
式
を
と
る
か
ぎ
り
、
背
後
者
た
る
A
が
B
の
攻
撃
を
意
の

ま
ま
に
駆
り
た
て
支
配
す
る
こ
と
は
困
難
」
だ
と
さ
れ
て
、
「
A
の
使
敷

は
単
に
教
唆
的
機
能
を
営
む
も
の
」
と
解
さ
れ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
「
故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
て
す
る
間
接
正
犯
」
は
、
中
教

授
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
こ
そ
『
絶
望
の
章
』
共
犯
の
絶
望
が
き

わ
ま
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
れ
ば
、
正
犯
性
が
目
的
々

行
為
支
配
の
外
、
な
お
特
別
の
正
犯
者
要
素
（
口
麟
琴
紐
匹
註
麟
‘
)
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
か
か
る
正
犯
要
素
を
欠
く
直
接
行
為
者
は
道

具
（
鰈
）
と
は
な
り
え
て
も
、
正
犯
に
は
な
り
え
な
い
。
他
方
、
か
よ
う
な

要
素
を
そ
な
え
る
背
後
の
使
敷
者
は
間
接
正
犯
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

公
文
書
を
作
成
す
べ
き
権
限
を
も
つ
公
務
員
が
か
か
る
権
限
な
き
非
公
務

員
を
使
敷
し
て
公
文
書
を
偽
造
せ
し
め
た
例
に
お
い
て
は
、
公
務
員
は
間

接
正
犯
、
非
公
務
員
は
従
犯
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
中

教
授
は
、
か
か
る
場
合
の
非
公
務
員
の
行
為
は
、
自
発
的
に
自
己
の
行
為

を
律
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
通
常
で
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
詞
意
の
可
能

性
が
含
ま
れ
て
お
り
、
公
務
員
の
（
包
括
的
）
行
為
支
配
を
是
認
し
え
な

い
が
故
に
、
「
こ
の
場
合
の
身
分
者
を
卒
直
に
教
唆
犯
と
し
、
非
身
者
を

従
犯
と
解
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
の
結
論
は
、
い
わ
ゆ
る
「
目
的
な
き
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故
意
あ
る
道
具
を
利
用
し
て
す
る
間
接
正
犯
」
の
場
合
に
も
同
様
で
あ
っ

て
、
こ
こ
に
『
正
犯
な
き
共
犯
』
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く

て
、
中
教
授
が
繰
り
返
し
説
か
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
ウ
ェ
ル
ツ
ェ

．
 

ル
を
は
じ
め
と
す
る
目
的
々
正
犯
論
者
が
、
そ
の
即
自
的
に
は
妥
当
な
正

犯
原
理
を
か
か
げ
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
適
用
に
お
い
て
こ
れ
を
徹
底
す

る
こ
と
を
え
ず
」
「
行
為
支
配
概
念
を
擬
制
し
も
し
く
は
『
包
括
的
』
行

為
支
配
と
い
っ
た
偽
輛
的
な
い
し
第
二
の
行
為
支
配
概
念
を
用
い
て
表
面

を
糊
塗
し
、
弥
縫
策
に
終
始
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理
由
も
、
根
本
に
お

い
て
『
正
犯
な
き
共
犯
』
な
る
も
の
は
概
念
的
に
思
惟
不
可
能
で
あ
る
と

す
る
公
式
的
見
解
に
禍
い
さ
れ
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

背
後
者
よ
り
も
軽
い
故
意
を
も
っ
て
行
為
す
る
道
具
を
利
用
し
て
す
る

問
接
正
犯
に
つ
い
て
は
、
『
甲
（
巧
用
）
が
屏
風
の
背
後
に
い
る
乙
を
殺
す
目

的
で
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
丙
（
韮
岬
）
に
屏
風
を
射
つ
こ
と
を
命
じ
た
』
と
い

う
団
藤
教
授
の
設
例
を
中
心
に
考
察
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
団
藤
教
授

を
は
じ
め
と
し
て
、
通
説
の
結
論
は
、
こ
の
場
合
、
殺
人
に
関
し
て
は
丙

は
単
な
る
道
具
で
あ
っ
て
、
甲
が
間
接
正
犯
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
中
教
授
は
、
「
終
始
一
個
に
し
て
同
一
の
行
為
た
る
甲
の
使
喉
行
為

は
、
殺
人
に
関
す
る
か
ぎ
り
は
実
行
々
為
で
あ
り
、
器
物
損
壊
に
つ
い
て

は
教
唆
行
為
で
あ
る
と
い
う
矛
盾
し
た
構
造
」
で
あ
る
と
の
批
判
の
も
と

に
、
背
後
者
を
教
唆
犯
（
呻
論
｝
に
）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
「
共

犯
は
類
型
を
異
に
し
た
と
こ
ろ
に
で
も
充
分
成
立
可
能
で
あ
る
と
い
う
見

解
に
た
つ
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
」

最
後
に
共
犯
と
錯
誤
の
問
題
に
関
し
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
に
よ
り
間
接
正

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

犯
と
さ
れ
る
若
干
の
事
例
が
検
討
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
中
教
授

は
、
そ
の
大
多
数
を
関
与
犯
と
構
成
さ
れ
て
、
ウ
ェ
ル
ツ
ェ
ル
と
は
結
論

を
異
に
す
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

か
く
て
、
目
的
々
正
犯
論
に
よ
っ
て
間
接
正
犯
が
成
立
す
る
と
さ
れ
る

諸
事
例
が
、
ほ
ぼ
全
面
に
わ
た
っ
て
批
判
検
討
さ
れ
、
そ
の
多
く
は
間
接

正
犯
の
成
立
を
否
定
さ
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。
中
教
授
は
、
そ
の
最
大
の

理
由
と
し
て
、
目
的
々
正
犯
論
自
体
に
内
在
す
る
二
元
的
正
犯
原
理
に
よ

る
行
為
支
配
の
擬
制
を
主
張
さ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
結
局
に
お
い

て
、
『
共
犯
が
成
立
す
る
た
め
に
は
概
念
必
然
的
に
正
犯
が
既
存
せ
ね
ば
な

ら
ぬ
』
と
す
る
前
提
的
命
題
に
よ
る
禍
根
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

五
第
五
章
共
謀
共
同
正
犯
と
間
接
正
犯
で
は
、
ま
ず
共
謀
共
同
正
犯
に

関
す
る
判
例
の
あ
ゆ
み
が
概
観
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
旧
刑
法

時
代
は
さ
て
お
き
、
現
行
刑
法
施
行
当
初
か
ら
判
例
は
、
共
謀
共
同
正
犯

を
認
め
て
い
た
が
、
は
じ
め
は
知
能
的
犯
罪
に
限
っ
て
是
認
さ
れ
、
し
か

も
、
共
謀
者
中
の
一
人
に
よ
る
実
行
を
何
故
全
員
の
犯
罪
意
思
の
実
現
と

認
め
る
か
と
い
う
理
論
づ
け
に
は
確
た
る
も
の
が
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

共
謀
共
同
正
犯
の
成
立
は
次
第
に
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
い
わ

ゆ
る
『
共
同
意
思
主
体
説
』
の
出
現
に
よ
っ
て
判
例
に
定
着
を
み
た
の
で

あ
る
。
最
高
裁
判
所
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た
が
、
理
論
づ
け
に
お
い
て
は
、

そ
の
根
拠
を
共
同
意
思
主
体
説
に
仰
が
ず
、
む
し
ろ
旧
に
還
っ
，
て
個
人
責

任
の
原
理
に
即
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
看
取
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、

共
同
意
思
体
説
と
は
別
個
の
い
わ
ば
間
接
正
犯
類
似
の
犯
罪
遂
行
の
態
様

と
し
て
共
謀
共
同
正
犯
を
根
拠
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
が
特
に
注
目
さ
れ

三
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中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(a法
言
）
。

共
謀
共
同
正
犯
の
『
共
同
正
犯
性
』
が
い
か
な
る
原
理
に
よ
っ
て
根
拠

づ
け
ら
れ
る
か
と
い
う
点
に
関
し
て
、
中
教
授
は
、
「
判
例
に
う
か
が
わ

れ
る
間
接
正
犯
類
似
の
構
成
を
理
論
的
に
一
段
と
整
備
す
る
方
向
」
に
求

め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
実
行
担
当
は
自
由
な
意
思
に
基
き
合
意
に

参
画
し
そ
れ
を
実
行
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
自
己
の
行
為
支
配
に
よ

り
正
犯
性
が
認
め
ら
れ
、
同
時
に
他
の
合
意
者
と
の
関
係
で
は
、
も
は
や

自
己
の
独
断
で
は
意
思
を
翻
じ
得
な
い
も
の
と
な
る
（
碑
匹
罪
）
と
い
う
意

味
で
、
他
の
共
謀
者
に
拘
束
支
配
さ
れ
る
と
さ
れ
、
こ
の
点
、
平
場
教

授
、
藤
木
助
教
授
の
所
説
に
同
調
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
謀
の

内
容
お
よ
び
程
度
は
、
「
共
同
加
功
の
意
思
な
い
し
単
純
な
意
思
の
連
絡

の
程
度
で
は
充
分
で
な
く
、
」
「
す
く
な
く
と
も
実
行
担
当
者
の
行
為
を
共

謀
者
全
員
の
犯
罪
意
思
の
機
械
的
行
使
と
み
な
し
う
る
と
こ
ろ
に
ま
で
お

よ
ば
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

か
よ
う
に
し
て
、
中
教
授
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
共
謀
共
同
正
犯
の
場

合
、
『
共
謀
』
の
内
容
は
極
め
て
厳
格
な
も
の
と
な
り
、
「
実
行
者
に
対
す

る
心
理
的
拘
束
は
そ
の
反
対
意
思
を
抑
圧
す
る
程
度
」
の
も
の
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
共
謀
共
同
正
犯
論
の
適
用
事
例
は
極
く
少
数
の
場
合
に
限
ら

れ
る
こ
と
に
な
り
、
準
備
草
案
の
ご
と
く
、
あ
え
て
実
行
々
為
概
念
を
拡

張
し
て
ま
で
新
た
な
規
定
を
設
け
る
必
要
は
な
い
と
断
ぜ
ら
れ
て
い
る

（
以
土
璽
）
。

章
・
ニ

以
上
で
本
書
の
紹
介
を
終
る
。

三

一
本
書
を
一
読
し
て
、
そ
の
論
理
的
完
脆
性
に
圧
倒
さ
れ
る
思
い
は
、

ひ
と
り
私
の
み
に
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
学
説
の
多
く
が
、
『
共
犯
は
概
・

念
必
然
的
に
正
犯
に
従
属
す
る
』
と
い
う
前
提
的
命
題
に
禍
い
さ
れ
て
消

極
的
考
察
方
法
に
堕
し
、
つ
い
に
二
元
的
な
い
し
擬
制
的
正
犯
原
理
に
依

拠
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
過
程
が
語
ら
れ
る
と
き
、
こ
と
さ
ら
そ
の
感

が
深
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
不
遜
の
言
を
許
し
て
い
た
だ
く
な
ら
、
法
律

の
世
界
に
、
実
践
的
な
目
的
か
ら
全
く
は
な
れ
た
純
粋
の
理
論
と
い
う
も

の
が
あ
り
う
る
か
、
私
は
疑
問
だ
と
思
う
。
法
律
学
は
真
実
発
見
の
科
学

で
は
な
く
、
社
会
統
制
の
た
め
の
技
術
と
し
て
の
性
格
が
強
い
。
『
共
犯

従
属
性
論
』
に
し
て
も
『
共
犯
独
立
性
論
』
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
内
部

的
に
「
論
理
性
」
を
維
持
し
て
、
一
見
「
理
論
そ
の
も
の
」
で
あ
る
か
の

よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
理
論
が
お
の
お
の
一
定
の
実
践
的
役

割
を
果
し
て
い
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
観
点
よ
り

す
る
な
ら
ば
、
『
共
犯
従
属
性
論
』
は
、
十
八
世
紀
末
よ
り
勃
興
し
た
自

由
主
義
的
人
権
思
想
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
、
関
与

犯
の
刑
罰
を
制
限
す
る
機
能
を
果
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
共
犯
概
念

が
論
理
上
必
然
的
に
正
犯
概
念
に
従
属
す
る
」
と
す
る
の
も
決
し
て
無
用

の
独
断
と
は
い
い
き
れ
ま
い
。
中
教
授
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
る
結
論

に
、
未
だ
万
人
を
し
て
納
得
せ
し
め
ざ
る
点
あ
り
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
論
理
的
帰
結
で
は
な
く
、
そ
れ
の
も
つ
社
会
的
機
能
な
い
し
歴
史
的
役

割
と
い
っ
た
も
の
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
き
が
故
で
は
な
か
ろ
う
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か
。
し
か
し
か
く
い
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
中
教
授
の
所
説
に
実
践
的
機

能
が
な
い
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
実
行
々
為
概
念
を
厳
格
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
共
犯
拡
張
の
方
向
を
採
ら
れ
る
の
で
あ

り
、
全
体
と
し
て
は
、
処
罰
の
制
限
と
い
う
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
法
実

証
主
義
の
枠
を
越
え
た
、
異
な
っ
た
次
元
か
ら
の
考
察
も
必
要
だ
と
考
え

る
。
こ
れ
は
本
書
に
対
す
る
批
判
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
私
の
希
望
で
あ

る
に
過
ぎ
な
い
。

二
中
教
授
の
懇
切
な
御
教
示
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
未
だ
私
は
「
正
犯
な

き
共
犯
」
に
踏
み
切
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
主
と
し
て
「
帰

属
」
の
問
題
に
か
か
っ
て
い
る
。
帰
属
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、

正
犯
と
は
、
一
定
の
犯
罪
的
結
果
が
彼
の
「
し
わ
ざ
」

(Leis
t
u
n
g
)
と
し

て
帰
属
せ
し
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
共
犯
は
、
一
定
の
犯
罪
的
結
果
が

他
人
の
「
し
わ
ざ
」
と
な
る
よ
う
に
当
該
他
人
を
通
じ
て
行
為
す
る
も
の

で
あ
る
。
法
は
犯
罪
的
結
果
を
何
者
か
の
「
し
わ
ざ
」
と
し
て
評
価
し
よ

う
と
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
評
価
は
現
実
に
存
在
す
る
人
に
対
し
て
加
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
自
己
の
「
し
わ
ざ
」
と
し
て
帰
属
さ
れ

る
根
拠
は
何
か
。
そ
れ
こ
そ
「
構
成
要
件
該
当
の
行
為
支
配
」
で
あ
る
。

身
分
者
が
非
身
分
者
を
利
用
し
て
身
分
犯
を
行
う
場
合
等
に
お
い
て
、
中

教
授
は
、
背
後
に
あ
る
身
分
者
に
「
行
為
支
配
」
な
し
と
さ
れ
た
の
で
あ

こ。t
 

つ
中
教
授
の
所
説
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
に
お
い
て
理
論
の
徹
底
化
が
意
図

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
か
あ
ら
ぬ
か
、
行
為
支
配
概
念
に
つ
い
て
も
、
固
有

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

の
目
的
々
正
犯
論
と
同
じ
立
場
か
ら
出
発
さ
れ
な
が
ら
、
適
用
の
実
際
か

ら
知
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
一
層
事
実
的
。
客
観
的
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
行
為
支
配
概
念
は
、
事
実
的
（
存
在
論
的
）
側
面
だ

け
で
な
く
、
楷
成
要
件
実
現
の
意
味
的
側
面
を
も
含
む
も
の
と
し
て
理
解

す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
か
く
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
公

務
員
が
そ
の
妻
を
し
て
賄
賂
を
収
受
さ
せ
、
あ
る
い
は
、
公
務
員
が
非
公

務
員
を
し
て
公
文
書
を
偽
造
せ
し
め
た
如
き
例
に
お
い
て
も
、
当
該
構
成

要
件
の
予
想
す
る
程
度
の
実
行
々
為
は
背
後
者
た
る
公
務
員
に
認
め
ら

れ
、
こ
れ
に
行
為
支
配
あ
り
と
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ

n
o
 

こっカ行
為
支
配
の
専
属
排
他
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
。
成

程
、
行
為
支
配
は
論
理
的
に
は
あ
る
か
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、
背

後
者
に
こ
れ
を
認
め
る
か
ぎ
り
、
介
在
者
に
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
も
存
在
論
的
な
「
裸
の
」
行
為
に
と
ら

わ
れ
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
と
人
と
の
利
用
関
係
は
複
雑

で
あ
り
、
共
犯
関
係
も
ま
さ
に
そ
う
し
た
現
実
の
人
間
関
係
の
上
に
成
立

す
る
。
そ
の
意
味
で
、
行
為
支
配
に
弥
弱
の
評
価
を
加
え
る
こ
と
も
許
さ

れ
て
よ
い
と
思
う
。
中
教
授
が
間
接
正
犯
類
似
の
構
造
を
以
て
説
明
さ
れ

る
共
謀
共
同
正
犯
に
あ
っ
て
は
、
縦
の
共
同
関
係
に
お
い
て
行
為
支
配
の

共
存
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
す
で
に
行
為
支
配
の
専
属
排
他
性
が
破
ら
れ

て
い
る
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
本
書
の
学
問
的
系
譜
は
、
宮
本
博
士
の
方
法
論
的
類
型
に
出
発
し

冠
＂
巽
噂
）
、
直
接
に
は
、
著
者
の
恩
師
植
田
博
士
の
共
犯
論
を
継
承

： 
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一
九
六
一
＿
一
年
十
月
有
斐
閣
刊
、
七

0
0円）

中
義
勝
著
『
間
接
正
犯
』

す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
師
説
に
盲
従
す
る
も
の
で

は
な
く
、
目
的
々
行
為
論
の
成
果
、
こ
と
に
そ
の
事
実
的
・
客
観
的
側
面

を
純
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
独
自
の
ユ
ニ
ー
ク
な
共
犯
論
が
形
成

さ
れ
て
い
る
。

師
説
に
盲
従
す
る
こ
と
は
「
師
説
を
尊
重
す
る
に
似
て
、
そ
の
実
、
師

説
を
も
っ
と
も
蔑
視
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
」
と
は
著
者
自
身
の
言
葉
で
あ

る。
以
上
本
書
に
関
し
て
極
め
て
断
片
的
に
感
想
を
述
べ
た
も
の
に
す
ぎ

ず
、
未
だ
刑
法
学
的
「
体
系
」
を
有
し
な
い
私
に
と
っ
て
、
批
判
な
ど
到

底
思
い
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
紹
介
部
分
さ
え
、

果
し
て
中
教
授
の
真
意
を
伝
え
え
た
か
を
虞
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
害
に

よ
っ
て
共
犯
論
へ
の
眼
を
開
か
れ
た
と
い
う
の
が
私
の
偽
ら
ざ
る
惑
懐
で

あ
る
。

(
A
5
判
一
九
六
頁

一
三
四
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