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刑
罰
制
度
の
意
義

行
政
上
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
行
政
庁
が

住
民
に
対
し
特
定
の
作
為
又
は
不
作
為
を
命
じ
、
当

該
義
務
に
従
わ
な
い
場
合
に
制
裁
を
科
す
こ
と
を
定

め
て
い
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た

制
裁
を
行
政
罰
と
い
い
ま
す
。
行
政
罰
に
は
刑
法
に

刑
名
の
あ
る
行
政
罰
と
過
料
と
呼
ば
れ
る
金
銭
罰

（
秩
序
罰
）
と
が
あ
り
ま
す
。

刑
法
典
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪
は
、
そ
の
多
く

が
社
会
道
徳
的
な
見
地
か
ら
許
容
し
が
た
い
行
為
を

内
容
と
す
る
犯
罪
（
刑
事
犯
＝
自
然
犯
）
で
す
。
こ

れ
に
対
し
、行
政
法
規
に
規
定
さ
れ
て
い
る
犯
罪（
行

政
犯
＝
法
定
犯
）
は
、
社
会
道
徳
的
見
地
か
ら
非
難

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
行
政
目
的
達
成
の
た
め

の
必
要
性
か
ら
設
け
ら
れ
た
も
の
で
す（

（
（

。
こ
の
た
め

に
、
行
政
犯
は
、
刑
事
犯
と
は
異
な
る
性
格
も
あ
り

ま
す
が
、
実
際
の
立
案
の
際
に
注
意
す
べ
き
基
本
的

事
項
は
同
じ
で
す
。

刑
罰
制
度
は
、
住
民
に
対
し
て
重
大
な
結
果
を
も

た
ら
し
ま
す
。
立
案
に
際
し
て
は
、
特
に
罪
刑
法
定

主
義
の
観
点
か
ら
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

罪
刑
法
定
主
義
の
内
容
と
し
て
、
法
律
主
義
の
原
則

の
ほ
か
遡
及
適
用
禁
止
の
原
則
（
憲
法
第
39
条
）、

類
推
解
釈
禁
止
の
原
則
、
刑
罰
均
衡
の
原
則
、
明
確

性
の
原
則
と
い
っ
た
派
生
的
な
原
理
も
含
ま
れ
ま

す
。
以
下
詳
し
く
み
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

罪
刑
法
定
主
義

（
１
）
罪
刑
法
定
主
義
の
意
義
と
内
容

罪
刑
法
定
主
義
と
は
、「
法
律
な
け
れ
ば
、
犯
罪

な
し
」
と
す
る
考
え
方
で
す
。
こ
れ
は
、
主
権
者
た

る
国
民
が
そ
の
正
当
な
代
表
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う

な
行
為
が
犯
罪
と
な
り
、
当
該
犯
罪
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
処
罰
を
受
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
決
定
し
て
お
く
と
い
う
自
由
主
義
的
要
請
に
基
づ

く
も
の
で
す
。

〜公共政策立案に必要な法的知識の修得を目指して〜
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憲
法
第
3（
条
は
、「
何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手

続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自
由
を

奪
は
れ
、
又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
」

と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
法
律
の
定
め
る
手

続
」
に
は
、
刑
罰
を
科
す
た
め
の
刑
事
訴
訟
手
続
に

関
す
る
法
律
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
刑
法
な
ど
の
実

体
法
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
憲
法

第
3（
条
は
、
罪
刑
法
定
主
義
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ

る
と
解
さ
れ
て
い
ま
す（

（
（

。

罪
刑
法
定
主
義
の
内
容
は
、
刑
罰
は
国
民
の
代
表

者
か
ら
な
る
国
会
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
法
律
を

も
っ
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
律
主

義
の
原
則
が
中
心
で
す
。
法
律
主
義
を
貫
け
ば
、
行

政
機
関
は
罰
則
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
例
外
が
あ
っ
て
、「
特
に
法
律
の
委
任
」
が

あ
る
場
合
に
は
、
命
令
で
罰
則
を
定
め
る
こ
と
が
許

さ
れ
て
い
ま
す
（
憲
法
第
73
条
第
６
号
た
だ
し
書
）。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
委
任
」
は
、
民
主
的
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
の
観
点
か
ら
、
条
文
に
特
定
の
委
任
が
あ
る

こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
た
め
、
一
般
的
、
包
括
的

委
任
、
例
え
ば
、「
政
令
で
定
め
る
行
為
を
行
っ
た

者
は
１
年
以
下
の
懲
役
に
処
す
」
と
い
っ
た
法
律
の

規
定
は
、
憲
法
第
3（
条
の
趣
旨
に
反
し
ま
す
。　

【
政
令
で
罰
則
を
定
め
る
例
】

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法

　
（
運
搬
等
に
つ
い
て
の
技
術
上
の
基
準
等
）

第
（6
条　

保
健
衛
生
上
の
危
害
を
防
止
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
、
毒
物
又
は
劇

物
の
運
搬
、
貯
蔵
そ
の
他
の
取
扱
に
つ
い
て
、

技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

略

第
（7
条　

第
（6
条
の
規
定
に
基
づ
く
政
令
に
は
、

そ
の
政
令
に
違
反
し
た
者
を
２
年
以
下
の
懲
役

若
し
く
は
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、

又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
旨
の
規
定
及
び
法
人
の

代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使

用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人
又
は
人
の

業
務
に
関
し
て
そ
の
政
令
の
違
反
行
為
を
し
た

と
き
は
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法

人
又
は
人
に
対
し
て
各
本
条
の
罰
金
を
科
す
る

旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
毒
物
及
び
劇
物
取
締
法
施
行
令

　
（
罰
則
）

第
（0
条　

第
４
条
又
は
第
５
条
の
規
定
に
違
反
し

た
者
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
１
０
０ 

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科

す
る
。

２　

第
６
条
、
第
７
条
、
第
８
条
又
は
前
条
の
規

定
に
違
反
し
た
者
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
若
し

く
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ

を
併
科
す
る
。

３　

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代

理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
そ
の
法
人

又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
前
２
項
の
違
反
行
為

を
し
た
と
き
は
、そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、

そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
前
２
項
の
罰
金

刑
を
科
す
る
。

（
２
）
法
律
主
義
の
原
則

旧
地
方
自
治
法
第
（4
条
第
５
項
（
現
在
の
第
（4
条

第
３
項
）
は
、「
普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
法
令
に

特
別
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
そ
の
条
例

中
に
、
条
例
に
違
反
し
た
者
に
対
し
、
２
年
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
禁
錮こ

、
１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
、

拘
留
、
科
料
若
し
く
は
没
収
の
刑
又
は
５
万
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
規
定
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
規
定
が
包
括
的

委
任
で
あ
り
、
憲
法
第
3（
条
に
反
す
る
か
が
争
わ
れ

た
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。

大
阪
市
売
春
防
止
条
例
違
反
事
件
最
高
裁
判
決（

3
（

は
、
条
例
が
「
公
選
の
議
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
地

方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
決
を
経
て
制
定
さ
れ
る
自

治
立
法
で
あ
っ
て
、
行
政
府
の
制
定
す
る
命
令
等
と

は
性
質
を
異
に
し
、
む
し
ろ
国
民
の
公
選
し
た
議
員

を
も
っ
て
組
織
す
る
国
会
の
議
決
を
経
て
制
定
さ
れ

る
法
律
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
条
例
に
よ
っ

て
刑
罰
を
定
め
る
場
合
に
は
、
法
律
の
授
権
が
相
当

な
程
度
に
具
体
的
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
て
お
れ
ば
た

り
る
」
と
し
ま
し
た
。
そ
の
上
で
自
治
体
の
処
理
す

べ
き
事
務
に
つ
い
て
、
旧
地
方
自
治
法
第
２
条
第
３

項
各
号
が
「
地
方
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
、
住
民
及
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（
３
）
遡
及
適
用
禁
止
の
原
則

憲
法
第
39
条
前
段
は
、「
何
人
も
、
実
行
の
時
に

適
法
で
あ
つ
た
行
為
又
は
既
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
為

に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
」
と

規
定
し
、
遡
及
処
罰
の
禁
止
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
遡
及
処
罰
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、
人
の
活
動
に
関
し
て
の
予
測
可
能
性
が
著
し
く

損
な
わ
れ
、
日
常
の
活
動
に
対
す
る
畏
縮
効
果
が
生

じ
、
国
民
の
行
動
の
自
由
が
失
わ
れ
る
か
ら
で
す
。

こ
れ
に
対
し
、
犯
罪
行
為
の
時
点
で
は
法
律
や
条

例
が
存
在
し
て
い
た
も
の
の
、
判
決
前
に
刑
罰
が
廃

止
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
事
訴
訟
法
第
３
３
７
条
に

基
づ
き
免
訴
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
判

決
前
に
刑
が
軽
く
変
更
さ
れ
た
場
合
に
は
、
刑
法
第

６
条
の
規
定
に
よ
り
軽
い
刑
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
既
に
当
該
規
定
に
よ
り
処

罰
さ
れ
た
者
と
の
間
で
均
衡
を
失
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
そ
こ
で
、
法
律
や
条
例
の
改
廃
前
の
犯
罪
行

為
を
改
廃
後
も
同
様
に
処
罰
す
る
た
め
、
一
部
改
正

法
律
、一
部
改
正
条
例
等
の
附
則
で
「
こ
の
法
律
（
条

例
）
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
、
従
前
の
例
に
よ
る
」
と
い
っ

た
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
こ
う
し
た

経
過
措
置
に
つ
い
て
の
規
定
は
、
改
正
前
の
規
定
に

よ
る
犯
罪
者
を
罰
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
過
去
の
行

為
に
つ
い
て
、
遡
及
し
て
処
罰
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

び
滞
在
者
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
を
保
持
す
る
こ

と
」「
風
俗
又
は
清
潔
を
汚
す
行
為
の
制
限
」「
風
俗

の
じ
ゆ
ん
化
に
関
す
る
事
項
」
と
い
っ
た
具
合
に
、

相
当
に
具
体
的
に
規
定
し
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
罰

則
の
範
囲
も
旧
地
方
自
治
法
第
（4
条
第
５
項
に
よ
り

制
限
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
合
憲
で
あ
る
と
判
断

し
ま
し
た
。

○
旧
地
方
自
治
法

第
２
条　

地
方
公
共
団
体
は
、
法
人
と
す
る
。　

２　

普
通
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
公
共
事
務
及

び
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
政
令
に
よ
り
普
通
地

方
公
共
団
体
に
属
す
る
も
の
の
外
、
そ
の
区
域

内
に
お
け
る
そ
の
他
の
行
政
事
務
で
国
の
事
務

に
属
し
な
い
も
の
を
処
理
す
る
。

３　

前
項
の
事
務
を
例
示
す
る
と
、
概
ね
次
の
通

り
で
あ
る
。
但
し
、
法
律
又
は
こ
れ
に
基
く
政

令
に
特
別
の
定
が
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で

な
い
。

（
１
）
地
方
公
共
の
秩
序
を
維
持
し
、
住
民
及

び
滞
在
者
の
安
全
、
健
康
及
び
福
祉
を
保
持

す
る
こ
と
。

（
２
）
～
（
６
）　

略

（
７
）
清
掃
、
消
毒
、
美
化
、
公
害
の
防
止
、
風

俗
又
は
清
潔
を
汚
す
行
為
の
制
限
そ
の
他
の

環
境
の
整
備
保
全
、
保
健
衛
生
及
び
風
俗
の

じ
ゅ
ん
化
に
関
す
る
事
項
を
処
理
す
る
こ
と
。

し
か
し
、
旧
地
方
自
治
法
第
２
条
第
３
項
各
号
の

規
定
は
、
平
成
（（
年
の
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に

よ
り
削
除
さ
れ
、
条
例
制
定
権
の
及
ぶ
事
務
の
範
囲

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
定
め
は
な
く
な
っ
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
、
条
例
で
罰
則
を
定
め
る

こ
と
が
適
法
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
上
記
最
高
裁

判
決
の
よ
う
に
委
任
の
枠
組
み
で
説
明
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
一
般
的
あ
る
い
は
包
括
的
委
任
を
許
容
し
な

け
れ
ば
、
説
明
が
困
難
で
す
。

こ
う
し
た
最
高
裁
の
考
え
方
に
対
し
、
条
例
制
定

権
を
定
め
る
憲
法
第
94
条
は
、
そ
の
実
効
性
を
確
保

す
る
た
め
に
、
当
然
に
罰
則
の
制
定
権
を
含
む
も
の

で
あ
っ
て
、
法
律
の
授
権
は
要
せ
ず
、
た
だ
、
地
方

自
治
法
第
（4
条
第
３
項
に
よ
り
罰
則
の
範
囲
が
制
約

さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
と
の
考
え
方（

4
（

も
あ
り
ま
す
。
条

例
が
憲
法
に
直
接
の
根
拠
を
有
す
る
自
主
立
法
で
あ

る
と
い
う
点
を
強
調
す
る
考
え
方
と
い
え
ま
す
。

条
例
で
定
め
ら
れ
る
罰
則
に
つ
い
て
、
最
高
裁
が

大
阪
市
売
春
防
止
条
例
違
反
事
件
で
示
し
た
委
任
の

枠
組
み
を
厳
守
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
主
立
法
で

あ
る
点
を
重
視
し
、
憲
法
の
直
接
授
権
と
し
て
考
え

る
の
か
は
、
条
例
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る

大
変
重
要
な
問
題
で
す
。
自
主
立
法
と
し
て
、
法
律

の
委
任
が
な
く
て
も
条
例
で
刑
罰
を
定
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
解
す
る
ほ
う
が
地
方
自
治
の
本
旨
に
適
っ

た
考
え
方
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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限
定
し
た
民
法
第
４
１
６
条
の
規
定
を
、
損
害
賠
償

の
範
囲
に
つ
い
て
規
定
を
欠
い
て
い
る
民
法
第
７
０
９

条
の
不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
場
合
に
準
用

す
る（

5
（

場
合
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

類
推
適
用
は
、拡
張
解
釈（

6
（

と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、

現
実
に
区
別
が
つ
き
に
く
い
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん（

7
（

。
論
理
的
に
は
、
拡
張
解
釈
が
、
条
文
の
語
義

の
枠
内
で
行
わ
れ
る
の
に
対
し
、
類
推
解
釈
は
、
語

義
の
枠
を
超
え
て
法
の
欠
缺
を
補
充
す
る
と
い
う
違

い
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
法
の
欠
缺
を
補
充
す

る
類
推
解
釈
は
拡
張
解
釈
と
は
異
な
り
、
刑
罰
法
規

に
関
し
て
は
罪
刑
法
定
主
義
の
観
点
か
ら
許
さ
れ
な

い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

（
５
）
刑
罰
均
衡
の
原
則

刑
罰
均
衡
の
原
則
と
は
、
定
め
ら
れ
た
犯
罪
に
対

し
て
、
著
し
く
不
合
理
な
法
定
刑
を
定
め
る
こ
と
を

禁
ず
る
原
則
で
す
。
こ
の
原
則
に
反
す
る
こ
と
は
、

憲
法
第
3（
条
に
反
す
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
猿
払

事
件
最
高
裁
判
決（

（
（

も
、
刑
罰
規
定
が
刑
罰
の
均
衡
そ

の
他
種
々
の
観
点
か
ら
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で

あ
っ
て
到
底
許
容
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
違
憲

の
判
断
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
た
め
、
立
案
に
際
し
て
は
、
法
律
や
他
の
地

方
公
共
団
体
の
同
種
又
は
類
似
の
違
反
行
為
に
対
し

て
科
さ
れ
る
罰
則
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。
ま
た
、
実
務
上
、
条
例
で
刑
罰
を
定
め
る
場
合

【
罰
則
に
つ
い
て
経
過
措
置
を
定
め
た
例
】

○
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
２
条　

こ
の
法
律
の
施
行
の
日
前
に
し
た
第
１

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
ス
ト
ー
カ
ー
行
為

等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
附
則
第
４
条
に

お
い
て
「
第
１
条
に
よ
る
改
正
前
の
法
」
と
い

う
。）第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
ス
ト
ー
カ
ー

行
為
に
該
当
す
る
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
４
）
類
推
解
釈
禁
止
の
原
則

刑
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
他
の
法
令
の
解
釈
と

異
な
る
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
せ
ん
が
罪
刑
法
定
主
義
の

観
点
か
ら
類
推
解
釈
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
類
推

解
釈
と
は
、
あ
る
事
案
を
直
接
に
規
定
し
た
法
規
が

な
い
場
合
に
、
そ
れ
と
類
似
の
性
質
・
関
係
を
も
っ

た
事
案
に
つ
い
て
規
定
し
た
条
文
を
間
接
的
に
適
用

し
、
そ
の
条
文
の
規
定
す
る
効
力
を
生
じ
さ
せ
る
よ

う
に
解
釈
す
る
こ
と
で
す
。

例
え
ば
、「
犬
を
連
れ
て
店
に
入
っ
て
は
な
ら
な

い
」
と
い
う
明
文
の
規
定
が
あ
る
場
合
に
、「
犬
」

に
関
す
る
明
文
規
定
を
類
推
し
て
ワ
ニ
や
毒
蛇
も
店

に
連
れ
て
入
っ
て
は
な
ら
な
い
と
解
釈
す
る
こ
と
で

す
。
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
債
務
不
履
行
に
基
づ

く
損
害
賠
償
の
範
囲
を
「
通
常
生
ず
べ
き
損
害
」
に

に
は
、
地
方
検
察
庁
と
の
協
議（

9
（

を
行
い
ま
す
が
、
そ

の
際
は
、
特
に
刑
罰
の
均
衡
は
協
議
の
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
の
一
つ
と
な
り
ま
す
。

（
６
）
明
確
性
の
原
則

ア
　
明
確
性
の
原
則
の
意
義

罪
刑
法
定
主
義
の
派
生
原
則
と
し
て
最
も
重
要
な

の
は
、明
確
性
の
原
則
で
す
。
明
確
性
の
原
則
と
は
、

刑
罰
法
規
の
内
容
が
国
民
に
対
し
て
明
確
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
で
す
。
な
ぜ
条
文
の
明
確

性
は
大
切
な
の
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、「
極
め
て
危
険
な
行
為
を
し
た
者
は
、

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
」
と
い
う
条
例
が
あ
る

と
仮
定
し
ま
す
。こ
の
場
合
、「
極
め
て
危
険
な
行
為
」

を
規
制
す
る
こ
と
は
、
住
民
の
生
命
、
財
産
を
守
る

と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
と
て
も
合
理
的
な
こ
と

で
す
。
し
か
し
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
行
為
が「
極

め
て
危
険
」
な
も
の
な
の
か
具
体
的
に
わ
か
り
ま
せ

ん
。
こ
の
た
め
、
個
々
の
住
民
が
具
体
的
な
場
面
に

お
い
て
、
自
分
の
行
為
が
条
例
上
許
容
さ
れ
て
い
る

の
か
判
断
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
の
結
果
、
行
動
の
予

測
可
能
性
が
奪
わ
れ
、
行
動
の
自
由
が
著
し
く
制
限

さ
れ
る
結
果
と
な
り
ま
す
。
こ
う
し
た
事
態
に
な
ら

な
い
よ
う
に
、
刑
罰
規
定
の
内
容
が
一
般
の
人
々
に

対
し
て
明
確
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い

る
の
で
す
。
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第
２
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
事
項
に
違
反
し
て

行
わ
れ
た
集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
の
主

催
者
、
指
導
者
又
は
煽
動
者
は
こ
れ
を
１
年
以

下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
錮
又
は
５
万
円
以
下
の

罰
金
に
処
す
る
。

次
に
、
条
例
に
規
定
す
る
「
淫
行
」
に
つ
い
て
、

そ
の
範
囲
が
不
明
確
で
、
憲
法
第
3（
条
に
反
す
る
か

が
争
わ
れ
た
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
事
件
最

高
裁
判
決（

（（
（

を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
同
判
決
は
、
次
の

よ
う
に
判
断
し
て
不
明
確
で
は
な
い
と
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
本
条
例
は
、
青
少
年
の
健
全
な
育

成
を
図
る
た
め
青
少
年
を
保
護
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
定
め
ら
れ
（
１
条
１
項
）、
他
の
法
令
に
よ
り

成
年
者
と
同
一
の
能
力
を
有
す
る
者
を
除
き
、
小
学

校
就
学
の
始
期
か
ら
満
（（
歳
に
達
す
る
ま
で
の
者
を

青
少
年
と
定
義
し
た
（
３
条
１
項
）
上
で
、『
何
人

も
青
少
年
に
対
し
、
淫
行
又
は
わ
い
せ
つ
の
行
為
を

し
て
は
な
ら
な
い
』（
（0
条
１
項
）
と
規
定
し
、
そ

の
違
反
者
に
対
し
て
は
２
年
以
下
の
懲
役
又
は
（0
万

円
以
下
の
罰
金
を
科
し
（
（6
条
１
項
）、
違
反
者
が

青
少
年
で
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
対
し
て
罰
則
を
適

用
し
な
い
（
（7
条
）
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

4

4

4

4

条
項
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
を
総
合
す
る
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
本
条
例

（0
条
１
項
、
（6
条
１
項
の
規
定
（
以
下
、
両
者
を
併

せ
て
「
本
件
各
規
定
」
と
い
う
。）
の
趣
旨
は
、
一

般
に
青
少
年
が
、
そ
の
心
身
の
未
成
熟
や
発
育
程
度

の
不
均
衡
か
ら
、
精
神
的
に
未
だ
十
分
に
安
定
し
て

イ
　
必
要
と
さ
れ
る
明
確
性
の
程
度

一
般
に
条
文
は
文
字
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で

す
が
、
文
字
に
よ
る
表
現
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
抽

象
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
禁
止
さ
れ
る

行
為
と
そ
う
で
な
い
行
為
と
の
識
別
を
完
全
に
可
能

に
す
る
条
文
を
書
く
こ
と
は
法
技
術
上
不
可
能
で

す
。
で
は
、
ど
の
程
度
の
明
確
性
が
求
め
ら
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、

不
明
確
ゆ
え
に
憲
法
第
3（
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
点
に
関
し
、
条
例
に
規
定
す
る
「
交
通
秩
序

を
維
持
す
る
こ
と
」
が
犯
罪
構
成
要
件
の
内
容
を
な

す
も
の
と
し
て
明
確
性
を
欠
く
が
ゆ
え
に
憲
法
第
3（

条
に
反
し
て
無
効
か
否
か
が
争
点
と
な
っ
た
徳
島
市

公
安
条
例
事
件
最
高
裁
判
決（

（（
（

が
あ
り
ま
す
。
同
判
決

は
、「
一
般
に
法
規
は
、
規
定
の
文
言
の
表
現
力
に

限
界
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
性
質
上
多
か
れ

少
な
か
れ
抽
象
性
を
有
し
、
刑
罰
法
規
も
そ
の
例
外

を
な
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
禁
止
さ
れ
る
行
為
と

そ
う
で
な
い
行
為
と
の
識
別
を
可
能
な
ら
し
め
る
基

準
と
い
つ
て
も
、
必
ず
し
も
常
に
絶
対
的
な
そ
れ
を

要
求
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
合
理
的
な
判
断
を
必
要

と
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。そ
れ
ゆ
え
、

あ
る
刑
罰
法
規
が
あ
い
ま
い
不
明
確
の
ゆ
え
に
憲
法

3（
条
に
違
反
す
る
も
の
と
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か

は
、
通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

お
い
て
、
具
体
的
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

受
け
る
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

よ
う
な
基
準
が
読
み
と
れ
る
か
ど
う
か
に
よ
つ
て
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

れ
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
傍
点
筆
者
）
と
し
た

の
で
す
。

そ
の
上
で
、「
確
か
に
そ
の
文
言
が
抽
象
的
で
あ

る
と
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
と
は
い
え
、
集
団
行
進

等
に
お
け
る
道
路
交
通
の
秩
序
遵
守
に
つ
い
て
の
基

準
を
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
犯
罪
構
成
要

件
の
内
容
を
な
す
も
の
と
し
て
明
確
性
を
欠
き
憲
法

3（
条
に
違
反
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
」
と
し
ま
し

た
。

【
徳
島
市
公
安
条
例
】

○
集
団
行
進
及
び
集
団
示
威
運
動
に
関
す
る
条
例

　
（
遵
守
事
項
）

第
３
条　

集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動
を
行
う

と
す
る
者
は
、
集
団
行
進
又
は
集
団
示
威
運
動

の
秩
序
を
保
ち
、
公
共
の
安
寧
を
保
持
す
る
た

め
、
次
の
事
項
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
１
）
官
公
署
の
事
務
の
妨
害
と
な
ら
な
い
こ

と
。

（
２
）
刃
物
棍
棒
そ
の
他
人
の
生
命
及
び
身
体

に
危
害
を
加
え
る
に
使
用
さ
れ
る
様
な
器
具

を
携
帯
し
な
い
こ
と
。

（
３
）
交
通
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
。

（
４
）
夜
間
の
静
穏
を
害
し
な
い
こ
と
。

　
（
罰
則
）

第
５
条　

第
１
条
若
し
く
は
第
３
条
の
規
定
又
は
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第
（0
条　

何
人
も
、
青
少
年
に
対
し
、
淫
行
又
は

わ
い
せ
つ
の
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
で
す
が
、
上
記
最
高
裁

判
決
は
、
刑
罰
の
規
定
そ
れ
自
体
で
一
般
人
の
理
解

が
可
能
で
あ
る
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
規
制
の
目
的

や
当
該
法
令
の
規
定
を
総
合
的
に
解
釈
し
て
導
出
さ

れ
る
解
釈
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
の
で
す
。

近
年
、
条
例
上
の
「
暴
走
族
」
の
定
義
を
め
ぐ
っ

て
争
わ
れ
た
広
島
市
暴
走
族
追
放
条
例
事
件
最
高
裁

判
決（

（（
（

も
「
こ
の
よ
う
な
本
条
例
の
全
体
か
ら
読
み
取

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

る
こ
と
が
で
き
る
趣
旨
、
さ
ら
に
は
本
条
例
施
行
規

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

則
の
規
定
等
を
総
合
す
れ
ば

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
本
条
例
が
規
制
の
対

象
と
し
て
い
る
『
暴
走
族
』
は
、
本
条
例
２
条
７
号

の
定
義
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
暴
走
行
為
を
目
的
と
し

て
結
成
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
本
来
的
な
意
味
に
お
け

る
暴
走
族
の
外
に
は
、
服
装
、
旗
、
言
動
な
ど
に
お

い
て
こ
の
よ
う
な
暴
走
族
に
類
似
し
社
会
通
念
上
こ

れ
と
同
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
集
団
に
限
ら
れ
る
も

の
と
解
さ
れ
…
…
」（
傍
点
筆
者
）
と
し
て
お
り
、

刑
罰
法
規
そ
れ
自
体
で
、
一
般
人
が
理
解
で
き
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
。
規

制
の
目
的
や
文
理
等
に
よ
る
合
理
的
な
解
釈
に
よ
り

一
般
人
が
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
と
し
て
い

る
の
で
す
。

さ
ら
に
、「
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所

定
の
場
所
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
世
田
谷

区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例
事
件
最
高
裁
決
定（

（（
（

で
は
、

い
な
い
た
め
、
性
行
為
等
に
よ
つ
て
精
神
的
な
痛
手

を
受
け
易
く
、
ま
た
、
そ
の
痛
手
か
ら
の
回
復
が
困

難
と
な
り
が
ち
で
あ
る
等
の
事
情
に
か
ん
が
み
、
青4

少
年
の
健
全
な
育
成
を
図
る
た
め
、
青
少
年
を
対
象

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
し
て
な
さ
れ
る
性
行
為
等
の
う
ち
、
そ
の
育
成
を

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
と
し
て
社
会
通
念
上

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

非
難
を
受
け
る
べ
き
性
質
の
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
禁
止
す
る
こ
と

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
右

の
よ
う
な
本
件
各
規
定
の
趣
旨
及
び
そ
の
文
理
等
に

徴
す
る
と
、
本
条
例
（0
条
１
項
の
規
定
に
い
う
『
淫

行
』
と
は
、
広
く
青
少
年
に
対
す
る
性
行
為
一
般
を

い
う
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
青
少
年
を
誘
惑

し
、
威
迫
し
、
欺
罔
し
又
は
困
惑
さ
せ
る
等
そ
の
心

身
の
未
成
熟
に
乗
じ
た
不
当
な
手
段
に
よ
り
行
う
性

交
又
は
性
交
類
似
行
為
の
ほ
か
、
青
少
年
を
単
に
自

己
の
性
的
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
対
象
と
し
て

扱
つ
て
い
る
と
し
か
認
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
性
交
又

は
性
交
類
似
行
為
を
い
う
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
…
（
中
略
）
…
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
通
常
の

判
断
能
力
を
有
す
る
一
般
人
の
理
解
に
も
適
う
も
の

で
あ
り
、『
淫
行
』
の
意
義
を
右
の
よ
う
に
解
釈
す

る
と
き
は
、
同
規
定
に
つ
き
処
罰
の
範
囲
が
不
当
に

広
過
ぎ
る
と
も
不
明
確
で
あ
る
と
も
い
え
な
い
か

ら
、本
件
各
規
定
が
憲
法
3（
条
の
規
定
に
違
反
す
る
」

も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
て
い
ま
す
（
傍
点
筆
者
）。

○
福
岡
県
青
少
年
保
護
育
成
条
例
（
当
時
）

　
（
淫
行
又
は
わ
い
せ
つ
行
為
の
禁
止
）

同
条
例
の
他
の
規
定
、
一
般
廃
棄
物
処
理
計
画
等
か

ら
す
る
と
区
民
等
が
排
出
場
所
と
し
て
定
め
た
一
般

廃
棄
物
の
集
積
所
を
意
味
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、「
所
定
の
場
所
」
の
文
言
を
用
い
た
本
件
罰
則

規
定
が
刑
罰
法
規
の
構
成
要
件
と
し
て
不
明
確
で
あ

る
と
は
い
え
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

○
世
田
谷
区
清
掃
・
リ
サ
イ
ク
ル
条
例

　
（
収
集
又
は
運
搬
の
禁
止
等
）

第
3（
条
の
２　

第
35
条
第
１
項
に
規
定
す
る
一
般

廃
棄
物
処
理
計
画
で
定
め
る
所
定
の
場
所
に
置

か
れ
た
廃
棄
物
の
う
ち
、
古
紙
、
ガ
ラ
ス
び
ん
、

缶
等
再
利
用
の
対
象
と
な
る
物
と
し
て
区
長
が

指
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
区
長
及
び
区
長

が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
は
、
こ
れ
ら
を
収
集

し
、
又
は
運
搬
し
て
は
な
ら
な
い
。

２　

区
長
は
、
区
長
が
指
定
す
る
者
以
外
の
者
が

前
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、
収
集
し
、
又
は
運

搬
し
た
と
き
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の

行
為
を
行
わ
な
い
よ
う
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
（0
条　

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、

（0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
１
）
第
3（
条
の
２
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
命

令
に
違
反
し
た
者

（
２
）
～
（
５
）　

略

加
え
て
、「
卑
わ
い
な
言
動
」
の
意
義
を
め
ぐ
っ

て
争
わ
れ
た
北
海
道
迷
惑
防
止
条
例
事
件
最
高
裁
決

定（
（（
（

で
は
、「
卑
わ
い
な
言
動
」
と
は
、
社
会
通
念
上
、
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条
文
の
不
明
確
性
の
克
服
は
、
困
難
な
場
合
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
権
保
障
の
観
点
か

ら
、
犯
罪
構
成
要
件
を
定
め
た
規
定
自
体
に
よ
り
、

規
制
対
象
の
行
為
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
一

般
人
が
判
断
で
き
る
よ
う
に
立
案
努
力
を
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。
表
現
に
困
っ
た
ら
、
最
新
の
法
令
を

多
く
眺
め
て
み
る
こ
と
を
勧
め
ま
す
。
き
っ
と
い
い

ヒ
ン
ト
が
見
つ
か
る
は
ず
で
す
。

注（
１
）刑
法
典
以
外
の
刑
罰
法
規
は
特
別
刑
法
と
よ
ば
れ
、

狭
義
の
特
別
刑
法
と
行
政
刑
法
と
に
分
か
れ
る
。
こ

の
う
ち
狭
義
の
特
別
刑
法
は
、
例
え
ば
、
暴
力
行
為

等
処
罰
に
関
す
る
法
律
の
よ
う
に
、
刑
法
典
の
付
属

的
・
補
充
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
規

定
す
る
犯
罪
も
大
部
分
は
、
刑
法
典
上
の
犯
罪
と
同

様
に
道
徳
規
範
に
違
反
す
る
行
為
を
内
容
と
す
る
も

の
で
あ
る
（
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
３

版
〕』（
成
文
堂
、２
０
０
９
）
５
頁
）。
こ
れ
に
対
し
、

行
政
刑
法
は
、
行
政
的
取
締
の
必
要
性
か
ら
行
政
上

の
義
務
に
反
す
る
行
為
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ

る
。

（
２
）
芦
部
信
喜
（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法
〔
第
６
版
〕』

（
有
斐
閣
、
２
０
１
５
）
２
４
４
頁

（
３
）
最
大
判
昭
和
37･

５･

30
刑
集
（6
巻
５
号
５
７
７

頁
（
４
）
佐
藤
幸
治『
日
本
国
憲
法
論
』（
成
文
堂
、２
０
１
１
）

性
的
道
義
観
念
に
反
す
る
下
品
で
み
だ
ら
な
言
語
又

は
動
作
を
い
う
と
解
さ
れ
、
他
の
条
文
の
文
言
と
相

ま
っ
て
、
日
常
用
語
と
し
て
こ
れ
を
合
理
的
に
解
釈

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
所
論
の
よ
う
に
不
明
確

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
ま
し
た
。

○
北
海
道
迷
惑
行
為
防
止
条
例

　
（
卑
わ
い
な
行
為
の
禁
止
）

第
２
条
の
２　

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の

に
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
１
）
公
共
の
場
所
又
は
公
共
の
乗
物
に
い
る

者
に
対
し
、
著
し
く
羞
恥
さ
せ
、
又
は
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
よ
う
な
方
法
で
、
次
に
掲
げ

る
行
為
を
す
る
こ
と
。

ア　

衣
服
等
の
上
か
ら
、
又
は
直
接
身
体
に

触
れ
る
こ
と
。

イ　

衣
服
等
で
覆
わ
れ
て
い
る
身
体
若
し
く

は
下
着
を
の
ぞ
き
見
し
、
又
は
映
像
面
に

衣
服
等
を
透
か
し
て
身
体
若
し
く
は
下
着

の
映
像
を
表
示
す
る
機
能
を
有
す
る
機
器

を
使
用
し
て
当
該
映
像
を
見
る
こ
と
。

ウ　

ア
及
び
イ
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
卑

わ
い
な
言
動
を
す
る
こ
と
（
次
号
に
掲
げ

る
行
為
を
除
く
。）。

第
（（
条　

第
２
条
の
２
、
第
６
条
又
は
第
９
条
第

１
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し
た
者
は
、

６
月
以
下
の
懲
役
又
は
50
万
円
以
下
の
罰
金
に

処
す
る
。

２　

常
習
と
し
て
、
第
２
条
の
２
、
第
６
条
又
は

第
９
条
第
１
項
の
規
定
の
い
ず
れ
か
に
違
反
し

た
者
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は
１
０
０
万
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
規
制
の
目
的
や
当
該
法
令
の
規
定

を
総
合
的
に
解
釈
し
て
導
出
さ
れ
る
解
釈
で
よ
い
と

す
る
最
高
裁
の
考
え
方
に
対
し
て
は
、
批
判
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
広
島
市
暴
走
族
追
放
条

例
事
件
最
高
裁
判
決
の
反
対
意
見
に
お
い
て
藤
田
宙

靖
判
事
は
、「
一
般
国
民
の
理
解
に
お
い
て
、
具
体

的
場
合
に
当
該
表
現
行
為
等
が
規
制
の
対
象
と
な
る

か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準

を
、
そ
の
規
定
自
体
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。

確
か
に
、法
文
と
い
う
性
格
上
、刑
罰
規
定
で
あ
っ

て
も
法
技
術
的
に
は
抽
象
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い

面
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
、
罰
則
規
定

自
体
に
多
少
の
明
確
性
を
欠
い
て
い
て
も
、
規
制
の

目
的
や
文
理
等
の
関
係
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と

に
よ
り
一
般
人
の
理
解
に
適
う
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い

と
す
る
判
例
理
論
に
説
得
力
は
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

明
確
性
の
原
則
が
、
そ
も
そ
も
、
刑
罰
規
定
そ
れ
自

体
の
明
確
性
を
問
う
理
論
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
規
制
の
目
的
や
文
理
等
の
関
係
を
合
理
的
に
解

釈
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
な
く
て
も
、
当
該
罰

則
規
定
（
犯
罪
構
成
要
件
）
か
ら
直
接
に
読
み
と
れ

る
こ
と
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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（
８
）
最
大
判
昭
和
49･

（（･

６
刑
集
（（
巻
９
号
３
９
３

頁
（
９
）
地
方
検
察
庁
と
の
協
議
は
、
条
文
の
明
確
性
、
刑

罰
の
適
正
な
ど
刑
罰
規
定
に
か
か
わ
る
条
文
だ
け
で

は
な
く
、
全
て
の
条
文
に
つ
い
て
法
制
執
務
的
視
点

か
ら
の
協
議
も
行
わ
れ
る
。
協
議
期
間
は
、
お
お
む

ね
３
月
程
度
必
要
で
あ
る
た
め
、
条
例
案
の
議
会
へ

の
上
程
日
を
考
慮
し
、
余
裕
を
持
っ
て
協
議
に
着
手

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

（
（0
）
最
大
判
昭
和
50･

９･

（0
刑
集
（9
巻
８
号
４
８
９

頁
（
（（
）
最
大
判
昭
60･

（0･

（3
刑
集
39
巻
６
号
４
１
３
頁

（
（（
）
最
判
平
（9･

９･

（（
刑
集
6（
巻
６
号
６
０
１
頁

（
（3
）
最
決
平
（0･

７･

（7
判
時
２
０
５
０
号
１
５
６
頁

（
（4
）
最
決
平
（0･

（（･

（0
刑
集
6（
巻
（0
号
２
８
５
３
頁

５
６
６
頁

（
５
）
大
判
大
正
（5
・
５
・
（（
民
集
５
巻
３
８
６
頁

（
６
）
拡
張
解
釈
と
は
、
可
能
な
語
義
の
枠
内
で
通
常
の

意
味
よ
り
広
く
解
す
る
こ
と
を
い
う
。
例
え
ば
、
明

文
で
「
二
輪
車
を
駐
車
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め

ら
れ
て
い
る
と
き
に
、
三
輪
の
バ
イ
ク
も
「
二
輪
車
」

の
概
念
に
含
ま
れ
る
と
し
、
三
輪
の
バ
イ
ク
の
駐
車

も
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
具
体
的
例
に
つ
い
て
は
、
刑
法
１
７
５
条
の
わ

い
せ
つ
物
頒
布
罪
に
つ
い
て
、
映
画
を
映
写
す
る
こ

と
も
「
陳
列
」
と
解
釈
し
た
り
（
大
判
大
正
（5･

６
･

（9
刑
集
５
巻
２
６
７
頁
）、
民
法
第
７
２
２
条
第
２

項
の
過
失
相
殺
に
お
け
る
斟
酌
事
項
で
あ
る
「
被
害

者
の
過
失
」
を
広
く
被
害
者
側
の
過
失
を
も
包
含
す

る
趣
旨
で
「
被
害
者
側
の
過
失
」
に
拡
大
し
て
解
す

る
（
最
判
昭
和
34･

（（･

（6
民
集
（3
巻
（（
号
１
５
７
３

頁
）
場
合
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
明
ら
か
に
語
義
の

枠
外
に
あ
る
場
合
、
こ
の
解
釈
手
法
は
使
え
な
い
の

で
類
推
解
釈
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。

（
７
）
大
塚
仁
『
刑
法
入
門
〔
第
４
版
〕』（
有
斐
閣
、

２
０
０
３
）
（5･

（6
頁
は
、「
具
体
的
な
法
解
釈
が
、

は
た
し
て
許
さ
れ
る
拡
張
解
釈
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、

禁
ぜ
ら
れ
た
類
推
解
釈
な
の
か
は
、
そ
の
法
律
の
元

来
の
意
図
、
そ
こ
に
規
定
さ
れ
て
い
る
言
葉
の
趣
旨
、

社
会
の
変
動
に
基
づ
く
法
的
規
制
に
つ
い
て
の
現
実

的
要
請
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
決
め
ら
れ
る
べ

き
」
で
あ
る
と
す
る
。


