
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い

・
つ
こ
と

後
　
　
　
藤

昭

（37）　「疑わしきは被告人の利益に」ということ

は
じ
め
に

　
法
学
部
の
新
入
生
の
皆
さ
ん
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利

益
に
」
と
い
う
掻
言
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
上
う
か
。
こ
の

文
章
で
は
、
こ
の
掻
言
の
意
味
と
根
拠
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
格
言
は
、
刑
事
訴
訟
法
ま
た
は
刑
事
手
続
法
の
講
義
の
中

で
解
説
さ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。
一
橋
大
学
で
は
、
刑
事
手
続

法
の
一
部
が
刑
事
証
拠
法
と
い
う
独
立
の
科
目
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
そ
の
講
義
の
中
で
聞
く
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
学
部
生
が

そ
の
講
義
を
聴
く
の
は
、
三
年
生
に
な
っ
た
後
で
す
。

　
そ
ん
な
話
題
は
、
「
学
問
へ
の
招
待
」
と
し
て
は
、
難
し
す
ぎ

る
と
思
わ
れ
る
・
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
法
律
学
と
は
、

お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
」
と
い
う
一
般
的
な
話
を
し
て
も
、

法
律
学
を
学
ん
だ
経
験
の
な
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
な
ん
と
な
く

わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う

で
す
。
そ
れ
は
ス
キ
ー
を
履
い
た
こ
と
の
な
い
人
に
、
畳
の
上
で

滑
り
方
を
教
え
る
の
と
似
て
い
ま
す
。
ま
た
、
広
い
視
野
で
の
法

学
入
門
の
た
め
に
は
、
多
く
の
手
引
書
が
出
て
い
ま
す
（
最
近
の

も
の
で
は
、
例
え
ぱ
『
＞
向
宛
＞
；
o
o
斥
法
律
学
が
わ
か
る
。
』

（
一
九
九
六
年
）
が
便
利
で
す
）
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
皆
さ
ん
に

ま
ず
ス
キ
ー
を
履
い
て
、
雪
の
上
に
出
か
け
て
も
ら
お
う
と
い
う

わ
け
で
す
。
こ
の
格
言
を
一
つ
の
例
と
し
て
、
法
律
学
と
は
、
ど

ん
な
こ
と
を
議
論
す
る
学
問
な
の
か
、
法
律
学
を
学
ぶ
と
い
う
こ

と
は
、
何
を
考
え
る
こ
と
な
の
か
を
体
験
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

で
す
。
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も
ち
ろ
ん
い
き
な
り
急
斜
面
に
で
か
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
撞
言
自
体
の
意
味
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
特
に
法
律
の
知
識
を
持
た
な
い
人
で
も
、
そ
の
中
心

の
部
分
は
、
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
も
う
少
し
厳

密
に
、
つ
ま
り
法
律
学
的
に
こ
の
格
言
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、

法
の
し
く
み
の
基
本
を
い
く
つ
か
説
明
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
説
明
は
、
民
事
法
も
刑
事
法
も
含
ん
だ
基
本
的
な
事
項
の
解

説
で
す
か
ら
、
体
系
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
法
学
入
門

に
な
り
そ
う
で
す
。

　
ま
た
、
こ
の
説
明
を
書
い
て
い
く
途
中
で
、
法
律
学
を
学
ぷ
た

め
の
予
備
的
な
知
識
に
つ
い
て
も
解
説
し
ま
す
。
段
落
の
は
じ
め

に
「
＊
」
が
付
い
て
い
る
の
が
、
そ
の
予
備
知
識
の
部
分
で
す
。

全
体
の
説
明
の
中
で
は
、
横
道
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
、
め
ん

ど
う
で
あ
れ
ば
読
み
と
ば
し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
知

識
の
ほ
と
ん
ど
は
、
読
者
が
こ
れ
か
ら
勉
強
を
し
て
い
け
ば
、
目

然
に
身
に
付
く
は
ず
の
も
の
で
す
。
た
だ
、
は
じ
め
か
ら
意
識
し

て
い
れ
ば
、
覚
え
も
早
い
で
し
ょ
う
。

　
　
　
一
一
似
た
表
現
と
の
区
別

　
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
撞
言
は
、
刑
事
裁

判
に
お
い
て
、
証
拠
調
べ
を
尽
く
し
て
も
事
実
の
存
否
が
明
確
に

な
ら
な
い
と
き
に
は
、
被
告
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
扱
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
を
表
し
ま
す
。
典
型
的
に
は
、
い

く
ら
調
べ
て
も
被
告
人
が
犯
人
で
あ
る
か
ど
う
か
が
は
っ
き
り
し

な
い
場
合
に
は
、
有
罪
で
は
な
く
、
無
罪
の
判
決
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

　
　
＊
そ
も
そ
も
、
今
の
日
本
の
法
律
を
論
じ
る
の
に
、
条
文
で
も
な
い

　
格
言
が
出
て
く
る
の
は
、
変
だ
と
思
う
読
者
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
法
律
の
世
界
に
は
、
多
く
の
格
言
や
こ
と
わ
ざ
が
あ
っ
て
、

　
大
事
な
働
き
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の
働
き
は
、
条
文
の
基
礎
に
な
る
思

　
想
を
示
し
た
り
、
条
文
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
で
考
え
方
の
道
筋

　
を
示
す
こ
と
で
す
。
格
言
が
こ
ん
な
働
き
を
す
る
の
は
、
法
制
度
が
人

　
闇
の
知
恵
の
集
積
と
い
う
側
面
を
も
づ
て
い
る
た
め
で
し
ょ
う
。

　
日
常
用
語
に
は
、
「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
と
い
う
表
現
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
疑
わ
し
い
だ
け
の
者
は
処
罰
で
き
な
い
」

と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「
疑
わ
↓
き
は

被
告
人
の
利
益
に
」
と
、
だ
い
た
い
同
じ
原
則
を
意
味
し
ま
す
。

　
し
か
し
厳
密
に
見
る
と
、
二
つ
の
格
言
に
は
、
い
く
つ
か
違
い

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
一
般
に
「
疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず
」
と
い
う

と
き
の
、
「
疑
わ
し
き
」
と
は
、
疑
わ
し
い
「
者
」
を
意
味
し
て

い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
法
律
家
が
「
疑
わ
し
き
は
」
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（39）「疑わしきは被告人の利益に」ということ

と
い
う
と
き
に
は
、
疑
わ
し
い
「
者
」
で
は
な
く
て
、
疑
わ
し
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

「
事
実
」
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
証
拠
調
べ
を
尽
く
し
て
も
、

な
お
存
否
に
つ
い
て
疑
問
の
残
る
事
実
に
つ
い
て
、
被
告
人
の
不

利
益
に
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

　
＊
専
門
書
や
論
文
に
は
、
し
ば
し
ぱ
右
の
（
1
）
の
よ
う
な
注
が
登
場

　
し
ま
す
。
急
い
で
お
お
ま
か
な
論
旨
だ
け
を
つ
か
み
た
い
場
合
に
は
、

　
と
り
あ
え
ず
注
を
省
い
て
読
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と

　
え
ぱ
ゼ
、
・
、
で
報
告
す
る
た
め
に
論
文
を
精
読
す
る
場
合
に
は
、
注
の
中

　
昧
ま
で
き
ち
ん
と
確
認
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
疑
問
を

　
も
っ
た
ら
、
そ
こ
に
引
用
し
て
あ
る
文
献
に
直
接
当
た
っ
て
、
引
用
者

　
の
理
解
が
正
確
・
か
ど
う
か
確
か
め
ま
す
。
注
の
目
的
は
、
い
ろ
い
ろ
で

　
す
。
多
い
例
は
、
①
本
文
で
述
べ
た
事
実
の
根
拠
を
示
す
、
②
先
人
の

　
着
想
か
ら
示
唆
を
受
け
た
こ
と
を
明
示
す
る
（
そ
れ
に
よ
っ
て
、
逆
に

　
自
分
が
付
け
加
え
た
独
自
な
も
の
は
何
か
が
明
ら
か
に
な
る
）
、
③
自

　
分
と
同
じ
考
え
を
述
べ
て
い
る
文
献
を
指
摘
し
て
、
説
得
力
を
補
強
す

　
る
、
④
逆
に
、
自
分
と
違
う
考
え
方
を
述
べ
て
い
る
文
献
を
指
摘
し
て
、

　
そ
れ
を
批
判
す
る
、
⑤
本
文
で
書
き
き
れ
な
い
解
説
を
補
う
、
な
ど
で

　
す
。
ど
れ
く
ら
い
詳
し
く
注
を
つ
け
る
か
は
、
ど
ん
な
読
者
を
想
定
し

　
て
い
る
か
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
。
た
と
え
ぱ
、
私
が
書
い
て
い
る
こ

　
の
文
章
は
、
新
入
生
向
け
で
す
か
ら
、
注
は
簡
単
で
す
。
反
対
に
、
専

門
研
究
者
向
け
の
論
文
で
は
、
当
然
、
注
が
詳
し
く
な
り
ま
す
。
特
に

右
の
①
や
②
の
よ
う
な
注
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
欠

　
く
論
文
は
、
■
他
人
の
仕
事
の
盗
用
と
疑
わ
れ
か
ね
ま
せ
ん
。
学
生
が
書

　
く
レ
ポ
ー
ト
も
、
専
門
家
で
あ
る
教
員
に
読
ま
せ
る
た
め
σ
文
章
で
す

か
ら
、
何
か
の
資
料
を
参
考
に
し
た
場
合
に
は
こ
の
よ
う
な
注
が
必
要

で
す
。
と
り
わ
け
、
四
年
次
に
取
り
組
む
卒
業
論
文
は
、
学
術
論
文
と

し
て
の
体
裁
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
ま
す
か
ら
、
だ
ん
だ
ん

に
注
の
付
け
方
も
覚
え
て
下
さ
い
。

　
も
う
一
つ
、
「
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
表
現
に
は
、
単
に

「
罰
せ
ず
」
と
い
う
以
上
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ぱ
、
披

告
人
が
人
を
殺
し
た
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
も
、
被
害
者
に

頼
ま
れ
て
殺
し
た
の
だ
と
主
張
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
被
書
者
の
依
頼
が
あ
う
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
も
、

被
告
人
は
無
罪
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
ふ
つ
う
の
殺
人
罪

（
刑
法
一
九
九
条
）
よ
り
も
刑
の
軽
い
、
嘱
託
殺
人
（
刑
法
二
〇

二
条
）
と
い
う
犯
罪
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
も
し
被
害
者
の
依

頼
が
あ
っ
た
■
か
ど
う
・
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
に
は
、
「
被
告

人
の
利
益
に
」
判
断
す
る
、
つ
ま
り
依
頼
が
あ
っ
た
も
の
と
し
て

扱
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
被
告
人
は
罰
さ
れ
ま
す
が
、

刑
は
被
害
者
の
依
頼
の
な
い
殺
人
罪
よ
り
軽
い
、
刑
法
二
〇
二
条

の
刑
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
＊
こ
ん
ど
は
条
文
が
出
て
き
ま
し
た
。
法
律
学
を
学
ぶ
と
き
に
は
、

し
ぱ
し
ぱ
条
文
を
参
照
し
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
法
の
中
味
を
知
る

に
は
、
ま
ず
条
文
が
手
が
か
り
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
条
文
だ

け
で
法
が
す
ぺ
て
わ
か
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
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少
な
く
と
も
条
文
が
法
の
主
要
な
源
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
で
す

か
ら
、
講
義
を
聴
く
と
き
も
、
本
を
読
む
と
き
も
、
手
元
に
手
軽
な
法

令
集
（
い
わ
ゆ
る
六
法
）
を
置
い
て
、
条
文
を
確
か
め
る
習
憤
を
つ
け

て
下
さ
い
。
条
文
の
番
号
や
文
言
を
暗
記
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

重
要
な
条
文
は
何
度
も
見
て
い
る
う
ち
に
、
自
然
に
覚
え
る
で
し
ょ
う

ま
た
、
試
験
の
と
き
も
、
六
法
の
参
照
が
許
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で

す
。

　
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
似
た
表
現
で
、
「
無
罪
推

定
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
被
告
人
は
無
罪

と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
犯
人
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
な
い
限
り

無
罪
を
言
い
渡
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
を
含
み
ま
す
。

そ
の
限
り
で
は
、
「
疑
わ
し
き
は
…
－
」
の
原
則
と
同
じ
意
味
に

な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
の
無
罪
推
定
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
以
上
の
意
味

を
持
ち
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
刑
事
裁
判
の
中
で
犯
人
と
疑
わ
れ

て
い
る
者
で
あ
っ
て
も
、
判
決
の
結
果
有
罪
と
決
ま
る
ま
で
は
、

犯
罪
者
と
し
て
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
た
と
え

ぱ
被
告
人
の
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
の
拘
東
で
あ
る
勾
留
が
、
懲
役
な

ど
の
刑
罰
と
区
別
さ
れ
て
、
な
る
べ
く
被
告
人
の
自
由
を
制
限
し

な
い
方
法
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
も
、
こ
の
意
味
で
の

無
罪
推
定
の
現
れ
で
す
。
（
も
づ
と
も
、
実
際
の
世
の
中
で
は
、

警
察
に
逮
捕
さ
れ
た
だ
け
で
犯
人
と
決
め
つ
け
る
扱
い
が
し
ば
し

ぱ
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
問
題
に
は
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
り
ま
せ

ん
）
。

　
無
罪
推
定
と
い
う
言
葉
の
も
う
一
つ
の
使
い
方
は
、
被
告
人
の

有
罪
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
検
察
官
の
役
目
で
あ
っ
て
、
裁
判
官

の
役
目
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
使
い
方
で
す
。
こ
の
場
合
も
、

検
察
官
が
、
被
告
人
の
犯
罪
を
十
分
に
証
明
で
き
な
け
れ
ば
無
罪

に
な
る
と
い
う
点
で
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と

同
じ
で
す
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
無
罪
推
定
と
い
う
言
葉
に
は
、

犯
罪
を
明
ら
か
に
す
る
役
割
が
、
訴
追
者
で
あ
る
検
察
官
に
あ
る

こ
と
を
強
調
す
る
意
味
が
あ
り
ま
・
す
。
こ
れ
は
、
無
罪
推
定
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
言
葉
の
ア
メ
リ
カ
的
な
使
い
方
で
す
。
臼
本
で
は
、
こ
の
よ
う

に
裁
判
官
で
は
な
く
、
当
事
者
が
事
実
解
明
の
主
導
権
と
責
任
を

負
う
と
い
う
考
え
方
を
当
事
者
主
義
と
呼
び
ま
す
（
そ
の
反
対
は

職
権
主
義
で
す
）
。

　
こ
の
よ
う
に
無
罪
推
定
と
い
う
言
葉
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
込

め
て
使
わ
れ
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利

益
に
」
の
原
則
は
も
っ
と
限
定
さ
れ
た
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
そ

れ
は
、
事
実
の
存
否
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
き
に
、
ど
ん
な
裁
判

を
す
る
べ
き
か
を
示
す
法
則
で
す
。
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一
一
一
原
則
の
沿
革

　
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
は
、
日
本
で
生
ま
れ
た
独

自
の
法
原
則
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
に
つ
い
て
の
ほ
か
の
多
く

の
し
く
み
や
思
想
と
同
じ
よ
う
に
、
こ
の
原
則
も
外
国
か
ら
取
り

入
れ
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
日
本
の
法
制
度
に
外
国
か
ら
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
は
、
皆
さ

ん
も
す
で
に
骨
こ
存
知
で
し
上
う
。
古
く
は
中
国
法
の
影
響
が
あ
り
、

明
治
以
後
は
主
に
フ
ラ
ン
ス
法
と
ド
イ
ツ
法
が
参
照
さ
れ
ま
し
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
法
か
ら
強
い
影

響
を
受
け
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
外
国
法
の
影
響
を
受
け
た
と
い
う
て
も
、
決
し
て
外

国
法
を
そ
の
ま
ま
移
植
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
立
法
の
過
程

で
外
国
法
を
参
照
し
な
が
ら
も
、
実
は
、
あ
る
部
分
を
採
り
、
あ

る
部
分
を
捨
て
る
と
い
う
選
択
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
条

文
だ
け
を
比
較
す
る
と
外
国
法
と
同
じ
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の

実
際
の
運
用
は
ひ
じ
ょ
う
に
違
う
場
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

日
本
の
法
制
度
は
、
良
か
れ
悪
し
か
れ
、
欧
米
諸
国
と
対
比
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
（
3
）

違
っ
た
部
分
を
多
く
持
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
日
本
の
法
制

度
を
作
り
上
げ
る
過
程
で
、
外
国
か
ら
何
を
取
り
入
れ
、
何
を
拒

絶
し
た
の
か
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
法
の
特
色
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
と
は
い
え
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
に
関

す
る
限
り
、
少
な
く
と
も
た
て
ま
え
上
は
、
ヨ
ー
ロ
ヅ
パ
系
の
法

制
度
と
共
通
の
も
の
で
す
。

　
こ
の
原
則
が
日
本
で
い
つ
か
ら
明
確
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

う
た
の
か
、
私
も
は
っ
き
り
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も
、

一
九
二
四
（
大
正
二
二
）
年
に
初
版
が
出
版
さ
れ
た
、
小
野
清
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

郎
の
教
科
書
に
は
、
す
で
に
こ
の
格
言
が
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
法
学
が
、
こ
の
原
則
を
学
ん
だ
の
は
、
ド
イ
ツ
か
ら
だ
と

推
測
で
き
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
原
則
は
「
ぎ
旨
巨
o
肩
o

『
8
」
と
い
う
、
ド
イ
ツ
法
学
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
螢
言
の
翻

訳
だ
か
ら
で
す
。
こ
の
ラ
テ
ン
語
は
、
文
字
通
り
、
「
疑
わ
し
い

場
合
に
は
、
被
告
人
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
（
裁
判
せ
よ
）
」
と

い
う
意
味
で
す
。

　
た
だ
し
、
ラ
テ
ン
語
で
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

の
起
源
が
ロ
ー
マ
法
に
ま
で
遡
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
ド
イ
ツ
の

学
者
の
研
究
に
よ
る
と
、
ロ
ー
マ
法
に
は
、
こ
の
原
則
の
萌
芽
に

な
る
考
え
方
は
あ
っ
た
も
の
の
、
ま
だ
刑
事
裁
判
の
一
般
原
則
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
て
確
立
し
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
ド
イ
ツ
の
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法
律
家
が
定
式
化
し
た
格
言
と
見
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
が
、
日
本
の
法
律
学
に
は
、
遅
く
と
も
第
二
次
世
界
大
戦

の
前
、
旧
刑
事
訴
訟
法
の
時
代
に
は
、
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
原
則
は
、
現
在
で
は
、
世
界
の
た
い
て
い
の
国
々
で
承
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
世
界
人
権
利
宣
言
二
条
一
項
と
市
民
的
及
び

政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
一
四
条
二
項
は
、
無
罪
推
定
の

原
則
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
前
に
説
明
し
た
と
お
り
、
無
罪
推
定

の
原
則
に
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」

ま
れ
ま
す
。
こ
の
原
則
は
人
権
に
関
す
る
国
際
法
、

際
人
権
法
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

四
　
こ
の
原
則
の
法
律
学
な
意
味

の
意
味
が
含

す
な
わ
ち
国

　
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
だ
い
た
い
の
意
味
は
、

先
に
説
明
し
ま
し
た
。
こ
ん
ど
は
、
そ
れ
を
も
う
少
し
「
法
律
学

的
に
」
説
明
し
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
立
証
責
任
と
い
う
言
葉

を
理
解
し
て
い
た
だ
か
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
そ
の
前

提
と
し
て
、
裁
判
で
、
法
律
が
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
る
か
を
知

っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
◇
裁
判
で
の
法
律
の
適
用

　
例
え
ば
、
お
金
を
貸
し
た
と
主
張
す
る
人
が
、
そ
の
返
済
を
求

め
て
、
借
り
た
人
を
訴
え
た
と
し
ま
す
。
お
金
の
貸
し
借
り
は
、

民
法
で
は
、
消
費
貸
借
と
い
う
契
約
の
一
種
で
す
。
こ
の
事
件
で

は
、
裁
判
所
は
、
消
費
貸
借
に
つ
い
て
定
め
た
民
法
五
。
八
七
条
を

基
準
と
し
て
判
断
し
ま
す
。
こ
の
条
文
は
「
消
費
貸
借
ハ
当
事
者

ノ
一
方
力
種
類
、
品
等
及
ヒ
数
量
ノ
同
シ
キ
物
ヲ
以
テ
返
還
ヲ
為

ス
コ
ト
ヲ
約
シ
テ
相
手
方
ヨ
リ
金
銭
其
他
ノ
物
ヲ
受
取
ル
ニ
因
リ

テ
其
効
カ
ヲ
生
ス
」
と
定
め
て
い
ま
す
。

　
　
　
＊
こ
の
民
法
の
条
文
は
、
ず
い
ぷ
ん
古
色
蒼
然
と
し
た
文
章
で
す
。

　
　
民
法
の
は
じ
め
の
三
編
は
、
（
部
分
改
正
を
除
け
ぱ
）
一
八
九
六

　
　
（
明
治
二
九
）
隼
に
で
き
た
部
分
で
す
か
ら
、
無
理
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
現
在
、
民
法
を
現
代
風
の
表
現
に
改
め
る
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

　
　
す
。
そ
れ
が
完
成
す
れ
ぱ
、
も
っ
と
読
み
易
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
こ
に
、
消
費
貸
借
と
い
う
契
約
が
成
立
す
る
た
め
の
条
件
が

示
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
借
り
主
が
、
同
種
、
同
等
、
同
数

量
の
物
を
返
す
約
東
を
す
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
借
り
主
が
返

す
べ
き
物
（
こ
の
場
合
は
金
銭
）
を
受
け
取
る
こ
と
で
す
。
借
り

主
が
金
銭
を
返
す
と
い
う
義
務
（
逆
に
言
え
ば
、
貸
し
主
が
返
済

を
求
め
る
権
利
）
は
、
こ
の
消
費
貸
借
の
結
果
と
し
て
生
じ
ま
す
。

こ
の
点
は
、
こ
の
条
文
に
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
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返
還
を
約
東
し
て
借
り
た
以
上
、
返
す
義
務
が
生
じ
る
の
は
当
然

で
す
。

　
つ
ま
り
こ
の
条
文
は
、
あ
る
事
実
が
あ
れ
ば
、
あ
る
権
利
ま
た

は
義
務
が
生
じ
る
と
い
う
関
係
を
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に

条
件
と
な
る
事
実
を
「
要
件
」
、
結
果
と
し
て
生
じ
る
権
利
ま
た

は
義
務
の
関
係
を
「
効
果
」
と
呼
び
ま
す
。
民
法
や
刑
法
の
条
文

の
中
味
は
、
ほ
と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
要
件
と
効
果
の
関
係
に
還

元
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
　
　
＊
読
者
は
こ
れ
か
ら
「
法
律
の
解
釈
」
に
つ
い
て
た
く
さ
ん
勉
強

　
　
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
法
律
の
解
釈
と
は
、
つ
き
つ
め

　
　
れ
ば
、
条
文
が
定
め
る
要
件
と
効
果
の
意
昧
を
厳
密
に
確
定
す
る
作

　
　
業
で
す
。
例
え
ぱ
、
現
金
を
返
す
約
束
を
し
て
手
形
を
受
け
取
っ
た

　
　
場
合
で
も
、
「
物
ヲ
受
取
ル
」
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
ふ

　
　
う
に
。

　
裁
判
所
は
、
法
が
定
め
る
要
件
に
当
た
る
事
実
が
存
在
す
る
か

ど
う
か
を
、
両
当
事
者
が
提
出
す
る
証
拠
に
基
づ
い
て
判
断
し
ま

す
。
も
し
、
そ
の
事
実
が
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
た

効
果
を
宣
言
し
ま
す
。
逆
に
、
要
件
に
当
た
る
事
実
が
な
い
と
判

断
す
れ
ぱ
、
効
果
も
な
い
と
童
言
し
ま
す
。

　
右
の
貸
金
（
か
し
き
ん
）
請
求
の
例
で
は
、
被
告
が
た
し
か
に

返
済
を
約
束
し
て
金
を
受
け
取
っ
た
と
証
拠
・
か
ら
認
め
ら
れ
れ
ば
、

原
告
の
請
求
ど
お
り
支
払
う
よ
う
に
命
じ
ま
す
。
逆
に
、
消
費
貸

借
成
立
の
二
つ
の
要
件
の
う
ち
、
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
欠
け
て
い

る
こ
と
が
分
か
れ
ぱ
、
原
告
の
請
求
は
棄
却
さ
れ
ま
す
。

　
刑
法
の
適
用
が
問
題
と
な
る
刑
事
事
件
で
も
、
基
本
は
同
じ
で

す
。
例
え
ば
、
あ
る
人
が
、
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
と
し
ま
す
。

刑
法
一
九
九
条
は
、
「
人
を
殺
し
た
者
は
、
死
刑
又
は
無
期
若
し

く
は
三
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の

条
文
は
、
あ
る
人
が
人
問
を
殺
す
と
い
う
行
為
を
し
た
と
す
れ
ぱ
、

そ
の
人
に
対
し
て
死
刑
、
無
期
懲
役
ま
た
は
三
年
以
上
の
有
期
懲

役
と
い
う
刑
罰
を
科
す
国
の
権
限
が
生
じ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
人
が
人
間
を
殺
す
こ
と
が
要
件
で
あ
り
、
行
為
者
に

一
定
の
刑
罰
を
科
す
国
の
権
限
が
効
果
で
す
。

　
裁
判
所
は
、
訴
え
ら
れ
て
い
る
人
す
な
わ
ち
被
告
人
が
、
人
間

を
殺
し
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
か
な
い
か
を
判
断
し
ま
す
。
判
断

の
材
料
は
、
や
は
り
検
察
官
と
被
告
人
側
が
提
出
す
る
証
拠
で
す
。

そ
の
結
果
、
被
告
人
が
人
を
殺
し
た
こ
と
が
は
っ
き
り
す
れ
ぱ
、

刑
法
が
定
め
る
範
囲
の
中
で
、
具
体
的
な
刑
を
言
い
渡
し
ま
す
。

反
対
に
、
殺
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
れ
ぱ
、
も
ち
ろ
ん
無
罪
の

判
決
を
し
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
法
律
が
定
め
る
要
件
に
当
た
る
事
実
が
あ
る
か
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な
い
か
が
、
証
拠
か
ら
は
っ
き
り
と
判
断
で
き
る
限
り
は
、
難
し

い
問
題
は
起
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
、
事

実
認
定
の
容
易
な
事
件
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
◇
立
証
責
任
と
い
う
考
え
方

　
し
か
し
裁
判
は
、
ほ
と
ん
ど
が
過
去
の
事
実
に
関
す
る
争
い
で

す
。
そ
れ
に
は
、
明
確
な
証
拠
が
残
っ
て
い
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

特
に
、
犯
罪
な
ど
は
密
か
に
行
わ
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
か
ら
、

本
当
に
被
告
人
の
犯
行
－
か
ど
う
か
の
証
拠
を
示
す
の
が
難
し
い
の

は
、
あ
た
り
前
と
も
い
え
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
い
く
ら
証
拠
を

調
べ
て
も
、
要
件
た
る
事
実
が
、
真
実
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か
、

ど
ち
ら
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
も
、
当
然
出
て
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
事
実
の
存
否
が
は
っ
き
り
し
な
い
場
合
の
扱
い

が
問
題
に
な
り
ま
す
。
裁
判
所
は
、
争
い
の
裁
定
を
求
め
ら
れ
て

い
る
以
上
、
わ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
判
決
を
出
さ
な
い
わ

け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
裁
判
に
よ
っ
て
、
事
件
を
最
終
的
に
解
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

す
る
た
め
に
は
、
白
か
黒
か
の
判
決
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

つ
ま
り
、
民
事
事
件
な
ら
原
告
ま
た
は
被
告
、
刑
事
事
件
な
ら
検

察
官
ま
た
は
被
告
人
の
ど
ち
ら
か
を
勝
た
せ
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ

ん
。
逆
に
言
え
ぱ
、
ど
ち
ら
か
の
当
事
者
に
対
し
て
、
不
利
な
判

決
を
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
不
利
な
判
決
を
さ
れ
る
当
事
者
の
立
場

を
表
現
す
る
の
が
、
立
証
責
任
と
い
う
言
葉
で
す
。
同
じ
意
味
で

挙
証
責
任
と
い
う
言
葉
も
使
わ
れ
ま
す
。
民
箏
法
学
の
分
野
で
は
、

証
明
責
任
と
い
う
用
語
が
ふ
つ
う
で
す
が
、
い
ず
れ
も
意
味
は
同

じ
で
す
。
つ
ま
り
、
要
件
た
る
事
実
の
存
否
が
け
っ
き
上
く
不
明

な
場
合
に
、
不
利
な
判
決
を
さ
れ
る
側
が
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て

の
立
証
責
任
（
あ
る
い
は
証
明
責
任
）
を
負
う
と
表
現
し
ま
す
。

こ
の
責
任
を
果
た
さ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
特
別
な
制
裁
を

受
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
自
分
の
望
む
裁
判
が
得

ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
先
の
貸
金
請
求
の
事
例
で
、
お
金
を
返
す
約
東
が
あ
っ
た
か
ど

う
か
が
、
は
っ
き
り
し
な
い
と
仮
定
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
原
告

を
敗
訴
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
返
還
約
東
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
は
、

お
金
を
貸
す
側
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
逆
に
被
告
を
敗
訴
さ

せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
返
還
約
束
に
つ
い
て
の
（
不
存
在
の
）

立
証
責
任
は
、
お
金
を
受
け
取
る
側
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

刑
事
裁
判
の
例
で
も
、
原
理
は
同
じ
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
要
件
で
あ
る
事
実
の
真
偽
が
不
明
な
場
合
は
、

誰
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
か
に
よ
っ
て
、
裁
判
の
勝
敗
が
決
ま

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
誰
が
そ
の
立
証
責
任
を
負
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う
べ
き
か
の
基
準
が
な
け
れ
ぱ
、
裁
判
所
は
判
断
が
で
き
ま
せ
ん
。

裁
判
官
が
、
自
分
の
好
き
な
方
の
当
事
者
を
勝
た
せ
る
わ
け
に
は

い
き
ま
せ
ん
一
か
ら
。

　
こ
う
し
て
、
ど
の
よ
う
な
要
件
に
つ
い
て
ど
ち
ら
の
当
事
者
が

立
証
責
任
を
負
う
か
が
、
法
律
上
の
問
題
と
な
り
ま
す
。
こ
の
立

証
責
任
の
確
定
は
、
悩
ま
し
い
問
題
で
す
。
と
い
う
の
は
、
ど
ち

ら
の
結
論
を
採
っ
た
と
し
て
も
、
間
違
っ
た
判
決
を
す
る
危
険
は

避
け
ら
れ
な
い
か
ら
で
す
。
貸
金
請
求
の
事
例
で
い
え
ば
、
真
実

お
金
を
貸
し
た
人
が
返
し
て
も
ら
え
な
く
な
る
と
い
う
間
違
い
と
、

真
実
お
金
を
借
り
て
い
な
い
人
が
、
払
わ
さ
れ
る
と
い
う
間
違
い

の
ど
ち
ら
が
「
ま
し
か
」
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
殺
人

事
件
の
例
で
い
え
ぱ
、
真
犯
人
を
無
罪
と
す
る
間
違
い
と
、
無
実

の
人
に
刑
を
科
す
間
違
い
の
ど
ち
ら
が
よ
り
我
慢
し
や
す
い
か
を

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
は
、
私
た
ち
が
、
不
確

か
な
情
報
に
基
づ
い
て
、
何
ら
か
の
行
動
を
選
択
し
な
け
れ
ぱ
な

ら
な
い
と
き
に
、
誰
に
損
失
の
危
険
を
負
わ
せ
る
の
が
合
理
的
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
い
う
選
択
の
問
題
の
一
種
で
す
。

　
そ
し
て
、
さ
し
あ
た
り
右
に
挙
げ
た
例
で
い
え
ぱ
、
要
件
た
る

事
実
の
立
証
責
任
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
訴
え
を
起
こ
し
た
側
で

あ
る
原
告
な
い
し
検
察
官
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
消
費
貸
借
の
成
否
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
き
に
は
、
貸
金
請

求
の
原
告
は
敗
訴
し
、
被
告
人
が
人
を
殺
し
た
か
ど
う
か
は
っ
き

り
し
な
い
と
き
に
は
、
無
罪
判
決
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
こ
れ
は
原
告
が
訴
え
を
起
こ
し
た
側
だ
か
ら
、
当
然

に
立
証
責
任
を
負
う
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、

A
氏
は
金
を
借
り
た
つ
も
り
が
な
い
の
に
、
B
氏
が
金
を
貸
し
た

は
ず
だ
か
ら
返
せ
と
、
し
つ
こ
く
請
求
し
て
く
る
と
し
ま
す
。
こ

の
場
合
、
A
氏
は
原
告
と
な
り
、
B
氏
を
被
告
と
し
て
債
務
が
存

在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
で
も
、
消
費
貸
借
の
成
立
に
つ
い
て
立
証
責
任
を

負
う
の
は
、
貸
し
た
と
主
張
す
る
被
告
B
氏
で
あ
っ
て
、
原
告
の

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

A
氏
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
民
事
裁
判
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
証
責
任
の
所
在
は
、

多
く
の
場
合
、
条
文
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
理
論
に
よ
っ

て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
右
の
消
費
貸
借
の
例
で
い
え
ぱ
、
例
え

ば
、
お
金
を
貸
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
ふ
つ
う
は
容
易
だ
が
、

借
り
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
難
し
い
か
ら
、
貸
し
主
が

立
証
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
、
な
ど
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
そ
の
点
で
は
、
刑
事
裁
判
の
殺
人
被
告
事
件
の
例
も
同
じ
よ
う
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な
説
明
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
人
を

殺
し
た
こ
と
の
証
明
に
比
ぺ
て
、
殺
し
て
い
な
い
こ
と
の
証
明
は

難
し
い
で
し
ょ
う
。
常
に
自
分
の
ア
リ
バ
イ
を
用
意
し
て
お
く
よ

う
な
こ
と
は
、
誰
に
も
で
き
な
い
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
検
察
官

に
、
被
告
人
の
殺
人
行
為
に
つ
い
て
の
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
の

が
合
理
的
だ
と
い
う
説
明
も
で
き
ま
す
。

　
こ
こ
ま
で
で
話
が
終
わ
れ
ば
、
立
証
責
任
の
原
則
的
な
考
え
方

は
、
民
事
で
も
刑
事
で
も
同
じ
と
い
え
そ
う
で
す
。
「
疑
わ
し
き

は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
原
則
も
、
「
被
告
人
」
の
意
味
を

他
人
に
権
利
を
主
張
さ
れ
る
当
事
者
と
い
う
意
味
に
拡
大
す
れ
ば
、

民
事
裁
判
で
も
同
じ
よ
う
に
当
て
は
ま
り
そ
う
に
見
え
ま
す
。
し

か
し
、
こ
れ
か
ら
先
に
違
い
が
出
て
き
ま
す
。

　
◇
立
証
責
任
の
分
配

　
貸
金
請
求
の
事
例
で
、
被
告
が
「
た
し
か
に
借
り
た
け
れ
ど
も
、

も
う
返
し
た
」
と
主
張
し
た
と
し
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
返
し

た
か
ど
う
か
が
、
は
づ
き
り
し
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
原
告
を
勝

訴
さ
せ
る
の
が
ふ
つ
う
の
考
え
方
で
す
。
こ
の
返
し
た
と
い
う
事

実
も
、
倦
り
主
の
義
務
（
債
務
）
を
消
滅
さ
せ
る
効
果
を
持
ち
ま

す
か
ら
、
要
件
の
一
種
で
す
。
つ
ま
り
借
金
を
返
し
た
と
い
う
要

件
の
立
証
責
任
は
、
債
務
を
負
っ
て
い
た
側
に
あ
る
の
で
す
。
そ

の
理
由
は
例
え
ば
、
お
金
を
返
す
者
は
領
収
書
を
も
ら
え
る
は
ず

だ
か
ら
（
民
法
四
八
六
条
）
、
返
し
た
こ
と
の
立
証
責
任
を
負
わ

さ
せ
て
も
よ
い
、
な
ど
と
説
明
で
き
ま
す
。
一
定
の
権
利
発
生
の

た
め
の
原
則
的
な
要
件
は
、
権
利
を
主
張
す
る
者
が
立
証
責
任
を

負
い
、
そ
の
権
利
の
発
生
を
阻
止
す
る
例
外
的
な
要
件
や
、
権
利

を
消
滅
さ
せ
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
権
利
を
否
定
す
る
者
が
立
証

責
任
を
負
う
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
事
裁
判
で
は
、
自
分
の
権
利
を
主
張
す
る
者

が
、
す
べ
て
の
要
件
に
つ
い
て
立
証
責
任
を
負
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
借
金
の
返
済
の
よ
う
な
一
定
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
義

務
が
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
者
に
立
証
責
任
が
負
わ
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
要
件
、
こ
と
に
、
双
方
の
当
事
者

に
立
証
責
任
を
振
り
分
け
る
こ
と
を
立
証
責
任
の
分
配
と
呼
び
ま

す
。
そ
し
て
、
民
法
や
商
法
が
定
め
る
複
雑
な
要
件
に
つ
い
て
、

ど
ち
ら
の
側
が
立
証
責
任
を
負
う
ぺ
き
か
が
、
し
ば
し
ぱ
議
論
さ

れ
ま
す
。
こ
の
民
事
裁
判
に
お
け
る
証
明
責
任
の
分
配
を
め
ぐ
る

議
論
は
、
た
い
へ
ん
精
級
で
あ
り
な
が
ら
、
根
本
的
な
対
立
も
含

　
　
　
（
9
）

ん
で
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
刑
事
裁
判
で
は
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利

益
に
」
の
原
則
が
、
独
自
な
意
味
を
持
っ
て
登
場
し
ま
す
。
こ
の
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原
則
は
、
事
実
が
明
瞭
で
な
い
場
合
に
は
、
常
に
被
告
人
に
有
利

に
解
釈
し
て
判
決
す
る
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
い
つ
も

検
察
官
が
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
原
則
は
、

刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
立
証
責
任
の
分
配
を
禁
じ
、
ど
ん
な
要
件

に
つ
い
て
も
検
察
官
が
立
証
責
任
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
い

う
の
が
、
通
説
な
の
で
す
。

　
＊
「
通
説
」
と
い
う
表
現
も
、
法
律
学
的
塗
言
葉
で
す
。
た
い
て
い

の
法
律
学
者
が
認
め
て
い
る
考
え
方
、
あ
る
い
は
支
配
的
な
学
説
と
い

う
ほ
ど
の
意
味
で
す
。
多
数
説
、
少
数
説
、
有
力
説
な
ど
の
呼
び
方
も

あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
通
説
、
多
数
説
、
有
力
説
な
ど
を
区
別
す
る
、

は
っ
き
り
し
た
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
本
で
は
通

説
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
別
の
本
で
は
、
逆
に
少
数
説
と

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
も
、
と
き
に
は
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
の
よ
う
な
学
説
の
格
付
け
に
は
、
何
か
権
威
主
義
の
臭
い
が
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
私
も
法
律
の
勉
強
を
始
め
た
こ
ろ
は
、
こ
の
よ
う
な

格
付
け
が
不
合
理
に
思
え
ま
し
た
。
今
で
も
、
通
説
に
は
疑
問
を
持
た

ず
に
従
う
ぺ
き
だ
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
に
は
、
反
対
で
す
。
読
者
も

こ
れ
か
ら
、
大
い
に
通
説
に
対
し
て
挑
戦
を
試
み
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
法
は
、
新
し
い
社
会
に
応
じ
た
よ
り
良
い
方
向

に
変
え
ら
れ
て
行
く
は
ず
で
す
回
た
だ
、
実
用
的
な
法
律
学
は
、
社
会

の
中
で
通
用
す
る
ル
ー
ル
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
議
論
し
ま

す
。
し
た
が
づ
て
、
ど
ん
な
に
優
れ
た
麗
論
で
も
、
他
の
多
く
の
人
た

ち
に
納
得
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ぱ
、
そ
の
価
値
が
十
分
に
活
か
さ
れ
ま

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
世
の
中
の
多
く
の
人
た
ち
、
特
に
法
律
専
門

家
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
知
っ
た
上
で
議
論
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
多
く
の
人
た
ち
が
そ
う
考
え
る
根
拠
は
何
か
を

理
解
し
た
上
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
よ
う
な
議
論
を
し
な
け
れ
ぱ
、

他
人
を
納
得
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
学
説
の

「
市
場
占
有
率
」
に
も
無
関
心
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
考
え
る
と
、

あ
る
種
の
権
威
主
義
が
つ
き
ま
と
う
の
は
、
実
用
的
な
法
律
学
の
宿
命

な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
通
説
に
従
う
と
、
例
え
ぱ
、
先
に
挙
げ
た
殺
人
事

件
で
、
被
害
者
の
依
頼
の
有
無
が
争
わ
れ
た
場
合
の
解
決
が
わ
か

り
ま
す
。
つ
ま
り
、
被
告
人
が
人
を
殺
し
た
と
い
う
基
本
的
な
要

件
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
罪
を
軽
く
す
る
方
向
で
働
く
、
被
害
者

の
依
頼
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
が
立
証
責
任
を
負
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
が
自
分
を
殺
し
て
く
れ
と
頼
む
こ
と
は
、

ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
珍
し
い
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
、
民
事
裁
判
的

な
証
明
責
任
の
分
配
の
考
え
方
を
採
る
な
ら
ば
、
こ
の
被
害
者
の

依
頼
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
て
も
よ
さ
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
「
疑
わ
し
き
は
－
－
・
」
の
原
則
に
よ
っ
て
、

被
害
者
の
依
頼
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
が
立
証
責
任

を
負
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
正
当
防
衛
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
も
、
同
じ
で
す
。
刑
法
一
二
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六
条
一
項
が
定
め
る
正
当
防
衛
の
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
人

を
殺
し
て
も
行
為
は
適
法
と
さ
れ
、
無
罪
と
な
り
ま
す
。
被
告
人

が
正
当
防
衛
を
主
張
す
る
が
、
相
手
か
ら
の
攻
撃
が
本
当
に
あ
っ

た
の
か
ど
う
か
は
っ
き
り
し
な
い
と
し
ま
す
。
こ
の
場
合
に
も
、

同
じ
原
則
の
適
用
に
よ
り
、
正
当
防
衛
が
あ
っ
た
と
同
じ
判
決
を

す
る
、
つ
ま
り
無
罪
と
す
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
通
説
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
刑
事
裁
判
で
は
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利

益
に
」
の
原
則
に
よ
っ
て
、
民
事
裁
判
に
お
け
る
よ
う
な
立
証
責

任
の
分
配
の
考
え
方
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

五
　
原
則
の
根
拠

　
こ
れ
ま
で
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
が
、
日

本
の
刑
事
裁
判
で
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
説
明

し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
、
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
根
拠
を

考
え
ま
す
。

　
一
口
に
根
拠
と
い
っ
て
も
、
二
つ
の
段
階
を
考
え
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
一
つ
は
、
実
定
法
上
の
根
拠
、
つ
ま
り
日
本
の
裁
判

所
が
こ
の
原
則
に
従
う
べ
き
義
務
を
負
う
こ
と
を
示
す
根
拠
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
実
質
的
な
根
拠
、
つ
ま
り
な
ぜ
こ
の
原
則
が
必
要

か
と
い
う
理
由
で
す
。

◇
実
定
法
上
の
根
拠

　
日
本
の
国
内
法
に
は
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
「
疑
わ
し
き
は

…
…
」
の
原
則
を
、
文
字
通
り
£
旦
言
す
る
条
文
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
原
則
は
、
条
文
そ
の
も
の
よ
り
も
、
解
釈

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
も
い
え
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
こ
の
原
則
を
推
測
さ
せ
る
い
く
つ
か
の
条
文
は
あ

り
ま
す
。
刑
事
訴
訟
塗
二
三
六
条
は
、
「
被
告
事
件
に
つ
い
て
犯

罪
の
証
明
が
な
い
と
き
」
に
は
、
無
罪
の
判
決
を
す
る
こ
と
を
命

じ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
検
察
官
が
「
犯
罪
の
証
明
」
を
す
る
責

任
を
負
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
「
疑
わ
し
き
は
…
…
」
の
原
則
に
よ

る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
多
く
の
学
説
は
、
日
本
国
憲
法
三
一
条
に
よ
っ
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

の
原
則
が
要
求
さ
れ
る
と
説
明
し
ま
す
。
憲
法
一
三
条
は
、
直
接

に
は
、
刑
罰
な
ど
の
不
利
益
を
科
す
た
め
に
は
「
法
律
の
定
め
る

手
続
」
に
よ
る
こ
と
を
保
障
す
る
条
文
で
す
。
学
説
は
、
こ
の
法

律
の
定
め
る
手
続
は
「
法
の
定
め
る
適
正
な
手
続
」
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
「
疑
わ
し
き
は
…
…
」
の
原
則
は
、
こ
の
「
適
正
な
手

続
」
の
一
部
だ
と
考
え
る
の
で
す
。

　
　
＊
こ
の
よ
う
に
、
法
律
学
の
議
論
で
は
、
条
文
の
解
釈
に
際
し
て
、

　
あ
る
内
容
が
読
み
込
ま
れ
る
（
あ
る
い
は
付
け
加
え
ら
れ
る
）
こ
と
が

584
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し
ぱ
し
ば
起
き
ま
す
。
そ
れ
は
条
文
の
内
容
を
勝
手
に
変
え
る
こ
と
に

な
る
の
で
、
許
さ
れ
な
い
は
ず
だ
と
、
読
者
は
考
え
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
よ
う
な
疑
問
は
、
「
法
解
釈
」
と
い
う
行
為
の

性
質
と
か
限
界
と
い
っ
た
、
非
常
に
深
刻
な
問
題
に
関
わ
り
ま
す
。
こ

こ
で
は
、
こ
の
根
本
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、

こ
の
よ
う
な
「
読
み
込
み
」
を
全
く
し
な
い
で
、
法
を
運
用
す
る
こ
と

は
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
と
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
国
際
人
権
規
約
の
条
項
も
、
日
本
の

裁
判
所
で
「
疑
わ
し
き
は
…
：
」
の
原
則
が
、
適
用
さ
れ
る
べ
き

根
拠
と
な
り
ま
す
。
こ
の
規
約
は
、
日
本
も
加
わ
っ
た
多
国
間
条

約
で
あ
り
、
そ
の
中
の
「
無
罪
推
定
」
条
項
は
、
国
内
法
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

の
効
力
を
持
つ
か
ら
で
す
。

　
最
高
裁
判
所
の
判
例
も
（
条
文
の
根
拠
は
明
示
し
て
い
ま
せ
ん

が
）
、
「
疑
わ
し
い
と
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
は
、
「
刑

事
裁
判
に
お
け
る
鉄
則
」
で
あ
る
と
、
認
め
て
い
ま
す
（
最
決
昭

五
〇
．
五
・
二
〇
刑
集
二
九
巻
五
号
一
七
七
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、

こ
の
原
則
が
、
日
本
の
裁
判
所
を
拘
束
す
る
法
で
あ
る
こ
と
は
、

疑
わ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　
　
＊
こ
こ
で
、
判
例
が
出
て
き
ま
す
。
判
例
は
、
一
定
の
法
律
問
題
に

　
つ
い
て
、
過
去
に
裁
判
所
が
判
断
を
示
し
た
先
例
で
す
。
裁
判
所
で
、

　
法
律
が
実
際
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
判

例
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、

強
い
影
響
力
を
持
つ
の
で
重
要
で
す
。
判
例
を
引
用
す
る
と
き
に
は
、

裁
判
所
、
判
決
と
決
定
の
区
別
、
裁
判
の
年
月
日
、
判
例
集
の
搭
載
箇

所
な
ど
で
特
定
し
ま
す
。
し
ぱ
し
ぱ
、
略
語
が
使
わ
れ
ま
す
か
ら
、
憤

れ
て
下
さ
い
。
例
え
ば
、
「
刑
集
」
と
い
う
の
は
、
最
高
裁
判
所
刑
事

判
例
集
の
略
で
す
。
判
例
集
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
ま
す
。
図

書
館
に
そ
ろ
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
手
に
と
っ
て
確
か
め
て
下
さ
い
。
最

近
は
、
コ
ン
ビ
ュ
ー
タ
ー
で
判
例
を
検
索
す
る
し
く
み
も
普
及
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
も
図
書
館
に
あ
り
ま
す
か
ら
、
試
し
て
下
さ
い
。

　
◇
実
質
的
根
拠

　
次
に
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
の
実
質
的

な
根
拠
あ
る
い
は
、
合
理
性
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
　
こ
の
原
則

に
よ
っ
て
生
じ
る
結
果
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
非
常
に
重
大
で
す
。

犯
人
で
あ
る
疑
い
が
十
分
に
あ
る
被
告
人
で
あ
っ
て
も
、
犯
人
で

あ
る
と
断
定
で
き
な
い
限
り
、
無
罪
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
被
告
人
の
中
に
は
、
実
は
犯
罪
を
犯
し
て
い
る
真
犯

人
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
、
予
想
で
き
ま
す
。
は
っ
き
り
い
え

ば
、
こ
の
原
則
は
、
真
犯
人
を
無
罪
と
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
こ
の
原
則
が
、
国
際
的
に
も
広
く
承
認
さ
れ

て
い
る
の
に
は
、
大
事
な
理
由
が
あ
る
は
ず
で
す
。

　
刑
事
裁
判
で
こ
の
原
則
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
、
い
く
つ
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か
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
前
に
も
触
れ
た
、
（
被
告
人
の
犯
罪
と
い
う
）
事
実

の
存
在
は
、
（
被
告
人
が
犯
罪
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
い
う
）
事
実

の
不
存
在
よ
り
も
証
明
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
説
明
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
被
告
人
側
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
と
、
犯
罪
を
犯
し

て
い
な
い
と
い
う
証
拠
が
出
せ
な
い
た
め
に
、
無
実
の
人
が
有
罪

と
さ
れ
る
お
そ
れ
が
大
き
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
確
か
に
、

も
っ
と
も
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
殺

人
の
場
合
の
被
害
者
の
依
頼
や
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
事
実
に
つ

い
て
は
、
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
被
告
人
の
側
が
存
在

を
主
張
す
る
事
実
だ
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
裁
判
で
立

証
責
任
の
分
配
を
認
め
る
べ
き
で
な
い
理
由
の
説
明
と
し
て
は
、

十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
当
事
者
主
義
に
お
け
る
、
訴
追
側
（
検
察
官
）
と
被
告
人
側
の

実
質
的
な
平
等
化
の
た
め
に
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

の
原
則
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
説
明
も
あ
り
ま
す
。
検
察
官
と
被

告
人
と
は
、
対
等
な
当
事
者
と
し
て
争
い
、
裁
判
所
が
第
三
者
の

立
場
で
判
断
す
る
と
い
う
の
が
、
現
在
の
当
事
者
主
義
の
た
て
ま

え
で
す
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
国
家
を
背
景
に
し
た
検
察
官
と
、

一
個
人
で
あ
る
被
告
人
と
で
は
、
証
拠
を
集
め
る
能
力
に
も
大
き

な
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
力
の
違
い
を
調
整
す
る
た
め
　
脳

に
、
検
察
官
側
に
す
べ
て
の
立
証
責
任
を
負
わ
せ
る
の
だ
と
、
考

え
る
の
で
す
。

　
検
察
側
と
被
告
人
側
と
で
、
立
証
の
力
に
差
が
あ
る
こ
と
は
た

し
か
で
す
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
責
任
を
も
っ
て
事
実
を
解
明
す

る
と
い
う
、
職
権
主
義
の
た
て
ま
え
を
採
っ
て
い
る
ド
イ
ツ
か
ら
、

「
疑
わ
し
き
は
…
…
」
の
原
則
は
来
た
の
で
す
。
こ
の
原
則
は
、

当
事
者
主
義
に
固
有
の
原
則
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
ま
た
、
刑
事

事
件
で
も
、
国
に
よ
っ
て
は
、
私
人
が
訴
追
す
る
制
度
を
認
め
て

い
ま
す
。
こ
の
訴
追
者
に
、
警
察
も
検
察
官
も
特
別
な
協
カ
を
し

な
い
と
す
れ
ば
、
両
当
事
者
は
実
質
的
に
も
対
等
で
し
ょ
う
。
し

か
し
、
私
人
訴
追
制
度
の
も
と
で
も
、
「
疑
わ
し
き
は
、
」
の

原
則
は
、
否
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
ま
た
、
後
に
説
明
す

る
よ
う
な
、
こ
の
原
則
の
理
由
に
照
ら
す
と
、
両
当
事
者
が
本
当

に
対
等
な
刑
事
裁
判
手
続
の
も
と
で
も
、
立
証
責
任
を
分
配
す
る

こ
と
は
、
や
は
り
基
本
的
に
は
適
切
で
な
い
と
、
私
は
考
え
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
さ
ら
に
実
質
的
な
根
拠
を
考
え
ま
す
。
前
に
触
れ
た

よ
う
に
、
立
証
責
任
の
負
担
者
を
決
め
る
に
は
、
「
ど
ち
ら
の
問

違
い
が
、
ま
し
か
」
を
考
え
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

い
ず
れ
に
し
て
も
間
違
っ
た
判
決
を
す
る
お
そ
れ
が
避
け
ら
れ
な
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い
以
上
、
間
違
っ
た
有
罪
と
間
違
っ
た
無
罪
の
う
ち
で
、
ど
ち
ら

が
よ
り
我
慢
し
や
す
い
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
の
よ
う
な
説
明
の
例
と
し
て
、
問
違
っ
た
有
罪
判
決
は
、
罪

の
な
い
人
に
刑
を
科
す
と
同
時
に
、
別
に
い
る
真
犯
人
に
対
す
る

不
処
罰
も
招
く
か
ら
、
二
重
の
不
正
義
に
な
る
、
と
い
う
説
明
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
　
一
つ
の
真
理
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う

な
説
明
は
、
正
当
防
衛
の
よ
う
な
要
件
に
つ
い
て
、
被
告
人
に
立

証
責
任
を
負
わ
せ
な
い
説
明
と
し
て
は
、
当
て
は
ま
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
も
「
疑
わ
し
き
は
…
…
」
の
原
則
全
体
の
根

拠
と
し
て
は
、
不
十
分
で
す
。

　
そ
こ
で
、
罪
を
犯
し
て
い
な
い
者
を
有
罪
と
す
る
不
正
義
は
、

真
犯
人
を
無
罪
と
す
る
不
正
義
よ
り
、
は
る
か
に
大
き
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

説
明
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
問
題
の
本
質
を
衝
い
て
い
ま
す
。

「
一
〇
人
の
犯
人
を
逃
し
て
も
、
一
人
の
無
実
の
者
を
罰
し
て
は

い
け
な
い
」
と
い
う
、
イ
ギ
リ
ス
か
ら
来
た
格
言
も
、
同
じ
思
想

を
表
現
し
て
い
ま
す
。
た
だ
、
二
種
類
の
誤
り
か
ら
生
じ
る
そ
れ

ぞ
れ
の
不
正
義
の
大
小
関
係
を
、
右
の
よ
う
に
と
ら
え
る
理
由
が
、

実
質
的
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
す
。

　
罪
を
犯
し
て
い
な
い
人
を
処
罰
す
る
誤
り
は
、
そ
の
人
に
、
き

わ
め
て
深
刻
な
打
撃
を
与
え
ま
す
。
も
っ
と
も
極
端
な
場
合
は
、

無
実
の
罪
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
死
刑
判
決

が
執
行
さ
れ
な
く
て
も
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の
損
害
は
計
り
知
れ

な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
つ
の
実
例
を
挙
げ
れ
ば
、
財
田
川

（
さ
い
た
が
わ
）
事
件
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
事
件
で

は
、
一
九
五
〇
年
に
逮
捕
さ
れ
て
・
か
ら
、
死
刑
判
決
を
経
て
、
二

回
の
再
審
請
求
の
末
に
無
罪
と
な
る
ま
で
、
被
告
人
は
三
四
年
間
、

死
刑
に
お
び
え
な
が
ら
拘
置
所
で
暮
ら
し
ま
し
た
。
懲
役
刑
で
も
、

刑
務
所
に
入
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
ま
す
。
た
と

え
執
行
猶
予
の
判
決
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
者
と
い
う
名
が
、
そ
の

人
に
重
く
の
し
か
か
る
で
し
ょ
う
。
誤
っ
た
有
罪
判
決
は
、
被
告

人
と
さ
れ
た
人
の
人
生
を
台
無
し
に
す
る
ほ
ど
の
、
被
害
を
も
た

ら
し
ま
す
。

　
真
犯
人
を
無
罪
と
す
る
誤
り
も
、
害
を
も
た
ら
し
ま
す
。
し
か

し
、
そ
の
害
は
、
刑
法
が
正
し
く
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
、

抽
象
的
な
害
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
誰
か
特
定
の
人
が
、
権
利

を
侵
害
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
害
は
、
社
会
全
体
が

受
け
る
も
の
で
す
か
ら
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
に
と
っ
て
は
、
希

薄
な
損
害
で
す
。

　
真
犯
人
が
無
罪
と
な
づ
た
の
で
は
、
犯
罪
の
被
害
者
、
ま
た
は

被
害
者
の
遺
族
の
気
持
ち
が
満
た
さ
れ
な
い
と
い
う
面
は
、
あ
る
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で
し
上
う
。
し
か
し
、
犯
罪
の
被
害
者
な
ど
は
、
そ
の
判
決
の
た

め
に
、
新
た
な
損
害
や
権
利
侵
害
を
受
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
、
刑
法
の
主
な
目
的
は
、
刑
罰
に
よ
っ
て
犯
罪
を
防
止

す
る
こ
と
で
す
。
被
害
者
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
、
刑
法
適
用
の

主
要
な
目
的
か
ど
う
か
、
疑
間
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
誤
っ
た
有
罪
判
決
が
、
一
人
の
人
に
甚
大
な
被

害
を
集
中
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
誤
っ
た
無
罪
判
決
は
、
社
会
全

体
に
害
を
分
散
さ
せ
ま
す
。
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」

の
原
則
を
採
用
す
べ
き
、
い
ち
ぱ
ん
基
本
的
な
理
由
は
こ
こ
に
あ

る
と
、
私
は
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
原
則
は
、
誤
っ
た
裁
判

か
ら
生
じ
る
害
の
危
険
を
、
一
個
人
に
集
中
さ
せ
ず
、
社
会
全
体

に
薄
く
広
く
負
担
さ
せ
る
た
め
の
知
恵
で
す
。
危
険
の
分
散
と
い

う
そ
の
働
き
か
ら
見
る
と
、
「
疑
わ
し
き
は
…
…
」
の
原
則
は
、

保
険
の
し
く
み
と
よ
く
似
て
い
ま
す
。
保
険
も
、
多
く
の
人
々
が

費
用
を
分
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
に
と
っ
て
の
危
険
を
小

さ
く
す
る
も
の
で
す
か
ら
。

　
そ
う
考
え
る
と
、
民
事
裁
判
で
こ
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
い
理

由
も
わ
か
り
ま
す
。
民
事
裁
判
で
は
、
誤
う
て
原
告
を
勝
た
せ
る

判
決
も
、
誤
っ
て
被
告
を
勝
た
せ
る
判
決
も
、
大
ま
か
に
い
え
ぱ
、

そ
の
も
た
ら
す
害
の
性
質
と
程
度
に
お
い
て
は
同
じ
で
す
。
た
だ
、

ど
ち
ら
の
当
事
者
が
そ
の
損
を
被
る
か
の
違
い
に
止
ま
り
ま
す
。

貸
金
請
求
の
例
を
取
れ
ば
、
同
じ
額
の
お
金
を
ど
ち
ら
が
損
す
る

か
と
い
う
違
い
だ
け
で
す
。

　
そ
し
て
、
人
は
あ
る
時
に
は
、
債
権
者
と
な
り
、
あ
る
時
に
は

債
務
者
と
な
り
ま
す
。
同
じ
一
人
の
人
が
原
告
に
な
る
事
件
も
あ

れ
ば
、
被
告
に
な
る
事
件
も
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
立
証
責
任
の

分
担
も
、
お
．
互
い
様
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
、
民
事
裁
判
で
は
二
種
類
の
誤
っ
た
裁
判
か
ら
生

じ
る
害
が
、
基
本
的
に
は
同
等
一
同
性
質
で
あ
り
、
か
つ
当
事
者

の
立
場
に
互
換
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
立
証
責
任
を
両

当
事
者
に
分
配
す
る
こ
と
が
、
合
理
的
な
の
で
し
ょ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
民
事
裁
判
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
た

い
へ
ん
単
純
化
し
た
も
の
で
す
。
じ
っ
さ
い
は
、
取
れ
る
べ
き
お

金
が
取
れ
な
い
の
と
、
払
う
必
要
の
な
い
お
金
を
払
わ
せ
ら
れ
る

の
と
で
は
、
痛
手
の
意
味
は
違
う
で
し
ょ
う
。
民
事
紛
争
の
中
に

は
、
離
婚
の
よ
う
に
家
族
関
係
に
つ
い
て
の
争
い
も
あ
れ
ぱ
、
人

の
名
誉
感
情
に
関
わ
る
争
い
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
件
で

は
、
誤
っ
た
裁
判
の
害
を
経
済
的
な
損
得
で
計
る
こ
と
は
困
難
で

す
。
ま
た
、
金
融
機
関
と
ロ
ー
ン
を
借
り
た
人
、
大
企
業
と
そ
の

労
働
者
な
ど
の
間
で
の
紛
争
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
両
当
事
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者
が
立
場
を
入
れ
替
え
て
同
じ
よ
う
な
裁
判
に
関
わ
る
可
能
性
は
、

現
実
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
民
事
裁
判
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
情
ま
で
考
慮
に
入
れ

て
、
な
お
証
明
責
任
の
分
配
を
考
え
み
こ
と
も
可
能
で
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、
刑
事
裁
判
で
は
、
裁
判
の
二
つ
の
種
類
の
誤
り
か
ら

生
じ
る
害
の
性
質
の
違
い
が
、
あ
ま
り
に
も
は
っ
き
り
し
て
い
ま

す
。
し
か
も
、
私
人
訴
追
だ
け
に
徹
し
て
、
刑
法
を
被
害
者
の
た

め
の
法
と
考
え
る
の
で
な
い
限
り
、
当
事
者
の
立
場
の
互
換
性
は

あ
り
ま
せ
ん
。
訴
え
る
の
は
い
つ
も
、
検
察
官
に
よ
ウ
て
代
表
さ

れ
る
国
で
あ
り
、
訴
え
ら
れ
る
の
は
一
個
人
で
す
。
そ
の
た
め
、

民
事
裁
判
の
よ
う
な
証
明
責
任
の
分
配
は
、
合
理
性
を
持
ち
ま
せ

ん
。

六
　
終
わ
り
に

　
以
上
で
、
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
の
原
則
の
、
基

本
的
な
意
味
と
、
根
拠
を
説
明
し
ま
し
た
。

　
読
者
は
、
こ
こ
ま
で
で
、
も
う
疲
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と

こ
ろ
が
実
は
、
こ
こ
ま
で
の
説
明
は
、
こ
の
原
則
を
め
ぐ
る
議
論

の
入
り
口
で
し
か
な
い
の
で
す
。
こ
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
様
々

な
論
点
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
例
え
ぱ
、
次
の
よ
う
な
論
点
が
す
ぐ
に
考
え
つ
き
ま
す
。
①
こ

の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
事
実
の
範
囲
は
ど
こ
ま
で
か
、
②
適
用
さ

れ
る
手
続
段
階
は
、
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
、
③
証
拠
上
、
ど
の

程
度
の
確
か
ら
し
さ
が
あ
れ
ぱ
、
十
分
な
証
明
が
あ
っ
た
と
認
め

て
よ
い
か
（
証
明
度
の
問
題
）
、
④
こ
の
原
則
は
個
々
の
証
拠
の

評
価
に
適
用
さ
れ
る
の
か
、
有
罪
・
無
罪
の
結
論
に
だ
け
適
用
さ

れ
る
の
か
、
⑤
被
告
人
が
A
ま
た
は
B
の
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
は

確
か
だ
が
、
そ
の
ど
ち
ら
か
は
確
定
で
き
な
い
と
き
は
ど
う
解
決

す
る
か
（
い
わ
ゆ
る
択
一
認
定
の
問
題
）
、
⑥
例
外
的
に
、
被
告

人
に
証
明
の
負
損
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
、
許
さ
れ
る
か
、
⑦
も
し
、

被
告
人
に
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
そ
の

負
担
の
限
度
は
何
か
、
⑧
被
告
人
に
立
証
責
任
を
負
わ
せ
て
い
る

か
の
よ
う
な
現
行
法
の
条
文
（
例
え
ば
。
刑
法
二
〇
七
条
、
二
三

〇
条
の
二
、
公
害
罪
法
五
条
な
ど
）
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
⑨

こ
の
原
則
は
、
刑
法
の
解
釈
と
い
う
法
律
問
題
に
も
適
用
さ
れ
る

か
、
な
ど
で
す
。

　
法
律
学
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
原
則
や
「
主
義
」
が
登
場
し
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
原
則
や
主
義
の
中
心
部
分
は
明
瞭
で
す
。
し
か
し
、

周
辺
に
行
く
ほ
ど
、
暖
昧
な
部
分
が
出
て
き
ま
す
。
主
義
や
原
則

に
つ
い
て
の
難
し
い
（
そ
し
て
お
も
し
ろ
い
）
問
題
は
、
そ
の
中
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心
部
分
よ
り
も
、
例
外
や
限
界
と
い
っ
た
、
周
辺
部
分
に
あ
り
ま

す
。
こ
の
よ
う
な
周
辺
部
分
を
探
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
義
や
原

則
の
本
当
の
意
味
が
、
解
明
さ
れ
ま
す
。
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人

の
利
益
に
」
の
原
則
に
つ
い
て
も
同
じ
で
す
。

　
し
か
し
、
右
に
挙
げ
た
問
題
点
を
こ
こ
で
詳
し
く
説
明
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
③
の
、
証
明
度
の
点
に
つ
い
て
、
検
察

官
が
立
証
責
任
を
果
た
し
た
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
「
合
理

的
疑
い
を
超
え
る
証
明
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
け
を
述

べ
て
お
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
被
告
人
を
有
罪
と
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
「
合
理
的
疑
い
」
が
残
る
限
り
は
、
無
罪
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
こ
れ
は
、
非
常
に
高
度
の
証
明
度
が
要
求
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
前
に
見
た
、
誤
っ

た
有
罪
判
決
の
結
果
を
考
え
れ
ば
、
理
解
で
き
る
で
し
ょ
う
。

　
　
＊
「
合
理
的
疑
い
」
と
は
何
か
と
い
う
疑
問
が
、
す
ぐ
に
浮
か
ぷ
で

　
し
上
う
。
そ
の
意
味
は
、
い
ろ
い
ろ
に
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
ず
れ

　
に
せ
よ
、
こ
れ
は
こ
れ
ま
で
人
間
が
考
え
出
し
た
、
有
罪
判
決
の
た
め

　
に
必
要
な
証
明
度
の
表
現
と
し
て
、
も
っ
と
も
優
れ
た
も
の
の
よ
う
で

　
す
。
法
律
学
で
は
、
こ
の
よ
う
に
論
理
的
に
は
意
味
が
明
確
で
は
な
け

　
れ
ど
も
、
実
用
的
な
基
準
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
公
式
が
た
く
さ
ん
あ

　
り
ま
す
。
こ
れ
も
、
法
律
学
の
議
論
が
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の

　
現
れ
で
す
。

　
さ
て
、
は
じ
め
て
ス
キ
ー
を
履
い
て
、
ゲ
レ
ン
デ
に
出
た
感
想

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
た
い
て
い
の
ス
キ
ー
初
心
者
の
よ
う
に
、

転
ん
で
し
ま
う
た
方
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
初
め
は
そ
れ
で

け
っ
こ
う
で
す
。
そ
の
中
で
何
人
か
が
、
法
律
学
も
お
も
し
ろ
い

か
も
し
れ
な
い
と
、
感
じ
て
下
さ
れ
ぱ
十
分
で
す
。
そ
う
感
じ
ら

れ
な
か
っ
た
方
も
、
学
習
を
続
け
て
い
け
ば
、
き
っ
と
お
も
し
ろ

く
な
る
は
ず
で
す
。

　
皆
さ
ん
と
教
室
で
お
会
い
す
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

（
1
）
　
村
井
敏
邦
『
刑
事
訴
訟
法
』
三
〇
〇
頁
（
一
九
九
六
年
）
。

（
2
）
　
田
宮
裕
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
モ
デ
ル
論
」
『
刑
事
法
学
の
現

　
代
的
状
況
－
内
藤
謙
先
生
古
稀
祝
賀
』
三
六
八
頁
（
一
九
九
四
年
）

　
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
弾
劾
主
義
（
本
文
に
い
う
当
事
者
主
義
と

　
ほ
ぽ
同
じ
考
え
方
）
と
は
、
「
被
告
人
の
無
罪
の
推
定
と
黙
秘
権
」

　
の
総
和
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
、
指
摘
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、

　
ア
メ
リ
カ
法
学
に
お
け
る
無
罪
推
定
の
意
味
に
つ
い
て
、
示
唆
的
で

　
す
。

（
3
）
　
刑
事
司
法
の
分
野
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
日
本
法
の
独
自
牲

　
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
の
日
本
的
特
色

　
ー
い
わ
ゆ
る
モ
デ
ル
論
と
も
関
連
し
て
－
」
法
曹
時
報
四
六
巻
七
号

　
二
西
九
頁
（
一
九
九
六
年
）
が
あ
り
ま
す
。

（
4
）
　
小
野
清
一
郎
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
』
に
、
「
疑
は
し
き
は
被
告
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人
の
利
益
に
従
ふ
」
の
語
が
見
え
ま
す
。
た
だ
し
、
私
が
確
か
め
た

　
の
は
、
一
九
二
八
年
刊
の
合
本
版
（
二
七
二
頁
）
で
す
か
ら
、
も
し

　
・
か
し
た
ら
改
版
の
際
に
書
き
加
え
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
5
）
霊
3
『
＝
o
壷
君
o
互
U
一
〇
要
蔓
一
〇
＝
…
o
q
ω
o
q
鶉
o
巨
o
す
ざ

　
忌
ω
o
；
ま
竃
旨
窃
《
ぎ
旨
σ
一
〇
　
肩
o
『
8
》
（
ε
3
）
ω
」
－
①
－

（
6
）
　
昔
の
刑
事
裁
判
に
は
、
嫌
疑
刑
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
れ
は
、
疑
わ
し
い
の
だ
け
れ
ど
犯
人
で
あ
る
と
断
定
で
き
な
い
者

　
に
対
し
て
、
軽
い
刑
を
科
す
と
い
う
便
法
で
し
た
。
ま
た
、
仮
放
免

　
と
い
う
制
度
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
と
り
あ
え
ず
裁
判
か
ら
解

放
す
る
け
れ
ど
も
、
後
で
新
し
い
有
罪
の
証
拠
が
出
て
き
た
ら
ま
た

　
裁
判
を
続
け
る
と
い
う
や
り
方
で
す
。
こ
れ
ら
は
し
か
し
、
い
ず
れ

　
も
現
在
で
は
不
合
理
な
制
度
と
し
て
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
回
な
ぜ
、

　
こ
の
よ
う
な
制
度
が
い
け
な
い
の
か
、
自
分
で
考
え
て
み
て
下
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
の
民
事
裁
判
で
も
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
嫌
疑
刑
と
似

　
た
よ
う
な
解
決
が
採
ら
れ
る
例
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
も
、
ご
く
限
ら

　
れ
て
い
ま
す
。

（
7
）
　
萩
原
金
美
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
明
責
任
」
神
奈
川
法
学
二

　
八
巻
二
⊥
二
号
一
三
三
頁
（
一
九
九
三
年
）
参
照
。

（
8
）
　
刑
事
裁
判
で
は
、
罪
を
疑
わ
れ
て
い
る
人
が
原
告
と
な
っ
て
無

　
罪
確
認
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て

　
い
ま
す
。
そ
の
麗
由
は
、
少
し
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
自
分

　
で
考
え
て
み
て
下
さ
い
。

（
9
）
　
民
事
裁
判
で
の
証
明
責
任
の
分
配
論
に
関
心
の
あ
る
方
に
は
、

松
本
博
之
「
証
明
責
任
の
分
配
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
民
事
訴
訟
法
の

　
争
点
〔
新
版
〕
二
五
〇
頁
（
一
九
八
八
年
）
が
、
手
が
か
り
に
な
る

　
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
学
部
の
新
入
生
に
は
、
た
い
へ
ん
難
解
で
あ

　
る
こ
と
を
覚
悟
し
て
下
さ
い
。

（
1
0
）
例
え
ぱ
、
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
新
版
〕
』
三
〇
一
頁
（
一

　
九
九
六
年
）
。

（
1
1
）
　
条
約
が
、
そ
の
ま
ま
国
内
法
と
。
し
て
の
効
力
を
持
つ
こ
と
に
、

　
疑
問
を
持
つ
読
者
も
い
る
で
し
上
う
。
実
は
、
ど
ん
な
条
約
の
ど
ん

　
な
条
項
が
、
国
内
の
裁
判
所
を
直
接
に
拘
束
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

議
論
が
あ
り
ま
す
。
国
際
法
学
者
は
、
こ
れ
を
条
約
の
自
動
執
行
性

　
の
問
題
と
呼
び
ま
す
。
読
者
は
、
憲
法
や
国
際
法
の
講
義
の
中
で
、

　
こ
れ
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
「
疑
わ
し
き
は
・
・
…
・
」

　
の
意
味
で
の
無
罪
推
定
の
条
項
が
、
自
動
執
行
性
を
持
つ
こ
と
は
、

　
お
そ
ら
く
多
く
の
法
律
家
が
認
め
る
は
ず
で
す
。

（
1
2
）
井
戸
田
侃
「
無
罪
推
定
の
法
理
－
刑
事
訴
訟
の
現
実
と
課
題

1
」
『
近
代
刑
事
法
の
理
念
と
現
実
－
柏
木
千
秋
先
生
喜
寿
記
念

　
論
文
集
』
三
二
九
　
　
三
三
〇
頁
（
一
九
九
三
年
）
。
た
だ
し
、
そ

　
こ
で
は
、
直
接
に
は
無
罪
推
定
の
原
則
に
つ
い
て
述
ぺ
ら
れ
て
い
ま

　
す
。

（
1
3
）
　
鴨
良
弼
『
刑
事
訴
訟
の
基
本
理
念
』
一
一
九
頁
（
一
九
八
五

年
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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