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こ
こ
数
年
、
犯
罪
件
数
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
私
達
一
般
市
民
に
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
非
常
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
日
本
の

｢

安
全
神
話｣
が
崩
壊
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
だ
れ
も
が
認
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う

(

１)

。
事
実
、
警
察
の
検
挙
率
は
、
こ

こ
一
、
二
年
最
低
を
記
録
し
て
い
る
(

２)
。
そ
の
一
方
で
、
犯
罪
件
数
が
増
加
し
、
こ
の
犯
罪
に
よ
っ
て
、
被
害
に
遭
っ
た
被
害
者
も
増
加
し

て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
犯
罪
被
害
者
は
、
今
日
、
私
達
が
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
る
と
き
も
、
様
々
な
問
題
と
戦
っ
て
い
る
こ
と
を
私
達
は
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

｢｢

私
た
ち
犯
罪
被
害
者
は
、
一
生
立
ち
上
が
れ
な
い
ほ
ど
の
痛
手
を
受
け
な
が
ら
、
偏
見
と
好
奇
の
目
に
さ
ら
さ
れ
、
ど
こ
か
ら
援

助
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
、
精
神
的
、
経
済
的
に
苦
し
み
つ
づ
け
て
き
ま
し
た
。
国
や
社
会
が
、
犯
罪
を
加
害
者
に
対
す
る
刑
罰
の
対
象

と
し
て
の
み
と
ら
え
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
や
被
害
の
回
復
に
何
の
考
慮
も
払
わ
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。｣

(｢

犯
罪
被
害
者
の
会｣

設
立

の
呼
び
か
け
よ
り

(

３))｣

と
い
う
よ
う
に
、
確
か
に
、
犯
罪
被
害
者
を
放
置
し
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

戦
後
、
新
し
く
日
本
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
、
昭
和
二
四
年
に
は
刑
事
訴
訟
法
も
改
め
ら
れ
た
。
戦
前
の
い
ま
い
ま
し
い
記
憶
を
一
掃
す

―�―



る
か
の
よ
う
に
、
国
家
の
不
当
な
行
為
か
ら
刑
事
被
告
人
の
権
利
を
弁
護
し
、
擁
護
し
、
確
立
し
て
き
た
こ
と
は
、
確
か
に
大
き
な
成
果

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
犯
罪
被
害
者
の
こ
と
は
、
す
っ
か
り
と
ど
こ
か
へ
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
犯
罪
被
害
者
は
社
会
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
と
暮
ら
す
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
、
犯
罪
被
害
者
は
声
を
あ
げ
て
、

訴
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
思
い
出
し
た
く
も
な
い
犯
罪
の
状
況
を
話
す
人
は
そ
う
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う

い
う
こ
と
を
話
し
て
も
、
世
間
か
ら
、
好
奇
の
目
で
見
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
、
犯
罪
被
害
者
の
家
族
は
大
切
な
人
を

失
い
、
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
し
、
も
し
仮
に
、
一
家
の
大
黒
柱
を
失
っ
た
な
ら
ば
、
経
済
的
な
損
失
だ
っ

て
計
り
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。
命
は
別
状
な
く
て
も
、
一
生
癒
す
こ
と
の
出
来
な
い
衝
撃

(

肉
体
的
な
傷
や
精
神
的
な
傷)

と
日
々
戦
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
状
態
で
、
声
を
あ
げ
て
訴
え
る
人
は
そ
う
は
い
な
い
。

よ
う
や
く
近
年
、
犯
罪
被
害
に
あ
っ
た
人
た
ち
が
、
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
現
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
日
、
そ
の
訴
え
に
よ
う
や
く
私
た
ち
も
気
づ
き
、
マ
ス
コ
ミ
も
報
道
し
、
市
民
団
体
な
ど
も
活
動
を
し
、
以
前
か
ら
活
動

を
し
て
い
る
警
察
当
局
で
も
さ
ら
に
独
自
の
研
究
を
し
、
政
府
も
独
自
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
る

(

４)

よ
う
に
な
っ
て
、
対
策
を
講
じ

は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

今
ま
で
刑
事
訴
訟
で
は
、
常
に
国
家
対
刑
事
被
告
人
と
い
う
図
式
で
見
ら
れ
て
き
た
。
犯
罪
被
害
者
は
、
忘
れ
ら
れ
た
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
被
害
者
は
い
つ
も
地
獄
の
よ
う
な
苦
し
み
の
中
で
、
や
っ
と
の
思
い
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
、
国
家
対
刑
事
被
告
人
、
こ
の
図
式
の
外
に
お
か
れ
て
い
る
犯
罪
被
害
者
の
権
利
等
に
つ
い
て
の
若
干
の
考
察

を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
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一

犯
罪
被
害
者
と
刑
事
司
法

今
日
ま
で
刑
事
司
法
に
お
い
て
は
、
犯
罪
関
係
ま
た
は
加
害
者

(

犯
罪
者)

の
関
係
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
刑
罰
の
目
的
に
つ
い
て
展
開
が
な
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
。

こ
れ
ま
で
の
展
開
で
は
、
刑
罰
の
目
的
と
い
う
の
は
、
犯
罪
で
あ
る
と
か
ま
た
は
そ
の
加
害
者
を
中
心
と
し
て
と
ら
え
、
特
別
予
防
だ

と
か
一
般
予
防
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
議
論
し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
に
言
え
る
こ
と
は
、
実
際
に
犯
罪
を
犯
し
た
加
害
者
を
前
に

し
て
、
ど
う
す
る
こ
う
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
か
ら
将
来
に
起
こ
る
可
能
性
の
あ
る
犯
罪
や

そ
の
加
害
者
を
問
題
と
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る

(

５)

。

も
う
一
つ
付
け
加
え
る
な
ら
、
刑
法
の
な
か
に
、
犯
罪
被
害
者
は
取
り
込
ま
れ
て
は
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
加
害
者
に
刑
罰
を
科
す
る

こ
と
は
出
来
る
が
、
犯
罪
被
害
者
の
回
復
は
不
可
能
で
あ
る

(

６)

。
具
体
的
に
は
、
殺
人
者
に
懲
役
刑
な
ど
を
科
し
て
も
、
犯
罪
被
害
者
は
復

活

(

生
き
返
る)

す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
加
害
者
に
対
し
て
、
犯
罪
被
害
者

(

被
害
者
の
遺
族)

は
民
事
手
続
き
を
行
う
し
か
な
い
。
簡
潔
に
言
う
な
ら
ば
、
損
害
賠
償
請
求
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
回
復
を
行

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
刑
法
の
問
題
で
は
な
く
民
法
の
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
刑
法
に
お
い
て
あ
る
い
は
刑
罰
に
お
い
て
、
犯
罪
被
害
者
の
地
位
は
極
め
て
低
い
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
犯
罪
被
害

者
に
は
、
告
訴
権
者
と
証
人
と
し
て
の
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
、
こ
の
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
の
問
題
が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
我
が
国
で
は
、
一
九
七
四
年

(

昭
和
四
九

年)

の

｢

三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
事
件｣

を
契
機
と
し
て
、
一
九
八
〇
年

(
昭
和
五
五
年)

に

｢

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法｣

が
制
定

さ
れ
た

(

７)

。
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そ
の
後
、
世
間
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
少
年
犯
罪
、
性
犯
罪
等
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
地
位
や
、
オ
ウ
ム
の

｢

地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件｣

等
の
無
差
別
殺
人
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
た
被
害
者
の
地
位
が
注
目
さ
れ
て
き
て
、
犯
罪
被
害
者
を
保
護
あ
る
い
は
擁
護
す
る
動
き
が
、
徐
々

に
で
あ
る
が
確
実
に
始
ま
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
前
述
の

｢

犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法｣

も
昨
年
、
二
〇
〇
一
年

(

平
成
一
三
年)

七
月
一
日
に
改
正
さ
れ
、
支
給
額
も
以
前
よ
り
は
大
幅
に
引
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
制
度
の
面
に
お
い
て
も
、
二
〇
〇
〇
年

(

平
成
一
二
年)
五
月
に
は
、｢

犯
罪
被
害
者
の
保
護
を
図
る
た
め
の
刑
事
手
続
に
付
随
す
る
措
置
に
関
す
る
法
律｣

も
制
定
さ
れ
た
。
残

念
な
が
ら
、
ま
だ
、
こ
の
法
律
は
広
く
国
民
の
中
に
は
浸
透
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

(

８)

。
し
か
し
な
が
ら
、
現
行
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
被

害
者
が
参
加
で
き
る
場
面
は
、
極
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
、
少
し
ば
か
り
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
行

刑
事
訴
訟
で
は
、
犯
罪
被
害
者
が
手
続
き
に
参
加
で
き
る
の
は
、
告
訴
権
者
と
し
て
告
訴
で
き
る(

刑
事
訴
訟
法
二
三
〇
条
〜
二
三
三
条)

、

検
察
官
の
不
起
訴
処
分
に
不
服
が
あ
る
と
き
に
検
察
審
査
会
へ
の
申
し
立
て
が
で
き

(

検
審
三
〇
条)

、
一
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
付
審

判
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

(

刑
事
訴
訟
法
二
六
二
条
以
下)

こ
と
、
ま
た
公
判
に
お
い
て
は
証
人
と
し
て
証
言
を
す
る
こ
と
な
ど
僅

か
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
の
法
制
度
に
よ
り
、
犯
罪
被
害
者
が
裁
判
で
意
見
陳
述
を
す
る
こ
と
が
で
き
、
少
し
の
改
正
で
あ
る
が
、

裁
判
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
を
取
り
巻
く
環
境
は
よ
う
や
く
変
化
を
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
変
化
は
、
例
え
ば
単
に
刑
罰
を
強
化

す
れ
ば
よ
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
近
代
的
な
法
、
法
原
則
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
重
大
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
る
。

小
手
先
だ
け
の
改
革
あ
る
い
は
単
純
な
対
策
だ
け
で
、
犯
罪
被
害
者
の
問
題
が
終
わ
ら
な
い
よ
う
に
、
そ
し
て
ま
た
、
一
種
の
流
れ
の

よ
う
に
世
論
の
一
時
的
な
声
だ
け
で
考
え
る
の
で
は
な
い
く
、
根
本
か
ら
こ
の
問
題
を
議
論
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
次
に
、｢

犯
罪
被
害
者
の
人
権｣

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
幾
つ
か
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

―�―



二

｢

犯
罪
被
害
者
の
人
権｣

の
位
置
づ
け

前
述
の
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
は
犯
罪
に
よ
っ
て
様
々
な
被
害
を
被
っ
て
い
る
。
犯
罪
の
程
度
に
よ
り
そ
れ
は
、
ま
ち
ま
ち
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
を
一
言
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

犯
罪
被
害
者
が
被
る
被
害
は
、
身
体
へ
の
被
害
や
自
己
の
財
産
へ
の
侵
害
、
あ
る
い
は
い
ろ
い
ろ
な
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
私
的

な
生
活
空
間

(

プ
ラ
イ
バ
シ
ー)

な
ど
へ
の
侵
害
も
あ
る
。
そ
し
て
精
神
的
な
打
撃
を
強
く
受
け
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

犯
罪
行
為
か
ら
受
け
る
被
害
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
、
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
被
害
も
加
わ
る
。｢

そ
の
通
夜
の
晩
、
庭
の
向
こ
う
か
ら
櫓
を
組
ん
だ
報
道
陣
が
一
面
に
カ
メ

ラ
の
放
列
を
敷
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
雨
戸
を
締
め
切
っ
た
ま
ま
、
通
夜
は
行
わ
れ
た
。
弔
問
客
に
は
ひ
と
り
ひ
と
り
勝
手
口
か
ら
出
入

り
し
て
い
た
だ
く
し
か
な
か
っ
た

(

９)

。｣
と
い
う
よ
う
に
、
物
凄
い
勢
い
で
報
道
陣
が
つ
め
か
け
る
。
テ
レ
ビ
な
ど
み
て
い
る
と
霊
柩
車
が

前
に
進
め
な
い
。
眩
し
く
て
目
が
開
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
激
し
い
フ
ラ
ッ
シ
ュ
の
な
か
で
、
何
か
言
え
と
言
っ
て
も
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
近
所
や
職
場
で
面
白
お
か
し
く
噂
ば
な
し
に
な
り
広
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
警
察
や
検
察
に
お
け
る
犯
罪
被
害
者
に
対
し
て
の
事
情
聴
取
や
、
ま
た
、
裁
判
の
な
か
で
思
い
出
し
た
く
も
な
い
記
憶
を
掘

り
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
府
の
実
施
し
た
世
論
調
査
で
も
、
こ
こ
の
あ
た
り
を
、
つ
ま
り
、
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
マ
ス
コ
ミ
か

ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
捜
査
や
裁
判
段
階
で
の
犯
罪
被
害
者
に
対
す
る
配
慮
に
半
数
以
上
の
人
が
改
善
を
望
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

て
い
る

(

�)

。

こ
う
し
た
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
犯
罪
被
害
者
に
つ
い
て
真
剣
な
議
論
が
あ
ま
り
な
か
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
犯
罪

被
害
者
は
、
身
体
へ
の
攻
撃
に
よ
り
、
体
を
不
自
由
に
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
職
場
に
復
帰
で
き
な
い
状
態
に
な
り
、
経
済
活
動
す
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ら
で
き
ず
に
、
つ
ま
り
、
働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
経
済
状
態
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
人
だ
っ
て
た
く
さ
ん
い
る
。
ま
た
、
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
が
完
全
に
侵
害
さ
れ
、
精
神
的
苦
痛
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
人
間
の
尊
厳
を
も
踏
み
に
じ
ら
れ
た
者
だ
っ
て
少
な
く
な
い
。
そ

れ
で
い
て
、
時
間
は
過
ぎ
れ
ば
、
事
件
の
こ
と
な
ど
社
会
や
国
民
の
関
心
か
ら
は
、
い
つ
し
か
忘
れ
去
ら
れ
、
犯
罪
被
害
者
の
こ
と
な
ど
、

大
昔
の
物
語
ぐ
ら
い
に
し
か
語
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
犯
罪
被
害
者
は
捜
査
や
刑
事
手
続
や
公
判
手
続

で
は
関
係
者
か
ら
外
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
憲
法
学
の
分
野
か
ら
も
人
権
論
と
し
て
検
討
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

(

１)
｢

犯
罪
被
害
者
の
人
権｣

と
は

犯
罪
被
害
者
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
、
す
な
わ
ち
、
そ
の
人
権
の
侵
害
状
況
は
、
と
て
も
広
範
囲
に
お
よ
び
な
お
か
つ
複
雑
で
あ
る
。

前
述
の
犯
罪
被
害
者
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
身
体
的
へ
の
侵
害
、
財
産
権
へ
の
侵
害
、
人
格
権
へ
の
侵
害
を
被
っ

て
い
る
。
そ
し
て
捜
査
に
お
い
て
は
、
思
い
出
し
た
く
も
な
い
事
件
を
こ
と
こ
ま
か
く
思
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、

裁
判
の
過
程
で
は
、
検
察
官
対
被
告
人
と
い
う
構
図
の
な
か
で
、
犯
罪
被
害
者
は
関
係
者
で
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
外
に
お
い

や
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
事
件
の
真
相
の
だ
い
た
い
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
も
、
は
っ
き
り
と
確
信
部
分
が
理
解
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
態
を

｢

目
隠
し
を
し
て
サ
ス
ペ
ン
ス
劇
場
を
見
て
い
る
の
と
同
じ

(

�)｣

と
表
現
す
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
犯
罪
被
害
者
を
救
う
た
め
に
も
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
罪
被
害
者
は
、
そ
の
権
利
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
に
は
、
こ
れ
か
ら
以

下
は
、
筆
者
の
思
い
つ
く
と
こ
ろ
を
書
く
が
、
被
害
を
回
復
す
る
こ
と
を
求
め
る
権
利
で
あ
る
。
こ
の
中
に
は
、
身
体
、
精
神
的
な
治
療

を
受
け
る
権
利
が
含
ま
れ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
問
題
点
で
も
あ
る
犯
罪
被
害
者
が
刑
事
手
続
き
に
関
係
す
る
権
利
も
あ
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る
と
考
え
る
。
そ
れ
と
関
係
し
て
、
犯
罪
被
害
者
が
事
件
の
捜
査
状
況
な
ど
を
知
る

｢

知
る
権
利｣

も
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
み
て

み
る
と
、
犯
罪
被
害
者
の
権
利
を
保
障
す
る
内
容
も
多
様
で
あ
る
。
ま
た
例
え
ば
、
マ
ス
コ
ミ
や
社
会
か
ら
の
私
的
な
生
活
空
間
や
人
格

権
へ
の
侵
害
の
排
除
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
な
権
利
を
保
障
す
る
に
は
、
国
や
地
方
自
治
体
が
、
法
制
度
や
財
政
面
で
も
何
ら
か
の
対
策
を
練
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は

述
べ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

(

２)
｢

犯
罪
被
害
者｣

の
人
権
保
障
に
つ
い
て

犯
罪
被
害
者
の
人
権
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
き
、
一
つ
の
特
長
が
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
れ
は
実
社
会
で
現
実
に
生
活
し
て
い
た

人
が
、
あ
る
日
突
然
起
き
た
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
前
述
の
よ
う
に
様
々
な
人
権
の
侵
害
行
為
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

り
、
し
か
も
、
そ
の
問
題
は
、
複
雑
で
閉
塞
状
態
に
犯
罪
被
害
者
を
押
し
込
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
、
打
破
し
て
や

る
こ
と
で
、
一
般
社
会
の
人
と
等
し
く
も
し
く
は
ほ
ぼ
同
等
に
生
活
で
き
る
よ
う
に
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
犯
罪
被
害

者
の
人
権
と
は
例
え
ば
、
公
権
力
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
人
権

(

思
想
、
良
心
の
自
由
な
ど)

が
侵
害
さ
れ
た
場
合
と

は
違
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
今
日
、
全
く
新
し
く
現
れ
た
問
題
で
は
な
い
。
日
本
国
憲
法
二
五
条
は
、
生
存
権
を
定
め
て

い
る
。
こ
れ
は
、
社
会
権
の
一
つ
で
あ
る
が
、
社
会
的
、
経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
人
を
救
済
し
、
保
護
し
、
実
質
的
に
平
等
を
実
現
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
五
条
は
、
社
会
的
に
経
済
的
に
苦
し
む
者
を

｢

健
康
で
文
化
的
な
最
低

限
度
の
生
活
を
営
む
こ
と｣

を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。

そ
の
他
の
社
会
権
で
は
、
憲
法
二
八
条
の
労
働
基
本
権
の
保
障
で
あ
る
。
資
本
主
義
に
発
達
に
伴
い
、
労
働
者
は
劣
悪
な
環
境
で
の
労
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働
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
歴
史
を
も
ち
、
今
現
在
で
も
そ
う
い
う
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
そ
こ
で
、
労
働
者
が
人
間
に
値
す
る
生
活
を
実

現
す
る
た
め
に
、
労
働
者
を
保
護
し
、
労
働
運
動
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
基
本
権
は
勤
労
者
の
権
利
を
保
障
す
る
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
に
対
し
て
労
働
者
の
保
障
を
す
る
よ
う
に
要
求
し
、
国
は
そ
れ
を
実
施
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、

自
由
権
と
し
て
、
そ
れ
を
制
限
す
る
よ
う
な
法
律
を
ま
た
国
家
行
為
を
国
に
対
し
て
禁
止
す
る
よ
う
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、

使
用
者
は
労
働
者
に
対
し
て
、
労
働
者
が
労
働
基
本
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
基
本
権
の
保
障
は
、
私
人
間
の
関
係
に
も
直
接
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

ま
た
日
本
国
憲
法
の
な
か
に
あ
る
教
育
を
受
け
る
権
利

(

二
六
条)

の
保
障
も
社
会
権
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

教
育
を
受
け
る
権
利
は
、
そ
の
性
質
上
、
子
供
に
対
し
て
保
障
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
権
利
の
内
容
は
、
子
供
の
学
習

権
を
保
障
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る

(
�)

。

ま
た
、
日
本
国
憲
法
の
な
か
で
、
限
定
さ
れ
た
人
物
の
権
利
を
も
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、
捜
査
の
過
程
に
お
け

る
被
疑
者
の
権
利
と
し
て
、
不
法
な
逮
捕
、
拘
留
、
拘
禁
か
ら
の
自
由
と
住
居
の
不
可
侵
を
明
示
し
て
い
る

(

�)

。
三
三
条
で
は
、
犯
罪
に
よ

る
逮
捕
に
は
裁
判
官
の
発
す
る
令
状
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
恣
意
的
な
人
身
の
自
由
の
侵
害
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
。
三
四
条
で
は
、

拘
禁
の
場
合
は
、
公
開
法
廷
で
そ
の
理
由
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
、
示
す
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
り
、
不
当
な
拘
禁
の
防

止
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
三
五
条
に
お
い
て
は
、｢
住
居
、
書
類
及
び
所
持
品｣

に
つ
い
て
恣
意
的
な

｢

捜
査
、
捜
索
及
び
押

収｣

を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
刑
罰
で
は
人
の
自
由
に
重
大
な
制
限
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
内
容
は
も
と
よ
り
科
刑
の
手
続
き
は
慎
重
で
公
正

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
日
本
国
憲
法
は
三
七
条
で
被
告
人
は
権
利
と
し
て
、｢

公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
の
裁
判
を
受

け
る
権
利｣

(

同
条
一
項)

を
有
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の

｢

公
平
な
裁
判｣
と
は

｢

構
成
そ
の
他
に
お
い
て
偏
見
の
惧
な
き
裁
判
所｣
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を
意
味
す
る
。
ま
た
、｢

迅
速
な
裁
判｣

が
保
障
さ
れ
る
理
由
は
、
不
当
に
遅
れ
た
裁
判
は

｢

裁
判
の
拒
否｣

に
等
し
い
と
考
え
る
か
ら

だ
。
そ
し
て
、｢

公
開
裁
判｣

と
は
、
そ
の
対
審
お
よ
び
判
決
が
公
開
の
法
廷
で
行
わ
れ
る
裁
判
を
意
味
す
る

(

�)

。
ま
た
、
同
条
二
項
に
お

い
て
は
、｢

証
人
審
問
権｣

、
つ
ま
り
被
告
人
に
審
問
の
機
会
が
十
分
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
証
人
の
証
言
は
証
拠
能
力
と
し
て
は
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
直
接
審
理
の
原
則
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
同
項
の
後
段
部
分
で
は

｢

証
人
喚
問
権｣

を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ

る(

�)

。
さ
ら
に
、
同
条
三
項
に
お
い
て
は

｢

弁
護
依
頼
権｣

も
保
障
し
て
い
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
で
は

｢

あ
る
特
別
な
状
況
に
あ
る
人

(

�)｣

の
人
権
を
認
め
て
い
る
条
文
も
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
日
本
国
憲
法
で
も
う
既
に
認
め
ら
れ
て
い
る
特
別
な
状
況
に
あ
る
人
の
よ
う
に
犯
罪
被
害
者
に
も
何
ら
か
の
人
権

の
侵
害
が
認
め
ら
れ
て
、
特
別
に
人
権
論
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
考
察
す
る
。

日
本
国
憲
法
で
人
権
の
観
念
は
、
一
一
条
で
最
も
よ
く
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。
人
権
は
、
憲
法
や
天
皇
か
ら
恩
恵
と
し
て
与
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
、
人
間
で
あ
る
こ
と
よ
り
当
然
と
し
て
有
す
る
権
利
で
あ
る
こ
と
は
承
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
人
権
を
、｢

現

在
及
び
将
来
の
国
民
に
与
へ
ら
れ
る｣

も
の
と
規
定
す
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。｢

与
へ
ら
れ
る｣

と
は
、
天
、
造
物
主

(

神)

、
自
然
界
か
ら
信
託
な
い
し
付
与
さ
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
す
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。

ま
た
人
権
の
不
可
侵
性
も
ま
た
、
一
一
条
、
九
七
条
に
お
い
て

｢

侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
権
利｣

と
い
う
文
言
に
示
さ
れ
て
い

る
。
人
権
が
不
可
侵
で
あ
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
人
権
と
は
、
公
権
力
か
ら
侵
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
権
が
公

権
力
に
対
す
る
も
の
と
さ
れ
て
き
た
背
景
は
、
①
歴
史
的
に
は
、
人
間
の
権
利
、
自
由
は
国
家
か
ら
最
も
多
く
侵
害
さ
れ
て
き
た
、
②
一

九
世
紀
の
自
由
主
義
の
下
、
国
家
の
任
務
と
は
最
小
限
の
秩
序
維
持
に
限
定
す
る
思
想
が
有
力
と
な
り

｢

国
家
か
ら
の
自
由｣

が
特
に
重

視
さ
れ
て
き
た
、
③
経
済
社
会
の
自
律
性
を
尊
重
す
る
自
由
主
義
経
済
思
想
が
普
及
し
た
こ
と
、
④
自
然
権
の
観
念
を
排
除
し
、
法
及
び

権
利
は
権
利
主
体
で
あ
る
国
家
が
生
産
す
る
も
の
、
国
家
が
国
民
に
与
え
る
も
の
と
考
え
た
法
実
証
主
義
の
憲
法
論
お
よ
び
そ
れ
と
結
び

―��―



合
っ
て
説
か
れ
た
国
家
法
人
説
が
支
配
的
な
学
説
と
な
っ
た
な
ど
の
事
情
に
よ
る
の
で
あ
る

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
人
権
と
は
、
人
間
が
社
会
を
構
成
す
る
自
律
的
な
個
人
と
し
て
自
由
と
生
存
を
確
保
し
、
そ
の
尊
厳
性
を

維
持
す
る
た
め
、
そ
れ
に
必
要
な
一
定
の
権
利
が
当
然
に
人
間
に
固
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
認
め
、
そ
の
よ
う
な
憲
法

以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
る
権
利
を
憲
法
が
実
定
的
な
法
的
権
利
と
し
て
確
認
し
た

(

�)

も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
た
が
っ
て
、
人
権
と
は
、
人
種
、
性
、
身
分
な
ど
の
区
別
に
関
係
な
く
、
人
間
で
あ
る
以
上
当
然
に
享
有
で
き
る
普
遍
的
な
権
利
で

あ
る
。
一
般
国
民
に
当
然
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
国
民
で
は
な
い
、
外
国
人
、
法
人
も
判
例
な
ど
が
示
す
よ
う
に

こ
こ
に
含
ま
れ
る
。

し
か
し
、
人
間
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
享
有
で
き
る
普
遍
的
な
権
利
が
制
限
さ
れ
て
い
る
特
別
な
場
合
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、

特
別
な
状
態
に
あ
る
人
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
障
害
者
で
あ
る
。
障
害
者
は
障
害
が
あ
る
が
故
に
、
社
会
的
な
差
別
を
受
け
、
あ
る
い

は
不
利
な
条
件
を
た
く
さ
ん
有
し
、
特
別
不
利
益
を
被
る
状
態
に
あ
る
。
そ
し
て
、
障
害
者
の
人
は
障
害
が
あ
る
た
め
に
、
移
動
の
自
由

が
ま
ま
な
ら
な
い
だ
と
か
、
経
済
活
動
の
自
由
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
い
だ
と
か
あ
る
い
は
自
由
に
教
育
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
と

い
う
よ
う
な
状
態
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
状
態
を
排
除
ま
た
は
打
破
し
解
決
す
る
た
め
に
、
社
会
や
国
家
か
ら
の
積
極
的
で
総
合

的
、
構
造
的
な
問
題
解
決
の
手
段
と
し
て
の
社
会
政
策
や
法
整
備
な
ど
を
必
要
と
さ
れ
る
状
態
に
あ
る
の
が
障
害
者
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

高
齢
者
も
同
じ
状
態
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
で
考
え
て
み
る
と
、
高
齢
者
、
障
害
者
に
は
憲
法
二
五
条
、
一
四
条
が
そ
れ
ぞ

れ
関
係
し
、
そ
し
て
法
律
に
お
い
て
は
、
生
活
保
護
法
、
老
人
福
祉
法
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
な
ど
の
社
会
福
祉
立
法
や
、
老
人
保
険
法

や
介
護
保
険
法
な
ど
の
社
会
保
険
立
法
等
の
社
会
保
険
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
陥
っ
て
い
る
種
々
の
人
権
の
包

括
的
、
構
造
的
な
閉
塞
状
態
を
排
除
し
、
一
般
国
民
の
生
活
と
同
じ
よ
う
に
生
活
を
す
る
よ
う
に
図
る
必
要
が
あ
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
そ

こ
で
は
、
今
現
実
に
様
々
な
人
権
が
制
限
を
受
け
て
い
る
状
態
下
で
あ
り
、
そ
し
て
日
常
生
活
の
な
か
で
本
当
に
具
体
的
な
問
題
と
し
て
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解
決
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
家
が
、
こ
の
問
題
を
特
別
に
扱
い
、
そ
し
て
そ
の
必
要
性
に
し
た
が
っ
て
、
総
合
的
に

か
つ
構
造
的
に
解
決
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
犯
罪
被
害
者
に
お
い
て
も
同
様
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
る
。

三

日
本
国
憲
法
と

｢

犯
罪
被
害
者
の
人
権｣

日
本
は
か
つ
て
、
私
的
な
復
讐
を
正
式
に
認
め
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
し
、
戦
前
に
は
、
犯
罪
被
害
者
が
刑
事
裁
判
所
に
損
害
賠
償
を

申
立
を
行
う
付
帯
私
訴
の
制
度
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
戦
後
、
加
害
者
の
人
権
保
障
と
刑
法
の
公
正
と
平
等
な
適
用
の
要
請
、
あ
る
い
は

ま
た
、
処
罰
を
国
家
や
社
会
の
も
の
と
し
て
み
る
考
え
方
が
、
基
本
的
に
存
在
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
こ
と
は
、
国
家
の
任
務
と
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
は
刑
罰
を
科
す
る
国
家
と
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
加
害
者
と
の
関
係
を
規
定

し
た
も
の
と
な
り
、
刑
事
手
続
も
、
国
家
機
関
と
被
疑
者
あ
る
い
は
被
告
人
に
限
定
さ
れ
た
。
犯
罪
被
害
者
は
ど
こ
か
へ
お
い
や
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
刑
法
は
国
家
と
行
為
者
の
二
面
の
関
係
を
規
定
す
る
法
律
で
、
現
実
の
被
害
回
復
を
求
め
る
こ
と
は
民
法
の
不
法
行
為
制

度
に
任
せ
て
き
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
え
ば
、
法
律
に
基
づ
く
加
害
者
の
身
柄
拘
束
に
よ
っ
て
、
犯
罪
被
害
者
に
は
か
え
っ
て
賠
償
請
求

の
妨
げ
に
な
る
こ
と
も
あ
る

(

�)

。
刑
罰
権
を
独
占
す
る
国
家
が
、
犯
罪
被
害
者
を
代
行
す
る
こ
と
と
言
え
ば
、
犯
罪
被
害
者
の
心
情
を
刑
罰

に
考
慮
さ
せ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ
う

(

�)

。
つ
ま
り
、
事
件
の
直
接
の
関
係
者

(

被
害
者)

で
あ
る
犯
罪
被
害
者
の
利
益
は
考
慮
さ
れ
て
い

な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
犯
罪
被
害
者
の
お
か
れ
て
い
る
地
位
に
つ
い
て
、
見
直
す
と
い
う
こ
と
が
社
会
の
要
請
と
も
な
っ
て
き
て
い
る
今
日
、
憲
法
上
に

お
け
る
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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日
本
国
憲
法
に
は
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
定
め
た
条
文
が
全
く
な
い
。
そ
こ
で
、
条
文
解
釈
に
よ
っ
て
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
保
障
す

る
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
。

日
本
国
憲
法
は
、
一
四
条
以
下
に
お
い
て
詳
細
な
る
人
権
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
は
、
承
知
の
と
う
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
ら
の
人
権
規
定
は
、
人
権
の
固
有
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
歴
史
的
に
述
べ
る
と
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ

た
重
要
な
権
利
や
自
由
を
列
挙
し
た
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
の
人
権
を
網
羅
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

社
会
の
変
化
に
と
も
な
い
、
新
し
い
様
々
な
問
題
が
露
呈
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
高
度
経
済
成
長
期
の
激
動
と
も
表
現
で
き
る
変
動

期
に
新
し
い
人
権
の
問
題
と
し
て
法
的
に
対
応
す
る
べ
き
必
要
性
が
生
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。｢

自
律
し
た
個
人
が
人
格
的
に
生
存
す
る

た
め
に
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
る
基
本
的
な
権
利
、
自
由｣

と
し
て
保
護
す
る
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
る
法
的
利
益
は
、｢

新
し
い
人
権

(

�)｣

と
し
て
、
憲
法
に
お
い
て
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
、
憲
法
一
三
条
の

｢

生
命
、
自
由
及
び
幸
福

追
求
に
対
す
る
国
民
の
権
利｣

(

幸
福
追
求
権)

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
幸
福
追
求
権
は
個
人
尊
重
の
原
理
に
基
づ
き
、
憲
法
に
列
挙

さ
れ
て
い
な
い

｢

新
し
い
人
権｣

の
根
拠
と
な
る
一
般
か
つ
包
括
的
な
権
利
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
幸
福
追
求
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ

た
個
々
の
権
利
は
、
裁
判
上
も
救
済
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。

幸
福
追
求
権
は
、
た
し
か
に
個
別
の
基
本
権
を
包
括
す
る
基
本
権
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
内
容
が
あ
ら
ゆ
る
生
活
領
域
に
ま
で

お
よ
ぶ
一
般
的
な
行
為
の
自
由
で
は
な
い
。
個
人
の
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
な
利
益
内
容
と
す
る
権
利
を
言
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
個
別

の
人
権
を
保
障
す
る
条
項
と
の
関
係
で
は
、
個
別
の
人
権
が
妥
当
で
な
い
場
合
、
一
三
条
が
適
用
さ
れ
る
。

し
か
も
、
こ
の
解
釈
か
ら
生
ま
れ
た
権
利
は
、
明
確
な
基
準
が
な
い
。
裁
判
所
が
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
認
め
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所

の
主
観
的
な
判
断
か
ら
生
じ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
個
人
の
人
格
的
生
存
に
不
可
欠
で
あ

る
か
、
社
会
が
伝
統
的
に
個
人
の
自
律
的
決
定
に
委
ね
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
他
人
の
基
本
権
を
侵
害
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
ど
を
考
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え
て
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
具
体
的
に
、
犯
罪
被
害
者
に
こ
の
新
し
い
人
権
が
当
て
は
ま
る
か
を
考
え
る
。
そ
し
て
、
同
時
に
思
い
浮
か
ぶ
憲
法
上
の
い
く

つ
か
の
条
文
に
つ
い
て
み
て
み
る
。

ま
ず
最
初
に
、
実
際
に
犯
罪
被
害
者
が
、
マ
ス
コ
ミ
の
取
材
な
ど
に
よ
り
、
そ
の
私
生
活
が
侵
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
憲
法
一
三

条
か
ら
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
犯
罪
被
害
者
に
と
っ
て
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

の
侵
害
だ
け
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
は
、
現
行
の
刑
法
体
系
の
中
で
は
、
一
番
の
関
係
者

が
、
い
つ
し
か
全
く
の
無
関
係
者
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
刑
事
手
続
き
へ
の
犯
罪
被
害
者
の
関
与
や
事
件
を
詳
し
く
知
る
た
め
の

知
る
権
利
は
、
こ
の
幸
福
追
求
権
か
ら
は
導
き
出
せ
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

(

幸
福
追
求
権)

導
き
出
し
て
い
る
の
は
、
人

一
般
の
享
有
す
る
権
利
で
あ
り
、
犯
罪
被
害
と
い
う
特
別
な
場
合
と
は
違
う
の
で
あ
る

(

�)

。

次
に
、
憲
法
三
一
条
は
適
正
手
続
き
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
規
定
は
、
人
身
の
自
由
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
原
則
を
定
め
た
も

の
で
あ
り
、
公
権
力
を
手
続
的
に
拘
束
し
、
人
権
を
手
続
き
に
お
い
て
保
障
し
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。｢

自
由
の
歴
史
は
大
部

分
手
続
的
保
障
の
歴
史
で
あ
っ
た

(

�)｣

と
考
え
る
立
場
は
、
人
権
保
障
に
お
い
て
極
め
て
重
要
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
法
文
で
は
手
続

が
法
律
で
定
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
に
止
ま
ら
ず
、
①
法
律
で
定
め
ら
れ
た
手
続
が
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
②
実
体
も

法
律
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
③
法
律
で
定
め
ら
れ
た
実
体
規
定
も
適
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ

て
い
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
か
ら
犯
罪
被
害
者
の
刑
事
手
続
へ
の
関
与
が
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
憲
法
二
五
条
一
項
が
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
、
い
わ
ゆ
る
生
存
権
か
ら
導
き
出
せ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

社
会
権
は
歴
史
の
な
か
で
は
、
資
本
主
義
の
発
展
の
段
階
で
、
有
産
家
の
漠
大
の
富
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
無
産
家
の
失
業
と
貧
困
を

も
た
ら
し
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
登
場
し
た
の
が
、
無
産
家
に
諸
権
利
を
与
え
、
国
家
が
公
的
救
済
を
す
る
と
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い
う
考
え
方
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
家
が
介
入
し
保
障
す
る
こ
と
で
、
国
民
の
現
実
の
社
会
の

｢

生
存｣

の
維
持
を
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。

た
し
か
に
、
二
〇
〇
一
年
改
正
の
犯
罪
被
害
者
へ
給
付
金
は
、
給
付
方
法
や
査
定
金
額
か
ら
生
存
権
的
な
要
素
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え

る
。
犯
罪
者
に
よ
り
不
遇
の
事
態
に
な
っ
た
犯
罪
被
害
者
を
救
済
す
る
た
め
に
、
国
家
が
、
一
時
的
に
し
ろ
援
助
す
る
こ
と
は
必
要
だ
し
、

生
存
権
を
根
拠
と
し
て
、
あ
る
い
は
社
会
権
的
な
思
想
か
ら
犯
罪
被
害
者
の
救
済
を
思
い
つ
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
犯
罪
被

害
者
が
国
に
対
し
て
、
生
活
に
お
い
て
な
に
が
し
か
の
配
慮
等
を
要
請
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
で
も
し
か
し
な
が
ら
、
こ

こ
か
ら
犯
罪
被
害
者
の
人
権
が
導
き
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
導
き
出
さ
れ
た
も
の
は
、
国
へ
補
償
請
求
を
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
あ
ろ

う
。
で
も
国
家
が
こ
の
よ
う
な
配
慮
を
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
が
被
害
者
の
救
済
人
と
し
て
努
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
だ
か
ら
被
害
者
の
人
権
保
障
を
直
接
に
根
拠
づ
け
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
憲
法
に
お
い
て
根
拠
づ
け
る
場
合
、
国
家
か
ら
こ
れ
ら
の
人
の
人
権
を
保
護
す
る
た
め
に
ど
う
す
る
か
を
考
え

る
の
で
は
な
く
、
私
人
間
の
間
で
起
こ
っ
た
犯
罪
に
、
こ
の
犯
罪
被
害
者
の
権
利
を
憲
法
で
ど
う
保
護
す
る
か
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。憲

法
の
基
本
的
人
権
の
規
定
は
、
公
権
力
と
の
関
係
で
国
民
の
権
利
、
自
由
を
保
護
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
国
家
権
力
を
制

限
し
、
つ
ま
り
、
国
民
の
権
利
、
自
由
を
保
障
す
る
と
い
う
こ
と
は
国
家
権
力
が
不
当
に
そ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
し
て

い
た
。

し
か
し
、
二
〇
世
紀
に
お
い
て
は
、
社
会
が
高
度
に
発
展
し
、
企
業
や
経
済
団
体
な
ど
の
組
織
が
が
社
会
に
お
い
て
強
力
に
力
を
も
ち
、

国
民
の
権
力
や
自
由
を
侵
し
て
き
た
。
ま
た
、
社
会
が
複
雑
化
し
て
き
た
の
で
、
国
民
相
互
間
で
も
利
益
の
対
立
が
激
化
し
て
き
た
。
こ

の
よ
う
な
状
態
に
お
い
て
、
憲
法
に
お
け
る
国
家
と
国
民
の
図
式
で
ば
か
り
見
ず
に
、
あ
る
い
は
そ
う
い
う
関
係
を
規
律
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
私
人
間
に
も
基
本
的
人
権
保
障
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
現
れ
き
た
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
近
代
憲
法
の
憲
法
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の
基
本
的
人
権
の
保
障
は
完
全
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

今
日
に
お
い
て
、
憲
法
は
国
家
と
国
民
と
の
間
の
関
係
を
規
律
す
る
だ
け
で
な
く
、
社
会
的
権
力
に
対
し
て
も
及
び
、
そ
し
て
基
本
的

人
権
保
障
が
私
人
間
の
法
律
関
係
に
も
及
ぶ
。
人
権
は
戦
後
の
憲
法
で
は
、
個
人
の
尊
厳
を
軸
に
展
開
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
価
値

は
実
定
法
秩
序
の
最
高
の
価
値
で
あ
り
、
公
法
、
私
法
を
包
括
し
た
全
法
秩
序
の
基
本
原
理
で
あ
り
、
す
べ
て
の
法
領
域
に
妥
当
す
る
も

の
で
あ
り
、
憲
法
の
人
権
規
定
は
私
人
間
に
対
し
て
も
何
ら
か
の
適
用
が
さ
れ
よ
う

(

�)

。

で
は
、
ど
の
よ
う
に
国
家
が
私
人
間
に
介
入
す
る
か
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
ど
う
人
権
規
定
を
私
人
間
に
適
用
さ
せ
る
か
で
あ
る
。

学
説
は
直
接
適
用
説
と
間
接
適
用
説
の
二
つ
が
あ
る

(

�)

。

直
接
適
用
説
で
は
、
憲
法
は
国
民
の
全
生
活
に
及
ぶ
客
観
的
価
値
秩
序
で
あ
り
、
憲
法
の
定
め
る
諸
原
則
は
社
会
生
活
の
全
領
域
に
お

い
て
全
面
的
に
尊
重
さ
れ
実
現
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
特
に
、
憲
法
が
保
障
す
る

｢

人
間
の
尊
厳｣

、｢

法
の
下
の
平
等｣

、｢

人
間

に
値
す
る
生
存
の
権
利｣

な
ど
私
生
活
に
も
直
接
適
用
さ
れ
る

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
、
間
接
適
用
説
で
は
、
憲
法
が
基
本
的
人
権
を
承
認
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
権
利
、
自
由
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
な
い
こ

と
を
以
て
国
家
の
公
の
秩
序
を
構
成
す
る
と
考
え
、
私
人
間
に
お
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
な
く
不
当
に
権
利
、
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と

は
、
例
え
ば
、
民
法
九
〇
条
の

｢

公
の
秩
序
、
善
良
な
風
俗｣
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
無
効
、
違
法
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
直
接
適
用
説
で
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
指
摘
で
き
よ
う
。
①
市
民
社
会
の
原
則
で
あ
る
私
的
自
治
の
原
則
が
広
く
害

さ
れ
、
私
人
間
の
行
為
が
憲
法
に
よ
り
大
幅
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
。
②
基
本
的
人
権
は
対
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
今
で
も
人
権
の
指

針
で
あ
り
、
今
で
も
人
権
を
侵
害
す
る
可
能
性
は
国
家
権
力
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
③
例
え
ば
、
知
る
権
利
を
報
道
機
関
と
市
民
と
の

間
に
直
接
適
用
す
る
な
ら
ば
、
国
民
の
権
利
が
拡
大
し
、
ま
た
報
道
の
自
由
が
制
限
を
受
け
る
よ
う
な
事
態
も
出
て
き
て
、
か
へ
っ
て
、
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自
由
権
を
制
限
し
て
し
ま
う
。
そ
う
す
る
と
、
国
家
権
力
の
の
増
大
や
介
入
を
認
め
る
こ
と
に
な
る

(

�)

。

そ
し
て
、
近
年
、
特
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例
や
学
説
を
参
考
に
、
個
人
が
相
互
に
尊
重
す
る
共
生
の
社
会
が
あ
る
こ
と
を
日
本
国

憲
法
は
前
提
と
し
て
、
そ
れ
を
確
立
す
る
こ
と
が
国
家
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
私
人
間
で
人
権
侵
害
を
争
い
、
そ
れ
を
立
法
で
保
護

処
置
で
き
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
が
国
家
の
機
関
と
し
て
介
入
し
、
保
護
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
直
接
適
用
を
解
く
見
解
が
一
部
に
有

力
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
こ
の
見
解
で
は
、
本
来
的
な
意
味
の

｢

国
家
か
ら
の
自
由｣

が
脅
か
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

｢

国
家
の
介
入｣
と

｢

国
家
か
ら
の
自
由｣

現
代
に
お
け
る
人
権
侵
害
は
、
国
家
か
ら
の
侵
害
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
社
会
の
中
の
私
人
間
あ
る
い
は
私
的
団
体
の
中
で
生
じ
る
強

制
や
差
別
と
い
う
か
た
ち
で
生
じ
る
。
例
え
ば
、
人
種
や
性
別
に
よ
る
差
別
が
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
雇
用
上
で
差
別
す
る
。
こ
の
よ
う

な
人
権
侵
害
を
排
除
す
る
に
は
、
国
家
の
介
入
が
必
要
と
い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
現
代
に
お
い
て
は
自
由
が
国
家
か
ら
の
自
由
と
し
て
存
在
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
現
実
の
生
活
の
中
で
自
由
を
実

現
さ
る
た
め
に
政
府
の
援
助
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
て
き
て
い
る

(

�)

。

し
か
し

｢

国
家
か
ら
の
自
由｣

と

｢

国
家
に
よ
る
介
入｣
と
は
矛
盾
す
る
こ
と
は
、
だ
れ
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
今
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
考
え
る
に
は
、
こ
の
矛
盾
す
る
二
つ
の
調
和
も
し
く
は
調
整
を
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
。
今
、
ま
さ
に
こ
の
部
分
を
考
察
あ
る
い
は
解
釈
す
る
こ
と
で
、
憲
法
上
で
犯
罪
被
害
者
の
人
権
を
位
置
付
け
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

今
後
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
い
検
討
を
加
え
た
い
。
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註

(

１)

朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
二
年
一
月
八
日
。
警
察
白
書
平
成
一
三
年
度
版
一
一
〇
頁
以
下
。

(
２)

毎
日
新
聞(

夕
刊)

二
〇
〇
二
年
一
月
二
二
日
。
警
察
白
書
平
成
一
三
年
度
版
一
一
七
頁
。
前
田
雅
英｢

増
加
す
る
犯
罪
と
犯
罪
者｣

―
特
集
・

犯
罪
の
現
状
と
今
後
の
課
題
―
法
律
の
ひ
ろ
ば
二
〇
〇
二
、
一
月
号
四
頁
以
下
。

(

３)
原
文
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
岡
村

勲

｢

私
は
見
た

｢

犯
罪
被
害
者
の｣

地
獄
絵｣

｢

文
藝
春
秋
二
〇
〇
〇
年
七
月
号｣

一
一

八
頁
に
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

(

４)

中
日
新
聞
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
七
日
。
総
理
府
内
閣
総
理
大
臣
官
房
広
報
室

『

犯
罪
被
害
者
に
関
す
る
世
論
調
査』

―
平
成
一
二
年
九
月

調
査
―

(

５)

諸
澤
英
道

｢

被
害
者
に
対
す
る
刑
事
政
策｣

宮
澤
浩
一
＝
藤
木
哲
也
＝
加
藤
久
雄
編

『

犯
罪
学』

(

青
林
法
学
双
書

一
九
九
五)

四
九
頁
以

下
。
高
橋
則
夫

｢

被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
と
回
復
司
法｣

法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
一
〇
頁
。

(

６)

高
橋
、
前
掲
論
文

｢

被
害
者
関
係
的
刑
事
司
法
と
回
復
司
法｣

一
二
頁
。

(

７)

警
察
白
書
平
成
一
二
年
度
版
二
八
六
頁
。

(

８)

中
日
新
聞
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
七
日
。
前
掲
書

『

犯
罪
被
害
者
に
関
す
る
世
論
調
査』

二
〇
頁
。

(

９)

岡
村
、
前
掲
文
藝
春
秋
一
二
五
頁
。

(

��)

中
日
新
聞
、
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
一
七
日
。
前
掲
書

『

犯
罪
被
害
者
に
関
す
る
世
論
調
査』

二
九
頁
。

(

��)

岡
村
、
前
掲
文
藝
春
秋
一
二
五
頁
。

(

��)

萩
野
芳
夫

『

憲
法
講
義
・
人
権』

(

法
律
文
化
社

一
九
九
四)

二
四
八
頁
。

(

��)

芦
部
信
喜

『

憲
法』

新
版
補
訂
版

(

岩
波
書
店

一
九
九
九)

二
四
六
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
四
八
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
四
四
頁
。

(

��)

戸
波
江
二

｢

被
害
者
の
人
権

試
論
・
上｣

法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
一
九
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
二
一
頁
。

(

�	)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
二
四
頁
。
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(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
二
五
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
二
六
頁
。

(
��)

戸
波
、
前
掲
論
文

｢

被
害
者
の
人
権
試
論
・
上｣

一
八
頁
の
な
か
で
は
、｢

特
定
の
グ
ル
ー
プ
の
人
権｣

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

(
��)
芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

七
七
頁
。

(

��)
芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

八
〇
頁
。

(

��)

戸
波
、
前
掲
論
文

｢

被
害
者
の
人
権
試
論
・
上｣

一
九
頁
。

(

��)

宮
崎
英
生

｢
刑
事
手
続
と
損
害
の
回
復｣

法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
四
三
頁
。

(

��)

宮
崎
、
前
掲
論
文

｢

刑
事
手
続
と
損
害
回
復｣

四
三
頁
。

(

�	)

松
本
昌
悦

『

新
し
い
人
権
と
憲
法
問
題』
(

学
陽
書
房
一
九
八
四)

一
二
五
頁
。

(

�
)

芦
部
、
前
掲
書

『
憲
法』

一
一
四
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』
一
一
六
頁
。

(

��)

戸
波
、
前
掲
論
文

｢

被
害
者
の
人
権
試
論
・
上｣

一
八
頁
。

(

��)

戸
波
、
前
掲
論
文

｢

被
害
者
の
人
権
試
論
・
上｣

一
九
頁
。

(

��)

佐
藤

功

『

日
本
国
憲
法
概
説』

第
五
版

(

学
陽
書
房

一
九
九
六)

二
五
二
頁
。
芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

二
一
八
頁
。

(

��)

萩
野
、
前
掲
書

『

憲
法
・
人
権』

二
四
八
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

一
〇
六
頁
。

(

��)

佐
藤
、
前
掲
書

『

日
本
国
憲
法
概
説』

一
五
六
頁
。

(

��)

佐
藤
、
前
掲
書

『

日
本
国
憲
法
概
説』

一
五
七
頁
。
芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

一
〇
九
頁
。

(

�	)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

一
一
〇
頁
。

(

�
)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

一
一
一
頁
。

(

��)

芦
部
、
前
掲
書

『

憲
法』

一
一
二
頁
。
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そ
の
他
参
考
文
献

宮
澤
浩
一
＝
田
口
守
一
＝
高
橋
則
夫
編

『

犯
罪
被
害
者
の
研
究』

(

成
文
堂

一
九
九
六)

田
島
泰
彦
＝
新
倉

修
編

『

少
年
事
件
報
道
と
法』

(

日
本
評
論
社

一
九
九
九)

諸
澤
英
道

『

新
版

被
害
者
学
入
門』

(

成
文
堂

一
九
九
九)

藤
森
和
美
編

『

被
害
者
の
ト
ラ
ウ
マ
と
そ
の
支
援』

(

誠
信
書
房

二
〇
〇
一)

新
倉

修
｢

刑
事
法
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
と
被
害
者
の
権
利｣

法
律
時
報
七
一
巻
一
〇
号
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