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第
一
章

序
論

近
時
、
ド
イ
ツ
の
犯
罪
学
に
お
い
て
も
そ
の
他
の
国
の
犯
罪
学
に
お
い
て
も
、
次
第
に
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
人
々

の
制
裁
に
関
す
る
意
識
な
い
し
公
的
統
制
・
制
裁
機
関
の
制
裁
行
動
が
ど
の
程
度
厳
し
く
な
っ
て
き
た
の
か
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。人
々

の
制
裁
要
求
が
、
少
な
く
と
も
、
性
犯
罪
者
や
（
少
年
）
暴
力
犯
罪
者
と
い
っ
た
特
定
の
犯
罪
者
群
に
対
す
る
そ
れ
が
厳
し
く
な
っ
た
こ

と
、
特
に
、
裁
判
所
も
、
い
っ
そ
う
厳
し
く
な
っ
た
法
律
の
背
景
も
あ
っ
て
、
い
っ
そ
う
長
期
の
自
由
刑
を
科
し
た
り
、
執
行
緩
和
な
い

し
仮
釈
放
に
関
し
て
今
ま
で
よ
り
も
控
え
め
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
の
得
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
（v

g
l.

K
u
ry
 
1999;

2007;
2008;

K
u
ry u

.
O
b
erg

fell-F
u
ch
s 2006;

K
u
ry u

.
a
.
2004;

Y
o
sh
id
a 2008

）。
人
々
は
、
社
会
の
発
展
、
犯
罪
及
び
国
内
の

安
全
に
関
す
る
議
論
を
背
景
に
、
こ
こ
数
十
年
間
ま
す
ま
す
敏
感
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
要
求
、
競
争
状
況
、
例
え
ば
労
働
の
分
野

で
の
そ
れ
が
著
し
く
増
大
す
る
と
と
も
に
、
同
時
に
、
労
働
者
の
満
足
度
、
積
極
的
意
欲
が
減
退
し
て
き
た（v

g
l.
IF
A
K
-In
stitu

t 2008

）。

「
政
治
に
対
す
る
嫌
気
」と
で
も
い
え
る
現
象
が
増
大
し
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
こ
数
年
、
大
き
な
国
民
政
党
か
ら
の
党
員
脱
退
者
が
増

え
て
い
る
こ
と
、
選
挙
投
票
者
が
減
少
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
七
月
の
ド
イ
ツ
第
一
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
放
送（
ド

イ
ツ
公
共
ラ
ジ
オ
放
送
局
連
合
体
）
の
「
ド
イ
ツ
の
傾
向
」
に
拠
れ
ば
、
ド
イ
ツ
人
の
六
二
％
が
、
将
来
、
お
金
が
足
り
な
く
な
る
と
の

不
安
を
抱
い
て
い
る
。
不
安
が
「
重
大
な
今
日
的
問
題
」
に
な
っ
た
の
だ
と
（w

w
w
.d
eu
tsch

la
n
d
tren

d
.d
e

）。「
雰
囲
気
は
ひ
ど
く
悪
い
。

ド
イ
ツ
人
の
ほ
ぼ
半
数
が
、
自
分
の
十
年
後
の
経
済
的
状
況
は
今
よ
り
悪
く
な
る
と
考
え
て
い
る
。
四
分
の
三
が
連
邦
政
府
の
施
策
に
不

満
を
抱
い
て
い
る
。
ほ
ぼ
八
〇
％
の
者
が
、
連
邦
政
府
の
政
策
は
今
日
的
問
題
、
つ
ま
り
物
価
上
昇
と
い
っ
た
問
題
に
対
し
て
あ
ま
り
に

も
不
十
分
な
対
策
し
か
講
じ
て
い
な
い
と
非
難
し
て
い
る
」（S

ch
o
n
en
b
o
rn 2008

）。
フ
リ
ー
ト
リ
ッ
ヒ
｜
エ
ー
バ
ー
ト
基
金
（
二
〇
〇

八
年
）
か
ら
委
託
さ
れ
た
最
近
の
研
究
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
は
、
一
六
歳
以
上
の
質
問
対
象
者
ド
イ
ツ
人
二
、
五
〇
〇
人
の
約
三
分
の
一

論 説

北研44(2・ )2 168



の
者
が
現
在
の
民
主
主
義
の
形
態
に
満
足
し
て
い
な
い
。
西
ド
イ
ツ
人
（
旧
連
邦
州
）
の
約
二
〇
％
、
東
ド
イ
ツ
人
（
新
連
邦
州
）
の
四

〇
％
が
、
ド
イ
ツ
の
社
会
秩
序
は
支
持
す
る
に
値
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。
二
六
％
の
者
が
生
活
に
お
い
て
不
正
な
扱
い
を
受
け
て
い
る

と
感
じ
て
い
る
。
二
三
％
の
者
が
人
生
の
完
全
な
負
け
組
み
な
い
し
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
負
け
組
み
に
入
る
と
思
っ
て
い
る
。
政
治
、
経

済
の
問
題
に
関
す
る
議
論
、
例
え
ば
、
将
来
、
年
金
を
支
払
っ
て
も
ら
え
る
の
か
、
保
健
制
度
あ
る
い
は
職
場
の
確
保
と
い
っ
た
問
題
が

議
論
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
結
果
と
し
て
、
例
え
ば
、
犯
罪
学
の
分
野
に
お
い
て
は
、
調
査
研
究
で
「
犯
罪
不
安
」
と
し
て
測
定
さ
れ
る

側
面
に
影
響
を
与
え
る
心
理
的
動
揺
が
生
じ
て
い
る
（v
g
l.
K
u
ry u

.
O
b
erg

fell-F
u
ch
s 2008a

）。

経
済
的
地
位
、
政
治
的
信
念
、
住
居
・
労
働
状
況
に
関
す
る
範
型
が
ま
す
ま
す
一
様
で
な
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
、
ま

す
ま
す
変
化
を
増
す
生
活
世
界
、
こ
れ
に
よ
っ
て
不
安
定
な
状
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
脱
連
帯
化
さ
れ
た
社
会
と

の
関
係
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
に
過
大
な
要
求
を
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
活
状
況
の
変
化
が
ま
す
ま
す
速
く

な
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
に
よ
り
適
応
行
為
の
必
要
性
が
い
っ
そ
う
大
き
く
な
り
、
こ
れ
が
今
度
は「
引
き
離
さ
れ
て
い
る
」、
繫
が
り
を
失
っ

て
い
る
と
い
う
気
持
ち
を
強
め
や
す
く
し
て
い
る
。
特
に
少
年
の
間
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
す
ま
す
自
分
自
身
に
連
れ
戻
さ
れ
、
同
定
確

認
の
可
能
性
が
ま
す
ま
す
そ
の
輪
郭
を
失
い
、
信
用
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
伴
い
、
困
窮
状
況
に
あ
る
人
を
受
け
止
め
う
る
、

な
い
し
そ
も
そ
も
こ
う
い
っ
た
状
況
に
陥
ら
せ
な
い
よ
う
に
し
う
る
安
定
し
た
社
会
構
造
が
ま
す
ま
す
弱
く
な
っ
て
い
る
。
以
前
に
は
支

え
の
よ
う
に
拘
束
力
の
あ
っ
た
役
割
像
、
こ
れ
に
相
応
す
る
社
会
構
造
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ
と
、
な
い
し
そ
れ
を
失
っ
た
こ
と
、
こ
れ
と

相
即
し
て
、
そ
の
間
に
、
誰
も
が
自
分
自
身
に
責
任
を
有
す
る
こ
と
、
誰
も
が
自
分
自
身
で
「
自
分
が
ど
こ
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
か
」

を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
た
指
針
が
お
そ
ら
く
支
配
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。
動
揺
が
そ
し
て
犯
罪
へ
の
不
安
も
生
じ

て
い
る
と
い
う
状
況
の
中
に
、
繰
り
返
し
、
例
え
ば
、
女
性
解
放
運
動
や
犯
罪
学
の
側
か
ら
「
新
し
い
」
犯
罪
分
野
が
「
発
見
」
さ
れ
、
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厳
し
い
処
罰
が
要
求
さ
れ
る
と
い
っ
た
展
開
も
組
み
込
ま
れ
う
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
例
え
ば
、
女
性
、
子
ど
も
に
対
す
る
（
性
的
）
暴

力
、
家
庭
内
暴
力
、
は
た
ま
た
、
ド
イ
ツ
で
も
最
近
問
題
に
な
っ
て
い
る
付
き
ま
と
い
（
ス
ト
ー
キ
ン
グ
）
を
考
え
て
み
れ
ば
分
か
る
だ

ろ
う
。
今
ま
で
は
等
閑
視
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
こ
う
い
っ
た
犯
罪
分
野
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
に
普
通
伴
っ
て
い
る
の
が
、
救
済
、
も
っ

と
予
防
、
と
り
わ
け
、
い
っ
そ
う
厳
し
い
、
徹
底
し
た
行
為
者
処
罰
と
い
っ
た
要
求
で
あ
る
。
犯
罪
被
害
者
の
「
再
発
見
」
に
は
、
被
害

者
を
も
っ
と
保
護
す
べ
し
と
の
要
求
の
伴
う
こ
と
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
保
護
と
い
う
の
は
千
年
も
の
歴
史
の
あ
る
範
型
に
従

い
先
ず
は
行
為
者
の
厳
し
い
処
罰
を
意
味
す
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
行
為
者
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
予
防
的
に
潜
在
的
犯

罪
者
も
威
嚇
で
き
る
と
の
期
待
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
公
に
又
は
表
面
に
は
出
て
こ
な
い
厳
し
い
制
裁
要
求
、
こ
れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
る

行
動
と
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
行
動
の
間
に
明
確
な
線
を
引
き
、
社
会
に
お
け
る
「
秩
序
」
を
も
た
ら
そ
う
と
も
す
る
の
だ
が
、
こ
う
い
っ

た
こ
と
を
背
景
に
、
政
治
も
、
特
に
選
挙
戦
に
お
い
て
、
厳
し
い
処
罰
と
い
っ
た
主
題
を
発
見
し
、
こ
れ
を
ま
す
ま
す
利
用
す
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
れ
が
は
っ
き
り
現
れ
た
の
は
、
例
え
ば
、
二
〇
〇
八
年
初
頭
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
の
州
議
会
選
挙
戦
に
お
い
て
で
あ
る
。
州
民
の

支
持
率
の
低
下
し
て
い
た
現
職
候
補
者
が
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
の
と
あ
る
地
下
鉄
駅
で
の
少
年
ら
に
よ
る
重
い
犯
罪
事
件
を
背
景
に
、
い
っ
そ
う

重
い
処
罰
を
、
特
に
少
年
の
暴
力
犯
罪
者
に
対
す
る
そ
れ
を
主
張
し
、
特
に
重
い
事
案
で
は
刑
事
未
成
年
の
子
ど
も
に
も
少
年
刑
法
を
適

用
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
そ
こ
に
は
、
選
挙
民
を
自
分
の
陣
営
に
引
き
込
む
思
惑
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
一
部
で
は

あ
る
が
、
ま
す
ま
す
厳
し
い
制
裁
を
と
い
っ
た
批
判
力
の
な
い
要
求
が
大
衆
媒
体
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。

威
嚇
思
想
を
刑
事
政
策
の
行
為
基
準
と
し
て
採
用
す
べ
き
と
の
主
張
が
改
め
て
強
く
な
っ
た
こ
と
も
今
日
の
徴
候
と
理
解
し
て
よ
い
か

も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
各
人
が
自
分
自
身
に
対
し
て
責
任
を
負
う
の
と
同
じ
程
度
に
、
国
も
各
人
の
過
ち
に
責
任
を
負
う
必
要
は
な

い
。
各
人
は
「
費
用
」（
刑
の
重
さ
）
を
見
込
ん
で
、
自
己
答
責
的
に
、
道
を
踏
み
外
す
決
断
を
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
見
方
は
連
邦
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裁
判
所
の
責
任
理
解
と
う
ま
く
調
和
し
て
い
る
（B

G
H
S
t 2,

200

）。
こ
の
「
合
理
的
選
択
」
と
い
う
研
究
・
実
践
手
法
に
従
う
理
解
は

非
決
定
論
的
人
間
像
に
従
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
は
る
か
に
多
く
の
責
任
を
行
為
者
に
負
わ
せ
、
社
会
、
環
境
又
は
そ
の
他
の
、

行
為
者
の
外
に
あ
り
う
る
要
因
に
は
そ
れ
ほ
ど
責
任
を
負
わ
せ
な
い
の
で
あ
る
（v

g
l.
h
ierzu a

u
ch K

u
n
z 2004

）。
経
済
学
的
研
究
・

実
践
手
法
は
、
犯
罪
者
を
そ
れ
ほ
ど
「
甘
や
か
し
た
り
」、「
華
奢
に
」
扱
っ
た
り
し
な
い
で
、
い
っ
そ
う
素
朴
に
、
実
用
的
に
、
そ
し
て

「
実
生
活
に
即
し
た
」扱
い
を
す
る
よ
う
に
と
の
要
望
を
反
映
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
が
人
間
を
ち
り
ぢ
り
ば
ら
ば

ら
に
、
そ
し
て
、
自
己
関
係
性
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
犯
罪
行
為
の
こ
の
よ
う
な
功
利
的
且
つ
計
算
的
整
序
に
対
応
す
る
。

第
二
章

行
刑
分
野
に
お
け
る
現
在
の
（
法
律
の
）
進
展
状
況
か
ら
見
た
威
嚇
と
そ
の
他
の
刑
罰
目
的

刑
罰
警
告
を
重
く
す
れ
ば
そ
れ
に
応
じ
て
威
嚇
効
果
が
高
ま
る
と
い
う
考
え
は
一
応
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
ほ
ぼ
二
〇
年
も

前
に
、
フ
ィ
ル
ス
マ
イ
ア
ー
（1990

）
が
こ
の
仮
説
を
精
緻
な
実
証
研
究
で
検
証
し
た
。
そ
こ
で
証
明
で
き
た
こ
と
は
、
三
年
な
い
し
五

年
の
自
由
刑
に
対
し
て
刑
罰
警
告
を
重
く
し
て
も
威
嚇
効
果
を
一
％
す
ら
高
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
の

意
味
は
、
無
期
自
由
刑
で
あ
っ
て
も
、
三
年
な
い
し
五
年
の
自
由
刑
の
威
嚇
効
果
と
比
較
し
て
も
、
そ
の
威
嚇
効
果
は
一
％
以
下
し
か
高

ま
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
一
般
予
防
の
考
え
の
た
め
に
、
潜
在
的
行
為
者
は
刑
罰
警
告
の
程
度
に
関
す
る

情
報
を
刑
法
典
か
ら
得
て
い
る
こ
と
、
捕
ま
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
慮
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

威
嚇
効
果
は
単
純
な
計
算
法
則
に
、
例
え
ば
、
単
純
な
モ
デ
ル
「
ま
す
ま
す
重
い
刑
罰
｜
ま
す
ま
す
高
ま
る
威
嚇
効
果
｜
ま
す
ま
す
減
少

す
る
犯
罪
」
に
相
応
し
て
い
る
と
は
到
底
い
え
な
い
。
し
か
し
、
ま
さ
に
こ
の
計
算
法
則
が
有
効
で
あ
る
と
の
考
え
が
人
々
に
刑
事
政
策

や
大
衆
媒
体
の
相
応
の
要
求
に
よ
っ
て
吹
き
込
ま
れ
て
い
る
。
本
当
の
と
こ
ろ
、
刑
罰
警
告
の
威
嚇
効
果
は
最
大
限
五
年
の
自
由
刑
で「
高

止
ま
り
」
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
刑
罰
警
告
が
予
防
効
果
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
中
世
の
想
像
も
つ
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か
な
い
残
酷
、
残
虐
な
刑
罰
で
す
ら
、
重
い
犯
罪
を
犯
す
用
意
と
能
力
の
あ
る
者
に
は
こ
と
に
そ
う
で
あ
る
が
、
も
し
あ
る
と
し
て
も
、

き
わ
め
て
限
ら
れ
た
犯
罪
予
防
効
果
し
か
な
か
っ
た
こ
と
の
説
明
に
も
な
る
（S

ch
ild
 
1980

）。
ア
イ
ス
ナ
ー
（2001,

S
.
83

）
に
よ
れ

ば
、
き
わ
め
て
厳
し
い
制
裁
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
世
の
西
洋
五
地
域
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
オ
ラ
ン
ダ
／
ベ
ル
ギ
ー
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ヴ
ィ

ア
、
イ
タ
リ
ア
及
び
ド
イ
ツ
／
ス
イ
ス
）
の
殺
人
率
は
今
よ
り
も
二
五
倍
も
高
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
多
く
の
場
合
、

行
為
者
は
公
開
で
車
刑
、
斬
首
刑
、
火
あ
ぶ
り
の
刑
、
絞
首
刑
、
溺
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
当
時
の
数
え
切
れ
な
い

ほ
ど
の
制
裁
態
様
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
例
に
す
ぎ
な
い
。

法
に
よ
る
有
罪
宣
告
の
社
会
状
況
へ
の
、
最
終
的
に
は
刑
の
執
行
状
況
へ
の
（
再
）
配
置
が
具
体
的
に
な
る
ほ
ど
、
ま
す
ま
す
法
学
者

も
立
法
者
も
そ
れ
に
注
意
を
払
わ
な
い
よ
う
に
な
る
。
早
く
も
、
有
罪
宣
告
に
続
く
量
刑
に
お
い
て
困
難
な
こ
と
が
始
ま
る
。
学
問
に
お

い
て
は
｜

法
学
教
育
は
別
と
し
て
｜

量
刑
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
な
位
置
価
値
し
か
有
し
な
い
。
政
治
の
側
か
ら
、
犯
罪
と
の
戦
い
に

お
い
て
法
定
刑
を
上
げ
よ
と
の
要
求
が
「
機
会
の
あ
る
ご
と
に
」
為
さ
れ
、
し
か
も
大
衆
迎
合
的
に
為
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

刑
量
も
、
行
刑
の
分
野
に
お
い
て
、
自
由
刑
に
お
い
て
下
さ
れ
る
べ
き
構
成
に
つ
い
て
は
一
言
も
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
を
下
す
の
は
、

刑
の
宣
告
を
そ
れ
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
期
間
に
関
し
て
の
み
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
行
刑
当
局
だ
け
で
あ
る
。
刑
事
施
設
の
構
成

が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
関
し
て
は
、（
少
年
）行
刑
の
分
野
で
は
完
全
に
行
刑
当
局
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。
但
し
、
応
報
、
一
般
予
防
と
い
っ

た
一
般
的
刑
罰
目
的
は
行
刑
法
第
二
条
に
定
め
ら
れ
て
い
る
再
社
会
化（
行
刑
法
第
二
条
第
一
文
）、
さ
ら
な
る
犯
罪
か
ら
の
公
衆
の
保
護

（
行
刑
法
第
二
条
第
二
文
）と
は
両
立
せ
ず
、
そ
れ
故
、
通
説
に
よ
れ
ば
、
行
刑
構
成
の
指
針
と
し
て
用
い
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る

（C
a
llies /M

u
ller-D

ietz 2005,
2 R

n
.
8

）。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
方
で
、
行
為
責
任
に
基
づ
い
て
量
定
さ
れ
た
自
由
刑
の
期
間
（
刑
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法
第
四
六
条
第
一
項
第
一
文
）
と
、
他
方
で
、
行
刑
内
に
お
い
て
行
為
者
に
の
み
向
け
ら
れ
る
社
会
化
目
的
と
間
に
緊
張
関
係
が
生
ず
る

（v
g
l.
h
ierzu in

sb
eso

n
d
ere C

a
llies /M

u
ller-D

ietz 2005,
2 R

n
.
10 so

w
ie W

a
lter 1999,

R
n
.
60

）。

最
近
ま
た
も
や
、
犯
罪
に
対
す
る
保
護
と
「
撲
滅
」
の
処
置
と
し
て
の
属
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
刑
罰
が
は
っ
き
り
と
正
面
に
躍
り

出
て
き
た
（H

a
ssem

er 2006

）。
刑
罰
の
こ
の
「
目
的
」
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
い
る
の
が
近
時
の
行
刑
分
野
で
の
立
法
、
特
に
少
年
行
刑

の
そ
れ
で
あ
る
。

少
年
行
刑
に
は
最
近
ま
で
独
自
の
行
刑
法
が
な
か
っ
た
。
周
知
の
ご
と
く
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
で
は
、
こ
の
状
態
は
憲
法
違
反

で
あ
り
、
二
〇
〇
七
年
中
に
は
解
消
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（B

V
erfG

,
2 B

v
R
 
1673 /04 v

o
m
 
31.

5.
2006

）。
連
邦
裁

判
所
の
課
し
た
こ
の
義
務
を
、
一
般
行
刑
の
規
制
課
題
と
同
じ
く
、
州
立
法
者
は
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

基
本
法
第
七
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
さ
れ
て
い
た
「
及
び
行
刑
」
と
い
う
文
言
は
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
日
に
発
効
し
た
二
〇
〇

六
年
八
月
二
八
日
の
基
本
法
改
正
法
（B

G
B
l.
I,S

.2034
）
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
り
、
連
邦
は
行
刑
全
般
の
、

つ
ま
り
、
少
年
行
刑
も
含
め
て
、
競
合
的
立
法
権
限
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
基
本
法
第
七
〇
条
第
一
項
は
行
刑
規
制
の
管
轄
は
州
に
あ
る

こ
と
を
定
め
る
。
連
邦
が
、
二
〇
〇
六
年
八
月
三
一
日
ま
で
存
続
す
る
行
刑
分
野
の
立
法
権
限
に
基
づ
き
、
法
律
を
公
布
し
た
限
り
に
お

い
て（
た
と
え
ば
、
上
記
の
行
刑
法
）、
こ
れ
ら
の
法
律
は
、
基
本
法
第
一
二
五
条
ａ
第
一
項
の
新
規
定
に
よ
り
、
州
法
が
新
た
に
制
定
さ

れ
る
ま
で
有
効
で
あ
る
。
独
自
の
州
行
刑
法
を
有
す
る
州
に
あ
っ
て
も
、
行
刑
法
第
一
〇
九
条
な
い
し
第
一
二
二
条
は
依
然
と
し
て
有
効

で
あ
る
。
そ
れ
は
周
知
の
ご
と
く
、
連
邦
に
お
い
て
有
効
な
手
続
法
は
連
邦
制
度
改
革
に
よ
っ
て
も
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
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る
。二

〇
〇
八
年
五
月
二
一
日
ま
で
に
、
バ
イ
ア
ー
ン
、
ハ
ム
ブ
ル
ク
及
び
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
の
諸
州
が
一
般
（
成
人
）
行
刑
法
を
整
備

し
た
（
行
刑
に
お
け
る
及
び
行
刑
を
め
ぐ
る
近
時
の
動
き
に
つ
い
て
の
情
報
は
、w

w
w
.stra

fv
o
llzu

g
sa
rch

iv
.d
e

）。

つ
い
最
近
ま
で
、
刑
法
シ
ス
テ
ム
の
お
そ
ら
く
は
も
っ
と
も
慎
重
な
扱
い
を
要
す
る
対
象
で
あ
る
少
年
行
刑
に
つ
い
て
は
、
法
律
が
な

く
と
も
う
ま
く
や
っ
て
い
け
る
、
と
い
う
前
提
か
ら
出
立
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
く
な
く
と
も
、
相
応
の
立
法
処
置
は
再
三
引

き
延
ば
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
特
に
欠
如
し
て
い
た
の
は
、
少
年
行
刑
を
教
育
と
い
う
観
点
か
ら
整
備
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
少
年
行
刑
に
関
す
る
州
法
の
初
版
が
ど
う
い
う
も
の
に
な
る
の
か
、
そ
の
準
備
段
階
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
関
心
が
寄
せ

ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
、
現
時
点
で
の
犯
罪
学
研
究
の
総
括
を
州
法
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
と

に
犯
罪
学
と
法
が
ほ
か
で
も
な
く
少
年
刑
法
に
お
い
て
特
に
密
接
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（v

g
l.
K
a
iser u

.S
ch
o
ch 2006,

K
a
p
.
2,
R
n
.
1

）。
そ
う
す
れ
ば
、
国
の
刑
罰
の
歴
史
に
新
し
い
一
章
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
少
年
行
刑
に
最
初
の
法
律
で

定
義
さ
れ
た
容
貌
を
与
え
、
少
年
行
刑
の
今
後
の
発
展
史
に
こ
の
出
発
点
か
ら
持
続
的
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、

州
法
制
定
者
と
し
て
の
立
法
者
が
、
近
時
、
む
し
ろ
厳
格
且
つ
抑
圧
的
雰
囲
気
の
中
に
お
か
れ
て
い
る
時
代
に
、
こ
れ
ら
の
州
法
が
「
誕

生
」
し
た
と
い
う
こ
と
｜

法
律
も
そ
の
時
代
の
子
で
あ
る
｜

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
法
律
に
多
く
の
長
所
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
予
期

さ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
一
九
七
六
年
の
行
刑
法
制
定
当
時
の
刑
事
政
策
の
「
雰
囲
気
」
は
自
由
主
義
的
構

成
と
い
う
観
点
で
有
利
で
あ
っ
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
。自
由
と
安
全
と
の
間
の
均
衡
の
重
点
は
近
時
明
ら
か
に
後
者
に
移
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
遠
隔
効
果
や
国
際
的
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
議
論
の
影
響
に
よ
っ
て
だ
け
生
じ
た
と
は
到
底
い
え
な
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い
（v

g
l.
P
ra
n
tl 2008

）。
幾
度
も
議
論
さ
れ
て
い
る
懲
罰
性
の
増
加
傾
向
、
つ
ま
り
、
法
違
反
者
を
刑
法
上
も
っ
と
厳
し
く
扱
う
と
い

う
傾
向
は
、
す
で
に
そ
れ
以
前
か
ら
紛
れ
も
な
い
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
テ
ロ
の
危
険
に
対
す
る
感
受
性
の
増
大
と
い
っ
た
側
面
だ
け

で
見
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
又
、
安
全
要
求
の
現
わ
れ
と
い
っ
た
側
面
だ
け
で
捉
え
て
は
な
ら
な
い（
下
記
参
照
）。
懲
罰
性
の
増
加

も
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
徴
表
と
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（v

g
l.
L
a
u
tm
a
n
n u

.
K
lim

k
e 2004,

S
.
9ff.

）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
道
主

義
的
、
再
社
会
化
・
行
為
者
指
向
行
刑
と
い
う
過
去
の
遺
産
を
配
慮
す
る
こ
と
、
少
な
く
と
も
相
応
の
明
文
規
定
を
配
慮
す
る
充
分
の
理

由
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
規
定
の
実
践
的
適
用
は
遅
々
と
し
て
進
ん
で
い
な
い
の
だ
が
。

こ
の
点
で
の
徴
候
と
な
っ
た
の
が
二
〇
〇
七
年
六
月
二
七
日
に
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
議
会
で
可
決
さ
れ
、
連
邦
州
全
体

で
初
め
て
施
行
さ
れ
た
少
年
行
刑
法
（D

ru
ck
sa
ch
e 14 /1454 d

es L
a
n
d
ta
g
s B

a
d
en
-W
u
rtem

b
erg 2007

）
で
あ
る
。
ハ
ッ
セ
マ
ー

（
二
〇
〇
六
）
の
い
う
刑
法
・
刑
事
訴
訟
法
の
消
極
・
予
防
的
充
電
が
こ
こ
少
年
行
刑
法
に
お
い
て
ま
さ
に
現
れ
て
い
る
。

ほ
と
ん
ど
の
州
で
今
な
お
有
効
な
一
般
行
刑
法
第
二
条
第
一
文
か
ら
、
受
刑
者
一
般
の
た
め
の
法
的
に
定
義
さ
れ
た
行
刑
目
的
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
が
分
か
る
。「
自
由
刑
の
執
行
に
お
い
て
受
刑
者
は
、
将
来
社
会
的
責
任
を
も
ち
、
犯
罪
を
し
な
い
生
活
を
送
れ
る
能
力
を
も

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
行
刑
目
的
）」。
こ
の
こ
と
は
、
教
育
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
、
従
来
唯
一
の
少
年
行
刑
の

任
務
を
定
め
る
規
定
｜

少
年
裁
判
所
法
旧
第
九
一
条
第
一
項
｜

に
も
現
れ
て
い
る
。「
少
年
刑
の
執
行
に
よ
っ
て
、
被
有
罪
者
は
、
将

来
、
誠
実
か
つ
責
任
感
の
あ
る
生
き
方
を
送
れ
る
よ
う
な
教
育
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。
こ
れ
に
続
い
て
よ
う
や
く
、（
一
般
）
行

刑
法
の
行
刑
目
的
の
法
定
義
の
外
に
、
行
刑
法
第
二
条
第
二
文
は
、「
自
由
刑
の
執
行
は
さ
ら
な
る
犯
罪
か
ら
公
衆
を
保
護
す
る
の
に
も
仕

え
る
」
と
定
め
る
。
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こ
こ
で
一
例
と
し
て
紹
介
す
る
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
少
年
行
刑
法
で
は
、
改
革
、
つ
ま
り
関
連
規
定
の
体
系
的
位
置
の

変
更
に
よ
っ
て
、
優
先
順
位
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
対
象
者
が
少
年
で
あ
り
、
教
育
思

想
が
｜

と
も
か
く
従
来
｜

行
刑
構
成
の
指
針
と
な
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
行
刑
法
で

は
、
適
用
範
囲
の
規
定
（
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
少
年
行
刑
法
第
一
条
）
の
す
ぐ
後
に
、
同
法
第
二
条
第
一
文
に
「
犯
罪
予

防
任
務
」
｜

同
法
第
二
条
の
表
題
が
そ
う
な
っ
て
い
る
｜

と
し
て
安
全
が
真
っ
先
に
明
記
さ
れ
て
い
る
、「
少
年
行
刑
の
犯
罪
予
防
任

務
は
少
年
犯
罪
か
ら
市
民
を
保
護
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」。
続
い
て
、
同
法
第
二
条
第
二
文
は
こ
う
定
め
る
、「
少
年
行
刑
は
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
テ
ム
ベ
ル
ク
州
に
お
け
る
内
的
安
全
、
同
州
に
お
け
る
法
的
平
和
及
び
」
｜

後
で
、
し
か
し
そ
れ
で
も
｜
「
少
年
を
国
と
社
会
に

組
み
入
れ
る
こ
と
に
仕
え
る
」。
こ
の
第
二
文
の
後
置
文
言
、
つ
ま
り
、
添
え
物
の
と
こ
ろ
で
初
め
て
、
従
来
は
、
一
般
行
刑
法
に
お
い
て

三
つ
の
最
小
限
原
則
の
一
つ
と
し
て
真
っ
先
に
規
定
さ
れ
て
い
た
も
の
（
つ
ま
り
行
刑
法
第
三
条
第
三
項
｜
「
社
会
へ
の
統
合
原
則
」）

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
の
二
つ
の
行
刑
原
則（
行
刑
法
第
三
条
第
一
項
｜
「
近
似
原
則
」及
び
同
法
第
三
条
第
二
項
｜
「
対

抗
制
御
原
則
」）に
は
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
。
バ
イ
ア
ー
ン
州
及
び
ハ
ム
ブ
ル
ク
都
市
州
の
少
年
行
刑
法
も
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ

ル
ク
州
の
例
に
従
い
、
行
刑
の
任
務
と
し
て
真
っ
先
に
少
年
の
（
さ
ら
な
る
）
犯
罪
か
ら
公
衆
な
い
し
市
民
を
保
護
す
る
こ
と
を
強
調
し

て
い
る
。
こ
れ
と
異
な
る
の
が
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン＝

ヴ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
、
ニ
ー
ダ
ー
ザ
ク
セ
ン
州
及
び
そ
の
他
の

州
の
い
わ
ゆ
る
一
〇
州
群
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
被
拘
禁
者
の
教
育
な
い
し
再
社
会
化
を
、
少
な
く
と
も
傾
向
と
し
て
、
よ
り
は
っ
き
り
正

面
に
打
ち
出
し
て
い
る
（v

g
l.
H
o
y
n
ck u

.
a
.
2008

）。

バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
テ
ム
ベ
ル
ク
州
少
年
行
刑
法
第
二
条
で
は
な
く
｜

同
条
は
（
ほ
と
ん
ど
の
州
で
な
お
有
効
な
）
一
般
行
刑
法
に
対

応
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
安
全
と
い
う
利
益
が
強
調
さ
れ
て
い
る
｜

同
法
第
二
一
条
に
お
い
て
よ
う
や
く
「
教

北研44(2・ )10 176

論 説



育
任
務
」と
い
う
表
題
の
下
に
、
行
刑
法
第
二
条
第
一
文
に
ほ
ぼ
正
確
に
対
応
す
る
文
言
が
見
出
さ
れ
る
、
つ
ま
り
、「
少
年
行
刑
に
お
い

て
は
、
少
年
被
拘
禁
者
は
社
会
的
責
任
を
も
ち
犯
罪
行
為
を
し
な
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
教
育
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」。
す
な
わ
ち
、
成

人
は
最
終
的
に
は
「
犯
罪
行
為
を
し
な
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
「
で
き
る
」
べ
き
だ
が
、
少
年
は
そ
の
た
め
に
「
教
育
さ
れ
る
」
べ
き
で

あ
る
。
処
遇
と
教
育
の
基
本
原
則
は
バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
少
年
行
刑
法
第
二
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
や
少
年
行

刑
法
内
部
で
教
育
任
務
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
り
そ
の
意
義
が
相
対
化
さ
れ
て
し
ま
う
点
が
多
く
の
批
判
者
の
論
議
を

呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
少
年
裁
判
所
及
び
少
年
裁
判
所
援
助
連
合
｜

バ
ー
デ
ン＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ブ
ル
ク
州
支
部
｜

は
、

す
で
に
準
備
段
階
に
お
い
て
、
つ
ま
り
二
〇
〇
七
年
二
月
二
七
日
に
、
法
律
草
案
に
次
の
よ
う
な
意
見
を
表
明
し
た
、「
少
年
被
拘
禁
者
に

犯
罪
行
為
を
し
な
い
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
教
育
す
る
と
い
う
行
刑
目
的
を
法
律
の
冒
頭
に
明
記
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
草
案
第
二
条

の
一
般
条
項
の
よ
う
な
規
定
振
り
で
は
教
育
目
的
が
効
果
を
失
い
か
ね
な
い
危
険
が
あ
る
。
現
行
少
年
裁
判
所
法
第
九
一
条
第
一
項
も

も
っ
ぱ
ら
被
有
罪
者
の
教
育
を
行
刑
目
的
と
し
て
定
め
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
規
定
が
、
少
年
行
刑
に
は
憲
法
上
の
再
社
会
化
義
務
が
課

せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
二
〇
〇
六
年
五
月
三
一
日
判
決
に
最
も
よ
く
適
う
こ
と
も
、
こ
う
い
っ
た
規
定
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
理

由
と
な
る
」。
し
か
し
、
草
案
へ
の
こ
う
い
っ
た
評
価
さ
れ
る
べ
き
批
判
も
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
従
前
の
行
刑
法
に
お
け

る
被
拘
禁
者
の
再
社
会
化
に
関
す
る
諸
規
定
の
実
務
上
の
実
践
が
ま
っ
た
く
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
を
考
え
れ
ば
、
新

し
い
法
律
が
発
効
す
れ
ば
、
行
刑
の
再
社
会
化
に
や
さ
し
い
構
成
と
い
う
観
点
で
の
政
治
的
圧
力
が
い
っ
そ
う
低
下
す
る
こ
と
に
な
る
か

も
し
れ
な
い
、
特
に
、
公
衆
の
間
に
一
部
見
ら
れ
る
制
裁
態
度
の
高
ま
り
が
背
景
に
あ
る
と
す
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
他

で
も
な
く
こ
の
公
衆
が
依
然
と
し
て
か
な
り
の
程
度
同
時
に
再
社
会
化
思
想
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（v
g
l.
K
u
ry u

.
a
.
1996,

S
.
319 ff.

）。
こ
こ
に
特
に
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
、
行
刑
が
社
会
の
発
展
と
態
度
の
投
影
面
と
し
て
の
意
味

を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（M

u
ller-D

ietz 2006

）。
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法
律
の
規
定
す
ら
、
被
拘
禁
者
に
そ
の
認
め
ら
れ
た
権
利
を
拒
否
す
る
な
い
し
そ
れ
を
縮
小
す

る
こ
と
を
防
止
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。
法
律
上
の
指
針
が
実
践
で
き
な
い
一
例
と
し
て
、
法
律

に
は
（
な
お
）
通
例
行
刑
と
し
て
定
め
ら
れ
た
開
放
執
行
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
行
刑
法
第

一
〇
条
）。
通
例
と
し
て
開
放
施
設
収
容
が
実
践
さ
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
今
日
に
至

る
ま
で
、
と
て
も
い
え
る
よ
う
な
状
況
で
は
な
い
。
逆
に
、
数
字
上
、
逆
の
発
展
傾
向
に
あ
る
こ

と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
ま
で
、
受
刑
者
数
は
微
増
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
開
放
執
行
に
収
容
さ
れ
た
被
収
容
者
の
絶
対
数
は
減
少
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
ま

す
ま
す
も
っ
て
受
刑
者
全
体
に
対
す
る
そ
の
割
合
も
減
少
し
た
（
図
１
参
照
）。

さ
ら
に
、
開
放
執
行
に
関
し
て
も
、
州
少
年
行
刑
法
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
だ
が
、

行
刑
法
第
一
〇
条
と
比
較
し
て
意
味
付
け
て
の
違
い
が
鮮
明
に
な
る
。
例
え
ば
、
ブ
レ
ー
メ
ン
都

市
州
少
年
行
刑
法
を
見
る
と
は
っ
き
り
す
る
。
同
法
は
最
初
に
成
立
し
た
、
し
か
し
、
バ
ー
デ
ン

＝

ヴ
ュ
ル
テ
ム
ベ
ル
ク
州
少
年
行
刑
法
の
後
に
施
行
さ
れ
た
州
少
年
行
刑
法
で
あ
る
。
ブ
レ
ー
メ

ン
都
市
州
少
年
行
刑
法
第
一
三
条
の
表
題
は
「
閉
鎖
及
び
開
放
執
行
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

行
刑
法
第
一
〇
条
の
表
題
で
は
、
開
放
執
行
が
閉
鎖
執
行
の
前
に
お
か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
決
定

的
な
の
は
、
ブ
レ
ー
メ
ン
都
市
州
少
年
行
刑
法
第
一
三
条
第
一
項
は
受
刑
者
の
収
容
さ
れ
る
べ
き

二
つ
の
執
行
形
態
だ
け
を
一
文
で
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
両
執
行
形
態
は
同
列
に
お
か
れ

て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
連
邦
立
法
者
は
行
刑
法
第
一
〇
条
第
一
項
に
お
い
て
、
開
放
執
行
が
通

例
執
行
と
な
る
べ
き
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
点
に
関
し
て
、
犯
罪
学

図１：自由刑、少年刑および保安監置執行施設における開放執行に収容され
ている者の割合。
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の
所
見
（
暴
力
と
抑
圧
の
低
下
、
副
次
文
化
形
成
の
危
険
性
の
低
下
、
最
後
に
、
再
犯
率
の
低
下
）
は
開
放
執
行
を
明
確
に
支
持
す
る
も

の
で
あ
り
（D

iem
er,

S
ch
o
reit u

.
S
o
n
n
en 2008,

13 JS
tV
o
llzG

,
R
n
.
2 m

.
N
.;
a
u
ch sch

o
n A

lb
rech

t u
.
a
.
1981;

zu
m

 
B
ereich d

es Ju
g
en
d
stra

frech
ts F

ra
n
k
en
b
erg 1999

）、
今
ま
で
の
通
例
｜
例
外
関
係
か
ら
決
別
す
る
と
い
う
考
え
を
許
さ
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
逆
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
法
律
で
規
定
さ
れ
た
、
歓
迎
す
べ
き
、
し
か
し
、
実
務
で
は
軽

視
さ
れ
た
開
放
執
行
の
優
先
性
を
、
持
続
的
に
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
を
真
摯
に
追
求
し
て
も
よ
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ア
ー
レ
ッ
ク
ス（
二

〇
〇
六
）
は
行
刑
法
草
案
の
準
備
段
階
に
お
け
る
こ
の
及
び
そ
の
他
多
く
の
慨
嘆
す
べ
き
展
開
に
関
す
る
記
事
を
、
週
間
新
聞
「
デ
ィ

ツ
ァ
イ
ト
」
紙
に
掲
載
し
た
が
、
そ
の
見
出
し
は
「
行
刑
法

貧
弱
さ
の
競
争
が
と
ど
め
も
な
く
進
行
し
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

有
罪
判
決
を
下
す
際
に
流
れ
込
む
鋭
敏
な
感
覚
と
い
う
も
の
か
ら
は
、
行
刑
の
段
階
ま
で
、
つ
ま
り
、
も
っ
ぱ
ら
国
の
刑
罰
装
置
が
法
違

反
者
に
と
っ
て
初
め
て
そ
し
て
長
期
に
渡
り
感
じ
ら
れ
る
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
至
る
ま
で
、
ほ
ん
の
少
し
し
か
免
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
国
内
の
及
び
外
国
の
確
実
な
犯
罪
学
の
知
見
に
反
し
て
、
政
治
の
側
か
ら
、
人
々
の
動
揺
を
背
景
に
そ
し
て
安
全
要
求
の
高
ま

り
を
利
用
し
て
、
全
体
と
し
て
、
も
っ
と
多
く
の
刑
罰
を
、
も
っ
と
少
な
く
再
社
会
化
を
と
の
主
張
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ

て
、
こ
れ
で
犯
罪
を
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
見
せ
掛
け
の
確
信
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
（v

g
l.
S
h
erm

a
n
 
u
.
a
.
1998;

B
eck

ett u
.
S
a
sso

n 2004

）。

執
行
の
面
で
は
、
行
刑
当
局
に
ほ
と
ん
ど
文
句
の
つ
け
ら
れ
な
い
自
由
が
あ
る
。
刑
執
行
裁
判
所
の
裁
判
は
、
行
刑
当
局
に
よ
り
、
た

め
ら
い
が
ち
に
、
不
十
分
に
、
不
確
か
な
や
り
方
で
し
か
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
実
行
に
移
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
刑
執
行
裁
判
所
が
行
刑
当
局
に
課
す
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
新
決
定
、
例
え
ば
、
引
率
の
許
可
に
も
、
又
、
裁
判
所
の
下
し
た
、
し
た

が
っ
て
法
的
に
拘
束
力
の
あ
る
義
務
、
例
え
ば
、
受
刑
者
を
施
設
外
の
病
院
へ
移
送
す
る
こ
と
に
も
言
え
る
（d

iese
 
u
n
d
 
w
eitere
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B
eisp

iele in F
eest et a

l.
1997

）。
権
力
分
立
と
い
う
よ
う
な
基
礎
と
な
る
法
治
国
原
理
（
基
本
法
第
二
〇
条
第
三
項
）
が
行
刑
の
分

野
で
突
然
処
分
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（v

g
l.
h
ierzu a

u
ch G

ru
ß
2007

）。

特
に
い
ら
だ
た
せ
る
の
は
、
刑
執
行
裁
判
所
の
裁
判
を
実
行
に
移
さ
な
い
と
い
う
憲
法
に
違
反
す
る
、
し
か
し
、
ま
っ
た
く
当
た
り
前

に
な
っ
て
い
る
行
刑
実
務
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
が
実
際
に
行
わ
れ
る
の
は
、
特
に
、
刑
執
行
裁
判
所
の
裁
判
が
行
刑
当
局
の
評
価
に

相
応
し
な
い
と
か
、
む
し
ろ
そ
の
「
方
針
」
に
相
応
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
犯
罪
者
に
最
大
の
影
響
を
も
た
ら
す
の
は
、
刑

執
行
裁
判
所
が
犯
罪
者
に
利
益
と
な
る
、
例
え
ば
、
執
行
の
態
様
、
期
間
に
関
す
る
裁
判
を
行
う
が
、
こ
れ
が
行
刑
当
局
に
よ
り
あ
っ
さ

り
と
無
視
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、
犯
罪
者
を
早
期
に
釈
放
す
べ
き
と
か
、
緩
和
執
行
に
移
す
べ
き
と
い
う
裁
判
が
、
実
行
に
移

さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
が
（
実
行
し
な
い
と
い
う
不
作
為
の
範
囲
を
確
定
す
る
の
は
難
し
い
。S.

F
eest et a

l.
1997

）、
こ
の
場
合
、

フ
ェ
ー
ス
ト
等
（1997,

S
.
11

）
が
論
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
説
明
に
か
か
る
不
作
為
の
事
例
に
お
い
て
、
客
観
的
に
実
行
不
可
能
と
い

え
る
の
は
た
だ
の
ひ
と
つ
も
な
く
、
む
し
ろ
、
世
論
を
顧
慮
し
て
い
る
と
か
、
費
用
の
要
因
と
か
、
対
応
す
る
「
反
抗
的
」
被
拘
禁
者
を

懲
戒
し
た
い
と
か
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
こ
れ
ら
は
す
べ
て
裁
判
結
果
の
実
現
を
拒
否
す
る
理
由
と
は
な
り
え
な
い
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
第
一
に
、『
暗
域
』
を
、
第
二
に
、
被
拘
禁
者
を
移
送
し
た
り
、
た
め
ら
う
こ
と
で
釈
放
ま
で
偽
装
す
る
行
刑
当

局
の
不
服
従
を
見
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
」（K

a
m
a
n
n u

.
V
o
lck

a
rt in F

eest 2006,
115 R

n
.
85

）。
フ
ェ
ー
ス
ト
ら
（1997 S

.
11

）

は
、「
行
刑
当
局
の
反
抗
的
態
度
が
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
裁
判
の
結
果
が
執
行
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
ば
か
り
か
、
全
面
的
施

設
に
お
け
る
権
利
保
護
と
い
っ
た
問
題
に
ふ
さ
わ
し
い
特
殊
な
点
の
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い
る
」
と
総
括
し
て
い
る
。

こ
の
状
況
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
重
苦
し
い
気
分
に
さ
せ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
犯
罪
者
に
行
刑
当
局
の
抵
抗
に
抗
し
て
、
刑
執
行
裁
判
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所
の
裁
判
結
果
を
強
制
的
に
実
現
さ
せ
う
る
上
訴
に
訴
え
る
道
が
残
さ
れ
て
お
れ
ば
相
対
化
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

実
際
、
行
刑
に
お
け
る
被
拘
禁
者
の
地
位
や
苦
情
申
し
立
て
権
が
弱
い
こ
と
を
背
景
に
す
る
と
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し

か
し
、
通
説
に
よ
る
と
、
上
訴
の
道
は
な
お
さ
ら
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
行
刑
法
に
裁
判
の
結
果
を
執
行
す
る
た
め
の
規
定
が
欠
如

し
て
い
る
た
め
、
カ
マ
ン
と
フ
ォ
ル
カ
ー
ト
（
二
〇
〇
六
）
が
論
ず
る
よ
う
に
、
す
く
な
く
と
も
、
強
制
賦
課
金
を
課
す
る
こ
と
の
で
き

る
行
政
裁
判
所
法
第
一
七
〇
条
、
第
一
七
二
条
の
準
用
を
許
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
被
拘
禁
者
の
た
め
に
憲
法
が
命
令
す
る

権
利
保
護
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
裁
判
所
が
今
ま
で
行
政
裁
判
所
法
第
一
七
〇
条
、
第
一
七
二
条
の
適
用
を
拒
否
す
る
に
当
た

り
理
論
的
説
明
を
せ
ず
、
行
刑
当
局
は
、
き
わ
め
て
稀
な
場
合
を
別
と
す
れ
ば
、
裁
判
の
結
果
を
実
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
勤

務
状
況
監
督
苦
情
申
し
立
て
、
請
願
権
で
十
分
で
あ
る
と
の
理
由
を
持
ち
出
し
て
い
る
と
き
、
上
記
の
学
説
は
そ
れ
だ
け
強
く
支
持
せ
ざ

る
を
え
な
い
（K

a
m
a
n
n u

.
V
o
lck

a
rt in F

eest 2006,
115,

R
n
.
81 u

n
ter Z

itieru
n
g v

o
n O

L
G
 
K
a
rlsru

h
e Z

fS
trV

o 2004,

315;
K
a
m
a
n
n 2006;

L
estin

g u
.
F
eest 1987

）。
こ
の
考
え
は
、
上
記
の
研
究
所
見
か
ら
、
反
駁
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
べ
き
で

あ
り
、
そ
れ
故
、
基
本
に
あ
る
法
治
国
原
理
に
引
き
続
き
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
効
力
の
あ
る
こ
と
を
否
定
し
た
く
な
い
な
ら
、
行
政
裁
判

所
法
第
一
七
〇
条
、
第
一
七
二
条
の
定
め
る
強
制
処
分
の
適
用
を
拒
否
す
る
余
地
は
も
は
や
存
在
し
な
い
。

要
約
す
る
と
、
行
刑
の
領
域
で
は
、
立
法
、
行
政
お
よ
び
司
法
の
面
で
悲
惨
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。

第
三
章

刑
事
政
策
の
進
展
状
況
に
お
け
る
大
衆
媒
体
の
役
割

人
々
の
制
裁
意
識
が
厳
罰
に
傾
く
よ
う
に「
煽
る
」際
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
が
大
衆
媒
体
で
あ
る
。
民
間
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
放
送
局
の
出
現
、
大
衆
媒
体
の
途
方
も
な
い
拡
大
に
よ
っ
て
、
視
聴
率
の
向
上
、
定
期
読
者
の
拡
大
を
め
ぐ
る
競
争
が
い
っ
そ
う
激
し

北研44(2・ )15 181

「新たな懲罰性」の問題 ㈠



く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。う
ん
ざ
り
し
て
い
る
受
け
手
の
注
意
を
惹
き
つ
け
る
た
め
に
は
、い
っ
そ
う
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
で
「
二
度
と
な
い
」
出
来
事
が
報
道
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、「
性
と
犯
罪
」
は
、
古
来
、
人
々
の
注
意
を

惹
き
つ
け
る
題
材
で
あ
る
か
ら
、
人
々
は
特
に
（
重
い
）
犯
罪
事
件
の
報
道
に
飛
び
つ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
新
し
い
こ
と
で
は

な
く
、
書
籍
印
刷
技
術
の
発
明
後
す
ぐ
に
い
わ
ゆ
る
「
パ
ン
フ
レ
ツ
ト
」
が
大
量
に
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
新
聞
の
さ
き
が
け

と
い
え
る
の
で
あ
り
、
一
六
世
紀
初
頭
に
は
も
う
そ
う
呼
ば
れ
て
い
て
、
同
じ
「
市
場
法
則
」
に
従
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
公

刊
物
に
は
様
々
な
日
々
の
問
題
に
つ
い
て
の
意
見
が
開
陳
さ
れ
、
特
に
、
事
故
、
自
然
災
害
お
よ
び
犯
罪
行
為
も
報
道
さ
れ
た
の
で
あ
る

（v
g
l.
S
ta
a
tsb
ib
lio
th
ek zu B

erlin
,
S
.
130ff.

）。

例
え
ば
、
二
〇
〇
六
年
秋
に
は
、
被
害
者
が
一
〇
歳
の
時
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ヴ
ィ
ー
ン
近
郊
で
一
人
の
男
に
誘
拐
さ
れ
、
八
年
間
も

地
下
牢
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
よ
う
や
く
逃
げ
出
せ
た
と
い
う
ナ
タ
ー
シ
ャ
・
カ
ム
プ
ス
事
件
が
国
際
的
耳
目
を
引
い
た
が
、
こ
の
若
い
女

性
の
最
初
の
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ウ
は
も
の
す
ご
く
高
い
視
聴
率
に
達
し
た
し
、
そ
れ
に
続
き
、
事
件
の
分
析
と
解
釈
が
報

道
さ
れ
、
そ
の
後
も
、
何
週
間
に
も
わ
た
り
報
道
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
報
道
が
よ
う
や
く
「
止
ま
っ
た
」
の
は
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
、

ま
た
も
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
発
覚
し
た
「
フ
リ
ッ
ツ
ル
事
件
」
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
件
は
、
父
親
が
、
自
分
の
娘
を
二
四
年
以
上

も
地
下
室
に
監
禁
し
、
近
親
相
姦
か
ら
数
人
の
子
を
生
み
、
そ
の
う
ち
の
一
人
も
地
下
牢
で
成
長
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
報
道
さ
れ
る
犯
罪
事
件
の
選
択
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
極
め
て
恣
意
的
で
あ
り
、「
知
ら
せ
」、
つ
ま
り
、
突
出
し
て
い
る
こ
と
、

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
こ
と
そ
し
て
異
常
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
報
道
さ
れ
る
。「
悪
し
き
ニ
ュ
ー
ス
」は
こ
の
意
味
で
ほ
と
ん
ど
の
大

衆
媒
体
に
は
「
良
き
ニ
ュ
ー
ス
」
で
あ
る
。
毎
日
起
き
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
日
常
的
犯
罪
は
面
白
く
な
く
、「
二
度
と
な
い
も
の
」
が
探
さ

れ
る
。
受
け
手
は
、
こ
の
そ
の
都
度
「
二
度
と
な
い
こ
と
」
が
繰
り
返
し
出
現
す
る
こ
と
で
、
結
局
は
、「
日
常
的
な
こ
と
」、「
普
通
の
こ
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と
」、「
現
実
」
で
あ
る
と
の
印
象
を
容
易
に
得
る
の
で
あ
る
（v

g
l.
K
ern

er u
.
F
eltes 1980

）。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
で
は
、
一
四
歳
以

上
の
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
放
送
の
平
均
視
聴
時
間
は
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
一
八
五
分
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
五
年
に
は
二
二
〇
分
に
も
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
ラ
ジ
オ
放
送
の
聴
取
時
間
を
加
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
（v

g
l.
S
ch
w
in
d 2008,

14 R
n
.1

）。「
怪
物
」、「
獣
」
は
た

ま
た
「
妖
怪
」
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
又
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
刑
罰
に
関
す
る
報
道
も
ま
す
ま
す
増
加
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
刑
事
訴

追
機
関
、
特
に
、
刑
事
政
策
者
に
も
圧
力
が
か
か
る
。
人
々
の
大
部
分
は
犯
罪
に
関
す
る
他
の
情
報
源
を
ほ
と
ん
ど
も
た
な
い
、
な
い
し

利
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
、
犯
罪
の
実
態
に
関
す
る
途
方
も
な
い
歪
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま
れ
る
。
特
に
目
立
つ
逸

脱
行
動
は
、
人
々
が
犯
罪
に
つ
い
て
思
い
描
く
も
の
を
代
表
し
て
い
る
う
え
、
犯
罪
を
統
制
す
る
た
め
に
ど
う
対
処
す
る
べ
き
か
を
代
表

し
て
い
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
（v

g
l.
S
ch
w
in
d 2008,

14;
K
ern

er u
.
F
eltes 1980;

B
eck

ett u
.
S
a
sso

n 2004,
S
.
73ff.

）。

西
欧
、
北
欧
工
業
諸
国
に
お
け
る
制
裁
の
心
的
傾
向
は
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
も
そ
う
で
あ
る
が
、
な
お
比
較
的
穏
健
で
あ
る
が
、
旧
ソ
ヴ
ィ

エ
ト
諸
国
で
の
意
識
調
査
を
見
る
と
、
旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
も
依
然
と
し
て
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
だ
が
、
人
々
は
厳
し
い
制
裁
を

要
求
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
お
そ
ら
く
、
人
々
は
こ
う
い
っ
た
厳
し
い
制
裁
の
中
で
育
ち
、
厳
し
い
制
裁
で
犯
罪
を
統
制
で
き
る
し
、

統
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
「
学
習
し
た
」
と
こ
ろ
に
あ
る
（v

g
l.
etw

a zu A
serb

a
id
sch

a
n K

u
ry u

.
a
.
2006

）。
例
え
ば
、

旧
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
で
も
、
約
二
一
年
前
に
よ
う
や
く
｜

正
確
に
は
一
九
八
七
年
七
月
一
七
日
に
｜

死
刑
の
廃
止
が
エ
ー
リ
ッ

ヒ
・
ホ
ー
ネ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て
布
告
さ
れ
、
最
後
の
死
刑
執
行
は
一
九
八
一
年
六
月
二
六
日
に
国
家
公
安
省
大
臣
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
テ
ス
ケ

に
対
し
て
行
わ
れ
た
。
テ
ス
ケ
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
に
逃
げ
る
意
図
が
あ
っ
た
廉
で
、
前
も
っ
て
知
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
不
意

に
後
ろ
か
ら
頭
部
を
狙
わ
れ
射
殺
さ
れ
た（H

a
a
se 2007

）。
し
た
が
っ
て
、
一
国
の
制
裁
伝
統
と
い
う
も
の
は
、
国
内
の
安
全
を
保
障
す

る
た
め
に
、
何
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
市
民
の
意
識
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
犯
罪
が
増
加
す
る
と
、
そ
れ
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が
実
際
に
そ
う
で
あ
ろ
う
と
、
認
知
件
数
で
あ
ろ
う
と
、
大
衆
媒
体
で
報
道
さ
れ
る
件
数
で
あ
ろ
う
と
、
こ
の
手
段
の
増
強
、
つ
ま
り
、

も
っ
と
多
く
の
、
も
っ
と
厳
し
い
制
裁
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
イ
ザ
ー
の
報
告
に
よ
る
と
、
一
八
八
二
年
当
時
の
ド
イ
ツ
帝
国
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
者
の
七
六
・
八
％

が
実
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
こ
の
割
合
は
そ
の
後
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
恒
常
的
に
減
少
し
、
今
日
、
約
五
・
五
％
な
い
し
六
・
〇
％
に
な
っ

て
い
る
。
一
八
八
二
年
当
時
、
制
裁
全
体
の
二
二
・
二
％
が
罰
金
刑
で
あ
っ
た
が
、
早
く
も
一
九
九
〇
年
代
中
頃
に
は
八
五
％
に
達
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
は
制
裁
範
型
が
こ
の
百
年
で
完
全
に
変
化
し
た
こ
と
、
こ
の
関
連
で
人
々
の
意
識
も
、
多
く
の
場
合
、
時
間
的
に
遅
れ

な
が
ら
変
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
刑
事
制
裁
は
過
去
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
、
そ
れ
に
か
か
る
途
方
も
な
い
費
用
、
そ
れ
に
特

に
文
明
の
発
展
を
背
景
に
温
和
に
な
っ
た
が
、
こ
の
数
十
年
間
、
西
側
工
業
諸
国
に
お
い
て
も
一
転
し
て
い
っ
そ
う
厳
し
い
刑
罰
、
い
っ

そ
う
厳
し
い
法
律
を
求
め
る
動
き
が
、
ド
イ
ツ
の
ほ
か
に
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
（K

o
sso

w
sk
a u

.
a
.
2008;

K
ra
jew

sk
i 2006

）、
ス
ペ
イ
ン

（S
erra

n
o
-M
a
illo 2006

）、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
（v

g
l.
u
n
ten

）、
グ
レ
ー
ト
ブ
リ
テ
イ
ン
（G

reen 2008

）
そ
し
て
日
本
（Y

o
sh
id
a 2008

）

で
も
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
発
展
は
大
衆
媒
体
の
報
道
の
影
響
で
も
あ
る
。

正
当
に
も
、
再
三
指
摘
さ
れ
る
こ
と
だ
が
、
他
で
も
な
く
西
側
工
業
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
お
い
て
も
、
刑
事
制
裁
は
比
較
的

厳
し
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
｜

予
期
し
た
よ
う
に
、
し
か
し
、
し
た
が
っ
て
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
｜

人
々
の
意
識
に
も
妥
当

す
る
。
例
え
ば
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
大
統
領
選
挙
戦
で
は
候
補
者
の
死
刑
へ
の
態
度
が
決
定
的
役
割
を
果
た
し
て

い
る
。
最
近
で
は
、
四
三
歳
の
男
性
が
犯
し
た
事
件
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
事
件
は
、
一
九
九
八
年
に
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
で
起
こ
っ
た
事
件

で
、
自
分
の
八
歳
の
ま
ま
娘
を
残
酷
な
方
法
で
性
的
凌
虐
を
行
い
、
緊
急
手
術
で
よ
う
や
く
救
命
で
き
る
ほ
ど
の
傷
を
負
わ
し
た
と
い
う
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も
の
で
あ
る
。
二
〇
〇
八
年
六
月
二
五
日
に
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
最
高
裁
判
所
は
、
五
対
四
の
僅
差
で
、
当
該
行
為
は
死
刑
判
決
を
正
当

化
し
な
い
こ
と
、
こ
う
い
っ
た
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
は
、
均
衡
が
と
れ
な
く
残
虐
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
の
判
断
を
下
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
に
お
け
る
死
刑
に
改
め
て
一
線
が
引
か
れ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
判
決
の
実
践
的
意
義
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
子
ど
も
に
対
す
る
強
姦
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
極
刑
が
言
い
渡
さ

れ
る
こ
と
は
極
め
て
稀
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
話
題
が
感
情
、
興
奮
を
高
め
る
内
容
を
有
し
て
い
る
た
め
、
目
下
の
大
統
領
候

補
者
の
二
人
と
も
が
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
直
ち
に
反
応
し
た
。
マ
ッ
ケ
イ
ン
と
オ
バ
ー
マ
の
双
方
と
も
｜

驚
い
た
こ
と
に
あ
る
い
は

当
然
な
が
ら
｜

判
決
は
理
解
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
過
去
一
六
年
の
す
べ
て
の
民
主
党
大
統
領
候
補
者
と
同
じ
く
、
オ
バ
ー
マ
も
死
刑

賛
成
論
者
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
て
い
る
。
ミ
シ
ェ
ル
・
デ
ユ
カ
ー
キ
ス
は
、
大
統
領
候
補
者
と
し
て
は
、
民
主
党
の
最
後
の
死
刑
反
対

論
者
で
あ
り
、
そ
し
て
、
選
挙
戦
で
敗
北
し
た
。
ア
メ
リ
カ
合
州
国
の
「
歴
史
的
な
新
し
い
始
ま
り
」
を
宣
伝
し
て
い
る
オ
バ
ー
マ
は
、

お
そ
ら
く
熟
慮
し
た
上
で
、
古
い
「
処
方
箋
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
二
人
の
大
統
領
候
補
者
と
も
に
直
ち
に
死
刑
支
持
を
打
ち
出
し
た

の
は
偶
然
で
は
な
い
。
今
ま
で
一
連
の
裁
判
で
死
刑
問
題
を
扱
っ
て
き
た
最
高
裁
判
所
も
死
刑
に
賛
成
な
の
か
反
対
な
の
か
に
つ
い
て
の

態
度
を
明
確
に
し
て
い
な
い
。
こ
う
い
っ
た
事
情
が
背
景
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
間
も
な
く
ア
メ
リ
カ
合
州
国
で
も
死
刑
は
廃
止
さ

れ
る
な
ど
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ど
う
も
問
題
外
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
見
解
は
お
そ
ら
く
む
し
ろ
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
希
望
的
観
測
と
い
え
よ
う
（v

g
l.
G
u
n
th
er 2008a

;
2008b

）。

以
下
で
は
、
実
証
的
犯
罪
学
研
究
及
び
統
計
に
基
づ
き
、
こ
こ
数
十
年
一
般
の
人
々
か
ら
、
そ
し
て
、
特
に
、
政
治
家
か
ら
も
ま
す
ま

す
要
求
さ
れ
て
い
る
厳
し
い
刑
罰
が
、
犯
罪
の
減
少
に
ど
の
程
度
役
立
つ
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
厳
し
い
刑
罰
を
科
す
る

昔
の
制
裁
範
型
に
戻
る
こ
と
が
、
自
由
主
義
的
、
処
遇
指
向
的
刑
事
政
策
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
と
比
較
し
て
、
犯
罪
防
止
の
点
で
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ど
の
程
度
よ
り
効
果
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
稿
で
は
、
特
に
、
ア
メ
リ
カ
合
州
国
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
日
本
及
び
最

後
に
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
い
。
最
終
章
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
詳
論
を
基
礎
に
、
合
理
的
刑
事
政
策
の
観

点
に
論
及
し
た
い
。

（
つ
づ
く
）
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