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七
月
七
日
に
施
行
さ
れ
た
、
侮
辱
罪
の
法
定
刑
の
上
限
引
き
上
げ
。

ネ
ッ
ト
上
で
の
誹
誇
中
傷
が
背
景
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
が
、

表
現
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
る
と
の
声
も
聞
こ
え
て
く
る
。

私
た
ち
は
い
ま
、
言
論
の
在
り
方
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か

藷

鞠

二
○
二
二
年
（
以
下
、
同
年
の
出
来
事
に
つ
い
て
は
原
則
と
し

ぶ

じ

よ

く

ざ

い

て
表
記
を
省
略
す
る
）
六
月
十
三
日
、
侮
辱
罪
の
法
定
刑
の
引

き
上
げ
な
ど
を
内
容
と
す
る
刑
法
改
正
案
が
成
立
し
、
こ
の
点
に

関
し
て
は
七
月
七
日
に
施
行
さ
れ
た
。
侮
辱
罪
は
刑
法
二
三
一
条

な
ぜ
反
対
や
慎
重
さ
を
求
め
る
意
見
が
目
立
っ
た
か

1

て

き

じ

で
あ
り
、
改
正
後
は
、
「
事
実
を
摘
示
し
な
く
て
も
、
公
然
と
人
を

も

き

ん

と

侮
辱
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁
鋼
若
し
く
は
三

と

５

り

ゅ

う

十
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
拘
留
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
」
と
い

う
規
定
で
あ
る
。
傍
線
部
が
改
正
に
よ
っ
て
追
加
さ
れ
た
部
分
で

あ
り
、
要
は
、
従
来
、
拘
留
（
一
日
以
上
三
十
日
未
満
の
あ
い
だ
、

刑
事
施
設
に
拘
置
す
る
も
の
）
、
科
料
（
千
円
以
上
一
万
円
未
満
を

科
す
る
財
産
刑
）
と
い
う
か
な
り
軽
い
刑
が
科
さ
れ
る
に
と
ど
ま
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っ
て
い
た
侮
辱
罪
に
つ
い
て
、
懲
役
や
禁
銅
も
含
む
、
よ
り
重
い

刑
を
も
科
し
う
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

き

そ

ん

な
お
、
刑
法
二
三
○
条
は
名
誉
穀
損
罪
の
規
定
で
あ
り
、
こ
ち

ら
は
「
公
然
と
事
実
を
摘
示
し
、
人
の
名
誉
を
穀
損
し
た
者
は
、

そ
の
事
実
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は

禁
銅
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
（
同
条
一
項
）
な
ど

と
す
る
。
名
誉
穀
損
と
侮
辱
と
の
主
な
違
い
は
「
公
然
と
事
実
を

摘
示
」
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

さ
て
、
侮
辱
罪
に
関
す
る
今
回
の
法
改
正
の
話
に
戻
る
と
、
犯

罪
の
成
立
要
件
は
そ
の
ま
ま
で
、
法
定
刑
を
一
定
程
度
引
き
上
げ

る
だ
け
の
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
反
対
あ
る
い
は
慎
重

ほ

う

か

つ

さ
を
求
め
る
意
見
も
目
立
っ
た
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
が
包
括
的

な
批
判
的
意
見
書
（
「
侮
辱
罪
の
法
定
刑
の
引
上
げ
に
関
す
る
意
見

言
」
〈
三
月
十
七
日
〉
）
を
公
表
し
た
ほ
か
、
報
道
各
社
の
社
説
で

も
「
侮
辱
罪
の
厳
罰
化
言
論
封
殺
の
危
倶
を
持
つ
」
（
『
東
京
新

聞
』
五
月
十
四
且
と
い
う
明
確
な
反
対
意
見
の
ほ
か
、
「
慎
重
さ

が
必
要
な
侮
辱
罪
の
運
用
」
（
『
日
本
経
済
新
聞
』
六
月
十
九
且
、

い

し

ゅ

く

「
厳
罰
化
さ
れ
た
侮
屋
罪
一
豆
噸
の
萎
縮
招
か
ぬ
運
用
を
」
（
『
毎
日

新
聞
』
六
月
二
十
四
日
）
と
い
っ
た
論
調
が
目
立
つ
。

本
稿
で
は
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、

だ

と

う

ま
た
、
そ
れ
は
妥
当
か
と
い
っ
た
点
に
留
意
し
つ
つ
、
こ
の
間
の

出
発
点
は
「
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
事
件
」
で
あ
る
。
フ
ジ
テ
レ
ビ
が

制
作
し
、
Ｎ
ｅ
ｔ
ｆ
ｌ
ｉ
Ｘ
お
よ
び
同
局
で
配
信
・
放
送
さ
れ
て

い
た
人
気
リ
ア
リ
テ
ィ
番
組
に
出
演
し
て
い
た
．
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の

木
村
花
氏
が
、
番
組
中
の
言
動
を
理
由
に
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
、
あ
る
い
は

ひ

ぽ

う

ち

ゅ

う

し

よ

う

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
通
じ
て
多
数
の
誹
誇
中
傷
を
受
け
、

二
○
二
○
年
五
月
二
十
三
日
に
自
死
に
至
っ
た
（
な
お
、
こ
の
よ
う

な
事
態
と
な
っ
た
背
景
と
し
て
、
当
時
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
危
機
の
初
期
で
、
本
業
た
る
プ
ロ
レ
ス
興
行
が
大
打
華
を
受
け
て

い
た
こ
と
な
ど
も
あ
る
と
み
ら
れ
る
）
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
誇
中
傷
問
題
は
い
ま
に
始
ま
っ
た
も

の
で
は
な
い
が
、
政
治
レ
ベ
ル
も
含
め
て
本
格
的
な
政
策
的
対
応

が
必
要
だ
と
認
識
さ
せ
た
の
は
こ
の
事
件
で
あ
っ
た
。
六
月
に
は

自
民
党
や
公
明
党
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
よ
る
提
言
が
な
さ

れ
、
そ
の
な
か
に
は
プ
ロ
、
ハ
イ
ダ
責
任
制
限
法
の
改
正
（
そ
の
後
、

二
○
二
一
年
四
月
に
発
信
老
信
報
開
示
制
度
に
関
す
る
規
定
の
改
正
が

実
現
し
、
二
○
二
二
年
十
月
に
施
行
さ
れ
る
）
や
、
本
稿
の
テ
ー
マ
で

あ
る
侮
辱
罪
に
関
す
る
規
定
の
検
討
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

経
緯
と
課
題
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

法
改
正
ま
で
の
経
緯
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侮
辱
罪
の
規
定
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
内
部
で
の
準
備

の
の
ち
、
二
○
二
一
年
九
月
、
法
務
大
臣
か
ら
今
回
の
改
正
内
容

ぜ

ひ

し

と
同
一
の
改
正
の
是
非
に
つ
い
て
法
制
審
議
会
（
法
制
審
）
に
諮

心
ん間

が
な
さ
れ
た
。
法
制
審
は
、
刑
法
や
民
法
な
ど
基
本
法
の
改
正

の
際
に
諮
問
の
な
さ
れ
る
格
式
の
高
い
諮
問
機
関
で
あ
る
。

法
制
審
で
は
部
会
（
刑
事
法
〈
侮
辱
罪
の
法
定
刑
関
係
〉
部

会
。
構
成
員
の
ほ
ぼ
全
員
が
刑
事
法
関
係
の
研
究
者
・
実
務
家
で
あ

る
）
を
設
置
し
て
二
回
の
会
議
を
開
き
、
二
○
一
二
年
十
月
二
十

よ

し

一
日
、
諮
問
さ
れ
た
改
正
内
容
は
妥
当
だ
と
す
る
答
申
を
古
川
禎

ひ
さ久

法
務
大
臣
に
対
し
て
行
な
っ
た
。

そ
の
後
、
二
○
二
二
年
三
月
に
は
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
、

冒
頭
に
述
べ
た
と
お
り
六
月
に
成
立
、
七
月
に
施
行
さ
れ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
立
憲
民
主
党
は
対
案
を
衆
参
両
院
で
提
出
、
日
本
維

新
の
会
も
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
誹
誇
中
傷
対
策
の
推
進
に
関
す
る

法
律
案
」
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
（
た
だ
し
、
こ
の
法
案
は
侮
辱
罪

に
関
す
る
も
の
で
は
な
じ
。

以
上
が
経
過
で
あ
る
。
次
に
主
な
論
点
を
紹
介
し
た
い
。

今
回
、
賛
否
が
分
か
れ
た
主
な
点
の
一
つ
が
、
法
定
刑
を
引
き

法
定
刑
の
引
き
上
げ
、

と
く
に
懲
役
・
禁
鋼
刑
導
入
の
是
非

上
げ
る
こ
と
自
体
、
と
く
に
懲
伎
巻
盃
廻
刑
（
以
下
、
た
ん
に
懲
役

刑
と
す
る
。
な
お
、
今
回
の
刑
法
改
正
で
今
後
、
両
者
を
一
本
化
す

る
こ
と
と
さ
れ
た
）
を
科
す
こ
と
の
是
非
で
あ
る
。
冒
頭
に
み
た

よ
う
に
、
改
正
前
は
、
侮
辱
に
対
し
て
は
拘
留
ま
た
は
科
料
を
科

し
う
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
た
し
か
に
、
従
来
も
拘
留
と
い
う

か
た
ち
で
、
短
期
間
で
は
あ
る
が
身
柄
を
拘
束
す
る
刑
罰
が
定
め

ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
侮
辱
罪
に
か
ぎ
ら
ず
実
際
に
は
拘
留
刑
は

ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
て
お
ら
ず
、
す
べ
て
の
犯
罪
を
通
じ
て
、
毎

年
、
片
手
で
数
え
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
侮
辱
罪
に
つ

い
て
も
従
来
、
実
際
上
は
ほ
ぼ
も
っ
ぱ
ら
科
料
が
宣
告
さ
れ
て
き

た
。
そ
こ
に
、
一
年
以
下
の
懲
役
刑
を
導
入
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
は

小
さ
く
な
い
。

懲
役
刑
を
導
入
す
る
理
由
と
し
て
は
、
当
然
な
が
ら
、
イ
ン
タ

ー
ネ
ッ
ト
上
の
も
の
を
中
心
と
す
る
誹
望
壷
出
湯
の
深
刻
化
に
対
処

す
る
た
め
、
名
誉
晶
藝
損
罪
に
準
じ
た
刑
罰
に
引
き
上
げ
る
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
政
治
家
に
対
す
る
批
判
な
ど
の
表
現
活
動

の
萎
縮
に
つ
な
が
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
批
判
に

は
い
く
つ
か
の
ポ
イ
ン
ト
が
含
ま
れ
る
。
一
つ
は
、
単
純
に
一
般

論
と
し
て
、
刑
が
重
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
萎
縮
の
度
合
い
が
高
ま

る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
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第
二
に
、
逮
捕
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
じ
っ

は
、
す
べ
て
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合
に
逮
捕
が
で
き
る
わ
け

で
は
な
い
。
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
以
下
の
刑
し
か
予
定
さ
れ
て

い
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
住
所
不
定
な
ど
特
別
の
理
由
が
あ
る

場
合
に
し
か
逮
捕
が
で
き
な
い
（
刑
事
訴
訟
法
一
九
九
条
一
項
、
二

一
七
条
）
・
侮
辱
罪
は
従
来
こ
れ
に
あ
た
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
今
回

の
改
正
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
限
定
が
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。

政
治
家
批
判
な
ど
正
当
な
表
現
活
動
に
つ
い
て
、
最
終
的
に
は

裁
判
所
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
る
と
し
て
も
、
強
引
な
捜
査
で
逮

捕
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
｜
般
人
に
と
っ
て
は
逮
捕
さ
れ

じ

ん

じ

よ

う

る
だ
け
で
尋
常
な
こ
と
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
萎
縮

に
つ
な
が
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

第
三
の
批
判
と
し
て
、
国
際
人
権
法
上
問
題
だ
と
い
う
も
の
が

も

う

あ
る
。
国
際
人
権
規
約
の
う
ち
自
由
権
規
約
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ

た
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら
「
締
約
国

は
、
名
誉
設
損
を
犯
罪
の
対
象
か
ら
外
す
よ
う
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
刑
法
の
適
用
が
容
認

さ
れ
る
の
は
最
も
重
大
な
事
件
に
限
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
拘

禁
刑
は
決
し
て
適
切
な
刑
罰
で
は
な
い
」
と
い
う
見
解
を
示
し
て

い
る
が
（
一
般
的
意
見
三
四
）
、
今
回
の
改
正
は
こ
れ
に
反
す
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
見
解
自
体
、
拘
禁
刑
を
ま
っ
た

く
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
主
要
国
で
も
侮
辱
に
対

し
て
拘
禁
刑
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
は
あ
る
た
め
、
決
め
手
と
は

言
い
難
い
。

第
一
の
批
判
は
、
一
般
論
と
し
て
は
あ
り
う
る
指
摘
だ
が
、
結

局
は
現
在
の
侮
辱
の
状
況
が
、
一
年
以
下
の
懲
役
刑
を
も
っ
て
対

処
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ

る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の

侮
辱
に
つ
い
て
は
、
「
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス
事
件
」
で
も
示
さ
れ
た
よ
う

に
、
被
害
者
に
多
大
な
精
堀
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
点
で
悪
質

な
の
だ
と
い
う
指
摘
（
法
制
審
に
お
け
る
小
池
信
太
郎
教
授
の
発
言
）

が
注
目
さ
れ
る
。
読
者
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
を
述
べ
た
発
言
だ

と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
じ
っ
は
侮
辱
罪
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
そ

お

と

し

う
で
は
な
い
。
も
と
も
と
侮
辱
罪
は
、
社
会
的
な
評
価
を
瞳
め
る

と
と
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
こ
と
（
外
部
的
名
誉
の
保
護
）
を
趣
旨

と
し
て
い
る
。
精
神
的
な
ダ
メ
ー
ジ
か
ら
の
保
護
を
重
視
す
る
上

記
の
指
摘
は
、
こ
う
し
た
侮
辱
罪
の
も
と
も
と
の
趣
旨
を
踏
み
出

す
理
解
を
示
す
。
な
お
、
こ
う
し
た
被
害
の
実
相
を
正
面
か
ら
捉

え
た
犯
罪
を
創
設
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
、
中

け

い

ち

よ

う

あ

た

い

長
期
的
課
題
と
し
て
は
傾
聴
に
値
す
る
。

第
二
の
批
判
に
あ
る
不
当
捜
査
の
お
そ
れ
に
関
し
て
も
、
侮
辱

罪
の
事
案
で
も
逮
捕
の
事
案
で
も
な
い
が
、
二
○
一
九
年
の
参
院
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選
の
選
挙
期
間
中
、
安
倍
晋
三
元
首
相
の
演
説
中
に
野
次
を
飛
ば

し
た
市
民
が
譽
察
に
排
除
さ
れ
た
事
例
（
札
幌
地
裁
二
○
二
二
年

三
月
二
十
五
日
判
決
で
排
除
は
違
法
だ
と
さ
れ
た
）
な
ど
を
み
る

き

ゆ

ら

と
、
ま
っ
た
く
の
杷
憂
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い

え
、
は
る
か
以
前
か
ら
懲
役
刑
を
定
め
て
い
る
夕
墓
巨
穀
損
罪
に
お

い
て
不
当
逮
捕
の
事
例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
踏
ま
え
る

と
、
こ
の
点
を
も
っ
て
懲
役
刑
の
導
入
を
否
定
し
う
る
か
は
微
妙

で
あ
る
。

な
お
、
法
案
審
議
中
、
政
府
統
一
見
解
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
（
法
務
省
・
警
察
庁
「
現
行
犯
逮
捕
、
侮
辱
罪
の
成
否
等
に
係

る
政
府
統
一
見
解
」
〈
二
○
二
二
年
五
月
〉
。
そ
の
内
容
は
法
務
省
ゥ

エ
ブ
サ
イ
ト
「
侮
辱
罪
の
法
定
刑
の
引
上
げ
Ｑ
＆
Ａ
」
〈
以
下
、

「
法
務
省
Ｑ
＆
Ａ
」
と
い
う
〉
に
反
映
さ
れ
て
い
る
）
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
侮
辱
罪
に
つ
い
て
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
る
場
合
は
、
法
律
上
は

可
能
で
あ
っ
て
も
「
実
際
上
は
想
定
さ
れ
な
い
」
と
い
う
（
法
務

省
Ｑ
＆
Ａ
の
Ａ
胆
参
照
）
・
逮
捕
状
に
よ
る
逮
捕
は
想
定
さ
れ
う
る

こ
と
に
な
る
。

な
お
、
以
上
は
懲
役
刑
の
導
入
に
よ
る
影
響
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
で
あ
る
が
、
罰
金
刑
の
導
入
に
つ
い
て
も
簡
単
に
述
べ
て
お

く
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の
侮
辱
罪
に
よ
る
処
罰
の
多
く
は
前
述
の

と
お
り
拘
留
で
は
な
く
科
卿
幟
で
あ
り
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
が
そ
の

上
限
に
近
い
九
千
円
台
の
量
刑
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
か
ら
し

て
、
科
料
で
は
対
応
で
き
ず
、
罰
金
刑
の
導
入
が
必
要
な
こ
と
自

体
に
は
異
論
は
少
な
い
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
公
訴
時
効
が
一
年
か
ら
三
年
に
延
長

さ
れ
る
点
も
評
価
さ
れ
て
い
る
（
公
訴
時
効
は
法
定
刑
に
応
じ
て
自

動
的
に
決
ま
る
〈
刑
事
訴
訟
法
二
五
○
条
二
項
〉
）
・
民
事
訴
訟
に

お
け
る
発
信
者
情
報
開
示
の
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
犯
罪
捜
査
に

お
い
て
も
発
信
者
の
特
定
に
は
時
間
を
要
す
る
。
「
テ
ラ
ス
ハ
ウ
ス

事
件
」
で
立
件
さ
れ
た
の
が
二
件
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
「
公
訴
時

効
の
壁
」
が
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
点

は
評
価
す
べ
き
改
正
で
あ
る
と
い
え
る
（
そ
の
他
の
点
も
含
め
、
法

務
省
Ｑ
＆
Ａ
の
Ａ
ｕ
参
照
）
。

~も
う
も
う
一
つ
の
大
き
な
論
点
は
、
侮
辱
罪
が
成
立
す
る
の
は
ど
の

よ
う
な
場
合
な
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
僅
辱
罪
は
一
九
○

七
年
の
刑
法
制
定
の
と
き
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
）
か
ら
存
在
す

る
犯
罪
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
さ
ら
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題

に
な
る
の
か
と
疑
問
に
感
じ
る
読
者
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

侮
辱
罪
に
関
す
る
判
例
や
学
説
の
積
み
重
ね
は
、
じ
つ
は
そ
れ
ほ

侮
辱
罪
の
成
立
範
囲
に
関
す
る
議
論
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ど
多
く
な
い
。

と
り
わ
け
、
表
現
の
自
由
の
不
当
な
制
限
に
つ
な
が
ら
な
い
よ

う
な
侮
辱
罪
の
適
切
な
解
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
問

題
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
議
論
が

な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
名
誉
穀
損
罪
と
の
関
係
で
は
こ
の

点
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
法
律
上
対
応
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
判
例

に
よ
る
解
釈
も
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
法
二
三
○
条
の
名
誉
穀
損
罪
の
規
定
に
続
き
、

二
三
○
条
の
二
第
一
項
で
は
、
問
題
と
な
っ
た
表
現
が
名
誉
穀
損

が

い

と

う

に
該
当
す
る
場
合
で
も
、
①
公
共
性
、
②
公
益
目
的
、
③
真
実
性

が
認
め
ら
れ
れ
ば
処
罰
し
な
い
と
し
て
い
る
（
真
実
性
の
法
理
）
。

ま
た
、
最
局
裁
は
③
に
関
し
て
、
結
果
的
に
法
廷
で
真
実
性
の
証

明
が
で
き
な
く
と
も
、
十
分
な
取
材
を
行
な
っ
た
こ
と
（
正
確
に
は

「
真
実
と
信
じ
る
に
つ
い
て
の
相
当
の
理
由
」
）
が
証
明
で
き
れ
ば

処
罰
し
な
い
と
し
て
い
る
（
誤
信
相
当
性
の
法
理
）
・
要
は
、
政
治

家
批
判
な
ど
の
公
共
の
事
柄
に
つ
い
て
相
応
の
根
拠
の
あ
る
事
実

を
述
べ
る
表
現
は
、
名
誉
穀
損
に
当
た
る
と
し
て
も
保
護
さ
れ
る

こ
と
が
明
確
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
侮
辱
罪
の
場
合
に
は
こ
う
し
た
判
断
方
法
が
確

立
し
て
お
ら
ず
、
上
記
二
三
○
条
の
こ
の
よ
う
な
規
定
も
存
在
し

な
い
。
し
か
し
、
政
治
家
批
判
な
ど
の
公
共
の
事
柄
に
つ
い
て
、

激
し
い
言
葉
で
非
難
す
る
こ
と
は
、
一
定
限
度
内
で
は
表
現
の
自

由
と
し
て
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
分
な
取
材
に
基
づ
く

理
路
整
然
と
し
た
批
判
だ
け
が
表
現
の
自
由
と
し
て
許
さ
れ
る
と

き

よ

う

じ

ゆ

い
う
考
え
方
は
、
表
現
の
自
由
の
享
受
を
一
部
の
人
び
と
に
限
定

す
る
も
の
で
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
ど
の
範
囲
の
表
現
ま
で
が
保
護
さ
れ
る
の
か
、
そ

の
基
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
先
に
も
言
及

し
た
政
府
統
一
見
解
は
、
「
『
侮
辱
』
に
い
か
な
る
行
為
が
当
た
る

か
と
い
う
一
般
論
と
し
て
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
侮
辱
罪
で
有
罪

が
確
定
し
た
裁
判
例
に
よ
り
、
そ
の
処
罰
範
囲
の
概
念
は
明
確
に

な
っ
て
い
る
」
と
す
る
が
（
法
務
省
Ｑ
＆
Ａ
の
Ａ
８
参
照
）
、
疑
問

で
あ
る
。

で
は
、
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
法
制
審
で

池
田
綾
子
弁
護
士
が
、
公
務
員
に
対
す
る
侮
辱
は
罰
し
な
い
こ
と

と
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
発
言
を
し
て
い
る
。
公
務
員
に
関
し
て

は
名
誉
穀
損
だ
と
い
え
る
程
度
の
も
の
で
あ
っ
て
初
め
て
処
罰
で

あ

い

ま

い

き
る
と
す
る
の
は
、
侮
辱
罪
の
成
立
範
囲
の
暖
昧
さ
を
考
え
れ
ば

一
つ
の
見
識
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
今
回
の
改
正
で
侮
辱
罪
も
そ
れ

な
り
の
重
さ
で
処
罰
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
そ
こ

ち

ゅ

う

ち

ょ

ま
で
割
り
切
る
に
は
檮
曙
も
残
る
９

ま
た
、
侮
辱
罪
に
も
刑
法
二
三
○
条
の
二
の
免
責
規
定
を
適
用
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す
べ
き
だ
と
里
唇
兄
も
あ
り
う
る
（
立
憲
民
主
党
の
法
案
は
こ
れ
に

や
や
近
い
）
。
し
か
し
、
刑
法
二
三
○
条
の
二
は
「
事
実
」
（
こ
こ
で

「
事
実
」
と
は
、
意
見
・
論
評
と
対
に
な
る
意
味
で
の
そ
れ
で
あ

り
、
司
真
実
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
事
実
」
に

は
、
真
実
と
虚
偽
の
事
実
と
が
含
ま
れ
る
）
の
表
現
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
侮
辱
罪
は
「
事
実
を
摘
示
し
な
く
て
も
、

公
然
と
人
を
侮
辱
し
た
」
場
合
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

侮
辱
罪
に
刑
法
二
三
○
条
の
二
の
免
責
規
定
を
及
ぼ
す
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
。

結
局
、
「
法
令
又
は
正
当
な
業
務
に
よ
る
行
為
は
、
罰
し
な
い
」

と
す
る
刑
法
三
五
条
の
一
般
規
定
に
よ
っ
て
、
正
当
な
表
現
は
保

護
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
異
論
が
な
い
が
（
法
務
省
Ｑ
＆
Ａ
の
Ａ

９
，
ｍ
参
照
）
、
ど
の
よ
う
な
場
合
が
そ
れ
に
当
た
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
基
準
は
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の

点
、
法
制
審
で
は
、
民
事
上
の
不
法
行
為
に
つ
い
て
の
公
正
な
論

評
の
法
理
を
踏
ま
え
、
民
事
上
の
不
法
行
為
責
任
よ
り
も
広
く
侮

辱
罪
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
さ
れ
、
政
府
統
一
見

解
な
ど
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
が
（
法
務
省
Ｑ
＆
Ａ
の
Ａ
ｍ
〈
３
〉
）
、

民
事
名
誉
穀
損
と
侮
辱
罪
と
の
差
異
が
踏
ま
え
ら
れ
た
議
論
な

の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
法
制
審
で
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ

議
論
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
い
え
ば
、
民
法
や
憲
法
の
研

究
者
も
参
加
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

今
回
の
法
改
正
の
評
価
の
際
に
は
、
①
誹
誇
中
傷
対
策
と
し
て

ら

ん

の
実
効
性
が
発
揮
で
き
る
か
ど
う
か
、
②
捜
査
権
や
刑
罰
権
の
濫

よ
う用

に
よ
る
も
の
も
含
め
、
表
現
へ
の
不
当
な
萎
縮
効
果
が
生
じ
る

か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
今
回
の
改
正
は
三

年
後
に
検
証
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
て
い
る
（
附
則
）
。
そ
れ
に

向
け
て
法
律
の
適
用
状
況
に
注
目
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

①
に
関
し
て
は
、
積
極
的
な
摘
発
と
そ
れ
が
報
道
さ
れ
る
こ
と

に
よ
る
啓
発
効
果
が
ど
の
程
度
発
揮
さ
れ
る
か
が
重
要
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
、
民
事
で
あ
れ
刑
事
で
あ
れ
、
ネ
ッ
ト
上
の
誹
誘
中
傷

で
責
任
を
問
わ
れ
た
者
は
、
反
省
よ
り
も
「
皆
や
っ
て
い
る
の
に

な
ぜ
自
分
だ
け
が
」
と
い
う
思
い
が
先
立
ち
が
ち
だ
と
も
い
わ
れ

る
。
刑
事
責
任
の
追
及
や
そ
の
他
の
対
策
を
通
じ
て
、
こ
う
し
た

意
識
が
変
わ
っ
て
い
く
の
か
ど
う
か
が
注
目
さ
れ
る
。
②
に
つ
い

て
は
、
名
誉
驫
琴
損
の
例
を
み
れ
ば
捜
査
権
・
刑
罰
権
の
濫
用
の
現

実
的
な
リ
ス
ク
は
一
般
的
に
は
高
く
な
い
だ
ろ
う
が
、
個
別
事
例

い

つ

だ

つ

に
お
い
て
逸
脱
が
な
い
か
ど
う
か
、
し
っ
か
り
監
視
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

三
年
後
の
検
証
に
向
け
て
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