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現
在
、
わ
が
国
で
は
、
処
罰
の
動
向
が
二
極
化
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
の
事
後
的
な
対
応
に
お
い
て
、
一
方
で
性
犯
罪
、
交
通

事
故
、
少
年
犯
罪
と
い
っ
た
領
域
に
お
い
て
厳
罰
化
な
い
し
刑
の
適
正
化
（
以
下
、
重
罰
化
と
す
る
。）
が
、
他
方
で
薬
物
依
存
者
、
高
齢
者
・

障
が
い
者
、
窃
盗
症
・
摂
食
障
害
と
い
っ
た
領
域
に
お
い
て
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
な

が
ら
展
開
し
て
い
る
。
一
見
す
る
と
そ
の
理
念
が
相
反
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
動
向
が
同
時
に
生
じ
て
い
る
の
は
何
故

で
あ
ろ
う
か
。
刑
事
政
策
の
実
践
を
市
民
の
理
解
と
協
力
の
も
と
に
展
開
し
て
い
く
た
め
に
も
、
こ
の
二
極
化
と
い
う
現
象
を
支
え
て
い

る
犯
罪
統
制
の
実
践
原
理
を
理
論
的
・
体
系
的
に
説
明
す
る
と
い
う
作
業
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）（
（

。
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二
極
化
を
支
え
る
実
践
原
理
の
体
系
的
説
明
と
い
う
壮
大
な
テ
ー
マ
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
二
極
化
と
い
う
現
象
が
何
故
い

ま
、
わ
が
国
で
生
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
、
二
極
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
重
罰
化

と
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
い
ず
れ
も
、
何
故
い
ま
こ
れ
だ
け
積
極
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
重
罰
化
の
動
向
に
つ
い
て
い
え
ば
、
性
犯
罪
規
定
の
問
題
点
が
ジ
ェ
ン
ダ
ー
法
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

も
、交
通
事
故
と
少
年
犯
罪
が
社
会
問
題
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、世
紀
を
越
え
る
よ
り
ず
っ
と
以
前
で
あ
る
。
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ

ン
的
対
応
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
九
七
四
年
の
改
正
刑
法
草
案
が
再
犯
者
対
策
と
し
て
治
療
処
分
と
禁
絶
処
分
か
ら
な
る
保
安
処
分
を
導

入
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
し
、
一
九
八
九
年
の
法
務
総
合
研
究
所
の
報
告
で
は
、
犯
罪
を
繰
り
返
す
人
々
の
特
徴

と
し
て
、
住
居
不
定
、
高
年
齢
、
精
神
薄
弱
、
無
職
な
ど
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）（
（

。
し
か
し
、
改
正
刑
法
草
案
が
現
実
の
も
の
と
な
る

こ
と
も
、
法
務
総
合
研
究
所
の
指
摘
が
入
口
支
援
の
よ
う
な
革
新
的
な
実
践
を
生
み
出
す
こ
と
も
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
重
罰
化
と
ダ

イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
拠
は
数
十
年
来
に
わ
た
り
指
摘
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が

何
故
い
ま
具
体
的
な
実
践
に
結
び
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
二
極
化
と
い
う
現
象
を
解
き
明
か
す
鍵

は
、
い
ま
、
わ
が
国
に
お
い
て
重
罰
化
と
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
を
押
し
進
め
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
力
学
」
を
特
定
す
る
こ
と
に

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
は
い
え
、
そ
れ
ら
ふ
た
つ
の
動
向
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
力
学
」
を
直
接
に
特
定
す
る
こ
と
は
そ
う
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ふ

た
つ
の
動
向
に
確
認
で
き
る
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
へ
の
事
後
的
な
対
応
に
お
い
て
、
あ
る
犯
罪
を
重
罰
化
の
動
向
へ
と
導
き
、

他
の
犯
罪
を
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
へ
と
導
い
て
い
る
「
分
水
嶺
」
を
仮
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
、
処
罰
の

動
向
を
二
分
し
て
い
る
「
分
水
嶺
」
が
何
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ふ
た
つ
の
動
向
の
差
異
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
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Ⅰ 

二
極
化
に
お
け
る
被
害
者
と
犯
罪
者
の
類
型

処
罰
に
み
ら
れ
る
ふ
た
つ
の
動
向
に
お
け
る
最
大
の
差
異
は
、
被
害
者
の
有
無
と
そ
の
社
会
的
属
性
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

重
罰
化
の
動
向
に
属
す
る
犯
罪
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
「
被
害
者
な
き
犯
罪
」
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
被
害
者
は
女
性
や
子
ど
も
で
あ

る
こ
と
が
多
く
、
落
ち
度
の
な
い
者
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
動
向
に
属
す
る
犯

罪
に
お
い
て
は
、直
接
的
な
被
害
者
が
観
念
で
き
な
い
こ
と
が
多
い
。
薬
物
の
自
己
使
用
は
典
型
的
な
「
被
害
者
な
き
犯
罪
」
で
あ
る
し
、

高
齢
者
や
窃
盗
症
で
最
も
問
題
と
な
る
万
引
き
の
被
害
者
は
、
た
と
え
ば
店
員
と
い
う
具
体
的
な
人
と
い
う
よ
り
も
企
業
と
い
う
よ
り
抽

象
的
な
存
在
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
ふ
た
つ
の
動
向
の
差
異
を
、「
理
想
的
な
被
害
者
」（ideal victim

）
の
有
無
と
い
う
点
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
は
、
被
害
者
と
し
て
の
地
位
を
最
も
容
易
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
と
い
う
、
被
害
者
の
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
を
指
す）（
（

。
あ
る
犯
罪
が
重
罰
化
の
対
象
と
な
る
か
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
対
象
と
な
る
か
は
、

ま
ず
、
そ
の
犯
罪
に
お
け
る
被
害
者
が
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
合
致
す
る
か
否
か
に
左
右
さ
れ
て
い
る
と
仮

定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ク
リ
ス
テ
ィ
（Christie,N

.

）
に
よ
れ
ば
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」（ideal offender

）
と
い
う
犯
罪
者
の
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う）（
（

。
そ
こ
で
、
犯
罪
者
の
社
会
的
属
性
と
い
う
観
点
で
ふ
た
つ
の
動
向
に
つ

い
て
み
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
の
有
無
も
ま
た
存
在
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
重
罰
化
の
動
向
に
属
す
る
犯
罪
に
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お
い
て
は
、
犯
罪
者
は
男
性
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
交
通
事
故
の
場
合
に
顕
著
で
あ
る
が
、
物
理
的
に
強
い
力
を
行
使
し
て
い
る

者
と
し
て
描
か
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
動
向
に
属
す
る
犯
罪
に
お
い
て
は
、
犯
罪
者
は
病
気

や
貧
困
に
苛
ま
れ
て
い
る
者
や
高
齢
者
、
女
性
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
弱
者
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
処
罰
に
お
け
る
ふ

た
つ
の
動
向
に
は
、
被
害
者
と
犯
罪
者
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
の
合
致
の
有
無
と
い

う
差
異
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

さ
て
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
で
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
相
互
依
存
関
係
を
「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
表
現
し
た
う
え
で
、
処
罰
の
動
向
を
二
分
し
て
い
る
の
は
「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
い

う
分
水
嶺
で
あ
る
と
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
犯
罪
が
「
理
想
的
な
犯
罪
」
で
あ
れ
ば
重
罰
化
の
対
象

と
な
り
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
で
な
け
れ
ば
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
の
対
象
と
な
る
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
わ
が

国
が
直
面
し
て
い
る
処
罰
の
二
極
化
を
実
現
し
て
い
る
実
践
原
理
を
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
手
が
か
り
に
解
明
し

よ
う
と
試
み
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
議
論
の
前
提
と
な
る
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
確
認

し
、
そ
れ
が
わ
が
国
に
も
妥
当
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
（
Ⅱ
）。
次
い
で
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
の

相
互
依
存
関
係
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、そ
の
関
係
性
を
「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
確
認
す
る
（
Ⅲ
）。

最
後
に
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
が
ど
の
よ
う
に
処
罰
の
実
践
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
「
リ
ス
ク
」

と
い
う
要
素
で
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
る
（
Ⅳ
）。
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Ⅱ　
「
理
想
的
な
被
害
者
」 

─
コ
ン
セ
プ
ト
と
経
験
的
検
証

─

世
界
的
に
み
て
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
刑
事
政
策
の
中
心
は
被
害
者
で
あ
っ
た
。
一
九
六
三
年
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
被
害
補
償

制
度
が
誕
生
し
た
の
を
皮
切
り
に
、
翌
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
及
び
ウ
ェ
ー
ル
ズ
を
指
す
。
以
下
同
じ
。）
で
、
一
九
七
〇
年
代
に

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
被
害
補
償
制
度
が
誕
生
し
、
一
九
八
五
年
に
は
国
連
総
会
に
お
い
て
「
犯
罪
お
よ
び
権
力
濫
用
の
被
害
者
の
た
め

の
司
法
の
基
本
原
則
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
た
。
こ
の
間
、
一
九
六
六
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
全
米
初
と
な
る
犯
罪
被
害
調
査
が
行
わ

れ
た
。
こ
の
犯
罪
被
害
調
査
は
一
九
七
三
年
か
ら
全
米
規
模
で
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
一
九
八
二
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
犯

罪
被
害
調
査
が
開
始
さ
れ
る
な
ど
、
犯
罪
被
害
の
実
態
の
本
格
的
な
調
査
が
行
わ
れ
始
め
た
。
さ
ら
に
、
犯
罪
者
処
遇
に
は
「
効
果
が
な

い
」（nothing w

orks

）
と
い
う
悲
観
論
の
台
頭
は
、
犯
罪
者
に
焦
点
を
あ
て
て
い
た
伝
統
的
な
犯
罪
統
制
戦
略
か
ら
、
被
害
者
に
焦
点

を
あ
て
た
新
た
な
戦
略
へ
の
移
行
を
促
し
た）（
（

。
犯
罪
者
で
は
な
く
被
害
者
な
い
し
被
害
状
況
に
焦
点
を
あ
て
た
犯
罪
学
理
論
と
し
て
、

一
九
七
九
年
に
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
日
常
的
活
動
理
論
（routine activity theory

）
が
、
一
九
八
〇
年
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
状
況

的
犯
罪
予
防
（situational crim

e prevention

）
の
考
え
方
が
そ
れ
ぞ
れ
提
唱
さ
れ）（
（

、
近
隣
警
戒
や
防
犯
環
境
設
計
と
い
っ
た
被
害
者
化

予
防
の
戦
略
が
発
展
し
た）（
（

。

「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
、
被
害
者
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
「
犯

罪
政
策
か
ら
被
害
者
政
策
へ
」
と
い
う
刑
事
政
策
の
転
換
期
で
あ
っ
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン

セ
プ
ト
は
、
わ
が
国
が
直
面
し
て
い
る
二
極
化
と
い
う
現
象
を
解
き
明
か
す
鍵
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
、
伊
藤
教
授
の
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論
文
を
手
が
か
り
に
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
内
容
を
確
認
し
、
こ
れ
が
わ
が
国
に
も
妥
当
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
的
に
検
証
す
る
。

（　
「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
被
害
者

「
理
想
的
な
被
害
者
」（ideal victim

）
と
は
、
被
害
者
と
し
て
の
地
位
を
最
も
容
易
に
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
被
害
者
と
い
う
、
被

害
者
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
こ
と
で
あ
る
。
ウ
ォ
ー
ク
レ
イ
ト
（W

alklate,S.

）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
被
害

者
が
一
様
に
「
被
害
者
」
と
い
う
ラ
ベ
ル
を
獲
得
で
き
る
わ
け
で
は
な
い）（
（

。
被
害
者
の
な
か
に
は
、
犯
罪
の
被
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
十
分
な
支
援
や
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
さ
ら
に
悪
い
場
合
に
は
、
被
害
者
と
し
て
声
を
あ
げ
る
こ
と
を
糾
弾
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
こ
そ
、
支
援
や
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
正
当
な

被
害
者
」（legitim

ate victim

））
（
（

で
あ
り
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
あ
た
ら
な
い
被
害
者
に
は
支
援
や
保
護
を
与
え
る
必
要
は
な
い
、
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
結
が
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
に
す
る
も
の
で
あ
る）（1
（

。

ク
リ
ス
テ
ィ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
記
述
を
基
に
、
伊
藤
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
を
「
大
き
く
邪
悪
な
見
知
ら
ぬ
人
間
に
襲
わ
れ
た
、

弱
く
善
良
な
無
辜
の
人
間
」
と
し
て
定
義
す
る）（（
（

。
後
述
す
る
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
相
互
依
存
関

係
に
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
と
な
る
コ
ン
セ
プ
ト
が
そ
の
定
義
の
な
か
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
の
「
理
想
的
な
被
害

者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
、
力
の
強
弱
、
モ
ラ
ル
的
な
善
悪
、
責
任
（
落
ち
度
）
の
有
無
と
い
う
点
で
対
極
の
存
在
で
あ
る
。
そ

れ
故
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
落
ち
度
の
な
い
弱
い
人
間
と
い
う
意
味
で
、「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
被
害
者
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
無
辜
」
の
被
害
者
と
は
、
犯
罪
の
発
生
を
誘
発
し
た
り
促
進
す
る
と
い
う
点
で
落
ち
度
の
な
い
被
害
者
の
こ
と
で
あ
り
、「
脆
弱
」
な
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被
害
者
と
は
、
弱
さ
の
ゆ
え
に
攻
撃
を
受
け
や
す
く
、
攻
撃
さ
れ
れ
ば
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
受
け
る
被
害
者
の
こ
と
で
あ
る
。
被
害
者

は
、
こ
の
「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
と
い
う
指
標
に
よ
る
格
付
け
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
格
付
け
に
お
い
て
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
き
、

「
理
想
的
な
被
害
者
」＝「
正
当
な
被
害
者
」
と
し
て
支
援
や
保
護
を
容
易
に
獲
得
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
反
対
に
、
そ
の
位
置
づ
け
が
低

け
れ
ば
低
い
ほ
ど
、
被
害
者
は
支
援
や
保
護
を
獲
得
し
に
く
く
な
る
。「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
は
、
本
来
、
異
な
る
概
念
で
あ
る
が
、
い

ず
れ
の
格
付
け
に
よ
っ
て
も
、
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
が
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る）（1
（

。
と
は
い
え
、「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
に
よ
る
格

付
け
は
細
分
化
さ
れ
て
お
り
、
高
齢
者
や
女
性
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
位
置
づ
け
が
低
く
な
る
こ
と
は
あ
り
得
る
。
た
と
え
ば
、
ホ
ー
ム
レ

ス
や
ス
ト
リ
ー
ト
・
ガ
ー
ル
の
場
合
は
、
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
の
高
い
生
活
を
選
択
し
た
者
と
し
て
、「
無
辜
」
で
あ
る
こ
と
に
疑
念
が

生
じ
、
完
璧
な
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
る
。
被
害
者
は
、「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
に
よ
る
格
付
け
の
頂
点
と
底
辺

の
間
に
、
様
々
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
な
が
ら
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る）（1
（

。

「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
被
害
者
と
定
義
さ
れ
る
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
に
関
す
る
最
大
の
問
題
は
、
こ
の
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
支
援
や
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
正
当
な
被
害
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
連
結
し
て
お
り
、「
理
想
的
な

被
害
者
」
に
あ
た
ら
な
い
被
害
者
に
は
十
分
な
支
援
や
保
護
が
与
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う

コ
ン
セ
プ
ト
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
外
形
的
に
は
同
じ
犯
罪
行
為
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
被
害
に
対
す
る
法
的
・
社
会
的
評
価
が
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
想
像
に
難
く
な
い
こ
と
だ
が
、「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」

な
被
害
者
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
必
ず
し
も
、
様
々
な
犯
罪
の
様
々
な
被
害
者
の
現
実
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る

も
の
で
は
な
い
。
仮
に
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
克
服
す

る
た
め
に
、
現
実
の
被
害
者
の
細
か
な
差
異
に
感
度
を
合
わ
せ
て
い
く
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（1
（

。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
同
時
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に
、
あ
る
制
度
が
予
定
す
る
被
害
者
と
現
実
の
被
害
者
の
間
に
乖
離
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
以
下
で
は
こ
の
よ
う
な
観
点

か
ら
、
わ
が
国
の
被
害
者
政
策
を
概
観
し
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
わ
が
国
に
も
妥
当
し
得
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
簡

単
に
検
証
す
る
。

（　

わ
が
国
の
被
害
者
政
策

わ
が
国
に
お
け
る
被
害
者
政
策
の
先
駆
け
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
三
菱
重
工
ビ
ル
爆
破
事
件
を
契
機
と
し
て
一
九
八
〇
年
に

制
定
さ
れ
た
「
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
支
給
法
」（
現
在
の
「
犯
罪
被
害
者
等
支
援
法
」）
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
後
、
一
九
九
〇
年
の

日
本
被
害
者
学
会
の
設
立
や
宮
澤
浩
一
を
代
表
と
す
る
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
被
害
実
態
調
査）（1
（

の
実
施
な
ど
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
次

第
に
被
害
者
と
い
う
存
在
に
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、諸
外
国
の
よ
う
な
高
い
関
心
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

一
九
九
五
年
の
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
な
ど
の
極
め
て
セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
が
発
生
し
た
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
と
い
う
存
在
が
社

会
的
に
大
き
な
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
わ
が
国
の
被
害
者
政
策
は
、
一
五
年
に
わ
た
る
空
白
を
経
て
、
本
格
的
に

展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

一
九
九
六
年
に
は
警
察
庁
が
「
被
害
者
対
策
要
綱
」
を
制
定
し
、
被
害
者
の
視
点
に
立
っ
た
施
策
を
展
開
す
る
た
め
の
基
本
方
針
を
提

示
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
い
わ
ゆ
る
「
被
害
者
保
護
二
法
」
の
制
定
に
よ
り
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
保
護
が
図
ら
れ
、
同
年
の

少
年
法
の
改
正
で
は
少
年
審
判
記
録
を
被
害
者
が
閲
覧
・
謄
写
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
し
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
被
害
者
に
関
す
る
問

題
を
総
合
的
に
解
決
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
「
犯
罪
被
害
者
等
基
本
法
」
が
制
定
さ
れ
、
翌
年
に
は
同
法
の
理
念
を
具
体
化
す
る
た
め
の
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「
第
一
次
犯
罪
被
害
者
等
基
本
計
画
」
が
策
定
さ
れ
た
。
基
本
計
画
の
策
定
を
受
け
て
、
二
〇
〇
七
年
に
は
刑
訴
法
の
一
部
改
正
に
よ
り

被
害
者
参
加
制
度
が
導
入
さ
れ
、
翌
年
の
少
年
法
改
正
で
は
被
害
者
が
少
年
審
判
を
傍
聴
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
諸
外
国
の
動
向

か
ら
二
〇
年
近
く
の
遅
れ
を
と
っ
て
い
た
わ
が
国
で
あ
る
が
、
現
在
ま
で
に
法
改
正
を
必
要
と
す
る
制
度
の
整
備
は
一
段
落
し
、
被
害
者

の
権
利
保
護
の
取
組
み
は
諸
外
国
に
比
べ
遜
色
の
な
い
も
の
に
な
っ
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る）（1
（

。

被
害
者
の
権
利
保
護
の
た
め
の
取
組
み
が
本
格
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
の
と
同
時
に
、
わ
が
国
で
も
、
被
害
防
止
の
た
め
の
取
組
み
が

犯
罪
統
制
の
戦
略
の
ひ
と
つ
と
し
て
そ
の
存
在
感
を
急
速
に
高
め
て
き
た
。
一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
の
刑
法
犯
認
知
件
数
の
増
加
、
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
を
は
じ
め
と
す
る
凶
悪
事
件
の
連
続
的
な
発
生
を
背
景
と
し
て
二
〇
〇
三
年
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
犯
罪
に
強
い
社
会

の
実
現
の
た
め
の
行
動
計
画 

─『
世
界
一
安
全
な
国
、
日
本
』
の
復
活
を
目
指
し
て
─
」（
以
下
、
行
動
計
画
二
〇
〇
三
と
い
う
。））

（1
（

は
、「
今
、

治
安
は
危
険
水
域
に
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
治
安
回
復
の
た
め
の
三
つ
の
視
点
と
し
て
、
①
国
民
が
自
ら
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の

活
動
の
支
援
、
②
犯
罪
の
生
じ
に
く
い
社
会
環
境
の
整
備
、
③
水
際
対
策
を
始
め
と
し
た
各
種
犯
罪
対
策
を
掲
げ
た
（
一
─
二
頁
）。
こ
れ

と
前
後
し
て
、
一
九
九
九
年
に
は
犯
罪
組
織
の
弱
体
化
な
ど
を
目
的
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
組
織
犯
罪
対
策
三
法
」
が
、
二
〇
〇
三
年
に
は

侵
入
盗
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
「
特
殊
開
錠
用
具
の
所
持
の
禁
止
等
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
る
な
ど
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
か
ら

二
〇
〇
四
年
の
間
に
は
児
童
虐
待
防
止
法
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
、
高
齢
者
虐
待
防
止
法
が
相
次
い
で
制
定
さ
れ
、
人
の

死
傷
結
果
を
招
く
お
そ
れ
の
つ
よ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
や
つ
き
ま
と
い
行
為
に
国
家
が
介
入
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ヴ
が
与
え

ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
頃
か
ら
、
被
害
が
発
生
す
る
場
所
に
着
目
す
る
「
地
域
安
全
マ
ッ
プ
」
の
実
践
が
全
国
に
普
及
し
始
め）（1
（

、
同
時

に
、
東
京
都
豊
島
区
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
地
域
自
治
体
が
主
体
と
な
っ
た
犯
罪
予
防
活
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
わ
が
国

に
お
い
て
は
、
英
米
の
よ
う
な
犯
罪
者
処
遇
悲
観
論
が
蔓
延
し
た
と
い
う
事
態
は
確
認
で
き
な
い）（1
（

が
、
世
紀
の
転
換
期
か
ら
、
犯
罪
政
策
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と
同
様
に
被
害
者
政
策
が
犯
罪
統
制
戦
略
の
前
線
に
現
れ
て
き
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
害
者
な
い
し
被
害
予
防
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
っ
て
い
く
な
か
で
、
英
米
と
同
様
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
「
無
辜
」

で
「
脆
弱
」
な
被
害
者
で
あ
る
「
理
想
的
な
被
害
者
」
こ
そ
支
援
や
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
正
当
な
被
害
者
」
で
あ
る
と
い
う
ス
テ

レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
結
が
形
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。「
無
辜
」で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
い
え
ば
、た
と
え
ば
、

性
犯
罪
に
つ
い
て
、
酔
い
つ
ぶ
れ
る
ま
で
飲
酒
し
た
被
害
者
を
咎
め
る
よ
う
な
意
見
が
続
出
す
る
こ
と
で
、
被
害
者
が
告
訴
を
た
め
ら
い
、

事
件
化
が
遅
く
な
っ
た
ケ
ー
ス
の
存
在
や
、
被
害
者
と
犯
罪
者
が
顔
見
知
り
で
あ
る
場
合
に
は
刑
事
事
件
化
さ
れ
に
く
い
傾
向
が
指
摘
さ

れ
て
い
る）11
（

。「
脆
弱
」
で
あ
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
が
被
害
者
の
保
護
施
設

と
し
て
婦
人
保
護
施
設
を
指
定
し
て
い
る
（
五
条
）
こ
と
は
、
Ｄ
Ｖ
が
主
と
し
て
「
女
性
の
被
害
」
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
帰
結
と
も

い
え
る）1（
（

。
し
か
し
、
警
察
庁
の
ま
と
め
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
七
年
に
は
一
二
、四
四
〇
人
の
男
性
が
Ｄ
Ｖ
被
害
を
訴
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
り）11
（

、
女
性
被
害
者
へ
の
対
応
も
不
十
分
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）11
（

な
か
で
、
Ｄ
Ｖ
防
止
法
が
こ
れ
ら
の
男
性
被
害
者
に

十
分
に
対
応
で
き
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
疑
問
が
残
る
。
同
様
に
、
二
〇
一
六
年
の
性
犯
罪
規
定
の
改
正
に
よ
り
強
制
性
交
等
罪
の
被

害
者
が
女
性
に
限
定
さ
れ
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
男
性
性
被
害
者
に
対
す
る
支
援
や
保
護
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）11
（

。

こ
の
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
一
部
の
被
害
者
に
対
し
て
非
難
が
な
さ
れ
た
り
必
要
な
支
援
や
保
護
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い
可
能

性
が
指
摘
で
き
、
そ
こ
に
は
、「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
「
理
想
的
な
被
害
者
」
こ
そ
、
支
援
や
保
護
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
「
正
当
な
被

害
者
」
で
あ
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
連
結
が
形
成
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。

以
上
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
、
わ
が
国
に
も
妥
当
し
得
る
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
と
は
い
え
、「
理
想

的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
、
犯
罪
統
制
の
全
体
を
分
析
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
は
、
未
だ
不
十
分
で
あ
る
。「
理
想
的
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な
被
害
者
」
は
あ
く
ま
で
も
、
被
害
者
へ
の
対
応
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
り
、
犯
罪
者
へ
の
対
応
を
分
析
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
犯
罪
統
制
の
分
析
を
行
う
際
に
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
犯
罪
者
へ
の
対
応
を
分
析
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
も
必
要
と
な
っ
て
く
る
。

こ
こ
で
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う
ク
リ
ス
テ
ィ
の
指
摘
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

Ⅲ　
「
理
想
的
な
犯
罪
」

─
コ
ン
セ
プ
ト
の
導
出

─

Ⅰ
で
触
れ
た
と
お
り
、
ク
リ
ス
テ
ィ
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
被
害
者
（
犯
罪
者
）
が
理
想
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
犯
罪
者
（
被
害
者
）
は
理
想

的
と
な
る）11
（

と
い
う
が
、
そ
れ
は
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
ふ
た
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
と
い

う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
何
を
示
唆
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（　
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」

「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
は
「
大
き
く
邪
悪
な
見
知
ら
ぬ
人
間
に
襲
わ
れ
た
、
弱
く
善
良
な
無
辜
の
人
間
」
で
あ
る
。「
無
辜
」
で
「
脆

弱
」
な
被
害
者
は
、
面
識
の
な
い
、「
邪
悪
」
で
「
大
き
」
な
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
に
襲
わ
れ
た
と
き
、
最
も
「
理
想
的
な
被
害
者
」

と
な
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
即
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
は
、
犯
罪
者
と
し
て
の
地
位
を
最
も
容
易
に
獲
得

す
る
こ
と
が
で
き
る
犯
罪
者
の
こ
と
を
指
し
、「
邪
悪
」
で
「
大
き
」
な
犯
罪
者
に
対
す
る
処
罰
が
「
正
当
な
処
罰
」
で
あ
る
と
の
イ
メ
ー
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ジ
の
連
結
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る）11
（

。
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
の
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
、
力
の

強
弱
、
モ
ラ
ル
的
な
善
悪
、
責
任
（
落
ち
度
）
の
有
無
と
い
う
要
件
の
点
で
対
極
の
存
在
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
支
援
や
保
護
を

与
え
ら
れ
る
か
（
権
利
保
護
）、
処
罰
を
与
え
ら
れ
る
か
（
害
悪
の
賦
課
）、
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
効
果
も
対
極
に
位
置
し
て
い
る
。

「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
、
そ
の
要
件
と
効
果
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
対
極
の
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

一
見
す
る
と
相
互
に
独
立
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
こ
れ
ら
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
、
ひ
と
つ
の
犯
罪
の

な
か
で
相
互
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。
二
〇
〇
四
年
に
発
生
し
た
奈
良
県
女
児
誘
拐
殺
人
事
件
で
は
、
強
制
わ
い
せ
つ
罪

の
前
科
を
有
し
、
保
護
観
察
に
も
付
さ
れ
た
経
験
の
あ
る
成
人
男
性
（
モ
ラ
ル
的
に
非
難
に
値
す
る
大
き
な
犯
罪
者
）
が
、
ま
っ
た
く
面
識
の

な
い
女
児
（
落
ち
度
の
な
い
小
さ
な
被
害
者
）
を
誘
拐
し
殺
害
し
た
。
こ
の
事
件
は
、
二
〇
〇
六
年
に
死
刑
判
決
が
確
定
し
た
後
、

二
〇
一
三
年
に
「
迅
速
に
」
刑
が
執
行
さ
れ
て
い
る）11
（

。
さ
ら
に
、
事
件
直
後
の
二
〇
〇
五
年
に
は
同
県
で
「
子
ど
も
を
犯
罪
の
被
害
か
ら

守
る
条
例
」
が
制
定
さ
れ
、
子
ど
も
の
被
害
防
止
の
た
め
の
施
策
や
規
制
が
定
め
ら
れ
た
。
死
刑
と
い
う
最
も
重
い
刑
罰
が
「
迅
速
に
」

執
行
さ
れ
た
こ
と
と
、
そ
れ
と
同
時
に
、
子
ど
も
を
保
護
す
る
た
め
の
条
例
が
速
や
か
に
制
定
さ
れ
た
こ
と
と
は
、
お
そ
ら
く
無
関
係
で

は
な
い
だ
ろ
う
。「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
被
害
者
と
「
邪
悪
」
で
「
大
き
」
な
犯
罪
者
と
い
う
対
比
が
、
被
害
女
児
ひ
い
て
は
集
団
と

し
て
の
子
ど
も
へ
の
関
心
を
高
め
、加
害
男
性
へ
の
死
刑
執
行
を
正
当
化
し
て
い
る
一
面
が
指
摘
で
き
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理

想
的
な
犯
罪
者
」
の
対
立
構
造
が
、「
正
当
な
被
害
者
」
と
「
正
当
な
処
罰
」
の
交
錯
を
導
い
て
い
る
。

支
援
や
保
護
を
容
易
に
獲
得
で
き
る
「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
が

存
在
し
、
そ
の
処
罰
が
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
反
対
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
、「
理
想

的
な
犯
罪
者
」
は
存
在
せ
ず
、
処
罰
が
社
会
的
に
正
当
化
さ
れ
に
く
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
実
際
、
薬
物
の
自
己
使
用
を
は
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じ
め
と
す
る
「
被
害
者
な
き
犯
罪
」
は
、
し
ば
し
ば
、
非
犯
罪
化
す
べ
き
で
あ
る
と
か
、
処
罰
よ
り
も
治
療
を
優
先
す
べ
き
で
あ
る
な
ど

と
主
張
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、（「
理
想
的
な
」）
被
害
者
が
い
な
い
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
の
正
当
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
（
少

な
く
と
も
、
処
罰
を
放
棄
す
る
こ
と
が
許
容
さ
れ
て
い
る
）
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
上
記
の
例
は
い
ず
れ
も
極
端
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

要
す
る
に
、
被
害
者
が
支
援
や
保
護
に
ふ
さ
わ
し
い
「
理
想
的
な
被
害
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
犯
罪
者
が
処
罰
に
ふ
さ
わ
し
い
「
理

想
的
な
犯
罪
者
」
で
あ
る
か
ど
う
か
に
左
右
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
逆
も
然
り
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る）11
（

。
被
害
者
（
犯
罪
者
）
が
理
想
的
で

あ
る
た
め
に
は
犯
罪
者
（
被
害
者
）
も
同
程
度
に
理
想
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
で
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯

罪
者
」
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
。

（　

全
体
像
と
し
て
の
犯
罪

以
上
の
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
被
害
者
の
格
付
け

と
犯
罪
者
の
格
付
け
が
互
い
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
被
害
者
（
犯
罪
者
）
に
対
す
る
評
価
は
、
犯

罪
者
（
被
害
者
）
に
対
す
る
評
価
と
独
立
し
て
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
理
想
的
な
被
害

者
（
犯
罪
者
）」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
、
そ
れ
自
体
独
立
さ
せ
て
理
解
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
、
不
適
切
で
あ
る
。

か
つ
て
ヘ
ン
テ
ィ
ッ
ヒ
（H

entig,H
.

）
は
、
犯
罪
は
、
犯
罪
者
と
被
害
者
と
の
相
互
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
指

摘
し
た）11
（

。
た
い
て
い
の
犯
罪
に
お
い
て
、
犯
罪
者
の
い
る
と
こ
ろ
に
は
被
害
者
が
存
在
す
る
し
、
被
害
者
の
い
る
と
こ
ろ
に
は
犯
罪
者
が

存
在
す
る
。
初
期
の
被
害
者
学
が
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、
犯
罪
と
い
う
現
象
を
正
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
犯
罪
者
と
被
害
者
の
双

方
に
対
し
て
関
心
を
向
け
、
双
方
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ソ
ー
ン
（M

endelsohn,B.

）
が
い
う
よ
う
に
、「
法
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的
関
係
は
こ
の
両
者
が
あ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
加
害
者
と
被
害
者
の
両
要
因
は
分
離
で
き
な
い
」
の
で
あ
る）11
（

。
初
期
の
被

害
者
学
は
、
犯
罪
者
だ
け
に
着
目
し
て
い
た
犯
罪
原
因
論
の
不
十
分
さ
を
補
完
す
る
と
い
う
役
割
を
有
し
て
い
た）1（
（

。

初
期
の
被
害
者
学
は
、
被
害
者
を
犯
罪
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
し
た
が
、
そ
れ
は
と
き
と
し
て
、
被
害
者
の
落
ち
度
を
正
面
か
ら

認
め
る
も
の
で
も
あ
っ
た）11
（

。
被
害
者
を
非
難
す
る
口
実
を
提
供
し
か
ね
な
い
彼
ら
の
主
張
は
、
現
在
で
は
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
が
、
彼
ら
が
用
い
た
、
犯
罪
と
い
う
現
象
の
全
体
像
を
理
解
す
る
た
め
に
犯
罪
者
と
被
害
者
の
双
方
に
光
を
当
て
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
用
い
る
際
に
も
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
者
（
犯
罪
者
）

を
理
解
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
者
（
被
害
者
）
を
理
解
す
る
こ
と
の
裏
返
し
で
あ
る
。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
コ
ン
セ
プ
ト
と
し

て
の
「
理
想
的
な
被
害
者
（
犯
罪
者
）」
で
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
か
ら
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
分
離
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
の
被
害
者
学
の
知
見
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
と

い
う
全
体
像
を
構
成
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
、
相
互
に
影

響
し
合
う
被
害
者
の
格
付
け
と
犯
罪
者
の
格
付
け
を
、
犯
罪
の
格
付
け
と
し
て
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
を
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
構
成
要
素
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
相
互
依
存
関
係
を
よ
り
端
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ

的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る
犯
罪
の
格
付
け
こ
そ
が
、
二
極
化
と
い
う
現
象
を
現
在
の
わ
が
国
の
処
罰
の
動
向
に
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
犯
罪
に
関
す
る
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
何
故
、
そ
し
て
、
ど

の
よ
う
に
、
処
罰
の
実
践
を
動
か
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
本
稿
の
疑
問
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
最
後
に
、
こ
の
点
に

つ
い
て
検
討
す
る
た
め
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
す
る
。
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Ⅳ　

犯
罪
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ 

─
実
践
原
理
と
し
て
の
不
安
感

─

「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
の
相
互
依
存
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

本
稿
は
未
だ
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
の
相
互
依
存
関
係
が
生
じ
る
の
は
何
故
な
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

さ
ら
に
い
え
ば
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
お
い
て
、
本
来
異
な
る
概
念
で
あ
る
「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
に
よ
る
格
付
け
が
、
高
齢
者
、

子
ど
も
、
女
性
を
最
高
度
に
位
置
づ
け
る
と
い
う
点
で
一
致
す
る
の
は
何
故
な
の
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に

つ
き
、
伊
藤
は
、「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
を
接
合
す
る
、「
リ
ス
ク
」
と
い
う
要
素
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
以
下
で
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」

を
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
読
み
直
す
こ
と
に
よ
り
、「
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
」（fear of crim

e

）
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
が
「
理

想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
を
相
互
に
依
存
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
不
安
感
こ
そ
が
、
犯
罪
統
制
の
実
践
原
理
と
し
て
処
罰

の
動
向
を
二
極
化
さ
せ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

（　

リ
ス
ク
を
回
避
す
る
被
害
者

「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
は
本
来
異
な
る
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
お

い
て
は
、「
無
辜
」
の
被
害
者
と
「
脆
弱
」
な
被
害
者
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
と
い
う
集
団
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。

「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
ふ
た
つ
の
異
な
る
概
念
を
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
、
伊
藤
は
、「
リ

ス
ク
」
と
い
う
隠
さ
れ
た
第
三
の
要
素
の
存
在
を
指
摘
す
る
。
伊
藤
に
よ
れ
ば
、「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
と
い
う
指
標
に
よ
り
最
高
度
に
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格
付
け
ら
れ
る
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
は
、「
被
害
の
『
リ
ス
ク
』
と
い
う
点
で
、
…
…
『
不
安
感
が
高
く
、
リ
ス
ク
の
低
い
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
を
選
ぶ
』
傾
向
の
高
い
集
団
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
」
の
だ
と
い
う）11
（

。
こ
こ
で
、
伊
藤
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ

を
理
解
す
る
た
め
に
、
少
々
遠
回
り
に
な
る
が
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
つ
い
て
確
認
す
る
こ

と
と
す
る
。

高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
は
一
般
に
、「
無
辜
」
で
「
脆
弱
」
な
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
、

高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
が
被
害
者
全
体
に
占
め
る
割
合
は
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。『
平
成
二
九
年
版
犯
罪
白
書
』
に
よ
れ
ば
、

二
〇
一
六
年
に
お
い
て
人
が
被
害
者
と
な
っ
た
刑
法
犯
の
認
知
件
数
の
う
ち
、被
害
者
が
高
齢
者
（
六
五
歳
以
上
）、子
ど
も
（
二
〇
歳
未
満
）、

女
性
で
あ
っ
た
件
数
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
、
一
三
・
九
％
、
一
八
・
八
％
、
三
三
・
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
無
論
、
高
齢
者
と
子
ど
も
の
年

齢
に
は
様
々
な
設
定
の
仕
方
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、
ど
の
よ
う
に
設
定
し
て
も
、
彼
ら
が
被
害
者
全
体
の
過
半
数
を
占
め
る
と
は
い
え
な
い

だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
支
援
や
保
護
を
容
易
に
獲
得
で
き
る
「
理
想
的
な
被
害
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
合
致
す
る
集
団
は
、
現
実
に
は
、
被
害

者
の
な
か
で
も
限
ら
れ
た
数
し
か
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る）11
（

。
こ
の
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
観
点
で
統
計
を
読
み
解

く
と
、
統
計
的
に
は
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
が
低
い
集
団
（
た
と
え
ば
、
女
性
高
齢
者
）
に
高
い
関
心
が
向
け
ら
れ
る
一
方
で
、
被
害
に
あ
う

リ
ス
ク
が
高
い
集
団
（
た
と
え
ば
、
若
年
男
性
）
に
は
そ
れ
ほ
ど
関
心
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
で
は
、
何
故
、
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
に
対
す
る
関
心
は
高
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

被
害
者
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
に
注
目
が
集
ま
っ
た
の
は
、
先
に
言
及
し
た
英
米
に
お
け
る
被
害
実
態

調
査
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
英
米
の
被
害
実
態
調
査
に
お
い
て
は
、
被
害
の
実
態
と
い
う
客
観
面
と
、
市
民
の
「
犯
罪
に
対
す
る
不

安
感
」（fear of crim

e

）
と
い
う
主
観
面
と
の
間
に
い
く
つ
か
の
パ
ラ
ド
ク
ス
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た）11
（

。
被
害
実
態
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調
査
で
明
ら
か
と
な
っ
た
パ
ラ
ド
ク
ス
の
う
ち
、
本
稿
と
の
関
連
で
重
要
な
の
は
、
年
齢
別
、
性
別
の
集
団
ご
と
の
被
害
状
況
と
、
各
集

団
が
抱
い
て
い
る
不
安
感
に
関
す
る
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
の
低
い
集
団
（
た
と
え
ば
、
女
性
高
齢
者
）

ほ
ど
不
安
感
が
高
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
を
分
析
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が
、「
脆
弱
性
」

（vulnerability
）
と
い
う
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
を
構
成
す
る
概
念
で
あ
っ
た
と
い
う）11
（

。

「
脆
弱
性
」
は
、
身
体
的
・
精
神
的
な
攻
撃
を
受
け
た
際
に
自
分
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
弱
さ
」
と
、
一
度
そ

の
よ
う
な
攻
撃
を
受
け
る
と
、
そ
の
ダ
メ
ー
ジ
に
中
・
長
期
間
継
続
し
て
苦
し
め
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
の
「
脆
さ
」
か
ら
構
成
さ
れ

る
）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
「
弱
さ
」
と
「
脆
さ
」
を
兼
ね
備
え
る
集
団
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
、
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
で
あ
る
。「
脆
弱
」

な
集
団
の
不
安
感
の
高
さ
は
、
犯
罪
と
い
う
危
害
に
対
し
、
そ
の
「
脆
弱
性
」
ゆ
え
に
有
効
な
防
衛
手
段
や
回
避
手
段
を
と
る
こ
と
が
で

き
な
い
、
あ
る
い
は
、
一
度
被
害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
ら
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
機

感
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
仮
定
さ
れ
る）11
（

。
高
齢
者
、
子
供
、
女
性
に
高
い
関
心
が
向
け
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
集
団
が
「
脆
弱
性
」
を
体
現
す

る
象
徴
的
な
存
在
で
あ
る
と
の
認
識
が
共
有
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
そ
の
「
脆
弱
性
」
の
高
さ
ゆ
え
に
不
安
感
の
高
い
集
団
が
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
が
低
い
の
は
何
故
か
。
こ
の
問
い
を
解
く
鍵
と

な
る
の
が
、
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
被
害
リ
ス
ク
と
の
関
係
で
あ
る
。
か
つ
て
、
ヒ
ン
デ
ラ
ン
グ
（H

indelang,M
.

）、
ゴ
ッ
ド
フ
レ
ッ
ド
ソ

ン
（Gottfredson,M

.R.

）、
ガ
ロ
フ
ァ
ロ
（Garofalo,J.

）
は
、
ど
の
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
送
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
が

被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
に
ど
の
程
度
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
が
決
ま
る
と
主
張
し
た）11
（

。
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
、
年
齢
、
性
別
、
人
種
、
職

業
な
ど
の
社
会
的
属
性
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
決
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
自
身
の
意
思
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
高
齢
者
、
子
ど
も
、
女
性
は
、「
脆
弱
性
」
に
起
因
す
る
不
安
感
の
高
さ
に
よ
り
、
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
よ
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う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選
択
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
害
リ
ス
ク
と
不
安
感
と
の
間
に
パ
ラ
ド
ク
ス
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
説
明
さ

れ
る）11
（

。
「
脆
弱
性
」
の
高
い
集
団
は
、
そ
の
「
弱
さ
」
と
「
脆
さ
」
の
た
め
に
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
被
害
に
あ
う
リ

ス
ク
を
回
避
す
る
よ
う
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
し
て
、「
脆
弱
性
」
が
高
い
た
め
に
、
被
害
に
あ
う
こ
と
を

お
そ
れ
て
リ
ス
ク
を
回
避
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
た
者
が
不
幸
に
も
被
害
に
あ
っ
た
と
き
、
そ
の
被
害
者
は
落
ち
度
の
な
い
「
無
辜
」
の

被
害
者
と
な
る
。
反
対
に
、「
脆
弱
性
」
が
高
く
と
も
、
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
た
め
の
努
力
を
怠
っ
た
者
は
、
被
害
の
発
生
に
対
し
て
落

ち
度
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
街
灯
の
少
な
い
夜
道
を
ひ
と
り
で
歩
い
て
い
た
女
性
は
、
暴
漢
に
襲
わ
れ
た
と
し
て
も
、「
脆
弱
」
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
道
を
そ
の
よ
う
な
時
間
に
ひ
と
り
で
歩
く
と
い
う
リ
ス
ク
を
選
択
し
た
と
し
て
落
ち
度
を
問
わ
れ

る
。
酔
い
つ
ぶ
れ
る
ま
で
飲
酒
し
た
女
性
は
、
望
ま
ぬ
性
交
を
強
い
ら
れ
て
も
、
酩
酊
状
態
に
な
る
と
い
う
リ
ス
ク
を
選
択
し
た
と
し
て

落
ち
度
を
問
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、「
無
辜
」
と
「
脆
弱
」
と
い
う
異
な
る
概
念
は
、「
リ
ス
ク
」
と
い
う
第
三
の
要
素
に
よ
り
接
合
さ
れ
、

「
脆
弱
性
」
の
高
さ
の
た
め
に
不
安
感
が
高
く
、
そ
れ
ゆ
え
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
選
択
す
る
（
子
ど
も
の
場
合
に
は
、

選
れ
ば
さ
れ
る
）「
無
辜
」
な
被
害
者
を
、「
理
想
的
」
で
「
正
当
」
な
被
害
者
へ
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
す
る
。

（　

主
体
的
な
被
害
者
と
主
体
的
な
犯
罪
者

以
上
を
踏
ま
え
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
の
定
義
を
、「
リ
ス
ク
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
書
き
換
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
は
、
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
の
た
め
に
リ
ス
ク
回
避
行
動
を
選
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

犯
罪
者
に
襲
わ
れ
た
被
害
者
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
お
け
る
「
被
害
者
」
は
、
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「
自
ら
状
況
に
働
き
か
け
る
力
を
も
つ
能
動
的
存
在
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
、「
合
理
的
判
断
に
よ
り
自
己
の
安
全
を
追
求
す
る
行
為
者
」（
そ

れ
ゆ
え
に
、「
リ
ス
ク
管
理
の
自
己
責
任
を
負
う
存
在
」）
と
し
て
シ
ン
ボ
ル
化
さ
れ
て
い
る）1（
（

。

被
害
者
が
「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
高
い
不
安
感
か
ら
リ
ス
ク
回
避
行
動
を
選
択
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
犯
罪
者
に
襲
わ
れ
た
、
と
い
う
状
況
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
類
型
的
に
不
安
感
が
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
者
や
リ
ス
ク
回
避
行

動
を
選
択
し
な
い
者
が
犯
罪
者
に
襲
わ
れ
た
と
し
て
も
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
理
想

的
な
被
害
者
」
が
う
ま
れ
る
た
め
に
は
、犯
罪
者
が
自
身
の
被
害
リ
ス
ク
に
主
体
的
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
襲
う
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
自
身
の
被
害
リ
ス
ク
に
主
体
的
に
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
を
襲
う
の
は
そ
う
容
易
い
こ
と
で
は
な
い
。
被
害
回
避
に
主
体

的
な
者
は
、被
害
リ
ス
ク
の
高
い
状
況
へ
わ
ざ
わ
ざ
「
出
向
く
」
こ
と
は
な
く
、被
害
リ
ス
ク
の
低
い
状
況
に
「
た
て
こ
も
る
」
は
ず
で
あ 

る
し
、様
々
な
方
法
で
そ
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
を
高
め
る
は
ず
で
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
生
ま
れ
る
の
は
、ま
さ
に
、こ
う
し
た
「
安

全
地
帯
」（safe haven

）
が
突
破
さ
れ
る
場
合
で
あ
る）11
（

。
こ
う
し
て
「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
生
ま
れ
る
と
き
、
犯
罪
者
は
、
被
害
者
が

死
守
し
よ
う
と
し
た
「
安
全
地
帯
」
を
突
破
し
よ
う
と
い
う
意
思
を
も
つ
、
主
体
的
で
能
動
的
な
存
在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る）11
（

。

被
害
回
避
に
主
体
的
な
被
害
者
を
襲
う
犯
罪
者
は
、
被
害
者
が
死
守
し
よ
う
と
し
た
「
安
全
地
帯
」
を
突
破
し
よ
う
と
い
う
主
体
的
な

意
思
を
有
し
、
か
つ
、
実
際
に
突
破
で
き
る
だ
け
の
力
を
行
使
し
た
者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
主
体
的
な
意
思
を
も
つ
と
い
う
点
で
、
犯

罪
者
は
モ
ラ
ル
的
に
非
難
さ
れ
る
べ
き
「
邪
悪
」
な
存
在
で
あ
り
、そ
の
よ
う
な
力
を
行
使
す
る
と
い
う
点
で
「
大
き
」
な
存
在
で
あ
る
。

そ
し
て
、
被
害
者
の
「
安
全
地
帯
」
の
突
破
と
い
う
主
体
的
な
意
思
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
正
当
な
理
由

が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
犯
罪
者
と
被
害
者
の
間
に
面
識
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、「
理
想
的

な
被
害
者
」
を
生
み
出
し
た
犯
罪
者
は
、被
害
者
と
面
識
の
な
い
「
邪
悪
」
で
「
大
き
」
な
犯
罪
者
で
あ
る
と
い
う
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
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の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
る
。

ク
リ
ス
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
は
相
互
依
存
関
係
に
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
決
し
て

偶
然
の
産
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、「
理
想
的
な
被
害
者
」
が
「
リ
ス
ク
」
と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ

り
も
た
ら
さ
れ
る
、
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
被
害
回
避
に
主
体
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
者
に
襲

わ
れ
た
被
害
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
被
害
者
を
襲
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
被
害
者
の
被
害
回
避
の
意
思
を
上
回
る
ほ

ど
の
つ
よ
い
意
思
と
力
を
行
使
し
た
犯
罪
者
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
犯
罪
者
こ
そ
が
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
と
し
て
処

罰
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
、
犯
罪
者
が
個
人
と
し
て
「
邪
悪
」
で
「
大
き
」
な
存
在
だ
っ
た
と
し
て
も
、
被
害
者
が
「
理
想
的

な
被
害
者
」
で
な
け
れ
ば
、
す
な
わ
ち
被
害
回
避
に
主
体
的
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
分
だ
け
犯
罪
者
が
行
使
す
べ
き
力
は
小
さ
く
て
よ
く
な

る
か
ら
、
犯
罪
者
は
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
あ
る
。

（　

不
安
感
と
犯
罪
統
制 

─「
理
想
的
な
犯
罪
」
の
役
割

─

「
理
想
的
な
被
害
者
」
は
、
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
が
高
い
た
め
に
リ
ス
ク
回
避
行
動
を
選
択
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
上
回

る
ほ
ど
の
つ
よ
い
意
思
と
力
を
行
使
し
た
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
に
襲
わ
れ
た
被
害
者
で
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
を
「
リ
ス
ク
」

と
い
う
要
素
に
よ
っ
て
読
み
解
く
こ
と
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
に
主
体
的
に
対
処
す
る
被
害
者
と
、
そ

の
不
安
感
を
主
体
的
に
現
実
化
す
る
犯
罪
者
、
と
い
う
不
安
感
を
軸
と
す
る
対
立
構
造
で
あ
る
。「
理
想
的
な
被
害
者
」
と
「
理
想
的
な

犯
罪
者
」
の
相
互
依
存
関
係
＝「
理
想
的
な
犯
罪
」
の
本
質
は
、
ま
さ
に
こ
の
（
犯
罪
に
対
す
る
）
不
安
感
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
」（fear of crim

e

）
と
は
、
犯
罪
被
害
に
あ
う
危
険
が
あ
る
と
信
じ
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
警
戒
心
や
危
惧
感
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な
ど
の
、
個
人
の
主
観
的
な
状
態
の
こ
と
を
指
す）11
（

。
既
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
犯
罪
被
害
に
対
す
る
主
観
的
な
不
安
感
は
、
必
ず
し
も
被

害
の
客
観
的
な
現
実
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
。
不
安
感
は
、
実
際
に
被
害
に
あ
う
リ
ス
ク
の
高
低
に
か
か
わ
ら
ず
、
犯
罪
と
い
う
危

害
に
対
し
、
有
効
な
防
衛
手
段
や
回
避
手
段
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
一
度
被
害
を
受
け
て
し
ま
っ
た
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
い

で
あ
ろ
う
「
脆
弱
」
な
人
々
の
間
で
高
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
と
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
犯
罪
と
い
う

脅
威
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、
身
体
・
精
神
お
よ
び
生
命
に
対
す
る
不
可
逆
的
な
影
響
を
恐
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る）11
（

。
英
米
に
お
け
る
被
害
実
態
調
査
に
よ
り
顕
在
化
し
、
分
析
が
加
え
ら
れ
て
き
た
、
こ
の
不
安
感
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
一
九
七
〇
年

代
以
降
の
英
米
の
犯
罪
統
制
戦
略
を
牽
引
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
犯
罪
者
処
遇
悲
観
論
の
台
頭
は
、
犯
罪
者
に
焦

点
を
あ
て
た
戦
略
か
ら
、
被
害
者
に
焦
点
を
あ
て
た
戦
略
へ
の
移
行
を
促
し
た
。
そ
れ
は
、
犯
罪
者
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、

犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、
犯
罪
問
題
に
対
す
る
新
た
な
視
点
の
獲
得
で
あ
っ
た）11
（

。
犯
罪

者
の
社
会
復
帰
が
期
待
で
き
な
く
と
も
、
犯
罪
者
を
で
き
る
だ
け
長
く
閉
じ
込
め
る
か
、
そ
も
そ
も
犯
罪
を
（
物
理
的
に
）
さ
せ
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
で
、
市
民
の
不
安
感
に
対
処
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る）11
（

。
悲
観
論
の
台
頭
が
導
い
た
リ
ア
リ
ズ
ム
に
根
ざ
し
た
犯
罪
統
制

は
、
犯
罪
者
の
社
会
復
帰
か
ら
、
市
民
の
不
安
感
に
焦
点
を
移
行
す
る
と
い
う
点
で
、
福
祉
国
家
的
戦
略
か
ら
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト

を
象
徴
し
て
い
る）11
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
犯
罪
者
の
す
べ
て
を
無
害
化
す
る
こ
と
も
、
社
会
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
お
け
る
犯
罪
の
す
べ
て
を
国
家
が
防

ぐ
こ
と
も
、
戦
略
と
し
て
現
実
的
で
は
な
い
。
市
民
の
不
安
感
へ
対
処
す
る
と
い
っ
て
も
、
国
家
が
で
き
る
こ
と
は
限
定
的
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
問
題
に
直
面
し
た
英
米
に
お
い
て
と
ら
れ
た
の
は
、
犯
罪
に
対
す
る
二
元
的
な
（dualistic

）
対
応
で
あ
っ
た）11
（

。
悲
観
論
の
台
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頭
を
背
景
に
一
九
七
〇
年
代
の
中
頃
か
ら
英
米
の
犯
罪
統
制
戦
略
に
お
い
て
影
響
力
を
つ
よ
め
て
き
た
日
常
的
活
動
理
論
や
状
況
的
犯
罪

予
防
は
、
犯
罪
を
異
常
な
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
現
代
社
会
に
お
い
て
常
態
化
さ
れ
た
現
象
で
あ
る
と
い
う
前
提
か
ら
成
り
立
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
は
特
別
な
動
機
も
性
質
も
必
要
と
せ
ず
、
病
理
的
で
も
異
常
で
も
な
い
。
犯
罪
と
は
、
日
常
生
活
に
お
け
る
通
常

の
相
互
作
用
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
そ
の
動
機
は
通
常
の
社
会
生
活
を
送
る
う
え
で
の
一
般
的
な
動
機
の
観
点
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る）11
（

。
こ
の
前
提
の
も
と
で
は
、
犯
罪
は
特
定
の
階
級
や
社
会
構
造
に
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、
機
会
さ
え
あ
れ
ば
誰
し
も
が

犯
罪
者
と
な
り
得
、
ま
た
誰
し
も
が
被
害
者
と
な
り
得
る
。
こ
の
意
味
で
、
わ
れ
わ
れ
は
皆
、
潜
在
的
な
犯
罪
者
で
あ
る
と
同
時
に
潜
在

的
な
被
害
者
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
国
家
の
で
き
る
こ
と
が
限
定
的
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
潜
在
的
な
被
害
者
で
あ
る

わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り
が
被
害
防
止
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
こ
と
で
、
現
実
の
被
害
者
と
な
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
不
安
感
へ
の
着
目
は
こ
う
し
て
、ま
ず
、わ
れ
わ
れ
市
民
を
被
害
予
防
の「
責
任
を
負
荷
さ
れ
た
」（responsibilized

）

行
為
主
体
と
し
て
位
置
づ
け
、被
害
を
回
避
す
る
た
め
に
積
極
的
に
活
動
す
る
よ
う
市
民
を
促
す
「
責
任
化
の
戦
略
」（responsibilization 

strategy

）
を
展
開
す
る）1（
（

。

無
論
、
被
害
予
防
の
責
任
の
す
べ
て
が
市
民
に
委
譲
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
事
実
、
英
米
で
は
、「
責
任
化
の
戦
略
」
に
よ
っ
て
、

国
家
が
被
害
予
防
に
対
す
る
責
任
を
負
わ
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
国
家
に
は
、
市
民
が
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
支
援
、

資
金
提
供
、情
報
の
交
換
そ
し
て
市
民
と
の
協
働
と
い
う
、新
た
な
役
割
が
課
さ
れ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。「
責
任
化
の
戦
略
」
は
、

国
家
を
消
滅
さ
せ
る
わ
け
で
も
、
単
な
る
「
夜
警
国
家
」（nightw

atchm
an

）
と
す
る
わ
け
で
も
な
い）11
（

。
国
家
は
、
自
ら
の
手
の
届
く
範

囲
で
積
極
的
に
そ
の
役
割
を
果
た
そ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
勢
が
、
処
罰
の
実
践
に
も
影
響
を
与
え
る
。

不
安
感
へ
対
処
す
る
戦
略
は
、
犯
罪
が
日
常
生
活
に
あ
り
ふ
れ
た
現
象
で
あ
る
こ
と
強
調
す
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
戦
略
に
よ
っ
て
も
、
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す
べ
て
の
犯
罪
が
正
常
な
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
市
民
（
お
よ
び
国
家
）
が
積
極
的
に
被
害
を
回
避
し
よ
う
と
し
て
も
、
避
け

ら
れ
な
い
犯
罪
は
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
生
活
の
な
か
で
抱
く
動
機
と
は
異
な
る
動
機
に
よ
っ
て
行
動
す
る
犯
罪
者
が

引
き
起
こ
す
犯
罪
で
あ
り
、
市
民
が
被
害
回
避
の
た
め
に
合
理
的
に
活
動
し
て
い
た
と
し
て
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
犯
罪
に
は
、
被
害
防
止
戦
略
は
有
効
に
は
機
能
し
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
、
事
後
的
に
苛
烈
な
（harsh

）
処
罰
を
行
う
こ
と
で
、

国
家
は
そ
の
犯
罪
に
も
対
処
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
市
民
に
示
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る）11
（

。
こ
う
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
脅
威
を
も
た
ら
す

（threatening

）、
暴
力
的
で
（violent

）、
同
情
の
余
地
の
な
い
（no sym

pathy

）、
わ
れ
わ
れ
と
は
異
な
る
生
き
物
（different species

）

で
あ
る
犯
罪
者
に
対
し
て
は
、
処
罰
志
向
的
な
（punitive

）
戦
略
が
展
開
さ
れ
る）11
（

。

不
安
感
へ
の
着
目
に
よ
り
展
開
さ
れ
る
「
責
任
化
の
戦
略
」
で
は
、
市
民
に
は
被
害
回
避
の
た
め
の
主
体
的
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ど
れ
ほ
ど
被
害
回
避
に
主
体
的
で
あ
ろ
う
と
、
防
ぐ
こ
と
の
で
き
な
い
犯
罪
は
存
在
す
る
。
そ
の
犯
罪
が
被
害
者
の
身
体
・
精

神
お
よ
び
生
命
に
脅
威
を
与
え
た
と
き
、
犯
罪
者
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
予
測
の
で
き
な
い
行
動
を
と
る
生
き
物
と
さ
れ
、
苛
烈
な
処
罰
が

正
当
化
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
処
罰
志
向
的
な
戦
略
に
見
ら
れ
る
の
は
、「
合
理
的
判
断
に
よ
り
自
己
の
安
全
を
追
求
す
る
行
為
者
」
と

し
て
落
ち
度
の
な
い
被
害
者
と
、
そ
の
被
害
者
を
襲
っ
た
、
わ
れ
わ
れ
の
「
安
全
地
帯
」
を
脅
す
犯
罪
者
と
い
う
、「
理
想
的
な
被
害
者
」

と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
の
対
立
構
造
で
あ
る（（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
不
安
感
を
原
理
と
す
る
実
践
は
、
少
な
く
と
も
、「
理
想
的
な
被
害
者
」

と
「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
「
理
想
的
な
犯
罪
」
に
対
し
て
処
罰
志
向
的
な
戦
略
を
展
開
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
理
想
的
な
犯
罪
」
に
は
、
市
民
の
不
安
感
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
戦
略
に
お
い
て
、
処
罰
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
と
い

う
象
徴
的
な
役
割
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

甚
大
な
被
害
を
多
数
の
被
害
者
に
与
え
た
地
下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
発
生
や
、
ト
ラ
ウ
マ
な
い
し
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
と
い
う
「
心
の
傷
」
へ
の
関
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心
の
高
ま
り
は
、
犯
罪
被
害
の
影
響
が
瞬
間
的
な
も
の
で
は
く
、
中
・
長
期
に
わ
た
る
継
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
認
識
を
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
高
め
て
い
る（（5
（

。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
の
高
ま
り
は
、
た
っ
た
一
度
で
も
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
れ
ば
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
こ
と

に
な
る
、
と
い
う
「
脆
弱
性
」
に
関
す
る
危
機
感
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
て
い
る
。
身
体
・
精
神
お
よ
び
生
命
に
対
す
る
不
可
逆
的
な
脅
威

に
対
す
る
不
安
感
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
認
識
が
わ
が
国
に
お
い
て
も
高
ま
っ
て
い
る
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ

し
て
、
不
安
感
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
な
か
で
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
的
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
を
不

安
感
の
克
服
の
た
め
に
特
に
処
罰
さ
れ
る
べ
き
犯
罪
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
わ
が
国
の
重
罰
化
の
動
向
に

は
一
応
の
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、「
理
想
的
な
犯
罪
」
お
よ
び
不
安
感
と
ダ
イ
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
的
対
応
と
の
関
係

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
現
段
階
で
は
、
不
安
感
が
わ
が
国
の
犯
罪
統
制
の
実
践
原
理
で
あ
る
と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

仮
に
本
稿
の
説
明
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
不
安
感
が
犯
罪
統
制
の
実
践
原
理
と
さ
れ
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
義
が
認
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
か（（5
（

。
あ
る
い
は
、
ど
の
よ
う
な
問
題
が
指
摘
さ
れ
得
る
だ
ろ
う
か
。
市
民
の
不
安
感
と
い
う
主
観
的
要
素
は
、
被
害
者
お

よ
び
犯
罪
者
そ
れ
ぞ
れ
の
権
利
・
利
益
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
得
る
だ
ろ
う
か
。
犯
罪
統
制
の
実
践
を
主
導
す
る
原
理
の
功
罪
も
ま

た
、
被
害
者
、
犯
罪
者
そ
し
て
社
会
の
間
の
相
互
作
用
を
念
頭
に
お
い
た
、
マ
ク
ロ
な
視
点
に
よ
っ
て
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
）
拙
稿
「
二
極
化
す
る
処
罰
の
動
向 

─
実
践
原
理
の
解
明
に
む
け
て
─
」
大
学
院
研
究
年
報
四
八
号
（
掲
載
予
定
）。
無
論
、「
二
極
化
」
と
い
う

類
型
化
は
、
現
実
を
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
複
雑
な
現
実
を
分
析
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
類
型
化
に

も
ま
っ
た
く
意
義
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（
（
）
野
坂
陽
一
ほ
か
「
多
数
回
受
刑
者
の
特
性
に
関
す
る
研
究 

─
初
入
刑
時
に
お
け
る
更
生
群
と
の
比
較
考
察
か
ら
─
」
法
務
総
合
研
究
所
研
究
部
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理
想
的
な
犯
罪
（
山
梨
）

紀
要
三
二
（
一
九
八
九
年
）
一
一
一
─
一
三
五
頁
。

（
（
）Christie,N

.“T
he Ideal V

ictim
,” in Fattah,E.A

. （ed.

） From
 Crim

e Policy to V
ictim

 Policy:R
eorienting the Justice System

. 
Basingstoke:M

acm
illan,（（（（,pp.（（

─（0.; 

伊
藤
康
一
郎
「
理
想
的
な
被
害
者 

─
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
構
築
と
克
服
─
」
法
学
新
報
一
一
八

巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
七
─
一
〇
七
頁
。

（
（
）Christie,Ibid,p.（（.

（
（
）W

alklate,S.V
ictim

ology:T
he V

ictim
 and the Crim

inal Justice Process.H
Y

M
A

N
: London,（（（（.

（
（
）Cohen,L.E.and Felson,M

.“Social Change and Crim
e Rate T

rends:A
 Routine A

ctivity A
pproach,”A

m
erican Sociological  

R
eview

,V
ol.（（

（A
ugust

）,（（（（,pp.（（（

─（0（.;Clarke,R.V
.G. “‘Situational’Crim

e Prevention:T
heory and Practice,”British 

Journal of Crim
inology,V

ol.（0,N
o.（

（A
pril

）,（（（0,pp.（（（

─（（（.

（
（
）
伊
藤
康
一
郎
「
被
害
者
化
予
防
の
理
論
と
課
題
」
被
害
者
学
研
究
一
五
号
（
二
〇
〇
五
年
）
八
七
─
九
五
頁
。

（
（
）W

alklete,S.Crim
inology

: T
he Basics.（

rd ed.Routledge:London,（0（（,p.（0（.

（
（
）Ibid,p.（0（.

（
（0
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）一
〇
三
─
一
〇
四
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）八
九
頁
。

（
（（
）
「
理
想
的
な
被
害
者
」
の
典
型
と
し
て
、
ク
リ
ス
テ
ィ
と
ウ
ォ
ー
ク
レ
イ
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
、「
老
婦
人
」
と
「
赤
ず
き
ん
」（
若
い
女
性
）
を
あ

げ
る
。Christie,supra note （,pp.（（

─（（.;W
alklate,supra note （,p.（0（.

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）一
〇
三
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）一
〇
四
頁
。

（
（（
）
宮
澤
浩
一
ほ
か
編
『
犯
罪
被
害
者
の
研
究
』（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）。

（
（（
）
大
谷
實
『
刑
事
政
策
講
義
〔
新
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）
三
三
一
頁
。
川
出
敏
裕
＝
金
光
旭
『
刑
事
政
策
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二

〇
一
八
年
）
三
〇
九
─
三
一
一
頁
も
参
照
。

（
（（
）
行
動
計
画
二
〇
〇
三
は
以
下
のU

RL

で
入
手
可
能
で
あ
る
。http

://w
w

w
.kantei.go.jp/jp/singi/hanzai/kettei/0（（（（（keikaku.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
九
月
一
八
日
）.
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（
（（
）
詳
し
く
は
以
下
の
文
献
を
参
照
。
小
宮
信
夫
「
犯
罪
学
に
お
け
る
犯
罪
原
因
論
と
犯
罪
機
会
論
」
法
学
新
報
一
二
三
巻
九
・
一
〇
号
（
二
〇
一

七
年
）
七
八
一
─
八
〇
二
頁
。

（
（（
）
こ
の
時
期
に
制
定
さ
れ
た
刑
事
収
容
施
設
法
（
二
〇
〇
六
年
）
と
更
生
保
護
法
（
二
〇
〇
八
年
）
は
、
い
ず
れ
も
、
犯
罪
者
が
遵
法
的
な
市
民

と
し
て
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
必
要
な
指
導
、
教
育
、
支
援
を
行
う
こ
と
を
処
遇
の
基
本
方
針
と
し
て
定
め
て
い
る
（
そ
れ

ぞ
れ
、
三
〇
条
、
一
条
）。

（
（0
）
諸
澤
英
道
『
被
害
者
学
』（
成
文
堂
、二
〇
一
六
年
）
一
九
五
頁
、宮
園
久
栄
「
法
定
刑
の
引
き
上
げ
と
強
姦
罪 

─
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
─
」

法
学
新
報
一
一
三
巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
九
一
─
六
一
七
頁
。

（
（（
）
無
論
、
Ｄ
Ｖ
法
に
は
、「
女
性
に
対
す
る
暴
力
」
を
問
題
化
し
、「
女
性
の
人
権
」
を
保
障
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
法
律
と
し
て
大
き
な
意
義

が
あ
る
。
戒
能
民
江
『
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
』（
不
磨
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）。

（
（（
）https://w

w
w

.npa.go.jp/safetylife/seianki/stalker/H
（（ST

D
V

_taioujoukyou_shousai.pdf

（
最
終
閲
覧
日
二
〇
一
八
年
九
月
一
八

日
）.

そ
の
七
頁
。

（
（（
）
宮
園
久
栄
「
Ｄ
Ｖ
防
止
法
制
定
か
ら
一
四
年 

Ｄ
Ｖ
防
止
法
は
ど
こ
へ
向
か
う
の
か 

─
被
害
者
の
保
護
を
目
指
し
て
─
」
被
害
者
学
研
究
二
五

号
（
二
〇
一
五
年
）
六
〇
─
六
九
頁
。

（
（（
）
二
〇
一
八
年
六
月
二
三
日
に
東
洋
学
園
大
学
で
開
か
れ
た
第
二
九
回
被
害
者
学
会
で
は
、
多
田
庶
弘
会
員
に
よ
る
「
性
的
被
害
を
受
け
た
男
性

の
問
題
と
支
援
」
と
題
す
る
個
別
報
告
に
お
い
て
、
こ
の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。

（
（（
）Christie,supra note （,p.（（.

（
（（
）
司
法
と
福
祉
の
連
携
の
取
組
み
は
、
ま
さ
に
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
で
な
い
高
齢
犯
罪
者
や
触
法
障
害
者
に
対
す
る
処
罰
の
正
当
性
に
疑
義

が
生
じ
て
い
る
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。伊
藤
康
一
郎「
高
齢
犯
罪
者
・
被
害
者
と
犯
罪
予
防
」刑
法
雑
誌
五
三
巻
三
号（
二
〇
一
四
年
）九
一
─ 

一
〇
一
頁
参
照
。

（
（（
）
無
論
、
死
刑
執
行
の
時
期
は
、
再
審
請
求
の
有
無
や
死
刑
確
定
囚
が
関
与
し
た
他
の
犯
罪
の
裁
判
の
動
向
、
法
務
大
臣
の
意
向
な
ど
に
よ
っ
て

大
き
く
左
右
さ
れ
る
か
ら
、
単
純
な
比
較
は
で
き
な
い
が
、
死
刑
執
行
が
抑
制
的
に
行
わ
れ
、
死
刑
が
執
行
さ
れ
な
い
ま
ま
死
亡
す
る
確
定
囚
も

い
る
現
状
を
踏
ま
え
れ
ば
、
お
よ
そ
七
年
で
の
死
刑
の
執
行
を
「
迅
速
な
」
執
行
と
す
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
不
合
理
な
形
容
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

（
（（
）
宮
園
は
、
旧
強
姦
罪
に
関
す
る
文
脈
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
過
程
に
お
い
て
「
ふ
る
い
に
か
け
ら
れ
」、「
選
別
さ
れ
た
」、「
正
し
い
」
被
害
者
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五

理
想
的
な
犯
罪
（
山
梨
）

と
認
定
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の
み
が
、
裁
判
に
よ
っ
て
「
厳
し
く
」
罰
せ
ら
れ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
宮
園
・
前
掲
注（
（0
）
六
一
〇
頁
。

（
（（
）H

entig,H
.T

he Crim
inal and H

is V
ictim

.N
ew

 H
aven,CT

:Y
ale U

niversity Prss,（（（（.
（
（0
）
中
田
修
「
メ
ン
デ
ル
ソ
ー
ン
の
被
害
者
学
」
宮
澤
浩
一
編
『
犯
罪
と
被
害
者 

─
日
本
の
被
害
者
学
─
』（
成
文
堂
、
一
九
七
〇
年
）
三
五
頁
。

こ
れ
は
、
メ
ン
デ
ル
ソ
ー
ン
の
論
文
を
中
田
が
抄
訳
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
瀬
川
晃
『
犯
罪
学
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
年
）
二
九
三
頁
、
藤
本
哲
也
＝
朴
元
奎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
被
害
者
学
の
生
成
と
発
展
」

被
害
者
学
研
究
三
号
（
一
九
九
四
年
）
四
一
─
五
六
頁
。

（
（（
）
諸
澤
・
前
掲
注（
（0
）二
四
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）一
〇
〇
頁
。

（
（（
）
「
理
想
的
な
被
害
者
」
の
典
型
例
と
さ
れ
る
「
老
婦
人
」（
女
性
高
齢
者
）
と
「
赤
ず
き
ん
」（
便
宜
上
、
二
〇
歳
未
満
の
女
子
と
す
る
。）
の
割

合
と
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
五
・
六
％
、
六
・
四
％
で
あ
り
、
そ
の
割
合
は
極
め
て
小
さ
い
。

（
（（
）
伊
藤
康
一
郎
「
被
害
の
現
実
と
市
民
の
認
識
」
被
害
者
学
研
究
六
号
（
一
九
九
六
年
）
一
五
一
─
一
六
一
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（（
）一
五
四
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（
）九
七
─
九
八
頁
。

（
（（
）
伊
藤
・
前
掲
注（
（（
）一
五
四
─
一
五
五
頁
。

（
（（
）H

indelng,M
.J.,Gottfredson,M

.R.,and Garofalo,J.V
ictim

s of Personal Crim
e:A

n E
m

pirical Foundation for a T
heory of 

Personal V
ictim

ization.Cam
bridge,M

A
:Ballinger,（（（（.

（
（0
）Rosenbaum
,D

.P.“Com
m

unity Crim
e Prevention:A

 Review
 and Synthesis of the Literature,”Justice Q

uarterly,V
ol.（, 

（（（（,pp.（（（

─（（（.

（
（（
）
伊
藤
康
一
郎
「
リ
ス
ク
社
会
と
被
害
者 

─
転
換
す
る
『
被
害
者
』
像
─
」
被
害
者
学
研
究
二
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
七
─
四
七
頁
。

（
（（
）
「
安
全
地
帯
」（safe heaven

）
と
は
、
犯
罪
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
心
休
ま
る
憩
い
の
空
間
の
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｄ
Ｖ
や
児
童
虐
待
な

ど
の
家
庭
内
に
お
け
る
犯
罪
が
問
題
と
さ
れ
る
際
に
、
家
庭
が
そ
の
よ
う
な
空
間
で
あ
る
と
い
う
誤
謬
が
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
際
に

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。See,W

alklate,supra note （,p.（（.

（
（（
）
ク
リ
ス
テ
ィ
は
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」
に
つ
い
て
、「
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
危
険
な
人
物
」（a dangerous m

an com
ing from

 far 
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aw
ay

）
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
遠
く
か
ら
や
っ
て
き
た
」
と
い
う
表
現
は
、「
理
想
的
な
犯
罪
者
」

が
主
体
的
な
態
度
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。Christie,supra note （,p.（（.

（
（（
）M

cLaughlin,E.“Fear of Crim
e,”in M

cLaughlin,E.and M
uncie,J.

（eds.

） The SA
G

E
 D

ictionary of Crim
inology.（

rd ed.SA
GE: 

London,（0（（,p.（（（.

（
（（
）
ガ
ロ
フ
ァ
ロ
は
、
犯
罪
に
対
す
る
不
安
感
を
、
身
体
へ
の
危
害
に
対
す
る
脅
威
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
危
機
感
や
危
惧
感
と
し
て
定
義
す
る
。

Garofalo,J.“T
he Fear of Crim

e
: Causes and Consequences,”Journal of Crim

inal Law
 and Crim

inology,V
ol.（（,N

o.（

（Sum
m

er
）,（（（（,p.（（0.

（
（（
）Lee,M

.Inventing Fear of Crim
e:Crim

inology and the Politics of A
nxiety.W

illan Publishing:D
evon,（00（,pp.（（

─（（

（Chapter  
（

）.

（
（（
）
社
会
復
帰
思
想
の
衰
退
と
と
も
に
英
米
に
出
現
し
た
犯
罪
統
制
に
つ
い
て
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
伊
藤
康
一
郎
「
リ
ス
ク
社
会 

─
保
険
数
理

化
す
る
犯
罪
統
制
─
」
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
『
宮
澤
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集 

第
一
巻
』（
成
文
堂
、二
〇
〇
〇
年
）

一
三
五
─
一
五
〇
頁
。

（
（（
）
こ
れ
は
同
時
に
、犯
罪
と
い
う
問
題
を
国
家
が
独
占
し
よ
う
と
す
る
戦
略
が
限
界
を
迎
え
た
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。Garland,D

.T
he Culture  

of Control:Crim
e and Social O

rder in Contem
porary Society.T

he U
niversity of Chicago Press: Chicago,（00（,pp.（（（

─（（（

（Chapter （

）.

（
（（
）Garland,D

.“T
he Lim

its of the Sovereign State:Strategies of Crim
e Control in Contem

porary Society,”British Journal of 
Crim

inology,V
ol.（（,N

o.（

（A
utum

n

）,（（（（,pp.（（（
─（（（.

（
（0
）See,Ibid,pp.（（0

─（（（.

（
（（
）Ibid,p.（（（.

（
（（
）Ibid,p.（（（.
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ガ
ー
ラ
ン
ド
（Garland,D

.

）
に
よ
れ
ば
、
処
罰
志
向
的
な
戦
略
の
対
象
と
な
る
犯
罪
に
は
、
典
型
的
に
、
捕
食
者
の
よ
う
な
（predatory

）



三
七
七

理
想
的
な
犯
罪
（
山
梨
）

犯
罪
者
と
無
辜
の
（innocent

）
被
害
者
（
そ
し
て
被
害
防
止
に
失
敗
し
た
刑
事
司
法
シ
ス
テ
ム
）
と
い
う
構
図
が
み
ら
れ
、
メ
デ
ィ
ア
の
関
心

や
公
衆
の
怒
り
が
よ
り
大
き
く
な
る
と
い
う
。Garland,supra note （（,pp.（（（

─（（（.
（
（（
）
被
害
者
が
経
験
す
る
ト
ラ
ウ
マ
と
そ
の
「
中
核
」
と
も
い
え
る
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
症
状
に
つ
い
て
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
こ
の
文
献
は
、「
理
想
的

な
被
害
者
」
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
宮
地
尚
子
＝
菊
池
美
名
子
「
被
害
者
と
ト
ラ
ウ
マ
」
指
宿
信
編
『
犯
罪
被
害
者
と
刑

事
司
法
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
七
年
）
八
八
─
一
〇
八
頁
。

（
（（
）
客
観
的
な
現
実
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
市
民
の
主
観
的
な
不
安
感
を
実
践
原
理
と
す
る
こ
と
に
は
、
特
に
ア
カ
デ
ミ
ア
の
間
で
、

抵
抗
感
が
つ
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
市
民
感
覚
に
根
ざ
し
た
規
律
が
、
必
ず
し
も
「
不
合
理
」
な
わ
け
で
は
な
い
。
市
民
の
不
安
感
と

い
う
「
感
情
」
に
対
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
「
理
性
」
が
絶
対
的
に
優
位
に
あ
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伊
藤
康
一
郎
「
理
性
と

感
情 

─
リ
ス
ク
社
会
化
と
厳
罰
化
の
交
差
─
」
犯
罪
社
会
学
研
究
三
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
七
四
─
八
五
頁
。
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