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悪
法
の
「
い
わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ
し
じ
ゅ 

う
」
を
源
に
遡
っ
て
知
り
抜
き
考
え
抜
く
こ
と
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今
求
め
ら
れ
る 
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戦
前
の
国
家
権
力
犯
罪
の
国
家
権
力
犯
罪
た
る
所
以
は
、
社
会
を
変
革
す

る
社
会
運
動
・
意
識
を
ほ
ぼ
完
全
に
封
じ
込
め
、
戦
争
遂
行
の
障
害
と
み
な

し
た
言
動
・
信
仰
を
え
ぐ
り
だ
し
、
人
々
の
平
穏
な
生
活
を
破
壊
し
つ
く
し

た
こ
と
に
あ
る
。 

そ
れ
は
治
安
維
持
法
や
軍
機
保
護
法
な
ど
の
法
律
を
武
器
と
し
て
、
警
察

の
検
挙
取
調
か
ら
検
察
に
よ
る
起
訴
を
へ
て
、
天
皇
の
名
に
よ
る
裁
判
に
よ

っ
て
断
罪
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
悪
法
に
よ
る
支
配
は
、
日
本
国
内
だ
け
で

な
く
、
植
民
地
、
か
い
ら
い
国
家
、
軍
事
占
領
地
域
に
も
お
よ
ん
だ
。 

 

敗
戦
、
そ
し
て
占
領
に
よ
っ
て
こ
の
国
家
犯
罪
は
よ
う
や
く
停
止
さ
れ
、

一
部
の
責
任
追
及
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
多
く
は
曖
昧
な
ま
ま
に
さ
れ
た
結

果
、
国
家
権
力
犯
罪
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
た
治
安
法
令
・
治
安
機
構
・
治

安
理
念
は
「
民
主
化
」
さ
れ
た
戦
後
に
継
承
さ
れ
た
。 

そ
の
兆
候
を
い
ち
早
く
感
じ
と
っ
た
弁
護
士
の
能
勢
克
男
は
、
自
ら
の
戦

時
中
の
治
安
維
持
法
体
験
（
一
九
三
八
年
に
週
刊
『
土
曜
日
』
の
発
行
責
任

者
と
し
て
検
挙
、
懲
役
二
年
・
執
行
猶
予
二
年
の
刑
を
科
さ
れ
た
）
と
重
ね

て
、
著
書
『
人
民
の
法
律 

現
代
史
の
な
が
れ
の
中
で
』（
一
九
四
八
年
）
に

お
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。 

治
安
維
持
法
の
ご
と
き
法
律
を
、
い
っ
た
い
、
ど
う
い
っ
て
合
理
化
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
ぜ
っ
た
い
に
、
て
い
さ
い
の
い
い

こ
と
に
、
だ
ま
さ
れ
る
わ
け
に
い
か
な
い
。
…
…
そ
う
い
う
法
律
の
多
く

は
（
こ
の
前
で
新
聞
紙
条
例
・
治
安
警
察
法
・
国
防
保
安
法
に
言
及
―
―

引
用
者
注
）、
い
ま
、
す
で
に
、
す
が
た
を
消
し
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い

う
法
律
が
、
ど
う
し
て
、
ど
ん
な
に
し
て
、
つ
く
ら
れ
た
か
。
ど
ん
な
に

法
律
と
し
て
の
力
を
ふ
る
っ
て
、
人
民
を
苦
し
め
た
か
。
―
―
そ
の
い
わ

れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
を
、
み
な
も
と
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、

私
た
ち
人
民
が
知
り
ぬ
き
、
考
え
ぬ
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
危
険

き
わ
ま
る
こ
と
だ
。
も
う
一
度
、
そ
う
い
う
こ
と
が
何
か
に
ま
ぎ
れ
て
、

お
こ
っ
て
来
な
い
と
は
、
だ
れ
も
い
え
な
い
。
い
や
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、

何
度
で
も
、
ま
き
か
え
し
、
く
り
か
え
し
、
お
こ
っ
て
来
る
。 

 

こ
の
予
測
の
通
り
、
占
領
下
の
団
体
等
規
正
令
や
占
領
目
的
阻
害
行
為
処

罰
令
を
継
承
す
る
破
壊
活
動
防
止
法
が
、「
治
安
維
持
法
の
再
来
」
と
し
て
講

和
発
効
後
の
一
九
五
二
年
七
月
に
成
立
し
て
い
く
。
ま
た
、
レ
ッ
ド
・
パ
ー

ジ
が
猛
威
を
ふ
る
い
は
じ
め
る
。
そ
の
後
、
思
想
検
察
の
最
も
中
枢
に
い
た

人
物
池
田
克
が
、
公
職
追
放
解
除
後
、
最
高
裁
判
所
裁
判
官
と
な
っ
て
い
く
。

こ
う
し
て
戦
後
治
安
体
制
が
確
立
さ
れ
た
。 

 

こ
れ
ら
を
招
い
た
一
因
は
、
治
安
維
持
法
や
軍
機
保
護
法
の
「
そ
の
い
わ

れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
を
、
み
な
も
と
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
私

た
ち
人
民
が
知
り
ぬ
き
、
考
え
ぬ
い
て
い
な
い
」
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
。
大
変
に
遅
れ
ば
せ
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
悪
法
で
あ
っ
た
「
い

わ
れ
い
ん
ね
ん
の
、
い
ち
ぶ
し
じ
ゅ
う
を
、
み
な
も
と
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
」
、

知
り
ぬ
き
、
考
え
ぬ
い
て
い
く
こ
と
が
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
。 
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宮
澤
・
レ
ー
ン
事
件
を
深
く
知
り
、
語
り
継
い
で
い
こ
う 

「
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
過
去
」
に
真
摯
に
向
き
合
お
う 
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朝
日
新
聞
記
者
だ
っ
た
２
０
０
９
年
、
私
は
北
海
道
報
道
部
へ
転
勤
し
た
。

海
外
特
派
員
を
歴
任
し
、
東
京
本
社
外
報
部
勤
務
だ
っ
た
が
、
坂
本
龍
馬
の

子
孫
た
ち
が
北
海
道
へ
渡
っ
た
話
を
取
材
し
た
い
と
思
い
、
転
勤
の
希
望
を

出
し
て
い
た
の
だ
。 

龍
馬
に
子
供
は
い
な
か
っ
た
が
、
甥
の
自
由
民
権
家
・
坂
本
直
寛
が
一
家

を
引
き
連
れ
て
、
北
海
道
へ
移
住
し
た
。
子
孫
た
ち
の
人
生
を
『
北
の
龍
馬

た
ち
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
60
回
、
連
載
し
た
。
そ
の
中
で
、
直
寛
の
孫
の

山
岳
画
家
・
坂
本
直
行
の
こ
と
を
書
い
た
。
そ
の
物
語
に
、
北
大
生
予
科
生
・

宮
澤
弘
幸
が
出
て
く
る
。 

１
９
４
０
年
１
月
、
日
高
山
脈
ペ
テ
ガ
リ
岳
の
厳
冬
期
初
登
頂
を
目
指
し

た
北
大
山
岳
部
の
パ
ー
テ
ィ
が
雪
崩
に
遭
い
、
８
人
が
死
亡
し
た
。
イ
タ
リ

ア
人
で
北
大
留
学
生
の
フ
ォ
ス
コ
・
マ
ラ
イ
ー
ニ
は
パ
ー
テ
ィ
に
合
流
す
る

予
定
だ
っ
た
が
、
娘
の
発
熱
で
遅
れ
て
出
発
し
合
流
で
き
な
か
っ
た
。
登
山

家
で
も
あ
っ
た
マ
ラ
イ
ー
ニ
は
遭
難
に
心
を
痛
め
、
重
い
テ
ン
ト
を
持
参
し

な
く
て
も
雪
の
ブ
ロ
ッ
ク
で
つ
く
れ
る
イ
グ
ル
ー
の
公
開
実
験
を
手
稲
山
で

行
い
、
成
功
し
た
。
そ
れ
を
１
９
４
０
年
２
月
４
日
の
北
海
タ
イ
ム
ス
（
現
・

北
海
道
新
聞
）
朝
刊
が
伝
え
て
い
る
。
友
人
と
し
て
実
験
に
参
加
し
た
の
が
、

宮
澤
弘
幸
だ
っ
た
。 

１
９
４
３
年
１
月
、
北
大
山
岳
部
は
再
び
ペ
テ
ガ
リ
岳
に
挑
戦
。
登
頂
メ

ン
バ
ー
は
、
マ
ラ
イ
ー
ニ
式
の
イ
グ
ル
ー
を
つ
く
っ
て
、
厳
冬
期
初
登
頂
に

成
功
し
た
。
宮
澤
は
山
岳
部
で
は
な
か
っ
た
が
、
新
た
な
登
山
技
術
に
挑
戦

し
よ
う
と
す
る
冒
険
好
き
の
若
者
だ
っ
た
こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
冤
罪
」
に

巻
き
込
ま
れ
な
か
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
活
動
的
で
豊
か
な
人
生
を
送
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
か
。 

宮
澤
の
名
誉
回
復
を
訴
え
る
「
北
大
生
・
宮
澤
弘
幸
『
ス
パ
イ
冤
罪
事
件
』

の
真
相
を
広
め
る
会
」
が
結
成
さ
れ
た
頃
、
何
度
か
記
事
を
書
い
た
。
し
か

し
、「
道
は
ま
だ
半
ば
だ
」
と
い
う
こ
と
を
痛
感
す
る
。 

私
は
１
９
９
１
年
８
月
に
韓
国
の
元
日
本
軍
慰
安
婦
が
証
言
を
し
始
め
た

と
い
う
記
事
を
書
い
た
。
女
性
は
私
の
記
事
の
３
日
後
に
「
金
学
順
（
キ
ム
・

ハ
ク
ス
ン
）
」
と
実
名
を
明
ら
か
に
し
て
、
被
害
体
験
を
告
白
し
た
。
そ
れ
が

き
っ
か
け
で
、
慰
安
婦
問
題
が
戦
時
性
暴
力
と
し
て
国
際
的
な
問
題
に
な
っ

た
。
と
こ
ろ
が
、
私
の
記
事
は
２
０
１
４
年
２
月
６
日
号
の
『
週
刊
文
春
』

で
、「
捏
造
」
だ
と
攻
撃
さ
れ
た
。
西
岡
力
氏
や
櫻
井
よ
し
こ
氏
が
私
の
記
事

を
繰
り
返
し
「
捏
造
」
と
非
難
し
、
私
は
激
し
い
「
植
村
捏
造
バ
ッ
シ
ン
グ
」

に
巻
き
込
ま
れ
た
。
大
学
教
授
に
転
職
す
る
予
定
だ
っ
た
が
、
「
捏
造
記
者
」

を
教
授
に
す
る
な
と
訴
え
る
電
話
や
メ
ー
ル
で
の
抗
議
が
相
次
ぎ
、
転
職
は

だ
め
に
な
っ
た
。 

宮
澤
と
は
時
代
も
立
場
も
違
う
が
、
私
も
ま
た
「
冤
罪
」
に
巻
き
込
ま
れ

た
形
だ
。
以
来
、
私
は
こ
の
「
捏
造
バ
ッ
シ
ン
グ
」
と
、
言
論
や
法
廷
で
闘

い
続
け
て
い
る
。 


