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二
一
三

中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会

刑
事
判
例
研
究
⑵

刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
に
い
う
「
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
」
に
当
た

ら
な
い
と
さ
れ
た
事
例

川　
　

澄　
　

真　
　

樹

管
轄
移
転
の
請
求
事
件　

最
高
裁
判
所　

平
二
八
年
（
す
）
第
三
九
八
号
、
同
平
成
二
八
年
八
月
一
日
第
二
小

法
廷
決
定
、
刑
集
七
〇
巻
六
号
五
八
一
頁
、
裁
時
一
六
五
七
号
一
頁
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
判
時
二
三
〇

九
号
一
五
六
頁

　
【
事
実
の
概
要
】

　

最
高
裁
が
ま
と
め
た
本
件
事
実
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

米
軍
属
で
あ
る
申
立
人
は
那
覇
地
方
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
て
い
る
強
姦
致
死
、
殺
人
、
死
体
遺
棄
被
告
事
件
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
内
に
お
い
て
、
米

軍
基
地
や
い
わ
ゆ
る
日
米
地
位
協
定
の
問
題
と
絡
め
て
、
大
々
的
に
報
道
さ
れ
、
ま
た
、
広
範
な
抗
議
活
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
沖
縄
県
民
に
あ
っ



二
一
四

て
は
、
被
告
人
の
自
白
内
容
、
自
白
を
補
強
す
る
物
証
等
の
存
在
を
知
り
、
被
告
人
が
有
罪
と
の
心
証
を
有
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
被
告
人
を
厳
罰
に

処
す
べ
き
と
の
予
断
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
そ
の
よ
う
な
県
民
の
中
か
ら
裁
判
員
を
選
任
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
す
る
と
、
那

覇
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
公
平
な
裁
判
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
東
京
地
方
裁
判
所
へ
の
管
轄
の
移
転
を
請
求
し
た
。

　
【
決
定
要
旨
】

　

棄
却

　

そ
も
そ
も
裁
判
員
制
度
は
、
国
民
の
視
点
や
感
覚
と
法
曹
の
専
門
性
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
相
互
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
通
じ
て
よ
り
良
い
刑
事
裁

判
の
実
現
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
を
取
り
扱
う
裁
判
体
は
、
公
平
性
、
中
立
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
配
慮
さ
れ
た
手

続
の
下
に
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
と
、
身
分
保
障
の
下
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
裁
判
官
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
裁
判
員
は
、

法
令
に
従
い
公
平
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
い
る
上
、
裁
判
長
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
す
る
と
、
公
平
な
裁
判
所
に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
制

度
的
に
十
分
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
（
最
高
裁
平
成
二
二
年
（
あ
）
第
一
一
九
六
号
同
二
三
年
一
一
月
一
六
日
大
法
廷
判
決
・
刑
集
六
五
巻
八
号
一

二
八
五
頁
参
照
）。

　

こ
の
よ
う
な
裁
判
員
制
度
の
仕
組
み
の
下
に
お
い
て
は
、
所
論
が
主
張
す
る
点
は
、
那
覇
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
公
平
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
期

待
し
難
い
事
情
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
本
件
は
、
刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
に
い
う
「
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
」
に

当
た
ら
な
い
。

　
【
千
葉
勝
美
裁
判
官
の
補
足
意
見
】

　
「
…
法
廷
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
裁
判
員
は
、
法
令
に
従
い
公
平
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
裁
判
長
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
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二
一
五

責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
実
際
も
そ
の
よ
う
な
運
用
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
裁
判
員
と

す
れ
ば
、
被
告
人
に
個
人
的
な
体
験
等
に
基
づ
く
強
い
憎
悪
感
や
逆
に
揺
る
ぎ
な
い
同
情
な
い
し
好
感
情
を
抱
い
て
い
る
よ
う
な
例
外
的
な
場
合
で
な
い

限
り
、
裁
判
員
と
し
て
の
基
本
的
な
義
務
を
放
棄
し
、
公
平
な
審
理
、
判
断
を
行
う
努
力
を
怠
る
よ
う
な
態
度
に
出
る
こ
と
は
考
え
難
い
と
こ
ろ
で
あ

る
。」

　
「
…
そ
の
認
定
事
実
は
、
具
体
性
を
帯
び
、
マ
ス
コ
ミ
に
よ
る
報
道
内
容
や
風
評
等
か
ら
離
れ
、
動
か
し
難
い
圧
倒
的
な
重
み
を
有
し
た
も
の
で
あ
り
、

裁
判
官
も
裁
判
員
も
、
そ
れ
に
正
面
か
ら
対
峙
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
仮
に
有
罪
の
場
合
に
は
、
量
刑
に
関
し
、
こ
れ
ま
で
の
刑
事
裁
判
に
お
い

て
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
考
慮
す
べ
き
諸
事
情
を
確
認
し
、
善
良
な
市
民
感
覚
を
踏
ま
え
つ
つ
、
裁
判
官
と
協
働
し
な
が
ら
強
い
責
任
感
の
下
に
判
断
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
は
、
事
件
の
背
景
等
に
つ
い
て
の
証
拠
に
基
づ
か
な
い
裁
判
員
の
個
人
的
な
感
情
や
予
断
等
が
入
り
込
む
余
地
の
な
い
厳
粛

な
「
裁
き
の
場
」
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
国
民
全
体
の
共
通
の
認
識
で
も
あ
る
。」

　
「
…
裁
判
員
に
は
、
証
拠
に
基
づ
か
な
い
私
的
な
感
情
を
排
し
た
冷
静
な
審
理
へ
の
参
加
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
各
人
が
そ
の
よ
う
な
自
覚
の
下
に
、
裁

判
員
裁
判
の
制
度
を
裁
判
官
と
共
に
築
き
上
げ
て
い
く
責
務
が
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
、
そ
の
地
道
な
努
力

が
全
体
と
し
て
例
外
な
く
し
っ
か
り
と
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
も
、
沖
縄
県
の
特
殊
事
情
、
県
民
の
様
々
な
思
い
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
適
正
な
手
続
で
選
任
さ
れ
た
裁
判
員
と
し
て
は
、
法
と
証
拠
に
基
づ
く
公
正
な
裁
判
の
実
現
を
目
指
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
目
指
す
こ
と
は
十

分
に
信
頼
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
が
裁
判
員
裁
判
の
制
度
を
支
え
る
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」

　
【
研　

究
】

　

一　

は
じ
め
に

　

本
件
は
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
在
日
米
軍
属
で
あ
る
被
告
人
が
起
訴
さ
れ
て
い
る
強
姦
致
死
、
殺
人
、
死
体
遺
棄
事
件
に
つ
き
、
本
件
が



二
一
六

米
軍
基
地
や
い
わ
ゆ
る
日
米
地
位
協
定
の
問
題
と
絡
め
て
、
大
々
的
に
報
道
さ
れ
、
ま
た
、
広
範
な
抗
議
活
動
が
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、

沖
縄
県
民
に
あ
っ
て
は
、
被
告
人
の
自
白
内
容
、
自
白
を
補
強
す
る
物
証
等
の
存
在
を
知
り
、
被
告
人
が
有
罪
と
の
心
証
を
有
し
て
い
る

だ
け
で
な
く
、
被
告
人
を
厳
罰
に
処
す
べ
き
と
の
予
断
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
県
民
の
中
か
ら
裁
判
員
を
選
任

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
那
覇
地
方
裁
判
所
に
お
い
て
公
平
な
裁
判
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
な
ど
と
し
て
、
刑

訴
法
一
七
条
一
項
二
号
に
基
づ
い
て
東
京
地
方
裁
判
所
へ
の
管
轄
の
移
転
を
請
求
し
た
事
例
（
１
）で
あ
る
。

　

ま
ず
、
前
提
と
し
て
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
在
日
米
軍
属
の
構
成
員
（
以
下
、
米
軍
人
等
と
い
う
）
が
犯
す
罪
に
つ
い
て
は
日
米
地
位
協

定
に
よ
り
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
日
米
で
裁
判
権
が
競
合
す
る
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
合
衆
国
の
財
産
も
し
く
は
安
全
の
み
に
対
す
る
罪

ま
た
は
、
も
っ
ぱ
ら
合
衆
国
軍
隊
の
他
の
構
成
員
も
し
く
は
軍
属
、
も
し
く
は
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
や
軍
属
の
家
族
の
身
体
や
財
産
の

み
に
対
す
る
罪
、
ま
た
、
公
務
執
行
中
の
作
為
又
は
不
作
為
か
ら
生
ず
る
罪
以
外
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
る
（
日
米
地
位
協
定
一
七
条
三
項
⒜
、
⒝
号
）。
本
件
の
一
連
の
犯
罪
は
我
が
国
が
第
一
次
裁
判
権
を
有
し
、
強
姦
致
死
、
殺

人
が
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
と
な
り
（
裁
判
員
法
二
条
一
項
一
号
）、
死
体
遺
棄
に
つ
い
て
も
裁
判
員
裁
判
で
併
合
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
（
裁
判
員
法
四
条
）。

　

二　

刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
の
目
的
と
趣
旨

　

刑
訴
法
一
七
条
は
管
轄
移
転
の
請
求
を
定
め
て
お
り
、
同
一
七
条
一
項
二
号
は
「
地
方
の
民
心
、
訴
訟
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り

裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
。」
に
管
轄
移
転
の
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
、
請
求
は
検
察

官
の
他
、
被
告
人
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
憲
法
三
七
条
一
項
は
、「
す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
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二
一
七

は
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
規
定
し
て
お
り
、
国
家
の
裁
判
権
を
分
配
す
る

に
あ
た
っ
て
、
恣
意
的
な
裁
判
管
轄
を
指
定
で
き
な
い
よ
う
に
あ
ら
か
じ
め
裁
判
管
轄
を
定
め
る
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
公
平
な
裁
判
を
実

現
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
２
）。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
前
の
裁
判
管
轄
の
指
定
を
徹
底
し
す
ぎ
る
と
、
逆
に
裁
判
の
公
平
性
の
観
点

か
ら
具
体
的
妥
当
性
を
欠
く
状
況
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
は
事
前
の
裁
判
管
轄
に
つ
い
て
弾
力
性
を
持
た
せ

て
、
管
轄
を
移
転
す
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
で
あ
る
と
一
般
的
に
い
わ
れ
る
（
３
）。
し
た
が
っ
て
、
刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
は
こ
の
よ
う
な

憲
法
上
の
権
利
を
具
体
的
に
保
障
す
る
規
定
の
一
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
（
４
）、
管
轄
移
転
請
求
は
被
告
人
の
権
利
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い

る（５
）。

　

こ
の
よ
う
な
管
轄
移
転
は
、
管
轄
裁
判
所
を
構
成
す
る
個
々
の
裁
判
官
に
忌
避
等
の
理
由
が
あ
っ
て
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
虞
が
あ
る

場
合
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
地
方
の
民
衆
の
感
情
や
訴
訟
の
状
況
、
そ
の
他
の
裁
判
所
を
取
り
巻
く
客
観
的
な
状
況
か
ら
み
て
、
そ

の
裁
判
所
全
体
に
つ
き
公
平
な
裁
判
を
期
待
で
き
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
を
い
い
、
裁
判
所
全
体
に
対
す
る
包
括
的
な
忌
避
を
認
め
た
も

の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
６
）。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
自
身
に
対
す
る
除
斥
事
由
や
忌
避
事
由
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
管
轄
裁
判
所

が
当
該
事
件
を
担
当
す
る
と
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
い
う
も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
管
轄
移
転
は

極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
７
）。

　

三　

関
連
裁
判
例

　

⑴　

管
轄
移
転
が
認
め
ら
れ
た
事
例

　

管
轄
移
転
が
認
め
ら
れ
た
事
例
と
し
て
、
東
京
高
裁
昭
和
三
二
年
一
〇
月
二
五
日
決
定
（
東
高
時
報
八
巻
一
〇
号
三
七
一
頁
）
は
、
千
葉



二
一
八

地
裁
の
裁
判
官
の
名
誉
を
棄
損
し
た
被
告
人
が
千
葉
地
裁
に
お
い
て
審
理
を
行
う
こ
と
は
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

し
て
管
轄
移
転
を
請
求
し
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
名
誉
棄
損
を
受
け
た
千
葉
地
裁
の
裁
判
官
の
「
私
ば
か
り
で
な
く
、
部
内
の
者

が
み
ん
な
憤
慨
し
、
私
個
人
の
名
誉
を
傷
つ
け
た
ば
か
り
で
な
く
、
司
法
権
の
威
信
を
そ
こ
ね
た
」
と
の
談
話
が
新
聞
、
ラ
ジ
オ
等
で
報

道
さ
れ
た
が
、
東
京
高
裁
は
、
告
訴
を
な
し
た
裁
判
官
の
「
裁
判
所
の
地
位
に
加
え
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
こ
と
は
、
一
般
人
に

裁
判
の
構
成
に
つ
い
て
疑
問
を
持
た
し
め
る
恐
れ
が
あ
る
。
…
本
件
の
審
理
に
お
い
て
は
、
…
千
葉
地
方
裁
判
所
の
裁
判
官
を
は
じ
め
書

記
官
、
事
務
官
等
が
、
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
に
勤
務
す
る
も
の
が
、
同
一
の
裁
判
所
で
証
人
と
し
て
証
言

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
、
一
般
人
に
本
件
裁
判
の
公
平
性
に
つ
い
て
の
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
。
…
本
件
を
千
葉
地
裁
に
お
い
て
審
理
す
る

な
ら
ば
、
地
方
の
民
心
訴
訟
の
状
況
等
の
事
情
に
よ
っ
て
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。」
と
し
て
管
轄
の
移
転
を
認
め
た
。

　

ま
た
、
仙
台
高
決
昭
和
三
五
年
一
〇
月
二
四
日
（
公
刊
物
未
登
載
）（
堀
籠
幸
男
「
判
解
」
最
高
裁
判
例
解
説
：
刑
事
篇
（
昭
和
五
二
年
度
））
で

は
、
被
告
人
は
裁
判
所
の
争
議
に
関
連
し
て
、
裁
判
所
構
内
に
侵
入
し
た
、
勤
務
中
に
同
盟
罷
業
を
あ
お
っ
た
と
い
う
事
実
で
起
訴
さ
れ

た
が
、
仙
台
地
裁
、
仙
台
高
裁
の
裁
判
官
、
そ
の
他
の
職
員
が
証
人
喚
問
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
他
の
事
件
の
性
質
、
態
様
等

を
考
慮
す
る
と
、
仙
台
地
裁
で
審
理
す
る
こ
と
は
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
さ
れ
、
福
島
地
裁
へ
の
管
轄

の
移
転
が
認
め
ら
れ
た
。
尚
、
本
件
は
検
察
官
か
ら
の
請
求
で
あ
り
、
被
告
人
に
よ
る
特
別
抗
告
は
棄
却
さ
れ
て
い
る
（
最
高
裁
昭
和
三

五
年
一
二
月
二
〇
日
決
定
（
集
刑
一
三
六
号
六
九
三
頁
））。

　

⑵　

管
轄
移
転
が
否
定
さ
れ
た
事
例

　

こ
れ
に
対
し
て
管
轄
移
転
が
否
定
さ
れ
た
例
は
多
数
あ
り
、
本
件
に
特
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
裁
判
例
に
つ
い
て
紹
介
・
検
討
す
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二
一
九

る
。

　

最
高
裁
昭
和
二
四
年
三
月
五
日
決
定
（
刑
集
三
巻
三
号
二
六
八
頁（８
））
で
は
、
共
産
党
員
で
あ
り
、
弁
護
士
で
あ
る
被
告
人
が
従
業
員
大
量

解
雇
の
労
働
争
議
中
に
相
手
方
の
会
社
内
に
侵
入
し
た
と
し
て
住
居
侵
入
業
務
妨
害
で
金
沢
地
裁
に
て
有
罪
判
決
を
受
け
、
判
決
に
は
地

域
の
保
守
派
等
の
存
在
に
よ
り
、
被
告
人
の
地
位
、
地
方
の
民
心
等
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
主
張
し
、
控
訴
に
お
い
て
原
審
と
同
じ
地

域
の
名
古
屋
高
裁
金
沢
支
部
で
は
公
平
な
裁
判
は
望
め
な
い
と
し
て
管
轄
移
転
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
「
一
般
民
衆
が
…

裁
判
の
帰
趨
に
甚
大
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
は
当
然
」
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
状
況
に
あ
る
か
ら
と
云
う
て
他
に
特
別
な
事
情

の
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
…
そ
の
公
平
を
維
持
し
得
な
い
虞
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
た
上
で
、
原
審
の
判
決
が
所
論
の
よ
う

な
策
動
や
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
事
実
は
こ
れ
を
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
と
し
て
請
求
を
却
下
し
た
。

　

最
高
裁
昭
和
五
二
年
六
月
一
七
日
決
定
（
刑
集
三
一
巻
四
号
六
七
五
頁（９
））
で
は
、
被
告
人
ら
が
鉄
パ
イ
プ
を
所
持
し
て
共
謀
の
上
、
東
京

高
等
裁
判
所
事
務
局
長
室
及
び
長
官
室
に
押
し
入
り
、
長
官
、
事
務
局
長
、
長
官
秘
書
官
に
対
し
鉄
パ
イ
プ
で
傷
害
を
負
わ
せ
東
京
地
裁

で
有
罪
判
決
を
受
け
た
が
、
弁
護
人
が
、
控
訴
審
で
被
告
人
に
有
利
な
証
拠
を
実
質
却
下
に
等
し
い
取
り
扱
い
を
し
た
と
し
て
こ
れ
は
東

京
高
裁
が
被
害
者
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の

と
し
て
最
高
裁
に
対
し
て
管
轄
移
転
を
請
求
し
た
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
最
高
裁
は
、「
裁
判
所
及
び
裁
判
官
が
被
害
者
で
あ
る

と
の
一
事
を
も
つ
て
直
ち
に
刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
に
い
う
『
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
』
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
」
と
判
示
し
た
。

　

東
京
高
裁
昭
和
五
九
年
五
月
一
一
日
決
定
（
高
集
三
七
巻
二
号
三
〇
五
頁
）
で
は
、
過
激
派
が
関
連
す
る
公
務
執
行
妨
害
被
告
事
件
に
お

い
て
、
弁
護
人
は
、
本
案
事
件
が
係
属
す
る
千
葉
地
方
裁
判
所
は
、
新
聞
報
道
の
影
響
に
よ
る
民
心
の
動
向
が
所
属
裁
判
官
の
意
識
に
反



二
二
〇

映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
現
に
同
事
件
の
審
理
を
担
当
す
る
裁
判
官
を
含
む
刑
事
部
所
属
全
裁
判
官
が
、
同
事
件
に
関
連
し
て
、
令
状

発
付
、
準
抗
告
事
件
な
い
し
付
審
判
請
求
事
件
の
審
理
等
を
通
じ
、
事
案
の
内
容
に
つ
き
予
断
と
偏
見
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
、
及
び
、

令
状
発
付
裁
判
官
の
証
人
尋
問
を
予
測
さ
れ
る
こ
と
等
か
ら
公
平
な
裁
判
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
し
て
管
轄
移
転
を

請
求
し
た
が
、
東
京
高
裁
は
「
本
案
事
件
に
関
連
す
る
報
道
の
な
さ
れ
た
こ
と
に
よ
つ
て
、
直
接
、
間
接
に
裁
判
官
が
動
か
さ
れ
る
こ
と

は
考
え
ら
れ
」
ず
、「
令
状
発
付
そ
の
他
の
裁
判
事
務
を
処
理
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、
事
案
に
つ
い
て
の
予
断
偏
見
を
抱

く
に
い
た
つ
て
い
る
と
は
到
底
い
え
ず
、
そ
の
ほ
か
、
同
裁
判
所
に
お
け
る
事
務
分
配
そ
の
他
の
処
置
を
論
難
し
、
あ
る
い
は
裁
判
官
そ

の
他
の
職
員
の
証
人
喚
問
の
可
能
性
を
い
う
点
を
も
含
め
、
所
論
指
摘
の
諸
事
項
は
、
い
ず
れ
も
、
同
裁
判
所
に
お
い
て
本
案
事
件
の
審

理
を
す
る
と
き
は
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
す
べ
き
事
情
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
て
請
求
を
却

下
し
た）10
（

。

　

こ
の
よ
う
に
先
例
で
は
、
事
件
と
当
該
裁
判
所
と
の
特
殊
な
関
係
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
又
は
裁
判
所
が
被
害
者
ま
た
は
そ
の
関
係
者

で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
に
加
え
、
証
人
尋
問
が
予
測
さ
れ
る
と
い
っ
た
場
合
に
管
轄
移
転
が
認
め
ら
れ
て
き
て
お
り
、
管
轄
移
転
請
求
の

認
容
に
は
消
極
的
な
態
度
を
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）11
（

。

　

四　

本
決
定
の
検
討

　

本
決
定
の
管
轄
移
転
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
先
例
と
は
異
な
っ
た
事
情
が
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
見
る
か
が
問
題
と
な
る
。
法
廷
意
見
は
、
最
高
裁
平
成
二
三
年
一
一
月
一
六
日
判
決
（
刑
集
六
五
巻

八
号
一
二
八
五
頁
）
12
（

）
を
引
用
し
、
裁
判
員
裁
判
の
裁
判
体
は
公
平
性
、
中
立
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
手
続
の
下
に
選
任
さ
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れ
た
裁
判
員
と
、
身
分
保
障
の
下
、
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
保
障
さ
れ
た
裁
判
官
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
公
平
な
裁
判
所

に
お
け
る
法
と
証
拠
に
基
づ
く
適
正
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
制
度
的
に
十
分
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
本
件
管
轄
移
転

請
求
を
却
下
し
た
。
ま
た
、
こ
の
判
示
に
当
た
り
、
裁
判
員
は
法
令
に
従
い
公
平
誠
実
に
そ
の
職
務
を
行
う
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
裁
判

長
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
も
考
慮
し

て
い
る
。
千
葉
勝
美
裁
判
官
の
補
足
意
見
も
法
廷
意
見
が
述
べ
る
よ
う
な
裁
判
員
裁
判
が
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。

　

こ
の
法
廷
意
見
の
言
う
「
公
平
性
、
中
立
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
手
続
」
と
「
裁
判
長
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十

分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

前
者
の
公
平
性
、
中
立
性
を
確
保
で
き
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
た
手
続
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
ま
ず
、
裁
判
員
選
任
手
続
に
お

い
て
は
、
事
件
に
関
連
す
る
不
適
格
事
由
（
裁
判
員
法
一
七
条
）、
そ
の
他
の
不
適
格
事
由
（
裁
判
員
法
一
八
条
）、
あ
る
い
は
、
検
察
官
及

び
被
告
人
に
一
定
数
ま
で
認
め
ら
れ
た
理
由
を
示
さ
な
い
不
選
任
の
請
求
（
裁
判
員
法
三
六
条
）、
そ
し
て
、
不
公
平
な
裁
判
を
す
る
お
そ

れ
等
が
あ
る
場
合
に
は
解
任
を
認
め
る
制
度
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
裁
判
員
法
四
一
条
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
、「
裁
判
長
は
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
て
い
る
」
と
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
は
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
審
理
を
迅
速
で
分

か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
裁
判
員
法
五
一
条
）、
評
議
に
あ
た
っ
て
、
裁
判
長
は

必
要
に
応
じ
て
法
令
解
釈
に
係
る
判
断
及
び
訴
訟
手
続
に
関
す
る
判
断
を
示
し
（
裁
判
員
法
六
六
条
三
項
）、
裁
判
員
に
対
し
て
必
要
な
法



二
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令
に
関
す
る
説
明
を
丁
寧
に
行
う
と
と
も
に
、
評
議
を
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
い
も
の
と
な
る
よ
う
に
整
理
し
、
裁
判
員
が
発
言
す
る
機

会
を
十
分
に
設
け
る
な
ど
、
裁
判
員
が
そ
の
職
責
を
十
分
に
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
裁
判
員

法
六
六
条
五
項
）
等
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
手
続
と
裁
判
長
の
職
責
に
つ
い
て
は
本
件
で
引
用
さ
れ
て
い
る
最
高
裁
平
成
二
三

年
一
一
月
一
六
日
判
決
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
刑
事
手
続
の
基
本
的
な
原
理
・
原
則
は
当
然
に
妥
当
す
る
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
有
罪
の
評
決
を
下

す
に
は
、
検
察
官
に
よ
る
合
理
的
疑
い
を
容
れ
な
い
程
度
の
証
明
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
の
説
明
や
職
業
裁
判
官
だ
け
で
構
成
さ
れ
る
裁

判
体
と
同
じ
論
理
則
・
経
験
則
に
従
っ
た
判
断
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
等
に
つ
い
て
も
裁
判
長
の
職
責
と

な
る
。
さ
ら
に
、
量
刑
に
お
い
て
も
先
例
の
量
刑
傾
向
よ
り
も
重
い
刑
に
処
す
る
場
合
に
は
、
具
体
的
か
つ
説
得
的
に
理
由
を
示
す
必
要

が
あ
る
と
さ
れ
て
お
り
（
最
高
裁
平
成
二
六
年
七
月
二
四
日
判
決
（
刑
集
六
八
巻
六
号
九
二
五
頁
）
13
（

））、
評
決
に
あ
っ
て
は
、
合
議
体
の
総
員
の
過

半
数
が
加
わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
裁
判
員
法
六
七
条
一
項
）、
さ
ら
に
、
裁
判
官
が
最
低
で
も
一
名
加
わ
ら
な
い
と
評
決
が
出
せ
な

い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
裁
判
員
裁
判
で
は
恣
意
的
な
判
断
を
防
止
す
る
た
め
の
制
度
的
な
保
障
が
慎
重
に
企
図
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
制
度
的
保
障
が
な
さ
れ
る
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
な
お
も
本
件
の
具
体
的
な
事
情
が
刑
訴
法

一
七
条
一
項
二
号
に
い
う
「
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
」
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　

本
件
管
轄
移
転
請
求
書
に
お
い
て
弁
護
人
は
、
裁
判
員
が
公
判
審
理
に
臨
む
に
あ
た
り
、
本
件
が
新
聞
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
で
大
々
的

に
報
道
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
裁
判
員
に
予
断
を
抱
か
せ
、
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
摘
示
し
、
新

聞
報
道
の
内
容
に
つ
き
列
挙
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
直
ち
に
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
と
な
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
大
々
的
な
報
道
が
な
さ
れ
た
事
件
が
当
該
事
件
管
轄
内
で
裁
判
員
裁
判
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ま
あ
る
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し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
裁
判
員
裁
判
が
直
ち
に
実
施
で
き
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
裁
判
員
裁
判
制
度
は
お
よ
そ
立
ち
行
か

な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
本
件
の
よ
う
な
米
軍
人
等
が
行
っ
た
犯
罪
で
、
日
米
地
位
協
定
や
日
米
同
盟
と
い
っ

た
政
治
的
な
事
情
が
関
係
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
り
、
本
件
で
最
高
裁
が
、
本
件
事
情
は
「
裁
判
の
公
平
を
維
持

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と
き
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
た
判
断
は
妥
当
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
法
廷
意
見
が
言
う
よ
う
に
裁

判
員
裁
判
は
、
上
述
の
よ
う
な
公
平
・
公
正
な
裁
判
を
担
保
す
る
た
め
の
制
度
的
保
障
が
慎
重
に
設
け
ら
れ
て
い
る
他
、
千
葉
勝
美
裁
判

官
の
補
足
意
見
に
お
い
て
も
、
実
際
に
こ
れ
ま
で
裁
判
員
裁
判
で
証
拠
に
基
づ
く
冷
静
な
審
理
が
例
外
な
く
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
評
価
を
前
提
に
す
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
に
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
、
政
治
的
問
題
と
絡
め
て
事
件
が
大
々
的
な

報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
だ
け
で
は
、
先
例
の
論
理
か
ら
し
て
も
「
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
虞
が
あ
る
と

き
」
に
直
ち
に
当
た
る
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
管
轄
移
転
が
認
め
ら
れ
た
先
例
の
基
準
は
、
本
件
と
は
異
な
り
、
職
業

裁
判
官
に
よ
る
裁
判
に
お
い
て
で
あ
り
、
裁
判
官
や
裁
判
所
が
事
件
の
被
害
者
な
い
し
関
係
者
で
、
か
つ
、
証
人
尋
問
が
予
測
さ
れ
る
場

合
と
い
っ
た
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
の
み
管
轄
移
転
を
認
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
本
件
で
最
高
裁
は
こ
の
よ
う
な
職
業
裁
判
官

に
よ
る
裁
判
に
お
け
る
管
轄
移
転
の
判
断
基
準
が
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
管
轄
移
転
請
求
に
も
妥
当
す
る
と
し
、
現
行
の
裁
判
員
制
度
の

下
で
は
、
裁
判
員
が
職
業
裁
判
官
に
よ
る
審
理
と
同
等
に
公
平
・
中
立
な
審
理
を
十
分
に
遂
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
を
示
唆
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）14
（

。

　

五　

本
決
定
の
意
義

　

本
件
は
裁
判
員
裁
判
の
管
轄
移
転
請
求
に
つ
き
初
め
て
最
高
裁
が
判
断
を
下
し
、
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
と
基
本
的
に
同
様
の
判
断
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基
準
を
採
る
と
し
た
点
で
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
基
準
も
具
体
的
運
用
の
点
で
、
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
裁
判
体
の
場
合
と
な
お
も
異
な
る
余
地
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り）15
（

、
こ
の
基
準
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
引
き
続
き
裁
判

員
裁
判
の
制
度
的
保
障
に
裏
打
ち
さ
れ
た
運
用
が
求
め
ら
れ
る）16
（

。
具
体
的
に
は
、
裁
判
員
選
任
手
続
の
段
階
で
裁
判
員
が
予
断
の
た
め
に

不
公
平
な
裁
判
を
す
る
虞
が
な
い
か
検
証
す
る
た
め
に
適
確
か
つ
適
正
な
質
問
を
十
分
に
実
施
す
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ）17
（

、
今
後
も
裁

判
員
裁
判
の
運
用
の
動
向
に
つ
い
て
見
守
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）　

本
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
四
宮
啓
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
五
一
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
一
八
頁
、
髙
倉
新
喜
「
判
批
」
法
学
セ

ミ
ナ
ー
七
四
五
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
二
二
頁
、
佐
々
木
雅
寿
「
判
批
」
法
学
教
室
四
三
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
七
六
頁
、
宇
藤
崇
「
判
批
」

法
学
教
室
四
三
四
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
六
五
頁
、
安
村
勉
「
判
批
」
平
成
二
八
年
度
重
要
判
例
解
説
（
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
）
第
一
五
〇
五
号

（
二
〇
一
七
年
）
が
あ
る
。

（
２
）　

吉
利
用
宣
「
管
轄
の
移
転
と
忌
避
制
度
│
あ
る
判
例
を
契
機
と
し
て
│
」
同
志
社
法
學
三
二
巻
二
号
（
一
九
八
〇
年
）
二
〇
一
頁
。

（
３
）　

吉
利
・
同
右
二
〇
一
頁
。
ま
た
、
管
轄
の
定
め
は
、
被
告
人
の
保
護
、
訴
追
機
関
に
よ
る
受
訴
裁
判
所
の
恣
意
的
な
選
択
の
排
除
、
証
拠
等
の

所
在
す
る
他
の
裁
判
所
に
よ
る
審
理
の
確
保
等
を
理
由
に
定
ま
る
が
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
充
実
の
た
め
に
は
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
要
諦
』（
中
央
大
学
出
版
部 

一
九
七
四
年
）
一
七
頁
。

（
４
）　

河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
第
一
巻
』（
青
林
書
院 

二
〇
一
〇
年
）
一
七
八
頁
、
平
場
安
治
ほ
か
編

『
注
解
刑
事
訴
訟
法
上
巻
〔
全
訂
新
版
〕』（
青
林
書
院 

一
九
八
七
年
）
四
八
頁
。

（
５
）　

平
場
・
同
右
四
九
頁
。

（
６
）　

河
上
和
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
第
一
巻
』（
立
花
書
房 
二
〇
一
一
年
）
一
四
五
│
一
四
六
頁
、
河
上
・
前
掲
注（
４
）一
七

八
頁
。

（
７
）　

河
上
・
前
掲
注（
４
）一
七
八
頁
。
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（
８
）　

本
件
は
旧
刑
訴
法
（
大
正
一
一
年
法
律
七
五
号
）
時
代
の
裁
判
例
で
あ
る
が
、
旧
刑
訴
法
一
六
条
一
項
二
号
に
お
い
て
も
現
行
刑
訴
法
一
七
条

一
項
二
号
と
同
様
の
管
轄
の
移
転
に
関
す
る
規
定
が
存
在
し
た
。
こ
の
よ
う
な
規
定
に
つ
き
、
平
沼
騏
一
郎
大
審
院
長
は
、
管
轄
移
転
は
裁
判
官

が
公
平
を
失
う
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
他
よ
り
見
て
そ
の
公
平
を
疑
う
べ
き
事
情
が
存
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
と
し
、
そ
の
一
例

と
し
て
、
地
方
に
お
い
て
大
勢
力
を
有
す
る
も
の
が
被
告
人
と
な
る
場
合
や
、
地
方
の
者
が
被
告
人
で
あ
り
、
そ
の
地
方
の
者
が
被
告
人
に
対
し

一
般
に
同
情
ま
た
は
憎
悪
の
念
を
抱
い
て
い
る
場
合
、
被
告
人
が
裁
判
官
を
侮
辱
し
、
裁
判
所
職
員
が
一
様
に
被
告
人
に
対
し
憤
慨
し
て
い
る
場

合
を
摘
示
し
て
い
る
。
平
沼
騏
一
郎
『
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
』（
改
訂
増
補
版　

松
華
堂 

一
九
二
五
年
）
一
五
六
│
一
五
七
頁
。

（
９
）　

本
決
定
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
堀
籠
幸
男
「
判
解
」
最
高
裁
判
例
解
説
：
刑
事
篇
（
昭
和
五
二
年
度
）
二
〇
七
頁
、
後
藤
昭
「
判
批
」
警
察
研

究
五
一
巻
一
二
号
（
一
九
八
〇
年
）
六
〇
頁
が
あ
る
。

（
10
）　

こ
の
他
に
も
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
最
高
裁
昭
和
二
八
年
一
二
月
一
九
日
決
定
（
集
刑
九
〇
号
六
一
頁
）、
最
高
裁
昭
和
三
七

年
七
月
二
七
日
決
定
（
集
刑
一
四
三
号
七
五
九
頁
）、
最
高
裁
昭
和
三
七
年
九
月
一
八
日
決
定
（
集
刑
一
四
四
号
六
五
三
頁
）、
最
高
裁
昭
和
四
七

年
六
月
九
日
決
定
（
公
刊
物
未
登
載
）（
堀
籠
幸
男
「
判
解
」
最
高
裁
判
例
解
説
：
刑
事
篇
（
昭
和
五
二
年
度
））、
最
高
裁
昭
和
四
九
年
三
月
七

日
決
定
（
集
刑
一
九
一
号
三
四
一
頁
）、
東
京
高
裁
昭
和
五
九
年
一
〇
月
二
二
日
（
刑
裁
月
報
一
六
巻
九
・
一
〇
号
六
九
五
頁
）、
東
京
高
裁
昭
和

六
一
年
一
月
二
一
日
決
定
（
高
刑
速
昭
和
六
一
年
四
五
頁
）、
最
高
裁
平
成
八
年
一
月
二
二
日
決
定
（
集
刑
二
六
七
号
一
頁
）
等
に
お
い
て
管
轄

移
転
が
否
定
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
安
村
・
前
掲
注（
１
）に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
平
成
八
年
一
月
二
二
日
決
定
は
沖
縄
で
の
米
兵
に
よ
る
逮
捕
監
禁
・

強
姦
致
傷
事
件
で
管
轄
移
転
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
求
め
は
論
告
求
刑
直
前
に
な
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
管
轄
移
転
を
認
め
る

と
訴
訟
経
済
に
及
ぼ
す
影
響
が
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
本
件
と
同
列
に
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
と
い
わ
れ
る
（
安
村
・
前
掲
注（
１
）一
九
七
頁
）。

（
11
）　

最
高
裁
昭
和
五
二
年
六
月
一
七
日
決
定
の
調
査
官
解
説
で
は
「
同
号
の
場
合
に
あ
た
る
と
い
う
た
め
に
は
、
そ
の
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
全
体

と
し
て
、
他
の
事
件
に
対
す
る
と
き
と
は
異
な
っ
た
特
殊
な
利
害
観
念
な
い
し
予
断
を
持
っ
て
事
件
の
審
理
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い

を
社
会
一
般
に
抱
か
せ
る
よ
う
な
特
別
の
事
情
の
存
在
が
必
要
と
い
う
べ
き
」
と
解
説
さ
れ
て
い
る
（
堀
籠
・
前
掲
注（
９
）二
一
一
頁
）。

（
12
）　

本
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
西
野
吾
一
、
矢
野
直
邦
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説 

刑
事
篇
（
平
成
二
三
年
度
）
二
五
七
頁
、
西
野

吾
一
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
四
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
三
頁
、
笹
田
栄
司
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
一
四
五
三
号
一
〇
頁
（
平
二
四
年

重
要
判
例
解
説
）、
但
木
敬
一
「
判
批
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
八
頁
、
土
井
真
一
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
二
一
八
号

（
二
〇
一
三
年
）
三
八
六
頁
（
憲
法
判
例
百
選
Ⅱ 

第
六
版
）、
西
野
吾
一
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
（
二
〇
一
四
年
）
三
二
頁
、
南
部
晋
太
郎



二
二
六

「
判
批
」
研
修
七
六
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
、W

estlaw
 Japan

「
判
批
」
新
判
例
解
説
九
一
六
号
（
二
〇
一
一
年
）、
蒔
田
圭
明
「
判
批
」

名
城
法
学
論
集
大
学
院
研
究
年
報
三
九
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
五
頁
、
新
屋
達
之
「
判
批
」
法
律
時
報
八
四
巻
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二
六

頁
、
平
良
木
登
規
男
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
四
頁
、
君
塚
正
臣
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
新
判
例

解
説W

atch

）
一
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
一
頁
、
土
本
武
司
「
判
批
」
捜
査
研
究
七
二
八
号
一
一
五
頁
（
二
〇
一
二
年
）、
榎
透
「
判
批
」
法

学
セ
ミ
ナ
ー
六
八
五
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
一
六
頁
、
前
田
雅
英
「
判
批
」
警
察
学
論
集
六
五
巻
二
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
三
一
頁
、
田
邉
信
好

「
判
批
」
週
刊
法
律
新
聞
一
九
三
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
頁
、
最
高
裁
新
判
例
紹
介
「
判
批
」
法
律
時
報
八
四
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
二

六
頁
、
佐
藤
寛
稔
「
判
批
」
秋
田
法
学
五
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
九
七
頁
、
青
野
篤
「
判
批
」
大
分
大
学
経
済
論
集
六
四
巻
一
号
（
二
〇
一
二
年
）

六
三
頁
、
西
野
喜
一
「
判
批
」
法
政
理
論
四
四
巻
二
・
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
八
一
頁
、
毛
利
透
「
判
批
」
法
教
別
冊
三
八
九
号
（
二
〇
一
二
年
）

三
頁
（
付
録
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
二 

Ⅰ
）
が
あ
る
。

（
13
）　

本
判
決
の
紹
介
・
解
説
と
し
て
、
楡
井
英
夫
「
判
批
」
法
曹
時
報
六
七
巻
八
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
九
七
頁
、
楡
井
英
夫
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス

ト
一
四
八
〇
号
（
二
〇
一
五
年
）
九
九
頁
、
岩
瀬
徹
「
判
批
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
一
四
七
九
号
一
九
三
頁
（
平
二
六
年
重
要
判
例
解
説
）、
小
池

信
太
郎
「
判
批
」
論
究
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
八
号
（
二
〇
一
六
年
）
二
二
二
頁
、W

estlaw
 Japan

「
判
批
」
新
判
例
解
説
一
〇
三
四
号
（
二
〇
一
四

年
）、
楡
井
英
夫
「
判
解
」
最
高
裁
判
所
判
例
解
説 

刑
事
篇
（
平
成
二
六
年
度
）
二
七
二
頁
、
小
池
信
太
郎
「
判
批
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
二
号

（
二
〇
一
六
年
）
三
四
六
頁
、
髙
山
巌
「
判
批
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
四
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
五
頁
、
林
弘
正
「
裁
判
員
制
度
に
内
在
す
る
諸

問
題
⑴
│
東
京
地
裁
平
成
二
五
年
五
月
二
一
日
第
一
刑
事
部
判
決
を
素
材
に
│
」
武
蔵
野
法
学
一
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
一
〇
頁
、
林
弘
正
「
裁

判
実
務
に
お
け
る
児
童
虐
待
事
案
の
刑
事
法
的
一
考
察
」
法
学
新
報
一
二
一
巻
一
一
・
一
二
号
（
二
〇
一
五
年
）
五
九
九
頁
、
亀
井
源
太
郎
「
判

批
」
法
教
別
冊
四
一
四
号
（
二
〇
一
四
年
）
四
四
頁
（
付
録
・
判
例
セ
レ
ク
ト
二
〇
一
四 

Ⅱ
）、
原
田
國
男
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
二

号
（
二
〇
一
四
年
）
四
三
頁
、
間
光
洋
「
判
批
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
〇
号
（
二
〇
一
四
年
）
六
九
頁
、
土
本
武
司
「
判
批
」
捜
査
研
究
七
六
三
号

（
二
〇
一
四
年
）
一
二
七
頁
、
前
田
雅
英
「
判
批
」
捜
査
研
究
七
六
三
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
〇
頁
、
松
宮
孝
明
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一

九
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
一
頁
、
笹
倉
香
奈
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
九
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
一
二
頁
、
波
床
昌
則
「
判
批
」
刑
事
法

ジ
ャ
ー
ナ
ル
四
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
七
二
頁
、
乘
松
永
佳
「
判
批
」
北
海
学
園
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
論
集
一
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一

二
九
頁
、
伊
藤
博
路
「
判
批
」
名
城
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
・
レ
ビ
ュ
ー
（
名
城
大
学
）
三
三
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
三
頁
、
城
下
裕
二
「
判
批
」
法

学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
（
新
判
例
解
説W

atch

）
一
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
八
七
頁
、
髙
倉
新
喜
「
判
批
」
季
刊
刑
事
弁
護
八
四
号
（
二
〇
一
五



刑
事
判
例
研
究 

⑵
（
川
澄
）

二
二
七

年
）
一
一
〇
頁
が
あ
る
。

（
14
）　

本
件
が
管
轄
移
転
請
求
に
つ
き
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
も
職
業
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
の
場
合
と
基
本
的
に
同
様
の
判
断
方
法
を
採
用
し
た

と
評
価
す
る
も
の
と
し
て
、
宇
藤
・
前
掲
注（
１
）一
六
五
頁
、
髙
倉
・
前
掲
注（
１
）一
二
二
頁
。

（
15
）　

宇
藤
・
同
右
一
六
五
頁
、
髙
倉
・
同
右
一
二
二
頁
。

（
16
）　

こ
の
点
に
つ
き
、
裁
判
員
裁
判
の
具
体
的
な
運
用
の
点
で
な
お
も
刑
訴
法
一
七
条
一
項
二
号
の
「
裁
判
の
公
平
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

虞
が
あ
る
と
き
」
に
当
た
る
可
能
性
は
排
し
き
れ
な
い
と
評
す
る
も
の
と
し
て
佐
々
木
・
前
掲
注（
１
）一
七
六
頁
。

（
17
）　

四
宮
・
前
掲
注（
１
）一
二
四
頁
。

（
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）


