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特
別
抗
告
審
に
お
い
て
原
決
定
が
取
り
消
さ
れ
、
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
決
定
が
是
認
さ
れ
た
事
例

篠　
　
　

𠩤　
　
　
　

亘

保
釈
許
可
の
裁
判
に
対
す
る
抗
告
の
決
定
に
対
す
る
特
別
抗
告
事
件
、
最
高
裁
判
所
平
成
二
六
年
（
し
）
第

一
三
六
号
、
最
高
裁
判
所
平
成
二
六
年
三
月
二
五
日
第
三
小
法
廷
決
定
、
取
消
自
判
、
裁
判
所
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
一
四
〇
一
号
一
六
五
頁
、
判
例
時
報
二
二
二
一
号
一
二
九
頁
、
裁
判
集
刑
事
三
一
三
号
登
載
予
定

【
勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
事
案
の
概
要
】

1　

勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
公
訴
事
実
の
要
旨
と
勾
留

勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
公
訴
事
実
の
要
旨
は
、
医
師
た
る
被
告
人
が
、
薬
物
を
用
い
て
女
性
を
抗
拒
不
能
の
状
態
に
陥
ら
せ
て
姦
淫
し
よ
う
と
考
え
、

①
平
成
二
五
年
七
月
二
一
日
夜
、
神
奈
川
県
内
の
リ
ゾ
ー
ト
マ
ン
シ
ョ
ン
の
被
告
人
室
に
お
い
て
、
当
時
二
一
歳
の
女
性
に
対
し
、
睡
眠
導
入
作
用
を
有

す
る
薬
物
を
混
入
し
た
料
理
を
食
べ
さ
せ
、
そ
の
薬
理
作
用
に
よ
っ
て
抗
拒
不
能
の
状
態
に
陥
ら
せ
て
姦
淫
し
た
、
②
同
年
八
月
二
六
日
夜
、
同
様
の
手
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段
で
、
当
時
二
五
歳
の
女
性
を
姦
淫
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
被
告
人
は
同
様
の
手
段
で
別
の
三
名
の
女
性
を
姦
淫
し
、
更
に
別
の
二
名
の

女
性
に
対
し
て
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
と
い
う
事
件
で
も
起
訴
さ
れ
て
お
り
、勾
留
は
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、こ
れ
ら
五
件
の
事
件
（
以
下
「
併
合
事
件
」

と
い
う
。）
と
、
①
、
②
事
件
と
の
併
合
審
理
を
受
け
て
い
た
。

2　

勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
事
案
の
審
理
経
過

被
告
人
は
、
第
四
回
公
判
期
日
ま
で
の
審
理
で
、
併
合
事
件
を
含
め
、
全
て
の
事
実
を
認
め
、
検
察
官
請
求
証
拠
を
全
て
同
意
し
、
そ
れ
ら
が
取
り
調

べ
ら
れ
た
。
次
回
第
五
回
公
判
期
日
に
は
、被
告
人
質
問
、被
害
者
の
意
見
陳
述
、論
告
弁
論
を
行
い
、結
審
す
る
予
定
で
あ
り
、追
起
訴
の
予
定
は
な
か
っ

た
。（
な
お
、
最
終
的
に
被
告
人
は
懲
役
一
三
年
の
懲
役
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。）

【
訴
訟
の
経
緯
】

第
四
回
公
判
期
日
終
了
後
、
弁
護
人
か
ら
の
保
釈
請
求
を
受
け
た
横
浜
地
裁
横
須
賀
支
部
（
受
訴
裁
判
所
）
は
、
保
釈
保
証
金
一
五
〇
〇
万
円
（
勾
留

①
、
②
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
各
七
五
〇
万
円
）、
併
合
事
件
を
含
む
被
害
者
ら
と
の
接
触
禁
止
な
ど
の
条
件
を
付
し
て
被
告
人
の
保
釈
を
認
め
た
（
本
件
原
々

決
定
））

1
（

。
検
察
官
が
、
こ
の
決
定
に
つ
い
て
抗
告
を
申
し
立
て
た
と
こ
ろ
、
東
京
高
裁
は
以
下
の
通
り
述
べ
、
原
々
決
定
を
取
り
消
し
、
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
。

「
本
件
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
八
九
条
一
号
、
三
号
に
該
当
す
る
事
由
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
被
告
人
が
重
要
な
情
状
事
実
に
つ
い
て
自
己
に
有
利
に
罪

証
を
隠
滅
す
る
お
そ
れ
が
否
定
で
き
な
い
か
ら
同
条
四
号
に
該
当
す
る
事
由
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
本
件
事
案
の
悪
質
性
、
重
大
性
、
常
習
性
に
鑑

み
れ
ば
、
裁
量
保
釈
は
相
当
で
な
い
」（
本
件
原
決
定
））

2
（

。

こ
れ
に
対
し
て
特
別
抗
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
趣
意
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

「
被
告
人
に
は
、
刑
訴
法
八
九
条
三
号
、
四
号
の
権
利
保
釈
除
外
事
由
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
こ
れ
ら
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
記
の
よ
う
な
審
理
経
過
に

加
え
、
こ
れ
ま
で
前
科
前
歴
も
な
く
、
併
合
事
件
を
含
め
、
被
害
者
と
の
示
談
も
相
当
程
度
進
ん
で
い
て
、
裁
量
保
釈
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を
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認
め
ず
に
保
釈
許
可
決
定
を
取
り
消
し
た
原
決
定
は
、
憲
法
三
一
条
に
違
反
し
、
最
三
小
決
平
成
二
四
・
一
〇
・
二
六
裁
判
集
刑
事
三
〇
八
号
四
八
一
頁

に
違
反
し
、
刑
訴
法
九
〇
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
る
。」

【
決
定
要
旨
】

〈
原
決
定
取
消
し
・
自
判
〉

「
原
決
定
を
取
り
消
す
。

原
々
決
定
に
対
す
る
抗
告
を
棄
却
す
る
。」

本
決
定
は
、
特
別
抗
告
の
趣
意
が
適
法
な
抗
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
職
権
で
次
の
通
り
判
示
し
た
。

「
一
件
記
録
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
は
、
刑
訴
法
八
九
条
一
号
、
三
号
及
び
四
号
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
は
、
原
々

決
定
ま
で
に
、
本
件
と
併
合
し
て
審
理
さ
れ
て
い
る
同
態
様
の
準
強
姦
ま
た
は
そ
の
未
遂
被
告
事
件
（
以
下
「
併
合
事
件
」
と
い
う
。）
を
含
め
、
公
訴
事

実
を
全
て
認
め
、
検
察
官
請
求
証
拠
に
つ
い
て
も
全
て
同
意
し
て
、
そ
の
取
り
調
べ
が
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
被
告
人
に
対
す
る
更
な
る
追
起
訴
は
今
後

予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
被
告
人
の
妻
が
被
告
人
の
身
柄
を
引
き
受
け
、
公
判
期
日
へ
の
出
頭
確
保
及
び
日
常
生
活
の
監
督
を
誓
約
し
て
い
る
こ
と
、

こ
れ
ま
で
に
前
科
前
歴
が
な
い
こ
と
等
の
事
情
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
本
件
事
案
の
性
質
や
証
拠
関
係
、
併
合
事
件
を
含
む
審
理
経
過
、
被
告
人
の
身
上
等
に
照
ら
す
と
、
保
証
金
額
を
合
計
一
五
〇
〇
万
円

と
し
、
本
件
及
び
併
合
事
件
の
被
害
者
ら
と
の
接
触
禁
止
な
ど
の
条
件
を
付
し
た
上
で
被
告
人
の
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
決
定
は
、
そ
の
裁
量
の
範
囲
を

逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、不
当
と
も
い
え
な
い
か
ら
、こ
れ
を
取
り
消
し
て
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
原
決
定
に
は
、刑
訴
法
九
〇
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ

た
違
法
が
あ
り
、
こ
れ
が
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
原
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
刑
訴
法
四
一
一
条
一
号
を
準
用
し
て
原
決
定
を
取
り
消
し
、
同
法
四
三
四
条
、
四
二
六
条
二
項
に
よ
り
更
に
裁
判
す
る
と
、
上
記
の
と
お
り

本
件
に
つ
い
て
は
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
決
定
に
誤
り
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
抗
告
は
、
同
法
四
二
六
条
一
項
に
よ
り
棄
却
を
免
れ
ず
、
裁
判
官
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全
員
一
致
の
意
見
で
、
主
文
の
と
お
り
判
断
す
る
。」

【
検　

討
】

１　

は
じ
め
に

刑
事
訴
訟
法
八
九
条
は
、
適
法
な
保
釈
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
本
条
各
号
所
定
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
必
ず
保
釈
を
許
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
権
利
（
必
要
的
）
保
釈
を
規
定
す
る
。
次
い
で
、
同
九
〇
条
で
は
、
保
釈
の
請
求
が
な
い
場
合
、
若
し
く
は
、

請
求
は
あ
る
も
の
の
八
九
条
各
号
に
該
当
す
る
た
め
権
利
保
釈
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、裁
判
所
が
「
適
当
と
認
め
る
と
き
」

は
、
い
つ
で
も
裁
量
に
よ
っ
て
保
釈
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
裁
量
（
職
権
）
保
釈
を
規
定
し
て
い
る）（
（

。
こ
の
九
〇
条
の
「
適

当
と
認
め
る
と
き
」
と
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
保
釈
制
度
の
目
的
・
機
能
に
照
ら
し
、
具
体
的
合
理
性
の
あ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る）（
（

。

八
九
条
に
よ
り
保
釈
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
、
実
際
上
は
決
し
て
広
い
も
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
た
め
実
務
上
多
く
用
い
ら

れ
る
の
は
同
法
九
〇
条
に
よ
る
裁
量
保
釈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
述
し
た
通
り
、
九
〇
条
は
裁
判
所
の
職
権
に
依
拠
し
た
も
の
で

あ
り
、
必
ず
し
も
保
釈
許
可
の
基
準
が
明
確
と
は
い
え
な
い
。
本
件
も
、
受
訴
裁
判
所
と
抗
告
審
で
保
釈
許
否
の
判
断
が
分
か
れ
た
事
例

で
あ
る
。
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
契
機
と
し
た
保
釈
の
積
極
的
運
用
を
促
す
見
解）（
（

も
あ
る
な
か
、
か
か
る
九
〇
条
の
裁
量
に
基
づ
い
て
保

釈
の
許
否
の
判
断
の
あ
り
方
を
最
高
裁
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を
、
本
件
で
の
判
断
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
性
は
決
し

て
低
い
も
の
で
は
な
い
。
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二
六
一

2　

刑
訴
法
九
〇
条
の
裁
量
行
使
の
基
準
と
そ
の
考
慮
要
素
─
特
別
の
事
情
─

裁
量
保
釈
の
許
否
の
基
準
を
検
討
す
る
に
際
し
て
、
裁
判
例
の
中
に
は
、
必
要
的
保
釈
に
当
た
ら
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
当
な
保

証
金
額
を
定
め
、
条
件
を
付
す
こ
と
で
逃
亡
お
よ
び
罪
証
隠
滅
を
阻
止
し
、
公
判
審
理
を
適
正
に
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
そ
れ

が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
許
可
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
が
あ
る）（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
刑
訴
法
八
九
条
各
号
に
当
た
る
場
合
は
原
則
と
し
て
保
釈
が
適
当
で
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
認
め

る
た
め
に
は
、
保
釈
を
相
当
と
す
る
特
別
の
事
情
が
必
要
と
さ
れ
る
と
す
る
の
が
実
務
上
有
力
と
評
さ
れ
て
い
る）（
（

。
こ
の
特
別
の
事
情
の

存
否
に
は
、
犯
罪
の
性
質
や
情
状
、
被
告
人
の
経
歴
、
行
状
、
性
格
、
前
科
、
健
康
状
態
、
家
族
関
係
、
公
判
審
理
の
進
行
状
況
、
ま
た
、（
と

り
わ
け
連
日
的
開
廷
で
の
審
理
に
お
け
る
）
被
告
人
の
防
御
権
の
保
障
へ
の
配
慮
等
諸
般
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
る）（
（

。
こ
れ
ら
の
事
情
を
具
体
的

に
検
討
し
、
八
九
条
各
号
に
当
た
る
場
合
で
も
、
保
釈
保
証
金
や
保
釈
条
件
を
適
切
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
罪
証
隠
滅
や
逃
亡
を
防
ぎ
つ

つ
、
裁
量
に
よ
り
保
釈
で
き
る
か
判
断
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
現
在
の
実
務
上
有
力
な
見
解
は
後
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が）（
（

、
結
局
の
と
こ
ろ
、
か
か
る
見
解
も
特
別
な
事
情
と
し
て
い
か

な
る
要
素
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
の
か
と
い
う
点
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
前
者
の
見
解
と
の
大
き
な
相
違
を
導
く
こ
と
に
は
疑
問
が
残

る
と
の
見
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
両
見
解
の
相
違
は
、
必
要
的
保
釈
の
除
外
事
由
に
該
当
す
る
場
合
に
、
な
お
裁
量
保

釈
を
許
可
す
る
ケ
ー
ス
を
広
く
認
め
る
か
、
そ
れ
と
も
ご
く
例
外
に
留
め
る
べ
き
か
、
と
い
う
姿
勢
の
相
違
と
も
理
解
で
き
る）（（
（

と
い
う
も

の
で
あ
る
。



二
六
二

3　

八
九
条
の
権
利
保
釈
除
外
事
由
に
つ
い
て

刑
訴
法
九
〇
条
の
裁
量
保
釈
は
、
条
文
上
で
は
「
適
当
と
認
め
る
と
き
」
と
い
う
文
言
が
記
さ
れ
て
い
る
の
み
で
、
こ
こ
か
ら
妥
当
な

裁
量
行
使
の
あ
り
方
を
導
き
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
保
釈
が
除
外
さ
れ
る
事
由
を
規
定
す
る
刑
訴
法
八
九
条
の

権
利
保
釈
除
外
事
由
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
本
件
決
定
と
関
連
す
る
八
九
条
一
号
、
三
号
、
四
号
に
留
め
る
こ
と
と
す
る
。

一
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
重
罪
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
現
に
起
訴
さ
れ
て
い
る
公
訴
事
実
か
ら
判
断
さ
れ
る
べ
き
と
さ

れ
、
も
し
有
罪
の
判
決
が
な
さ
れ
る
と
相
当
に
重
い
刑
に
処
せ
ら
れ
る
場
合
を
指
す
。
保
釈
保
証
金
の
担
保
に
よ
っ
て
は
逃
亡
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
定
型
的
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
理
由
と
さ
れ
る）（（
（

。
本
号
は
逃
亡
の
お
そ
れ
が
極
め
て
大
き
い
典
型
例
に
あ
た

る
た
め
規
定
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
が）（（
（

、
重
大
犯
罪
の
場
合
に
よ
り
慎
重
を
期
す
べ
き
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ

る
）
（（
（

。三
号
の
「
常
習
」
と
は
、
常
習
性
が
犯
罪
構
成
要
件
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
な
く
、
広
く
常
習
性
が
証
拠
資
料
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る

場
合
を
含
み
、
常
習
性
そ
の
も
の
は
諸
般
の
事
情
か
ら
認
め
ら
れ
れ
ば
よ
い
も
の
と
さ
れ
る）（（
（

。
こ
れ
も
一
号
と
同
様
に
、
逃
亡
の
お
そ
れ

が
高
い
類
型
と
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る）（（
（

。
ま
た
、
こ
の
三
号
が
、
再
犯
防
止
を
目
的
と
す
る
規
定
で
あ
る
か
ど
う
か

と
い
う
議
論
が
あ
り
、
そ
の
見
解
は
分
か
れ
る
も
の
の
、
直
接
的
に
権
利
保
釈
除
外
事
由
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
の）（（
（

、
逃
亡

ま
た
は
不
出
頭
の
お
そ
れ
の
強
弱
を
判
定
す
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
差
支
え
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

四
号
の
罪
証
の
隠
滅
は
、
勾
留
に
つ
い
て
規
定
す
る
刑
訴
法
六
〇
条
一
項
二
号
の
そ
れ
と
理
論
的
な
意
義
で
は
差
異
は
無
い
も
の
と
さ

れ
る）（（
（

。
た
だ
し
、
具
体
的
な
判
断
方
法
と
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
段
階
、
す
な
わ
ち
、
起
訴
前
か
起
訴
後
か
で
分
か
れ
、
そ
の
各
段

階
の
特
質
を
反
映
し
た
も
の
と
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
、
例
え
ば
本
件
の
よ
う
な
、
起
訴
後
の
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
は
、
手
続
き
の
進
行
に
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よ
る
影
響
を
受
け
る）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
既
に
公
判
が
始
ま
っ
て
お
り
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
認
め
、
検
察
官
請
求
証
拠
の
全
て
に
同
意
し
、

そ
の
取
調
べ
を
終
え
る
に
い
た
っ
た
と
き
は
、
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
が
減
少
し
た
と
み
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

4　

関
連
裁
判
例

保
釈
の
前
提
た
る
勾
留
の
趣
旨
・
要
件
と
し
て
刑
訴
法
六
〇
条
各
号
が
定
め
る
、
被
告
人
の
逃
亡
、
被
告
人
に
よ
る
証
拠
破
壊
を
防
止

し
、
円
滑
な
法
執
行
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
裁
量
保
釈
を
判
断
す
る
上
で
も
、
逃
亡
・
不
出
頭
の
お
そ
れ
、
及
び
、
罪
証
隠
滅

の
お
そ
れ
の
程
度
が
保
釈
許
否
の
基
準
と
な
る
。
こ
の
基
準
に
関
連
す
る
要
素
と
し
て
判
例
が
ど
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
て
き
た
か
、
以

下
、
比
較
的
近
時
の
判
例
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。

①
最
二
小
決
平
成
一
四
年
八
月
一
九
日）（（
（

こ
れ
は
、
原
々
審
が
保
釈
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
取
り
消
し
て
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
準
抗
告
審
の
判
断
を
取
り
消
し
た
事
例

で
あ
る
。

勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
公
訴
事
実
の
要
旨
は
、
被
告
人
は
、
相
被
告
人
Ｂ
と
共
謀
の
上
、
海
水
浴
場
沖
合
に
お
い
て
、
サ
ー
フ
ィ
ン
中

の
Ｃ
が
Ｂ
の
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
に
接
触
し
て
傷
を
つ
け
た
こ
と
な
ど
に
因
縁
を
付
け
、
暴
行
を
加
え
た
上
、
サ
ー
フ
ボ
ー
ド
の
修
理
費
用
と

し
て
金
品
の
交
付
を
要
求
し
、同
人
を
畏
怖
さ
せ
、よ
っ
て
同
人
か
ら
現
金
五
〇
〇
〇
円
、携
帯
電
話
一
台
及
び
パ
ス
ポ
ー
ト
を
受
け
、も
っ

て
こ
れ
を
喝
取
し
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
偶
発
的
な
事
案
で
あ
る
こ
と
、
関
係
者
の
供
述
に
若
干
の
食
い
違
い
が
存
在
す
る
と
は
い
う
も
の
の
、
大
筋
に
お
い
て
は

供
述
が
一
致
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、被
告
人
は
、こ
れ
ま
で
に
前
科
前
歴
が
な
く
、社
会
人
と
し
て
安
定
し
た
職
業
、
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住
居
、
家
庭
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
Ｂ
と
Ｃ
と
の
間
で
は
示
談
が
成
立
し
た
こ
と
等
の
事
情
を
指
摘
し
、「
事
案
の
性
質
、
そ
の

証
拠
関
係
、
被
告
人
の
身
上
経
歴
、
示
談
の
成
立
状
況
な
ど
に
照
ら
す
と
、
被
告
人
に
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
審
の
裁
判
を
取
り
消
し
て

保
釈
請
求
を
却
下
し
た
原
決
定
…
…
（
一
部
省
略
）
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
」
と
し
た
。

②
最
二
小
決
平
成
一
七
年
三
月
九
日）（（
（

原
々
審
が
保
釈
請
求
を
却
下
し
、
準
抗
告
審
も
こ
れ
を
維
持
し
た
の
に
対
し
、
そ
の
双
方
を
取
り
消
し
て
保
釈
を
許
可
し
た
事
案
で
あ

る
。勾

留
の
基
礎
と
な
っ
た
公
訴
事
実
の
要
旨
は
、
被
告
人
は
、
Ｂ
と
共
謀
の
上
、
路
上
に
お
い
て
大
麻
を
所
持
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

最
高
裁
は
、
上
記
大
麻
を
所
持
し
て
い
て
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
た
Ｂ
は
、
被
告
人
と
の
共
謀
に
よ
る
所
持
で
あ
る
旨
を
供
述
し
、
被
告
人

自
身
も
、
勾
留
質
問
、
検
察
官
の
弁
解
録
取
の
際
に
は
犯
行
の
概
略
を
認
め
て
調
書
に
署
名
指
印
し
た
こ
と
、
被
告
人
は
、
こ
れ
ま
で
に

前
科
前
歴
が
な
く
、
家
族
と
同
居
し
、
芸
術
大
学
を
目
指
し
て
受
験
勉
強
中
で
あ
り
、
現
在
、
大
学
入
学
試
験
の
期
日
が
目
前
に
迫
っ
て

い
る
こ
と
等
の
事
情
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、
以
上
の
よ
う
な
本
件
事
案
の
性
質
、
そ
の
証
拠
関
係
、
被
告
人
の
身

上
経
歴
、
生
活
状
況
な
ど
に
照
ら
す
と
、
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
原
々
審
の
裁
判
及
び
こ
れ
を
是
認
し
た
原
決
定
に
は
、
裁
量
の
範
囲
を

逸
脱
し
、
刑
訴
法
九
〇
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
こ
れ
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ

る
と
判
示
し
た
。

③
最
決
三
小
平
成
二
四
年
一
〇
月
二
六
日）（（
（

原
々
審
が
保
釈
を
許
可
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
取
り
消
し
て
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
準
抗
告
審
の
判
断
を
取
り
消
し
た
事
例
で
あ
る
。

勾
留
の
基
礎
と
な
っ
た
の
は
、
一
二
歳
の
女
児
に
対
し
て
抱
き
付
く
な
ど
し
た
と
い
う
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
あ
る
。
ま
た
、
被
告
人
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は
本
件
と
同
種
の
五
件
の
強
制
わ
い
せ
つ
事
件
で
も
起
訴
さ
れ
て
い
る
。

最
高
裁
は
、
被
告
人
に
は
刑
訴
法
八
九
条
三
号
及
び
四
号
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
常
習
性
も
強
い
事
案
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
た
も
の
の
、
被
告
人
が
、
控
訴
事
実
に
つ
い
て
捜
査
段
階
か
ら
認
め
る
供
述
を
し
て
お
り
、
弁
護
人
も
本
件
公
訴
事
実
を
争
わ

な
い
予
定
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
、
本
件
起
訴
に
先
立
ち
起
訴
さ
れ
て
い
る
同
種
の
先
行
事
件
の
公
判
で
、
先
行
事
件
全
て
に
つ
き
公

訴
事
実
を
認
め
て
お
り
、
検
察
官
請
求
証
拠
に
つ
い
て
も
全
て
同
意
を
し
て
、
そ
の
取
調
べ
が
終
了
し
て
い
る
こ
と
、
被
告
人
に
対
す
る

追
起
訴
は
今
後
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
被
告
人
の
両
親
ら
が
被
告
人
の
身
柄
を
引
き
受
け
、
公
判
期
日
へ
の
出
頭
確
保
及
び
日
常
生

活
の
監
督
を
誓
約
し
て
い
る
こ
と
、被
告
人
は
、釈
放
後
は
本
件
犯
行
現
場
か
ら
は
離
れ
、両
親
と
同
居
し
て
生
活
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
、

被
告
人
は
、
現
在
勾
留
先
で
受
け
て
い
る
臨
床
心
理
士
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
釈
放
後
も
受
け
続
け
る
意
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
こ
れ

ま
で
に
前
歴
が
な
い
こ
と
な
ど
の
事
情
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
上
で
、「
事
案
の
性
質
や
証
拠
関
係
、
先
行
事
件
の
審
理
経
過
、

被
告
人
の
身
上
等
に
照
ら
す
と
、
保
証
金
額
を
七
五
万
円
と
し
、
本
件
の
被
害
者
及
び
そ
の
関
係
者
と
の
接
触
禁
止
な
ど
の
条
件
を
付
し

た
う
え
で
被
告
人
の
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
審
の
裁
判
は
、
そ
の
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
と
は
い
え
ず
、
不
当
と
も
い
え
な
い
か

ら
、
こ
れ
を
取
り
消
し
て
保
釈
請
求
を
却
下
し
た
原
決
定
に
は
、
刑
訴
法
九
〇
条
の
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
が
あ
り
、
こ
れ
が
決
定
に

影
響
を
及
ぼ
し
、
原
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
」
と
判
示
し
た
。

5　

検　
　
　

討

①
近
時
の
判
例
の
判
断
要
素

以
上
平
成
一
四
年
以
降
の
最
高
裁
の
判
断
を
み
て
き
た
が
、
こ
こ
か
ら
、
最
高
裁
が
刑
訴
法
九
〇
条
に
よ
る
裁
量
保
釈
を
認
め
る
際
、
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個
別
の
事
案
に
即
し
て
詳
細
か
つ
具
体
的
に
様
々
な
要
素
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ら
の
各
要
素
を
整
理
す
る
と
と

も
に
、
若
干
の
検
討
を
加
え
る
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
の
裁
判
例
に
共
通
し
て
挙
げ
ら
れ
の
が
、
釈
放
後
の
各
被
告
人
の
日
常
生
活
の
監
督
や
公
判
期
日
へ
の
出
頭
確
保
を

誓
約
す
る
身
元
引
受
人
の
存
在
と
い
う
要
素
で
あ
る
。
こ
の
要
素
は
全
裁
判
例
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
身
元
引
受
人
の
存
在
と

い
う
要
素
は
、被
告
人
の
逃
亡
・
不
出
頭
の
お
そ
れ
、罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
を
即
否
定
す
る
程
度
の
要
素
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

身
元
引
受
人
が
被
告
人
の
公
判
期
日
へ
の
出
頭
を
誓
約
し
、
日
常
生
活
を
監
督
す
る
こ
と
で
、
公
判
期
日
へ
の
出
頭
の
可
能
性
を
よ
り
高

い
も
の
と
し
、証
拠
の
隠
滅
を
抑
止
す
る
方
向
へ
と
働
く
重
要
な
も
の
で
あ
り
、相
当
程
度
重
視
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。な
お
、

裁
判
例
①
で
は
、
身
元
引
受
人
と
い
う
文
言
こ
そ
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、「
安
定
し
た
職
業
、
住
居
、
家
庭
が
あ
る
こ
と
」
と
い
う
文
言
は
、

身
元
引
受
人
の
存
在
が
あ
る
こ
と
と
同
様
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

第
二
に
、
前
科
前
歴
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
す
べ
て
の
裁
判
例
に
共
通
す
る
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

前
科
前
歴
の
有
無
は
、
常
習
性
の
有
無
の
判
断
要
素
と
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
当
然
、
前
科
前
歴
が
な
い
こ
と
は
、
常
習
性
を
否

定
す
る
方
向
で
考
慮
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
き
く
と
ら
え
る
と
、
上
で
述
べ
た
通
り
、
八
九
条
三
号
の
常
習
性
が
逃
亡
・
不
出
頭
の

お
そ
れ
の
あ
る
事
件
を
類
型
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
の
前
科
前
歴
の
有
無
も
、
逃
亡
・
不
出
頭
の
お
そ
れ
を
判
断
す
る
際

の
考
慮
要
素
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
前
科
前
歴
の
有
無
が
す
な
わ
ち
常
習
性
の
有
無
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
は
注

意
を
要
す
る
。
常
習
性
の
判
断
は
、
関
係
資
料
か
ら
広
く
認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
前
科
前
歴
の
み
で
常
習
性
を
検
討
す
べ
き
も

の
と
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、
同
種
の
六
件
の
事
件
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
裁
判
例
③
と
、
併
合
事
件
も
な
く
、
単
一
の
偶
発
的
な
事
案
で

あ
る
裁
判
例
①
と
で
は
、
そ
の
常
習
性
の
程
度
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
併
合
事
件
の
存
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在
も
常
習
性
判
断
の
主
た
る
要
素
の
一
つ
と
な
る
た
め
、
前
科
前
歴
の
有
無
は
併
合
事
件
の
有
無
と
密
接
に
相
ま
っ
て
常
習
性
の
判
断
要

素
と
さ
れ
る
。

第
三
に
、
裁
判
例
③
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
認
め
て
お
り
、
検
察
官
請
求
証
拠
に
同
意
し
、
そ
の
取
調
べ

が
終
了
し
て
い
る
こ
と
、
加
え
て
、
追
起
訴
の
予
定
が
な
い
こ
と
な
ど
の
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
審
理
に
お
け
る
証
拠
関
係
の
各
要
素
が

示
す
の
は
、
被
告
人
側
に
不
利
な
証
拠
に
つ
い
て
裁
判
所
に
よ
る
取
調
べ
が
終
了
し
て
い
る
以
上
、
当
該
証
拠
に
つ
い
て
は
被
告
人
に
よ

る
証
拠
の
隠
滅
の
お
そ
れ
は
な
い）（（
（

、
ま
た
は
そ
の
お
そ
れ
は
著
し
く
低
い
と
の
判
断
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
追
起
訴
が
な

け
れ
ば
、
そ
の
罪
証
も
隠
滅
の
し
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
検
察
官
請
求
証
拠
の
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
て
い
る
と
の
要
素
は
、
罪
証

隠
滅
の
お
そ
れ
が
著
し
く
低
い
と
の
結
果
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
裁
判
例
①
、
②
で
は
、
検
察
官
請
求
証
拠
の
証
拠
調
べ
が
終
了
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
訴
事
実
に
関
し

て
の
供
述
を
な
し
た
こ
と
、
及
び
そ
れ
が
共
犯
者
や
関
係
者
ら
と
の
供
述
と
（
大
筋
に
お
い
て
）
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
上
の
考
え
方
に
準
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
関
係
者
や
共
犯
者
ら
と
の
間
で
一
致
す
る
供
述
を
し
た
り
、
調
書
に
署

名
指
印
を
し
た
こ
と
で
、
証
拠
が
裁
判
所
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
一
般
的
に
は
、
供
述
が
未
だ
一
致
し
て
い
な
い
場
合
や
調

書
へ
の
署
名
を
し
て
は
い
な
い
場
合
よ
り
も
、
証
拠
隠
滅
の
困
難
性
が
高
ま
り
、
そ
れ
故
に
隠
滅
の
お
そ
れ
が
減
少
す
る
と
の
判
断
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
は
、
上
の
よ
う
に
検
察
官
請
求
証
拠
へ
の
同
意
や
裁
判
所
に
よ
る
取
調
べ
そ
の
も
の
は

終
了
し
て
い
な
い
た
め
、
裁
判
例
③
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
終
了
し
た
場
合
ほ
ど
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
が
低
い
と
は
い
え
な
い
こ
と
に
は

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
関
係
者
や
共
犯
者
ら
と
の
間
で
一
致
す
る
供
述
を
し
た
り
、
調
書
に
署
名
指
印
を
し
た
と

い
う
要
素
は
、
上
の
場
合
ほ
ど
強
く
証
拠
隠
滅
の
お
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
一
般
的
に
は
隠
滅
の
程
度
が
さ
ほ
ど
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高
く
は
な
い
こ
と
を
示
す
主
た
る
要
素
と
な
る
た
め
、
相
当
程
度
重
視
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
に
、
併
合
（
先
行
）
事
件
の
審
理
経
過
で
あ
る
。
裁
判
例
①
や
②
に
は
併
合
事
件
は
な
い
が
、
裁
判
例
③
に
お
い
て
は
、
併
合
事

件
の
審
理
経
過
が
考
慮
要
素
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
裁
判
例
③
で
は
、
一
連
の
当
該
保
釈
請
求
に
係
る
事
件
（
公
訴
事
実
）

以
外
の
事
件
の
審
理
に
お
い
て
も
、
そ
の
す
べ
て
の
公
訴
事
実
を
認
め
て
お
り
、
検
察
官
請
求
証
拠
に
つ
い
て
も
す
べ
て
同
意
を
し
、
そ

の
取
調
べ
が
終
了
し
て
い
る
点
が
保
釈
を
認
め
る
の
に
積
極
的
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
併
合
事
件
が
存
在
す
る
と
い

う
事
実
か
ら
被
告
人
の
常
習
性
は
否
定
で
き
な
い
も
の
の
、
罪
証
隠
滅
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
第
三
の
要
素
と
同
様
、
被
告
人
側
に
不
利

な
証
拠
に
つ
い
て
裁
判
所
に
よ
る
取
調
べ
が
終
了
し
て
い
る
以
上
、
当
該
証
拠
に
つ
い
て
は
被
告
人
に
よ
る
隠
滅
を
な
し
え
な
い
と
の
結

論
に
至
る
た
め
、
併
合
事
件
の
審
理
経
過
と
い
う
の
も
、
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
の
有
無
の
判
断
に
影
響
を
与
え
る
大
き
な
要
素
と
な
っ
て

い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
平
成
一
四
年
以
降
の
裁
判
例
か
ら
、
最
高
裁
は
、
逃
亡
・
不
出
頭
の
お
そ
れ
の
有
無
、
及
び
、
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ

と
い
う
二
つ
の
基
準
に
関
し
て
、
身
元
引
受
人
の
存
在
や
前
科
前
歴
、
併
合
事
件
の
有
無
、
ま
た
、
証
拠
調
べ
の
終
了
な
ど
と
い
っ
た
審

理
に
お
け
る
証
拠
に
関
す
る
要
素
、
併
合
事
件
の
有
無
や
そ
の
審
理
経
過
な
ど
の
具
体
的
な
事
情
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

る
。

②
九
〇
条
の
裁
量
保
釈
に
お
け
る
罪
証
隠
滅
、
逃
亡
・
不
出
頭
の
お
そ
れ

被
告
人
が
勾
留
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
六
〇
条
に
定
め
る
勾
留
の
要
件
で
あ
る
、
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
、
罪
証

を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
一
方
、
ま
た
は
双
方
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
保
釈
保
証
金
の
提
供
を
求
め
、
保

釈
条
件
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
一
般
的
に
は
逃
亡
の
お
そ
れ
・
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
は
相
当
な
理
由
程
度
ま
で
は
至
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
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る
の
で
、
被
告
人
に
は
保
釈
が
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
（
八
九
条
柱
書
）。

し
か
し
、
こ
の
前
提
が
妥
当
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
こ
れ
を
法
は
八
九
条
で
、
逃
亡
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
類
型
的
に
規
定
し
、
罪
証

隠
滅
の
お
そ
れ
に
つ
い
て
は
類
型
化
し
て
規
定
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
た
め
、「
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ

る
と
き
」
と
定
め
、
い
わ
ゆ
る
権
利
保
釈
の
適
用
除
外
事
由
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
法
は
、
更

に
裁
判
所
の
裁
量
で
保
釈
を
認
め
う
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
類
型
的
・
定
型
的
に
判
断
す
れ
ば
、
逃
亡
す
る
と
疑
う
に
足
り

る
相
当
な
理
由
、
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
個
別
事
案
の
具
体
的
な
事
情
に

即
し
て
考
え
れ
ば
、「
相
当
な
理
由
」
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
や
、
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
そ
れ
以
上
に
保
釈
を
妥
当
と
す
る
事
情
が
存

在
す
れ
ば
、
保
釈
を
許
可
す
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
法
の
立
場
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。

③
本
決
定
と
原
決
定

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
改
め
て
本
件
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。

本
件
で
は
、
原
々
決
定
は
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
た
め
判
断
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
お
そ
ら
く
は
従
来
の
裁
判
例
に
従
っ
て
、

上
で
述
べ
た
各
要
素
と
同
様
の
事
情
を
考
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
上
で
、
一
五
〇
〇
万
円
も
の
多
額
の
保
釈
保
証
金
、
及
び
、
保

釈
条
件
を
付
す
こ
と
で
、
被
告
人
の
保
釈
を
許
容
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

本
最
高
裁
決
定
も
原
々
決
定
同
様
、
保
釈
保
証
金
等
を
も
含
め
、
こ
う
し
た
事
情
を
具
体
的
に
挙
げ
て
検
討
す
る
こ
と
で
、
原
々
決
定

が
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
原
々
決
定
の
判
断
が
正

当
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
原
決
定
は
、
事
案
の
悪
質
性
、
重
大
性
、
常
習
性
を
指
摘
し
、
保
釈
許
可
決
定
を
取
り
消
し
た
。
こ
れ
は
、
八
九
条
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各
号
の
権
利
保
釈
除
外
事
由
に
該
当
す
れ
ば
、
保
釈
が
許
さ
れ
な
い
の
が
原
則
と
な
り
、
例
外
的
に
保
釈
を
許
す
文
字
通
り
の
「
特
別
の
」

事
情
が
な
け
れ
ば
裁
量
保
釈
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
立
場
の
現
れ
と
も
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
指
摘
は
、
具
体
的
事
情
に
踏
み

込
ん
だ
考
慮
を
行
っ
た
も
の
と
は
受
け
と
れ
ず
、
類
型
的
基
準
に
基
づ
い
た
定
型
的
判
断
、
す
な
わ
ち
、
単
に
一
号
、
三
号
の
該
当
性
を

強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
罪
証
隠
滅
、
逃
亡
・
不
出
頭
を
行
う
具
体
的
な
蓋
然
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
く
、
し
た
が
っ
て
、

原
々
決
定
に
よ
る
裁
量
の
逸
脱
を
示
し
た
も
の
と
は
い
え
な
い
。

な
る
ほ
ど
、
本
件
が
八
九
条
一
号
、
三
号
、
四
号
に
該
当
す
る
事
例
で
あ
る
の
は
、
最
高
裁
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
し
か
し
、

上
述
し
た
よ
う
に
、
八
九
条
各
号
に
該
当
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
九
〇
条
に
よ
る
個
別
事
情
を
考
慮
し
た
裁
量
判
断
に
て
保
釈
許
否
の

判
断
を
慎
重
に
行
う
べ
き
で
あ
り
、
最
高
裁
も
こ
の
立
場
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
ゆ
え
に
、
原
決
定
は
、
保
釈
を
許
可
し
た
原
々
決
定
を

尊
重
し
是
認
す
べ
き
と
こ
ろ
、
不
十
分
と
も
い
え
る
根
拠
に
て
保
釈
許
可
決
定
を
取
り
消
し
て
し
ま
っ
た
点
に
、「
刑
訴
法
九
〇
条
の
解

釈
適
用
を
誤
っ
た
違
法
」
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
本
件
最
高
裁
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う）（（
（

。

6　

本
決
定
の
意
義
・
位
置
付
け

本
決
定
は
、
保
釈
の
許
否
に
関
し
、
新
た
な
る
理
論
的
枠
組
み
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
各
考
慮
要
素
に
つ
い
て
も
従
来

と
比
較
的
類
似
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、保
釈
が
許
可
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
一
事
例
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
保
釈
の
積
極
的
運
用
を
求
め
る
声
も
あ
る
中
、
最
高
裁
が
近
時
、
従
来
よ
り
も
保
釈
を
広
く
認
め
る
べ
き
と
の
方
針
を
取
っ
て

い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
ず
、
そ
の
た
め
に
、
個
別
事
案
の
事
情
に
沿
っ
て
、
逃
亡
の
お
そ
れ
、
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
を
よ
り
具
体
的
に

判
断
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
事
例
の
一
つ
と
評
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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（
1
）
横
浜
地
裁
横
須
賀
支
部
決
平
成
二
六
年
三
月
一
〇
日
（
公
刊
物
未
登
載
）。

（
2
）
東
京
高
決
平
成
二
六
年
三
月
一
一
日
（
公
刊
物
未
登
載
）。

（
（
）
な
お
、八
九
条
の
保
釈
請
求
が
却
下
さ
れ
た
場
合
、あ
ら
た
め
て
九
〇
条
に
よ
り
保
釈
を
許
可
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
余
地
も
な
い
で
は
な
い
が
、

実
務
上
、
ま
ず
権
利
保
釈
に
当
た
る
か
ど
う
か
を
判
断
し
、
当
た
ら
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
進
ん
で
裁
量
保
釈
の
当
否
に
つ
い
て
も
判
断

す
べ
き
と
さ
れ
る
（
東
京
高
決
昭
和
二
九
年
四
月
二
一
日
判
特
四
〇
号
七
三
頁
）。
ま
た
、
抗
告
な
い
し
準
抗
告
に
当
た
っ
て
は
、
権
利
保
釈
の
判

断
の
不
当
性
の
み
な
ら
ず
、
裁
量
保
釈
の
判
断
の
不
当
性
を
も
主
張
し
得
る
（
最
決
昭
和
二
九
年
七
月
七
日
刑
集
八
巻
七
号
一
〇
六
五
頁
）。

（
（
）
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法
〔
第
四
版
〕』（
弘
文
堂
、二
〇
〇
九
年
）
一
八
九
頁
。
ま
た
、三
井
誠
ほ
か
編
『
刑
事
手
続
（
上
）』（
筑
摩
書
房
、

一
九
八
八
年
）
二
六
三
頁
〔
仁
田
陸
郎
＝
安
井
久
治
〕。

（
（
）
松
本
芳
希
「
裁
判
員
裁
判
と
保
釈
の
運
用
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
一
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
二
八
頁
。

（
（
）
東
京
地
決
昭
和
四
〇
年
四
月
一
六
日
下
刑
集
七
巻
四
号
七
八
七
頁
、
名
古
屋
高
決
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
三
一
三
号
三
二

頁
。

（
（
）
松
尾
・
前
掲
注（
（
）一
八
九
頁
。

（
（
）
同
上
。
ま
た
、
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
巻
）〔
第
二
版
〕』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
一
七
七
頁
〔
川

上
択
一
〕。

（
（
）
三
井
・
前
掲
注（
（
）二
六
三
頁
。

（
10
）
緑
大
輔
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
八
号
一
二
九
頁
。

（
11
）
河
上
・
前
掲
注（
（
）一
七
二
頁
。

（
12
）
松
尾
・
前
掲
注（
（
）一
八
七
頁
。

（
1（
）
渥
美
東
洋
『
刑
事
訴
訟
法
要
諦
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
一
九
八
四
年
）、
三
三
一
頁
。

（
1（
）
同
上
。
ま
た
、
松
尾
・
前
掲
注（
（
）一
八
八
頁
。

（
1（
）
河
上
・
前
掲
注（
（
）一
七
二
、一
七
三
頁
。

（
1（
）
松
尾
・
前
掲
注（
（
）一
八
七
頁
。 

（
1（
）
高
松
高
裁
決
昭
和
三
九
年
一
〇
月
二
八
日
、
下
集
六
─
九
・
一
〇
─
九
九
九
な
ど
。



二
七
二

（
1（
）
松
尾
・
前
掲
注
（
（
）一
八
八
頁
。

（
1（
）
同
上
。

（
20
）
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
二
八
二
号
一
頁
。

（
21
）
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
二
八
七
号
二
〇
三
頁
。

（
22
）
最
高
裁
判
所
裁
判
集
刑
事
三
〇
八
号
四
八
一
頁
。

（
2（
）
緑
大
輔
「
名
古
屋
高
決
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
（
原
審
の
保
釈
請
求
却
下
決
定
を
取
り
消
し
て
保
釈
を
認
め
た
事
例
）・
判
批
」
速
報
判
例
解

説
（
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
）
八
号
二
二
一
頁
、
二
二
三
頁
。

（
2（
）
な
お
、
抗
告
審
の
性
質
と
保
釈
と
い
う
点
か
ら
検
討
す
る
と
、
従
来
、
抗
告
審
は
、
覆
審
で
は
な
く
、
事
後
審
で
あ
る
と
の
見
解
が
圧
倒
的
多

数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
抗
告
審
と
は
、
自
ら
事
件
に
つ
い
て
審
判
す
る
の
で
は
な
く
、
原
裁
判
を
不
当
と
す
る
べ
き
事
由
の
有
無
を
判
断
す
る

と
の
構
造
を
有
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
九
〇
条
の
裁
量
保
釈
に
お
い
て
は
、
受
訴
裁
判
所
が
裁
量
の
範
囲
を
逸
脱
し
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ

と
が
抗
告
審
の
役
割
と
な
る
。

ま
た
、
保
釈
を
許
容
す
る
受
訴
裁
判
所
は
、
受
訴
ま
で
の
間
に
、
被
告
人
の
行
状
や
審
理
経
過
を
直
接
的
に
み
た
上
で
、
事
案
に
即
し
た
保
釈

保
証
金
及
び
保
釈
条
件
を
付
す
た
め
、
こ
れ
ら
を
付
し
た
上
で
な
お
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
料
す
る
こ
と
が
不
合
理
な
場
合
に
の
み
保
釈

は
許
容
さ
れ
な
い
と
す
る
の
が
抗
告
審
の
役
割
に
適
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
際
の
主
た
る
指
針
と
な
る
の
が
、
上
で
述
べ
た
、
個
別
事
情
を
考
慮
し
た
具
体
的
判
断
か
否
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
本
件
の

後
に
出
た
、
最
決
一
小
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
（
裁
判
所
時
報
一
六
一
六
号
一
八
頁
）
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
抗
告
審
が
保
釈
の
受

訴
裁
判
所
の
判
断
を
覆
す
場
合
に
は
、
そ
の
判
断
が
不
合
理
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
す
必
要
が
あ
る
旨
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
、
こ
の

具
体
的
判
断
を
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
い
る
も
の
と
も
思
わ
れ
る
。

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


