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中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会

被
告
人
が
自
動
車
を
発
進
、
進
行
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
、
被
告
人
車
両
の
ド
ア
ノ
ブ
付
近
を
つ
か
み
な
が
ら

併
走
し
て
い
た
被
害
者
を
轢
過
し
て
死
亡
さ
せ
た
事
案
に
お
い
て
、
暴
行
の
故
意
が
な
い
と
し
て
傷
害
致
死

罪
の
成
立
が
否
定
さ
れ
、
ま
た
、
被
告
人
の
過
失
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
た
事
例

樋　
　

笠　
　

尭　
　

士

〔
大
阪
地
裁
判
決
平
成
二
四
年
三
月
一
六
日
、
判
タ
一
四
〇
四
号
三
五
二
頁
〕

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
平
成
二
三
年
一
月
二
二
日
午
後
一
一
時
四
五
分
頃
、
普
通
乗
用
自
動
車
を
運
転
中
、
大
阪
市
中
央
区
内
の
交
差
点
の
南
詰
停
止
線
か
ら
南

方
約
二
七
・
七
メ
ー
ト
ル
付
近
で
信
号
待
ち
の
た
め
先
行
車
両
に
追
従
し
て
一
旦
停
止
後
、
そ
の
交
差
点
を
南
か
ら
北
に
発
進
・
進
行
す
る
に
当
た
っ
て
、

Ａ
が
自
車
運
転
席
側
ド
ア
ノ
ブ
を
つ
か
む
な
ど
し
な
が
ら
併
走
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
車
を
走
行
さ
せ
た
上
、
自
車
進
行
方
向
に
停
止
し
て
い

た
車
両
の
側
方
を
通
過
す
る
た
め
に
左
転
把
し
た
後
に
右
転
把
し
て
時
速
約
三
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
加
速
し
つ
つ
走
行
さ
せ
、
そ
の
交
差
点
内
で
Ａ
を
路



二
四
二

上
に
転
倒
さ
せ
た
上
、
Ａ
の
身
体
を
自
車
右
後
輪
で
轢
過
し
て
、
Ａ
に
外
傷
性
く
も
膜
下
出
血
兼
脳
挫
傷
な
ど
の
傷
害
を
負
わ
せ
、
そ
の
結
果
、
同
月

二
五
日
午
前
七
時
五
八
分
頃
、
大
阪
市
中
央
区
内
の
病
院
に
お
い
て
、
Ａ
を
前
記
傷
害
に
よ
り
死
亡
さ
せ
た
。
な
お
、
被
告
人
の
行
為
に
先
立
ち
、
Ａ
が
、

車
を
運
転
中
の
被
告
人
か
ら
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
さ
れ
て
立
腹
し
、
自
車
右
側
方
を
併
走
し
な
が
ら
、「
殺
す
ぞ
。」、「
降
り
て
こ
い
。」
な
ど
と
怒
鳴
っ

た
り
、
被
告
人
車
両
の
運
転
席
側
窓
ガ
ラ
ス
を
殴
る
、
運
転
席
側
ド
ア
ノ
ブ
を
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
す
る
な
ど
し
て
、
窓
ガ
ラ
ス
や
ド
ア
ノ
ブ
等
を
損
壊
し
て

被
告
人
ら
を
引
き
ず
り
出
そ
う
と
し
た
り
し
て
い
た
事
実
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

【
判
決
要
旨
】

本
件
は
、
追
い
か
け
る
Ａ
か
ら
遠
ざ
か
ろ
う
と
し
て
被
告
人
車
両
が
走
行
し
て
い
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
被
告
人
車
両
の
走

行
に
際
し
て
被
告
人
に
暴
行
の
故
意
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
理
論
的
に
考
え
て
、
単
に
車
の
近
く
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
で
は
足
り
ず
、

自
車
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
必
要
と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
が
前
述
の
と
お
り
被
告
人
車
両
の
近
く
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
⑤
地
点
付
近
に

お
い
て
、
こ
の
ま
ま
で
は
Ａ
に
追
い
つ
か
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
味
で
幅
の
あ
る
近
い
位
置
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
、
被
告
人
に
お
い
て
Ａ
が
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
位
置
に
い
る
と
考
え
て
い
た
か
、
そ
の
位
置
が
自
車
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と

は
、
証
拠
上
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

証
拠
上
、
被
告
人
が
、
被
告
人
車
両
と
併
走
す
る
Ａ
を
現
実
に
認
識
し
て
い
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
被
告
人
車
両
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を

負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
被
告
人
に
暴
行
の
故
意
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら

れ
ず
、
傷
害
致
死
罪
は
成
立
し
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
被
告
人
は
、
③
地
点
か
ら
④
交
差
点
を
左
折
し
た
直
後
ま
で
は
、
Ａ
が
徐
行
の
よ
う
な
状
態
で
進
む
被
告
人
車
両
の
直
近
で
、
被
告
人
車

両
を
殴
打
し
た
り
、
車
内
に
い
る
被
告
人
ら
に
対
し
て
罵
声
を
浴
び
せ
る
な
ど
し
な
が
ら
併
走
し
て
い
た
こ
と
を
認
識
し
て
お
り
、
ま
た
、
④
交
差
点
を
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左
折
し
加
速
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
Ａ
が
被
告
人
車
両
か
ら
離
れ
た
と
思
っ
た
後
も
、
加
速
で
き
た
距
離
や
時
間
か
ら
、
Ａ
に
追
い
つ
か
れ
る
と
の
切
迫
し

た
心
理
状
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
（
現
に
、
そ
の
不
安
は
的
中
し
、
Ａ
は
そ
の
後
被
告
人
車
両
に
追
い
つ
い
て
い
る
。）。

そ
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
あ
る
い
は
心
理
状
態
を
考
え
る
と
、
⑤
地
点
付
近
を
発
進
し
加
速
し
⑥
交
差
点
に
進
入
す
る
時
点
で
、
被
告
人
は
、
Ａ
が
、

被
告
人
車
両
の
右
側
直
近
を
併
走
し
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
Ａ
が
被
告
人
車
両
の
走
行
に
よ
っ
て
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
に
い
る
こ
と
は
、

十
分
に
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
想
定
す
れ
ば
、
自
ら
右
側
方
及
び
右
後
方
を
確
認
す
る
な
り
、
同
乗
者
に
確
認
さ
せ
る
な
り
し
て
、
被
告
人
車
両
右
側

方
を
併
走
し
て
い
る
Ａ
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
認
め
ら
れ
、
Ａ
を
認
識
す
れ
ば
、
Ａ
が
そ
れ
ま
で
被
告
人
車
両
を
殴
打
し
た
り
し
、
内
部
に
い
る

被
告
人
ら
に
暴
行
を
加
え
る
気
勢
を
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
車
内
に
い
る
被
告
人
が
、
被
告
人
車
両
直
近
を
併
走
す
る
Ａ
に
対
す
る
危
険
が
生
じ
な
い

あ
る
い
は
よ
り
危
険
が
少
な
い
速
度
や
方
法
で
運
転
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
と
い
え
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
段
の
事
情
は

認
め
ら
れ
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
被
告
人
に
は
、
⑤
地
点
付
近
を
発
進
し
⑥
交
差
点
に
進
入
す
る
ま
で
の
地
点
で
、
自
ら
の
右
側
方
及
び
右
後
方
を
確
認
す
る
な
ど
し
て

被
告
人
車
両
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
に
Ａ
が
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
そ
の
Ａ
の
動
静
を
注
視
し
て
そ
の
安
全
を

確
認
し
な
が
ら
発
進
、
進
行
す
べ
き
自
動
車
運
転
上
の
注
意
義
務
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
被
告
人
が
、
右
側
方
及
び
右
後
方
を
確
認
す
る
こ

と
な
く
、
被
告
人
車
両
運
転
席
ド
ア
ノ
ブ
付
近
を
つ
か
む
な
ど
し
な
が
ら
併
走
し
て
い
る
Ａ
に
気
付
か
ず
、
被
告
人
車
両
を
発
進
、
進
行
さ
せ
た
上
、
⑥

交
差
点
付
近
に
お
い
て
、
時
速
約
三
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
加
速
し
つ
つ
走
行
さ
せ
た
行
為
は
、
上
記
注
意
義
務
に
違
反
し
た
行
為
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
ら
は
、
被
告
人
車
両
が
③
地
点
か
ら
④
交
差
点
左
折
直
後
ま
で
進
行
す
る
間
、
執
よ
う
に
、
被
告
人
ら
に
対
し
て
「
殺
す
ぞ
。」、「
降
り
て
こ
い
。」

な
ど
と
怒
鳴
っ
た
り
、
被
告
人
車
両
の
運
転
席
側
窓
ガ
ラ
ス
を
殴
る
、
運
転
席
側
ド
ア
ノ
ブ
を
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
す
る
な
ど
し
て
、
窓
ガ
ラ
ス
や
ド
ア
ノ
ブ

等
を
損
壊
し
て
被
告
人
ら
を
引
き
ず
り
出
そ
う
と
し
た
り
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
車
両
が
④
交
差
点
を
左
折
し
た
直
後
ま
で
の
時
点
に
お
い

て
は
、
被
告
人
ら
へ
の
生
命
や
身
体
に
対
す
る
危
険
が
現
に
存
在
し
、
被
告
人
が
Ａ
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
為
に
出
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
状
態
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で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
車
両
が
④
交
差
点
を
左
折
し
た
後
に
加
速
し
、
そ
の
結
果
、
Ａ
が
一
旦
被
告
人
車
両
か
ら
離
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
加
速
時
間
は
短
時
間
で
、
そ
の
後
、
被
告
人
車
両
は
減
速
し
、
⑤
地
点
付
近
で
ほ
ぼ
停
止
状
態
と
な
っ
て
お
り
、
遅
く
と
も
⑥
交
差
点
南
側
停
止
線

手
前
付
近
で
は
、
現
に
、
Ａ
は
、
被
告
人
車
両
に
追
い
つ
い
て
い
て
、
被
告
人
車
両
運
転
席
側
ド
ア
ノ
ブ
付
近
を
つ
か
ん
で
併
走
し
て
い
た
。
ま
た
、
Ａ
は
、

③
地
点
か
ら
④
交
差
点
に
至
る
ま
で
執
よ
う
に
攻
撃
等
を
継
続
し
て
お
り
、
④
交
差
点
で
被
告
人
車
両
が
左
折
し
た
際
に
被
告
人
車
両
か
ら
一
旦
離
れ
た

際
に
も
、
す
ぐ
に
被
告
人
車
両
に
追
い
つ
い
て
攻
撃
等
を
継
続
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
⑤
地
点
付
近
に
お
い
て
も
、
Ａ
が
被
告
人
車
両
を
追
い
か
け
、

追
い
つ
け
ば
以
前
と
同
じ
よ
う
な
行
動
を
再
開
す
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
客
観
的
に
み
る
と
、
⑤
地
点
付
近
に
お
い
て
も
、
被

告
人
ら
の
生
命
や
身
体
に
対
す
る
危
険
が
差
し
迫
り
、
被
告
人
が
Ａ
に
対
し
て
何
ら
か
の
行
為
に
出
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
緊
急
状
態
は
終
了
し
た
と

は
い
え
ず
、
な
お
継
続
し
て
い
た
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
被
告
人
も
、
③
地
点
か
ら
④
交
差
点
左
折
直
後
ま
で
の
Ａ
の
上
記
の
行
動
を
お
お
よ
そ
認
識
し
て
い
た
し
、
⑤
地
点
付
近
で
被
告
人
は
、
Ａ

が
い
る
具
体
的
な
位
置
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
Ａ
が
近
い
位
置
に
い
る
か
も
し
れ
ず
、
Ａ
は
被
告
人
車
両
を
追
い
か
け
、
こ
の
ま
ま
で

は
再
度
被
告
人
車
両
に
追
い
つ
く
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
被
告
人
は
、
追
い
か
け
る
Ａ
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
、
被
告

人
車
両
を
走
行
さ
せ
る
進
路
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
ク
ラ
ク
シ
ョ
ン
を
鳴
ら
し
続
け
、
⑤
地
点
付
近
か
ら
被
告
人
車
両
を
発
進
、
進
行
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
被
告
人
に
は
、
生
命
や
身
体
な
ど
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
心
理
状
態
、
す
な

わ
ち
、
刑
法
上
の
防
衛
の
意
思
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

被
告
人
は
、⑤
地
点
付
近
を
発
進
し
⑥
交
差
点
に
進
入
す
る
際
、被
告
人
車
両
の
直
近
を
併
走
し
て
い
る
Ａ
を
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
な
い
し
、ま
た
、

被
告
人
車
両
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
位
置
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
被

告
人
の
認
識
を
前
提
に
す
る
と
、
被
告
人
が
⑤
地
点
付
近
か
ら
被
告
人
車
両
を
加
速
さ
せ
⑥
交
差
点
に
進
入
し
た
行
為
は
、
追
い
か
け
て
き
て
い
る
が
ま

だ
追
い
つ
い
て
い
な
い
Ａ
か
ら
、
さ
ら
に
被
告
人
車
両
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
、
Ａ
の
身
体
に
具
体
的
な
危
険
が
生
じ
る
よ
う
な
行
為
と

は
い
え
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
は
、
Ａ
が
被
告
人
車
両
を
追
い
か
け
、
こ
の
ま
ま
で
は
再
度
被
告
人
車
両
に
追
い
つ
き
、
攻
撃
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
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と
い
う
切
迫
感
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
加
速
し
て
⑥
交
差
点
に
進
入
し
、
時
速
約
三
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
通
過
し
た
こ
と
も
、
追
い
か

け
て
き
た
Ａ
か
ら
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
取
る
行
動
と
し
て
十
分
に
あ
り
得
る
行
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
被
告
人
の
認
識
を
前
提
に
し
て
考
え
る

と
、
被
告
人
の
行
為
は
、
や
む
を
得
ず
身
を
守
る
た
め
に
し
た
も
の
と
し
て
相
当
な
範
囲
を
超
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
被
告
人
が
⑤
地
点
付
近
か
ら
被
告
人
車
両
を
加
速
さ
せ
⑥
交
差
点
に
進
入
し
た
行
為
は
、
Ａ
が
ド
ア
ノ
ブ
付
近
を
つ
か
む
な
ど
し
て
直
近

を
併
走
し
て
い
る
状
況
下
で
、
被
告
人
車
両
を
短
時
間
の
う
ち
に
時
速
約
一
八
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
時
速
約
三
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
へ
と
加
速
さ
せ
、
左
右
に

多
少
転
把
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
速
度
で
進
行
す
る
自
動
車
の
威
力
を
考
え
る
と
、
客
観
的
に
は
身
体
や
生
命
に
対
す
る
危
険
性
が
高
い
行

為
で
あ
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
に
は
、
被
告
人
車
両
運
転
席
ド
ア
ノ
ブ
付
近
を
つ
か
む
な
ど
し
な
が
ら
併
走
し
て
い
る
Ａ
に
気
付
か
ず
に
被
告
人
車
両
を

走
行
さ
せ
た
点
に
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
件
に
お
い
て
、
客
観
的
な
危
険
性
の
高
さ
と
過
失
の
点
を
考
慮
し
て
、
被
告
人
の
行
為
を
、
や
む

を
得
ず
身
を
守
る
た
め
に
し
た
行
為
と
し
て
相
当
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

本
件
に
お
け
る
Ａ
ら
の
被
告
人
車
両
に
対
す
る
攻
撃
は
、
前
記
認
定
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
や
は
り
尋
常
で
は
な
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
被
告
人
の
行
為
は
、
③
地
点
か
ら
⑥
交
差
点
ま
で
の
間
一
貫
し
て
Ａ
か
ら
遠
ざ
か
る
た
め
に
被
告
人
車
両
を
走
行
さ
せ
た
と
い
う

だ
け
で
、
Ａ
ら
に
直
接
的
に
向
け
た
攻
撃
を
一
切
加
え
て
い
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ａ
は
、
被
告
人
車
両
に
攻
撃
を
加
え
続
け
、
④
交
差
点
左
折
後

に
引
き
離
さ
れ
た
後
も
追
い
か
け
追
い
つ
き
、
走
行
す
る
被
告
人
車
両
の
ド
ア
ノ
ブ
付
近
か
ら
手
を
離
さ
ず
併
走
し
た
の
で
あ
っ
て
、
自
ら
危
険
な
状
況

に
飛
び
込
ん
だ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
危
険
な
状
況
を
自
ら
作
出
し
た
と
い
え
る
。

こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
る
と
、
本
件
で
は
Ａ
の
行
動
そ
の
も
の
が
大
き
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
か
ら
、
客
観
的
な
危
険
性
の
高
さ
や
過
失
の

内
容
を
理
由
に
、
被
告
人
の
行
為
が
や
む
を
得
ず
身
を
守
る
た
め
に
し
た
も
の
と
し
て
相
当
だ
と
考
え
ら
れ
る
範
囲
を
超
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
。

よ
っ
て
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
に
は
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
た
め
、
無
罪
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
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一 
問
題
の
所
在

本
判
決
は
、
被
告
人
の
暴
行
の
故
意
を
否
定
し
、
予
備
的
訴
因
と
し
て
、
被
告
人
の
自
動
車
運
転
過
失
を
認
め
た
上
で
、
正
当
防
衛
の

成
立
を
認
め
た
事
例
で
あ
る
。
本
件
の
争
点
と
し
て
は
、
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
暴
行
の
故
意
の
判
断
方
法
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防

衛
の
成
否
、
防
衛
の
意
思
の
有
無
や
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
存
否
が
挙
げ
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
は
、
こ

れ
を
否
定
す
る
学
説
も
あ
り
、
ま
た
、
肯
定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
防
衛
の
意
思
の
内
容
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
本
研
究
で
は
、
暴
行
罪
の
故
意
の
認
定
方
法
、
防
衛
の
意
思
の
内
容
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
の
判
断
方
法
、
に
つ
い
て
考

察
し
て
い
く
。

二 

暴
行
罪
の
故
意
の
認
定
方
法

本
件
の
傷
害
致
死
の
訴
因
は
、
も
と
も
と
は
「
被
害
者
が
自
車
運
転
席
側
ド
ア
ノ
ブ
を
つ
か
む
な
ど
し
て
自
車
右
側
方
直
近
を
併
走
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
あ
え
て
、
自
車
を
…
…
走
行
さ
せ
る
暴
行
を
加
え
」
と
い
う
暴
行
罪
の
未
必
の
故
意
に

あ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
訴
因
に
お
い
て
、
裁
判
員
に
と
っ
て
、「
直
近
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
被
害
者
が
被
告
人

車
両
と
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
あ
る
い
は
距
離
に
い
る
と
認
識
し
て
い
た
場
合
に
暴
行
の
故
意
が
あ
る
か
判
断
し
辛
く
、
ま
た
、「
物
理

力
の
作
用
」
お
よ
び
「
有
形
力
の
行
使
」
と
い
う
概
念
で
は
裁
判
員
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
短
時
間
で
明
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
容
易
で

は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
訴
因
は
、
公
判
前
整
理
手
続
の
中
で
、「
自
車
右
側
方
を
併
走
し
て
い
る
被
害
者
に
対
し
、
自
車
の

走
行
に
よ
っ
て
被
害
者
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
近
い
位
置
に
被
害
者
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
」
と
変
更
さ
れ
た
。
こ
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れ
は
、
本
件
に
お
け
る
暴
行
や
そ
の
故
意
に
関
す
る
訴
因
に
関
し
て
、
暴
行
罪
の
保
護
法
益
か
ら
、
す
な
わ
ち
、
人
の
身
体
の
安
全
に
対

す
る
（
傷
害
の
）
危
険
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
し
、
裁
判
員
に
分
か
り
や
す
く
暴
行
の
未
必
の
故
意
を
認
定
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。

三　

防
衛
の
意
思
の
内
容

本
判
決
に
お
い
て
、
防
衛
の
意
思
は
「
生
命
や
身
体
な
ど
に
対
す
る
差
し
迫
っ
た
危
険
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と

す
る
心
理
状
態
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
従
来
の
判
例
の
見
解
と
さ
れ
る
「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状

態
」
と
合
致
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
の
事
実
認
定
に
よ
る
と
、
被
告
人
は
、
直
近
を
併
走
し
て
い
る
Ａ
を
認

識
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
被
告
人
は
、
自
身
の
車
両
の
走
行
に
よ
っ
て
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
る
よ
う
な
位
置
に
Ａ
が
い
る
か
も
し
れ
な
い

と
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
被
告
人
は
防
衛
行
為
の
対
象
を
認
識
せ
ず
に
防
衛
行
為
を
行
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ

う
な
場
合
の
防
衛
の
意
思
の
内
容
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
に
つ
き
以
下
考
察
す
る
。

判
例
に
お
い
て
、最
初
に
防
衛
意
思
と
い
う
文
言
を
使
用
し
た
の
は
大
判
昭
和
一
一
年
一
二
月
七
日（
刑
集
一
五
巻
一
五
六
一
頁
）で
あ
り
、

同
判
決
で
は
「
元
来
刑
法
三
十
六
条
ハ
加
害
行
為
ニ
付
防
衛
意
思
ノ
存
在
ヲ
必
要
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、
大
審
院

は
防
衛
の
意
思
を
必
要
と
解
し
て
い
た
。

近
年
の
判
例
は
、
学
説
で
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
あ
る
い
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け

よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
を
防
衛
の
意
思
と
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
に
お
い
て
は
、
防
衛
の
意
思
を
不
要
と
解
す
る
見
解
に
は
じ
ま
り）（
（

、
防
衛
の
意
思
を
「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
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応
す
る
意
思
」
と
す
る
も
の）（
（

、「
侵
害
を
排
除
す
る
意
思
」
と
す
る
も
の）（
（

、「
法
益
保
全
の
意
味
を
も
つ
行
為
を
行
お
う
と
す
る
意
思
（
＝

保
全
意
思
）」
と
す
る
も
の）（
（

、「
正
当
防
衛
状
況
の
認
識
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
何
ら
か
の
行
為
を
行
お
う
と
い
う
意
思
」
と
す
る
も
の）（
（

、「
防

衛
行
為
に
対
応
す
る
行
為
者
の
主
観
的
意
思
」
と
す
る
も
の）（
（

、「（
過
失
犯
に
お
い
て
）
防
衛
の
た
め
に
お
よ
そ
何
か
を
す
る
意
思
」
と
す

る
も
の
（
９
）、「
正
当
化
事
情
の
認
識
（
認
識
の
程
度
は
故
意
の
そ
れ
に
準
ず
る
）」
と
す
る
も
の）（（
（

、「
防
衛
行
為
等
の
単
な
る
認
識
」
と
す
る
も

の
）
（（
（

、「
権
利
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
何
ら
か
の
意
思
」
と
す
る
も
の）（（
（

、
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
防
衛
の
意
思
に
と
っ
て
、

単
に
正
当
防
衛
状
況
の
認
識
で
足
り
る
と
い
う
見
解
（
＝
認
識
説
）
か
ら
、
侵
害
を
排
除
す
る
意
思
（
＝
目
的
説
）
ま
で
必
要
と
す
る
見
解

も
あ
り
、
防
衛
の
意
思
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
未
だ
学
説
に
お
い
て
一
致
が
見
ら
れ
て
い
な
い
。

ま
た
積
極
的
加
害
意
思
が
存
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
最
判
昭
和
四
六
年
一
一
年
一
六
日
（
刑
集
二
五
巻
八
号
九
九
六
頁
）
は
、「
刑
法
三
六

条
の
防
衛
行
為
は
、
防
衛
の
意
思
を
も
つ
て
な
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
相
手
の
加
害
行
為
に
対
し
憤
激
ま
た
は
逆
上
し
て
反
撃

を
加
え
た
か
ら
と
い
つ
て
、
た
だ
ち
に
防
衛
の
意
思
を
欠
く
も
の
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
。」
と
し
、
積
極
的
加
害
意
思
を
防
衛
の
意
思

の
問
題
に
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
判
昭
和
五
〇
年
一
一
月
二
八
日
（
刑
集
二
九
巻
一
〇
号
九
八
三
頁
）
は
「
防
衛
に
名
を
借
り
て
侵
害

者
に
対
し
積
極
的
に
攻
撃
を
加
え
る
行
為
は
、
防
衛
の
意
思
を
欠
く
結
果
、
正
当
防
衛
の
た
め
の
行
為
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と

し
、
積
極
的
加
害
意
思
に
基
づ
く
行
為
は
防
衛
意
思
を
欠
く
と
し
た
。
防
衛
状
況
の
認
識
説
な
ら
ば
、
積
極
的
加
害
意
思
が
存
し
よ
う
と

も
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
は
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
防
衛
の
意
思
は
肯
定
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同

判
決
に
お
い
て
は
、
積
極
的
加
害
意
思
に
基
づ
く
行
為
は
防
衛
意
思
を
欠
く
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
昭
和
四
六
年
判
決
に
鑑
み
れ
ば
、

攻
撃
の
意
思
と
併
存
可
能
な
防
衛
の
意
思
と
、積
極
的
加
害
意
思
と
併
存
不
可
能
な
防
衛
意
思
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、

防
衛
状
況
の
認
識
と
防
衛
の
目
的
と
の
間
に
中
間
的
な
「
攻
撃
に
対
応
す
る
意
思
」
を
想
定
し
、
こ
れ
を
防
衛
の
意
思
を
解
す
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
四
六
年
判
決
と
五
〇
年
判
決
を
整
合
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
見
受
け
ら
れ
た）（（
（

。
し
か
し
な
が
ら
、「
攻
撃
に
対
応
す

る
意
思
」
に
覆
わ
れ
た
防
衛
行
為
が
、
攻
撃
意
思
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
積
極
的
加
害
意
思
に
よ
る
も
の
な
の
か
は
、
程
度
の
問
題
で
あ

り
、
正
当
防
衛
の
要
件
と
し
て
の
防
衛
の
意
思
の
有
無
を
検
討
す
る
に
は
、
い
さ
さ
か
困
難
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る）（（
（

。

上
述
の
通
り
、
判
例
の
一
般
的
理
解
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
あ
る
い
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す

る
単
純
な
心
理
状
態
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
難
解
な
法
律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
」
に
も
記
載
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
正

当
防
衛
を
扱
う
際
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
心
理
状
態
を
単
な
る
言
い
換
え
と
は
解
さ
ず
に
、
別
の
も
の
で
あ
る
と
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
述
の
困
難
性
を
克
服
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心

理
状
態
」
が
基
礎
と
な
る
心
的
状
態
で
あ
る
と
し
、
そ
の
上
の
段
階
に
「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い

る
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
は
、
正
当
防
衛
状
況
の
認
識
を
も
っ
て
「
何

ら
か
の
」
行
動
を
す
る
場
合
で
あ
り
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
は
、
攻
撃
の
意
思
を
も
っ
て
相
手
に
立
ち
向
か
う
場
合

も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、冷
静
な
判
断
に
よ
ら
な
い
反
撃
や
自
衛
本
能
に
よ
る
反
射
行
動
な
ど
を
と
る
行
為
者
は「
急

迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
で
あ
る
と
い
え
、
昭
和
四
六
年
判
決
の
事
案
の
よ
う
に
、
憤
激
、
憎
悪
、
攻
撃

の
意
思
を
持
っ
て
相
手
に
立
ち
向
か
う
場
合
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）（（
（

。
積
極
的
加

害
意
思
を
有
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
れ
が
予
備
・
準
備
段
階
の
心
理
内
容
で
あ
る
場
合
は
、
急
迫
性
が
否
定
さ
れ
（
最
決
昭
和
五
二
年
七
月

二
一
日
刑
集
三
一
巻
四
号
七
四
七
頁
）、
実
行
行
為
段
階
に
お
け
る
心
理
内
容
で
あ
っ
た
場
合
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
応
す
る
意
思
」

を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
防
衛
の
意
思
を
欠
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
本
件
の
よ
う
な
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、
行
為
者
の
有
す
る
防
衛
の
意
思
の
内
容
と
し
て
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「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
の
み
が
観
念
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
防
衛
の
意
思
必
要
説
に
立
っ
た
場
合
、
過
失
の
偶
然
防
衛
が
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
防
衛
の
意
思
不
要
説
か

ら
の
批
判
に
お
い
て
挙
げ
ら
れ
る
過
失
の
偶
然
防
衛
の
講
壇
事
例
、
す
な
わ
ち
、
Ｘ
に
襲
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
Ａ
が
威
嚇
の
た
め
に
Ｘ
に

銃
口
を
向
け
つ
つ
後
ず
さ
り
し
た
と
こ
ろ
、
石
に
躓
き
、
意
に
反
し
て
、
発
砲
し
て
し
ま
い
、
そ
の
弾
が
Ｘ
の
肩
に
命
中
し
た
と
い
う
事

案
も）（（
（

、
過
失
犯
で
あ
る
か
ら
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
の
み
が
防
衛
の
意
思
と
し
て
要
求
さ
れ
、

反
射
的
行
動
に
よ
る
無
意
識
の
発
砲
行
為
も
、
防
衛
の
意
思
に
覆
わ
れ
た
防
衛
行
為
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
に
よ
る
発

砲
の
場
合
に
正
当
防
衛
が
成
立
し
、
過
失
に
よ
る
発
砲
の
場
合
は
防
衛
の
意
思
を
欠
く
か
ら
正
当
防
衛
が
成
立
せ
ず
、
不
合
理
で
あ
る
と

す
る
不
要
説
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
も
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
の
み
が
防
衛
の
意
思
と
考
え
る

な
ら
ば
、
そ
の
際
の
行
為
者
に
は
防
衛
の
意
思
が
存
す
る
の
で
あ
り
、
正
当
防
衛
は
成
立
す
る
と
い
う
反
論
が
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
に
お
い
て
は
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心

理
状
態
」
の
み
で
防
衛
の
意
思
が
充
足
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
「
逃
げ
る
た
め
の
走
行
行
為
」
も
「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け

よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
に
覆
わ
れ
た
防
衛
行
為
と
い
え
、
ま
た
、
か
か
る
行
為
の
対
象
で
あ
る
Ａ
を
認
識
す
る
必
要
も
な
い
。

防
衛
の
意
思
に
お
い
て
、
行
為
の
対
象
の
認
識
が
存
す
る
場
合
と
存
し
な
い
場
合
に
そ
れ
ぞ
れ
防
衛
の
意
思
に
お
け
る
認
識
内
容
が
異
な

る
根
拠
と
し
て
は
、
違
法
侵
害
に
対
し
て
反
撃
を
加
え
る
こ
と
は
人
間
の
自
衛
本
能
で
あ
る
か
ら
こ
れ
を
許
す
と
い
う
正
当
防
衛
の
正
当

化
根
拠
で
あ
る
自
己
保
存
説
が
挙
げ
ら
れ
よ
う）（（
（

。
と
り
わ
け
、
自
己
を
守
る
た
め
の
正
当
防
衛
説
の
場
合
、
自
衛
本
能
か
ら
反
射
行
動
を

採
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
際
に
「
防
衛
行
為
の
対
象
の
認
識
」（
本
件
に
お
い
て
は
Ａ
の
認
識
）
ま
で
も
防
衛
の
意
思
の
内
容
と
し
て
行
為

者
に
要
求
す
る
の
は
酷
だ
か
ら
で
あ
る
。
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四　

防
衛
行
為
の
相
当
性
の
判
断
方
法

本
件
に
お
い
て
、
相
当
性
に
関
し
て
、「
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
を
前
提
に
す
る
と
」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
か
ら
、
第
一
に
、

①
な
ぜ
過
失
が
あ
っ
た
被
告
人
が
、相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
か
れ
る
の
か
、と
い
う
問
題
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
ま
た
、「
本
件
に
お
い
て
、

客
観
的
な
危
険
性
の
高
さ
と
過
失
の
点
を
考
慮
し
て
…
…
こ
れ
ら
の
事
情
を
考
え
る
と
」
と
判
示
さ
れ
て
お
り
、こ
の
「
こ
れ
ら
の
事
情
」

と
い
う
文
言
に
お
い
て
、
①
Ａ
ら
の
尋
常
で
な
い
攻
撃
、
②
被
告
人
自
身
の
、
攻
撃
を
せ
ず
に
逃
げ
る
目
的
で
の
走
行
行
為
、
③
Ａ
の
攻

撃
の
継
続
性
、
④
Ａ
が
自
ら
危
険
な
状
況
に
飛
び
込
ん
だ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
危
険
な
状
況
を
自
ら
作
出
し
た
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
第
二
に
、
②
な
ぜ
Ａ
自
身
の
行
為
が
相
当
性
判
断
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
看
取
さ
れ
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
判
断
す
る
際
に
基
礎
と
な
る
事
情
は
行
為
者
の
認
識
で
あ
る
の

か
）
（（
（

、
ま
た
は
客
観
的
な
事
情
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
大
阪
地
判
平
成
三
年
四
月
二
四
日
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
行
為
者
の

認
識
を
基
礎
に
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
主
観
面
を
違
法
性
判
断
に
取
り
込
む
の
は
危
険
で
あ
る
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
従
来
、

判
例
は
、
行
為
時
の
事
情
の
み
に
基
づ
い
て
防
衛
行
為
の
必
要
性
、
相
当
性
を
判
断
す
る
傾
向
に
あ
っ
た）（（
（

。
と
り
わ
け
、
過
剰
性
を
基
礎

づ
け
る
事
実
の
認
識
に
関
す
る
錯
誤
が
存
す
る
誤
想
防
衛
の
場
合
、
裁
判
所
は
、
客
観
的
な
相
当
性
の
逸
脱
を
認
め
た
上
で
、
行
為
者
の

主
観
を
基
に
防
衛
行
為
が
相
当
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、「
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
認
識
を
前
提
に
す
る
と

…
…
」
そ
し
て
「
過
失
の
点
を
考
慮
し
て
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
た
め
、
被
告
人
が
Ａ
の
動
静
を
注
視
せ
ず
に
車
を
発
進
さ
せ
た
行
為
が

相
当
性
判
断
の
中
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
相
当
性
判
断
に
お
い
て
、
い
わ
ば
被
告
人
の
「
主
観
」
が
基
礎
に

置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
客
観
的
事
情
を
基
に
「
一
般
人
」
か
ら
相
当
性
を
判
断
し
た
場
合
も
同
じ
判
断
（
相
当

性
が
あ
る
と
い
う
結
論
）
に
な
る
と
す
れ
ば
、
か
か
る
相
当
性
判
断
が
主
観
の
み
を
基
礎
に
し
た
も
の
で
は
な
い
と
も
言
い
得
る
。
し
か
し
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な
が
ら
、
本
判
決
で
は
、
過
失
を
行
っ
た
者
の
立
場
で
、
す
な
わ
ち
、「
注
意
義
務
に
違
反
し
た
一
般
人
」
か
ら
客
観
的
事
情
を
基
に
判

断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
単
な
る
「
一
般
人
」
か
ら
客
観
的
事
情
を
基
に
判
断
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
仮
に
、
一
般
人
か
ら

客
観
的
事
情
を
基
に
相
当
性
を
判
断
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
一
般
人
は
注
意
義
務
違
反
を
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
、

防
衛
行
為
の
相
当
性
は
認
め
ら
れ
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
般
人
も
そ
の
状
況
に
置
か
れ
た
な
ら
ば
注
意
義
務
違
反
行

為
を
す
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
そ
も
そ
も
注
意
義
務
違
反
が
存
し
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
注
意

義
務
違
反
が
な
い
こ
と
で
過
失
犯
が
構
成
要
件
段
階
で
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
違
法
段
階
の
正
当
防
衛
の
検
討
を
待
つ
ま
で
も
な

く
、
無
罪
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
本
判
決
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
本
判

決
は
、
行
為
者
の
主
観
を
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
置
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
仮
に
主
観
を
基
に
し
た
の
で
は
な

く
、
一
般
人
を
基
準
に
し
た
と
解
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
客
観
的
事
情
を
基
に
一
般
人
を
基
準
に
し
た
」
の
で
は
な
く
、「
注
意
義

務
に
違
反
し
た
一
般
人
」
か
ら
客
観
的
事
情
を
基
に
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
畢
竟
、
か
か
る
判
断
形
式
が
、
過
失
犯
に
お
け

る
相
当
性
判
断
の
特
徴
と
も
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
行
為
者
の
主
観
を
相
当
性
判
断
の
基
礎
に
取
り
込
む
こ
と
は
、
誤
想

防
衛
と
正
当
防
衛
の
関
係
が
曖
昧
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
弊
害
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
法
が
軽
率
な
誤
信
に
対
し
て
も
保
護
を
与
え
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
妥
当
で
は
な
い
と
も
言
い
得
る
。
過
失
犯
に
お
い
て
本
判
決
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
構
成
要
件
に
お
い
て
検
討

す
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
の
問
題
と
、
違
法
段
階
に
お
い
て
検
討
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
の
問
題
と
を
峻
別
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
構
成
要
件
段
階
に
お
け
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
注
意
義
務
違
反
が
類
型
的
に
判
断

さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
、
違
法
段
階
に
お
い
て
検
討
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
個
別
的
に
詳
細
に
事
実
が
拾

わ
れ
る
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
な
過
失
犯
の
正
当
防
衛
の
事
案
の
検
討
に
お
い
て
は
、
体
系
上
、
た
と
え
ば
正
当
防
衛
が
否
定
さ
れ
責
任
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過
失
の
段
階
へ
移
行
し
た
場
合
、
そ
こ
で
論
じ
る
べ
き
内
容
を
既
に
違
法
性
段
階
で
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限

り
で
は
、
責
任
過
失
の
内
容
は
形
骸
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
本
判
決
に
お
い
て
は
一
般
的
な
注
意
義
務
違
反
を
判
断
す
る
際
に
、「
切
迫
し
た
心
理
状
態
」
を
認
定
し
つ
つ
被
告
人
が
被
害

者
を
認
識
し
得
た
こ
と
を
認
め
、
相
当
性
判
断
に
お
い
て
も
、
切
迫
し
た
心
理
状
態
か
ら
、「
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
る
者
が
取
る
行
動
と

し
て
十
分
に
あ
り
得
る
」
と
い
う
こ
と
を
導
き
出
し
て
い
る
。
前
述
の
通
り
、
構
成
要
件
段
階
に
お
け
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
は
一
般

的
な
注
意
義
務
違
反
を
類
型
的
に
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
後
に
相
当
性
判
断
の
材
料
と
な
る
具
体
的
な
心
理
状
態
を
拾
っ
て
い
る

点
に
は
、
構
成
要
件
に
お
い
て
検
討
す
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
の
問
題
と
、
違
法
段
階
に
お
い
て
検
討
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
の
問
題

と
の
混
同
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
第
二
点
、
す
な
わ
ち
、
②
な
ぜ
Ａ
自
身
の
行
為
が
相
当
性
判
断
に
影
響
を
与
え
る
の
か
、
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本

件
と
事
案
が
酷
似
し
て
い
る
福
岡
高
裁
昭
和
六
三
年
一
一
月
三
〇
日
（
判
タ
六
八
五
号
二
六
五
頁
）
の
判
断
を
先
に
検
討
す
る
。
こ
れ
は
、

被
告
人
が
、
自
動
車
を
運
転
中
、
被
害
者
運
転
の
自
動
車
を
追
越
し
た
が
、
こ
れ
に
憤
激
し
た
被
害
者
が
被
告
人
車
を
執
拗
に
追
跡
し
停

止
さ
せ
た
う
え
、
被
告
人
車
の
運
転
席
側
ス
テ
ッ
プ
等
に
乗
り
運
転
席
の
窓
か
ら
手
を
差
入
れ
る
な
ど
し
て
被
告
人
を
降
車
さ
せ
よ
う
と

し
た
た
め
、
被
告
人
は
自
動
車
を
急
発
進
走
行
さ
せ
、
被
害
者
を
自
車
か
ら
転
落
さ
せ
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
高
裁
は
、
死

亡
さ
せ
た
と
い
う
結
果
は
重
大
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
被
害
者
が
車
内
に
手
を
伸
ば
し
ハ
ン
ド
ル
を
握
っ
た
と
い
う
事
実
を
挙
げ
、「
そ
れ

に
よ
り
被
害
者
が
同
車
か
ら
振
り
落
と
さ
れ
、
不
測
の
重
大
な
事
態
を
招
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
の
発
生
を
理
由
に
被
告
人
の

行
為
が
防
衛
の
程
度
を
超
え
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
し
、
被
告
人
の
行
為
は
相
当
性
を
逸
脱
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た
。

同
判
決
か
ら
は
、
行
為
者
だ
け
で
な
く
被
害
者
も
結
果
発
生
に
つ
い
て
原
因
を
有
し
て
い
る
場
合
に
、
結
果
発
生
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
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危
険
性
の
寄
与
度
に
鑑
み
て
、
侵
害
者
が
高
度
の
危
険
性
を
有
す
る
行
為
を
し
て
き
た
場
合
に
は
、
被
侵
害
者
も
そ
れ
に
応
じ
て
高
度
の

危
険
性
を
有
す
る
行
為
を
行
っ
て
も
直
ち
に
相
当
性
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
侵
害
行
為

と
防
衛
行
為
の
危
険
性
を
比
較
衡
量
し
て
い
る
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
相
当
性
判
断
に
お
い
て
、
侵
害
者
の
行
為
の
危
険
性
に
応
じ

て
、
被
侵
害
者
が
と
れ
る
行
為
の
危
険
性
の
程
度
が
判
断
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
改
め
て
相
当
性
の
逸
脱
が
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
が
な

さ
れ
て
い
る）（（
（

。
か
か
る
侵
害
行
為
と
防
衛
行
為
の
危
険
性
を
比
較
衡
量
し
、
本
判
決
に
お
い
て
は
、
Ａ
自
ら
創
出
し
た
高
度
な
危
険
に
応

じ
て
、
被
告
人
の
行
為
の
高
度
な
客
観
的
危
険
性
を
判
断
す
る
と
い
う
、
相
当
性
の
検
討
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

本
判
決
の
意
義

本
判
決
に
お
い
て
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
の
場
合
に
も
、
防
衛
の
意
思
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
そ
の
内
容
が
「
急
迫
不
正
の
侵

害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
と
判
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
。
そ
し
て
、
一
見
す
る
と
避
難
の
意
思
に
し
か
捉
え
ら
れ
な

い
よ
う
な
本
件
の
「
逃
げ
る
た
め
の
走
行
行
為
」
も
「
急
迫
不
正
の
侵
害
を
避
け
よ
う
と
す
る
単
純
な
心
理
状
態
」
に
覆
わ
れ
た
防
衛
行

為
で
あ
る
と
解
し
た
こ
と
、
そ
れ
に
加
え
て
、
過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
に
お
い
て
は
、
行
為
者
に
お
い
て
防
衛
行
為
の
対
象
に
関
す

る
認
識
が
欠
如
し
て
い
た
と
し
て
も
、
防
衛
の
意
思
が
充
足
さ
れ
る
と
し
た
点
に
も
意
義
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

過
失
犯
に
お
け
る
正
当
防
衛
に
つ
い
て
は
、
過
失
を
有
す
る
被
告
人
の
立
場
を
基
礎
に
お
き
、
行
為
者
の
主
観
面
を
基
に
相
当
性
判
断

を
し
て
い
る
と
解
せ
る
点
、
さ
ら
に
、
構
成
要
件
段
階
に
お
け
る
客
観
的
注
意
義
務
違
反
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
人
に
鑑
み
た
注
意
義
務

違
反
が
類
型
的
に
判
断
さ
れ
、
違
法
段
階
に
お
い
て
検
討
す
る
正
当
防
衛
の
要
件
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
個
別
的
に
詳
細
に
判
断
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に
も
意
義
が
あ
る
と
い
え
る
。
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そ
し
て
、
被
害
者
自
ら
創
出
し
た
高
度
な
危
険
に
応
じ
て
、
被
告
人
の
行
為
の
高
度
な
客
観
的
危
険
性
を
判
断
す
る
と
い
う
、
侵
害
行

為
と
防
衛
行
為
の
危
険
性
を
比
較
衡
量
し
て
、
相
当
性
の
判
断
が
な
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
も
意
義
が
あ
ろ
う
。

（
（
）
「
難
解
な
法
律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
」
司
法
研
究
報
告
書
第
六
一
輯
第
一
号
二
二
頁
（
二
〇
〇
九
年
）、
香
城
敏
麿
・
昭
五
〇
最
判
解
説
（
刑
）

二
九
〇
頁
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
（
総
論
）〔
第
四
版
〕』
三
九
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
（
）
司
法
研
究
報
告
書
・
前
掲
注（
（
）参
照
。

（
（
）
松
原
芳
博
「
偶
然
防
衛
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
四
七
頁
。

（
（
）
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
二
版
〕』
二
三
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
（
）
大
谷
實
『
刑
法
講
義
総
論
〔
新
版
第
三
版
〕』
二
九
〇
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
九
年
）。

（
（
）
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
』
三
四
一
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
年
）
は
、「
法
益
保
全
意
思
と
は
い
ま
法
益
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
行
為
を
行
お
う
と
す
る
意
思
で
あ
る
」
と
い
う
。

（
（
）
曽
根
威
彦
「
過
失
犯
と
緊
急
行
為
」
植
松
正
ほ
か
『
現
代
刑
法
論
争
Ⅰ
〔
第
二
版
〕』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）
一
五
六
頁
、
同
様
に
、「
急

迫
不
正
の
侵
害
の
認
識
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
、
自
己
又
は
他
人
の
権
利
を
防
衛
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
行
為
を
行
な
う
と
い
う
意
思
」
と

解
す
る
も
の
と
し
て
、
井
上
彰
「『
防
衛
の
意
思
』
の
内
容
に
つ
い
て
」
明
治
大
学
大
学
院
紀
要
二
三
集
（
（
）（
一
九
九
五
年
）
三
八
頁
。

（
（
）
花
井
哲
也
「
過
失
犯
と
違
法
阻
却
事
由
」
阿
部
純
二
ほ
か
編
『
刑
法
基
本
講
座
第
三
巻
』（
法
学
書
院
、
一
九
九
四
年
）
一
九
五
頁
。

（
9
）
山
本
紘
之
「
過
失
犯
に
お
け
る
主
観
的
正
当
化
要
素
│
特
に
防
衛
の
意
思
に
つ
い
て
│
」
中
央
大
学
大
学
院
研
究
年
報
法
学
研
究
科
篇
第
三
四

号
（
二
〇
〇
五
年
）
二
二
二
頁
。

（
（0
）
吉
田
敏
雄
「
防
衛
意
思
に
つ
い
て
」『
刑
事
法
学
の
課
題
と
展
望
』
一
七
五
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）。

（
（（
）
振
津
隆
行
『
過
失
犯
に
お
け
る
主
観
的
正
当
化
要
素
の
理
論
』
一
三
一
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）。

（
（（
）
古
川
原
明
子
「
判
批
」
龍
谷
法
学
四
五
巻
三
号
（
二
〇
一
二
年
）
二
八
三
頁
は
、
防
衛
の
意
思
と
避
難
の
意
思
の
上
位
概
念
と
し
て
「
権
利
を

保
護
し
よ
う
と
す
る
何
ら
か
の
意
思
」
と
い
う
も
の
を
想
定
す
る
。

（
（（
）
香
城
・
前
掲
注（
（
）二
九
〇
頁
。
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（
（（
）
前
田
雅
英
『
刑
法
の
基
礎
・
総
論
』
一
九
七
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）。

（
（（
）
本
判
決
の
裁
判
長
裁
判
官
を
務
め
た
遠
藤
邦
彦
も
、
①
攻
撃
者
に
対
し
て
攻
撃
の
意
思
を
抱
く
こ
と
は
通
常
で
あ
る
、
②
防
衛
の
意
思
と
攻
撃

的
意
思
の
優
劣
・
軽
重
を
判
断
す
る
の
は
難
し
い
、
と
し
、
防
衛
の
意
思
に
は
、
積
極
的
加
害
意
思
（
専
ら
攻
撃
の
意
思
）
の
よ
う
な
例
外
的
事

情
を
排
除
で
き
る
役
割
を
与
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
遠
藤
邦
彦
「
正
当
防
衛
判
断
の
実
際
│
判
断
の
安
定
化
を
目
指
し
て
│
」
刑

法
雑
誌
五
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
〇
七
頁
。

（
（（
）
松
原
・
前
掲
注（
（
）四
九
頁
。

（
（（
）
内
藤
謙
『
刑
法
講
義
総
論
（
中
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
三
二
七
頁
、
大
塚
・
前
掲
注（
（
）三
八
〇
頁
。

（
（（
）
大
阪
地
判
平
成
三
年
四
月
二
四
日
（
判
タ
七
六
三
号
二
八
四
頁
）、
同
判
決
で
は
、「
防
衛
行
為
の
手
段
に
つ
い
て
客
観
的
事
実
と
行
為
者
の
認

識
と
の
間
に
食
い
違
い
が
あ
る
場
合
に
は
、行
為
者
の
認
識
を
基
準
と
し
て
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。

（
（9
）
拙
稿
「
刑
事
判
例
研
究
」
法
学
新
報
一
二
二
巻
五
・
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
〇
五
頁
。

（
（0
）
最
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
四
日
（
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
五
七
三
頁
）
な
ど
。

（
（（
）
過
失
犯
と
緊
急
避
難
の
成
否
に
つ
い
て
、
注
意
義
務
は
構
成
要
件
段
階
の
一
般
人
を
基
準
と
す
る
類
型
的
判
断
で
、
避
難
す
る
た
め
に
他
に
方

法
が
な
か
っ
た
か
と
い
う
補
充
性
充
足
の
判
断
は
当
該
具
体
的
状
況
を
前
提
と
し
た
具
体
的
、
実
質
的
判
断
で
あ
る
か
ら
、
判
断
が
異
な
る
可
能

性
も
あ
る
と
す
る
と
い
う
見
解
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、
川
端
博
『
刑
法
総
論
講
義
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
三
二
四
頁
。
お

よ
び
、
内
田
文
昭
＝
長
井
圓
「
業
務
上
過
失
傷
害
行
為
に
緊
急
避
難
の
成
立
を
認
め
た
事
例
」
上
智
法
學
論
集
一
六
巻
三
号
（
一
九
七
二
年
）
七

七
頁
。

（
（（
）
橋
爪
隆
「
相
当
性
の
判
断
と
行
為
時
に
お
け
る
退
避
可
能
性
」
刑
法
雑
誌
五
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
一
年
）
二
七
九
頁
。

（
（（
）
坂
下
陽
輔
「
判
批
」
立
命
館
法
学
三
五
九
号
（
二
〇
一
五
年
）
三
二
四
頁
。

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


