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判
例
研
究

江

藤

孝

一
部
有
罪
一
部
無
罪
の
判
決
に
対
し
全
部
に
つ
い
て
控
訴
の
申
立
が
あ
り

有
罪
部
分
に
つ
い
て
理
由
が
な
く
無
罪
部
分
に
つ
い
て
第
一
審
判
決
破
棄

の
理
由
が
あ
る
と
き
の
措
置

　
　
　
　
（
最
高
裁
第
三
小
法
廷
昭
和
三
八
年
一
一
月
一
二
日
判
決
刑
集
一
七
巻
一
一
号
二
三
六
七
頁
）

〈
参
照
条
文
〉
　
　
刑
法
四
五
条
、
，
四
七
条
、
刑
訴
三
五
七
条
、
三
九
七
条

判例群究

〔
事
実
〕
　
本
件
被
告
人
は
、
窃
盗
及
び
現
住
建
造
物
放
火
未
遂
の
各
公
訴
事
実
に
つ
い
て
起
訴
せ
ら
れ
た
。

　
第
一
審
は
、
各
事
実
に
つ
き
、
窃
盗
に
つ
い
て
は
有
罪
と
し
て
懲
役
一
〇
月
に
処
し
た
が
、
放
火
未
遂
に
つ
い
て
は
、
各
情
況
事
実
を

総
合
す
れ
ば
「
被
告
人
が
放
火
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
は
多
分
に
存
す
る
け
れ
ど
も
」
未
だ
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
無
罪

を
言
い
渡
し
た
。
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究弼鞭“
干

こ
の
判
決
無
し
、
検
察
官
は
有
罪
無
罪
器
部
に
つ
き
控
訴
を
申
し
諏
煎
る
旨
の
控
訴
申
立
書
を
恕
し
（
｝
“
㌦
難
欝
慧

募
至
難
営
養
慕
鍔
瓢
瓢
遡
、
芳
、
被
告
人
も
有
罪
部
分
に
つ
き
事
護
馨
を
主
張
し
て
控
訴
し
た
。

　
原
審
は
、
放
火
未
遂
の
点
に
つ
き
、
　
「
本
件
の
放
火
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
か
を
明
確
に
す
べ
き
直
接
証
拠
の
存
在

し
な
い
こ
と
は
、
ま
さ
に
原
判
決
の
説
く
と
お
り
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
」
　
「
何
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
点
火
の
処
置
を
と
っ
た
も
の
と
認

め
て
も
決
し
て
経
験
則
長
ず
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
二
審
判
決
を
破
棄
し
馨
人
を
徴
心
役
三
年
に
処
し
（
歎
灘
哨
寵
額

瑠
焼
塒
醐
離
婁
魏
竣
漣
レ
綜
上
し
）
、
他
方
、
有
罪
部
分
に
対
す
る
被
告
人
の
控
訴
を
棄
却
し
た
（
糠
無
幽
雛
糠

獅
麗
菰
取
舗
鞠
礫
醗
廓
鯨
炉
雌
器
器
鋼
線
融
礪
腰
細
繋
）
。

　
こ
れ
に
対
し
弁
護
人
は
、
原
審
が
放
火
未
遂
に
対
す
る
無
罪
判
決
を
破
棄
し
有
罪
に
処
し
た
の
は
憲
法
途
反
で
あ
る
等
の
主
張
を
す
る

と
と
も
に
、
次
の
ご
と
き
判
例
違
反
、
法
令
解
釈
の
誤
を
主
張
し
た
。

　
「
放
火
未
遂
の
罪
と
窃
盗
の
罪
と
は
刑
法
第
四
五
条
の
併
合
罪
で
あ
る
か
ら
こ
れ
に
関
す
る
条
項
が
藤
里
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る

が
、
原
判
決
は
併
合
罪
の
条
項
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
、
放
火
未
遂
の
罪
に
つ
い
て
単
独
で
懲
役
三
年
を
言
い
渡
し
て
い
る
。
他
方
弁
護

入
の
有
罪
部
分
に
対
す
る
控
訴
を
棄
却
し
た
の
で
、
第
一
審
判
決
が
窃
盗
の
罪
に
つ
い
て
な
し
た
懲
役
十
月
の
判
決
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て

い
る
観
を
呈
し
て
い
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
原
判
決
は
併
合
罪
の
各
訴
因
毎
に
別
個
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
は
放
火

未
遂
の
罪
で
三
年
目
窃
盗
の
罪
で
二
刀
の
智
慧
役
役
を
科
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
」
　
「
し
か
し
こ
れ
は
刑
法
纂
四
五
条
の
規
定
を
看
過
し

た
処
置
で
あ
り
、
被
告
人
を
不
利
に
陥
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
　
「
結
局
第
二
審
判
決
は
本
件
の
放
火
未
遂
の
罪
と
窃
盗
の
罪
に
つ
い

て
敢
え
て
刑
法
第
四
五
条
を
適
用
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
明
か
に
法
令
の
解
釈
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。
〕
　
「
し
か
も
第
二
審

判
決
は
以
上
の
点
に
つ
志
、
こ
大
審
院
大
正
一
四
年
一
二
月
一
ご
一
日
決
定
．
に
違
反
し
、
ま
た
東
京
高
裁
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
二
日
判
決
に

反
し
て
い
る
。

官な証石をきしてし
のお拠メしと　直　たは’
奮’に調っ接。’蓬

蠣ミ離概灘
のは放一の　の
控検火情と存　にに
訴察を況認在　　　対お
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〔
判
旨
〕
　
最
高
裁
判
所
は
、
弁
護
人
の
違
憲
の
主
張
等
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
ら
な
い
と
し
た
が
、
刑
法
四

　
五
条
の
適
用
に
つ
い
て
の
判
例
違
反
、
法
令
解
釈
の
誤
の
論
旨
に
つ
い
て
は
、
　
コ
つ
の
判
決
に
お
い
て
、
認
定
に
か
か
る
被
告
人
の
窃

　
盗
と
現
住
建
造
物
放
火
未
遂
と
が
刑
法
四
五
条
前
段
の
併
合
罪
の
関
係
に
立
ち
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
被
告
人
を
有
期
懲
役
に
処
す
べ

　
き
も
の
と
す
る
場
合
に
は
、
同
法
四
七
条
を
適
用
し
、
よ
っ
て
定
ま
っ
た
刑
期
範
囲
内
に
お
い
て
、
被
告
人
に
対
し
一
個
の
有
期
懲
役
を

　
言
い
渡
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
龍
眼
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
法
学
本
条
所
定
の
刑
期
範
囲
内
で
各
別
の
懲
役
刑
を
言
い
渡
す
が
如

　
き
は
許
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
説
示
し
た
上
、
　
「
原
判
決
の
認
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
原
判
示
の
窃
盗
と
放
火
未
遂
と
は
刑

　
法
四
五
条
前
段
の
併
合
罪
の
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
原
審
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
有
期
懲
役
に
処
す
べ
き
も
の
と
す
る

　
の
で
あ
る
か
ら
、
　
原
審
と
し
て
は
、
　
第
一
審
判
決
中
無
罪
部
分
を
破
棄
し
て
被
告
人
の
放
火
未
遂
罪
に
つ
き
懲
役
三
年
を
言
い
渡
す
一

　
方
、
窃
盗
有
罪
の
部
分
に
つ
い
て
の
控
訴
を
棄
却
す
る
が
如
き
こ
と
は
な
す
べ
き
で
な
く
、
す
べ
か
ら
く
第
一
審
判
決
全
部
を
破
棄
し
た

　
上
、
原
審
の
認
め
た
放
火
未
遂
と
窃
盗
と
の
五
罪
に
つ
き
刑
法
四
五
条
、
四
七
条
を
適
用
し
て
、
併
合
罪
の
加
重
を
し
た
刑
期
範
囲
内
で

　
被
告
人
を
一
個
の
有
期
懲
役
刑
に
処
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
原
判
決
は
こ
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
論
旨
引
用
の

　藤
判
例
（
東
山
星
．
同
義
判
所
昭
和
二
八
年
（
う
）
三
八
八
一
．
高
年
三
塑
三
具
口
渡
第
四
刑
事
部
署
決
、
高
等
裁
判
所
刑
事
判
決
集

創
六
巻
三
．
碧
天
九
七
頁
）
の
鳶
口
に
反
－
．
、
刑
法
四
七
奮
違
反
す
る
。
」
と
判
示
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
差
し
戻
し
た
。

鷹
な
お
、
茉
裁
判
官
に
は
、
①
刑
法
四
五
条
、
四
七
条
の
立
法
趣
旨
は
、
そ
の
各
罪
の
最
高
限
ま
た
は
最
下
限
も
し
く
は
最
一
艘
と
最

憐
下
限
の
工
め
併
科
を
し
た
り
、
執
行
瀬
瀬
の
懲
役
刑
と
そ
れ
の
付
か
な
い
徴
心
量
刑
を
言
い
渡
し
た
り
す
る
が
ご
と
き
こ
と
を
・
特
別
の

細
犯
罪
は
別
と
し
て
、
不
都
八
呆
六
部
で
あ
っ
て
、
有
機
的
で
な
い
も
の
と
し
て
禁
止
し
よ
う
と
す
る
に
あ
る
旨
・
②
本
件
を
差
し
戻
す

匠
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
刑
期
の
痴
の
翔
懲
役
刑
に
処
す
べ
き
か
の
問
檬
・
書
面
鐘
審
で
あ
る
上
告
審
と
し
て
は
・
震
の
場
合

磁
（
刑
訴
四
＝
条
二
号
）
と
く
ら
べ
て
む
つ
か
し
い
か
ら
で
あ
る
旨
・
の
補
足
意
見
が
あ
る
・
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判例研究

〔
研
究
〕
　
　
一
　
本
判
決
の
趣
旨
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
一
部
有
罪
（
有
期
懲
役
刑
）
一
部
無
罪
の
第
一
審
判
決
に
対
し
、
全
部
に
つ
い
て

控
訴
の
申
立
が
あ
り
、
無
罪
部
分
に
つ
い
て
判
決
を
破
棄
す
べ
き
理
由
が
あ
っ
て
、
こ
れ
を
有
期
懲
役
刑
に
処
す
る
に
は
、
有
罪
部
分
に

つ
い
て
控
訴
の
理
由
が
な
い
場
合
で
も
、
全
部
に
つ
い
て
第
一
審
判
決
を
破
棄
し
、
刑
法
四
五
条
、
四
七
条
を
適
用
し
て
一
個
の
有
期
懲

役
刑
を
も
っ
て
処
断
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
に
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
　
「
有
罪
部
分
に
つ
い
て
、
控
訴
申
立
の
理
由
が
な
い
場
合
で
も
」
全
部
に
つ
い
て
破
棄
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
原
審
の

と
っ
た
ご
と
き
措
置
は
法
律
上
当
然
に
許
さ
れ
な
い
の
か
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
、
併
合
罪
に
つ
い
て
の
刑
法
刑

事
訴
訟
法
上
の
取
扱
い
を
考
察
し
つ
つ
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
刑
法
は
・
四
五
条
以
下
に
お
い
て
、
併
合
罪
と
は
何
か
、
そ
の
刑
は
吸
収
主
義
・
加
重
主
義
・
併
科
主
義
の
い
ず
れ
に
よ
る
べ
き
か
、

余
罪
の
裁
判
及
び
そ
の
刑
の
執
行
を
ど
う
す
る
か
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
そ
の
法
文
上
か
ら
は
、
併
合
罪
は

必
ず
併
合
審
理
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
か
、
同
時
に
裁
判
の
言
い
渡
し
を
す
べ
き
で
あ
る
と
か
の
、
結
論
は
引
き
出
せ
な
い
。
た
だ
、
併
合

罪
で
あ
る
と
き
は
、
刑
の
適
用
上
ま
た
は
執
行
上
の
い
つ
れ
か
で
そ
れ
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
も
し
同
時
に
裁
判
を
言
い
渡
す
と

き
に
は
必
ず
刑
の
適
用
上
の
考
慮
を
す
べ
し
（
本
判
決
も
こ
の
こ
と
を
説
示
し
て
い
る
）
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
方
、
刑
事
訴
訟
法
上
は
、
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
同
罪
は
、
同
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
（
鞠
黒
黒
獄
犠
遡
辮
劉

錠
場
）
に
適
当
と
み
と
め
る
と
き
に
は
、
当
事
者
の
請
求
発
は
職
楚
よ
り
、
決
定
（
早
船
心
学
早
番
情
態
哩
叢
伸
聾
㌍

議
鎗
哩
寺
運
蝕
需
可
融
郁
饗
し
て
起
訴
）
で
糞
を
併
《
糠
的
）
す
る
こ
と
が
で
き
（
刻
攣
を
、
他
の
裁
判
所
に

係
属
し
て
い
る
場
合
で
も
翠
雲
件
と
し
て
一
定
の
条
件
の
も
と
に
併
馨
理
が
で
き
る
（
劉
譜
条
）
．
し
か
し
、
葎
を
併
合
す
る

に
は
何
ら
の
要
件
も
な
い
（
．
平
野
。
前
掲
童
円
球
⊥
ハ
四
一
〉
か
り
、
併
合
罪
で
あ
り
、
同
時
審
判
の
可
能
性
が
あ
．
て
も
、
必
ず
し
も
同
時
に
裁
判
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
は
な
い
し
（
麟
難
牌
麓
瑚
レ
藷
錦
鯉
糖
論
野
蒜
夕
影
創
黒
影
辮
離
論
誰
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刑法四五条四七条の法意（江藤）

飽
。
齪
早
言
書
風
蕩
る
の
に
）
、
か
え
。
て
審
級
の
利
益
を
害
し
て
ま
で
童
を
併
合
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る

（二

W
六
巻
三
三
九
頁
）
。
ま
た
、
併
合
審
理
さ
れ
る
場
合
で
も
、
そ
れ
に
よ
．
て
事
件
が
単
一
に
な
る
の
で
は
な
く
、
訴
訟
行
為
は
、

通
常
数
個
の
事
件
に
共
同
の
効
果
を
も
つ
と
い
う
に
と
ど
ま
り
、
性
質
上
ま
た
は
特
に
一
方
の
事
件
に
つ
い
て
だ
け
、
訴
訟
行
為
を
行
な

う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
（
平
野
・
刑
事
訴
訟
法
（
昭
和
二
九
年
）
一
五
〇
頁
）
の
だ
か
ら
、
併
合
罪
中
の
あ
る
罪
に
つ
き
終
局
裁
判
に
熟
し
他
事
件
が
相
当
な
長

期
に
わ
た
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
迅
速
な
裁
判
の
要
請
か
ら
も
、
何
も
他
事
件
と
常
に
運
命
を
共
に
さ
せ
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
弁
論
分
離
決
定
を
し
て
裁
判
す
る
こ
と
は
勿
論
、
　
そ
う
で
な
く
と
も
、
民
訴
一
八
三
条
の
ご
と
く
、
　
一
部
判
決

離
離
輕
鶴
葬
熱
学
短
嘉
聖
篇
の
分
）
を
す
る
こ
と
も
党
ら
れ
ぬ
こ
と
で
は
な
い
（
翻
覇
誰
囎
転
離
螺
簾

に
な
る
。
刑
法
五
〇
条
は
「
既
二
裁
判
ヲ
経
タ
ル
罪
卜
未
タ
裁
判
ヲ
経
サ
ル
罪
ト
ア
ル
叶
キ
ハ
」
と
規
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
刑
法
四
五
条
の
ご
と
く
「
確

　
　
　
　
と
は
し
て
い
な
い
か
ら
、
四
五
条
前
段
に
該
当
す
れ
ば
必
ず
四
七
条
（
有
期
懲
役
選
択
の
と
き
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
適
用
す
べ
し
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は

定
裁
判
」

聰
．
鷲
齢
講
熱
醗
輪
業
纏
縫
鮮
価
船
碩
離
鰐
聯
装
鯖
縫
鵜
舗
魏
癬
襲
銀
縷
隠
る
）
．
た
だ
、
訴

訟
法
上
、
併
合
罪
に
つ
い
三
個
の
有
期
懲
役
（
禁
鋼
）
の
一
百
渡
し
が
あ
。
た
場
倉
は
、
蔀
上
訴
（
響
矩
）
の
関
係
で
不
可
分
と

な
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
刑
法
刑
事
訴
訟
法
の
形
式
的
文
言
か
ら
た
だ
ち
に
は
、
併
合
罪
に
つ
い
て
、
併
合
審
理
、
同
時
裁
判
の
言
渡

し
の
必
然
性
は
出
て
こ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
原
審
の
と
っ
た
有
罪
部
分
棄
却
無
罪
部
分
破
棄
自
判
の
措
置
も
法
律
上
当
然
に
不
当

だ
と
き
め
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
、
原
審
は
、
有
罪
部
分
に
つ
い
て
は
、
単
に
事
後
審
と
し
て
そ
の
当
否
を
審

査
し
て
申
立
の
欝
が
な
い
と
し
た
に
と
ど
ま
り
（
恥
麓
響
、
審
理
は
多
芸
に
お
い
て
終
了
し
（
銚
膿
疑
禦
翫
殉
錺
」
「
麟

鎧
、
破
書
判
し
た
無
罪
部
分
（
心
証
形
成
が
あ
る
）
と
併
合
毒
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
か
ら
、
肇
部
分
案
罪
（
論
旨
鯉
鋼
味
タ
）

と
し
て
処
断
す
れ
ば
足
り
、
全
部
を
破
棄
す
る
必
要
が
な
い
と
解
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
し
（
源
講
製
乱
騰
鶴
鯉
競
蒜
蔀

蝶
霧
寄
書
韓
鎌
脚
㍊
灘
鵠
濫
鶴
蕗
殺
ド
輪
誘
樋
謬
説
肌
諒
助
珈
箋
麓
二
誌
論
適
）
、
ま
た
、
併
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合
審
理
し
た
の
だ
と
解
し
た
と
し
て
も
、
有
罪
部
分
に
つ
い
て
申
立
の
理
由
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
第
一
審
の
判
断
を

是
認
す
る
に
す
ぎ
ず
（
判
断
は
既
に
あ
っ
た
（
「
既
二
裁
判
ヲ
経
タ
」
）
の
で
あ
っ
て
）
、
同
時
に
裁
判
を
言
い
渡
す
こ
と
に
な
、
り
な
い
か
・
り
、
刑
法
四
七
条
の
適
用
な
く
有

期
懲
役
刑
が
併
存
す
る
輩
と
な
っ
て
も
や
む
を
・
殺
い
と
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
な
お
、
法
律
の
ひ
ろ
ば
一
七
巻
二
号
二
四
頁
の
石
丸
調
査
官
の
解
説
参
照
）
．

で
は
、
原
審
の
措
置
を
不
当
と
す
る
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

二
従
来
、
狭
義
の
併
合
罪
（
撚
的
）
の
膿
は
、
罪
数
論
を
別
に
す
れ
ば
、
主
と
』
し
、
天
が
数
罪
を
犯
し
た
場
倉
、
そ
れ
が

同
時
審
判
の
可
能
性
が
あ
る
か
あ
っ
た
と
し
て
、
併
合
罪
と
し
て
の
有
利
な
取
扱
い
を
う
け
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
確
定
裁
判
に
よ
っ
て
遮

断
さ
れ
同
時
審
判
の
不
可
能
な
罪
と
し
て
、
非
併
合
罪
と
し
て
の
不
利
な
刑
の
併
科
を
う
け
る
べ
き
か
、
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

（不

@
総
論
四
四
八
頁
以
下
、
小
野
・
刑
法
概
論
一
七
〇
頁
、
中
野
）
．
蛎
翫
遺
二
期
欝
）
。
判
例
も
ま
た
、
藏
判
確
定
前
二
犯
シ
タ
ル
罪
義

判
確
覆
二
犯
シ
タ
ル
罪
久
併
置
斐
非
ズ
」
（
大
判
昭
七
年
五
月
二
六
日
刑
集
一
一
巻
七
二
五
頁
）
、
「
各
其
刑
ヲ
併
科
セ
フ
ル
ベ
キ
モ
ノ
ナ
ル
や
論
ナ
と

（大

^
一
七
一
一
五
六
〇
頁
）
隆
原
則
を
判
示
し
、
連
続
犯
、
常
習
犯
、
継
続
犯
、
蘂
犯
、
包
括
扉
苛
つ
い
て
は
、
そ
れ
・
り
の
嵩

に
難
裁
判
が
介
在
す
る
と
き
・
そ
の
前
後
の
行
為
は
別
罪
を
構
成
す
る
か
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
積
極
に
解
し
（
礁
禦
。
っ
聴

結
糊
郵
馨
毒
悪
脂
観
照
璽
⑳
購
東
）
、
あ
る
い
は
消
極
に
解
し
、
犯
行
の
始
期
を
基
準
と
し
て
併
合
罪
の
関
係
空
晃
つ

と
し
（
継
続
犯
に
つ
き
大
阪
高
判
昭
三
二
年
一
月
三
〇
日
刑
集
一
〇
巻
一
七
頁
、
常
習
犯
に
つ
き
大
阪
高
判
昭
三
二
年
一
〇
月
一
＝
日
刑
集
一
〇
巻
六
九
二
頁
）
・
ま
た
は
終
期
聴
罪
と
し
て
併
合
罪
の
関
係
に
立
た
な
い

と
し
（
継
続
犯
に
つ
き
名
古
屋
高
子
昭
二
六
年
三
月
一
六
日
刑
集
四
巻
三
二
二
頁
、
官
爵
昭
三
五
年
二
月
九
日
刑
集
一
四
巻
八
二
頁
、
営
業
犯
に
つ
き
東
京
高
高
昭
三
五
年
二
月
一
六
日
刑
集
＝
二
巻
七
三
頁
）
、
さ
り
に
確
定
裁
判
と
り
つ
こ
と
に
つ

い
て
は
執
行
猶
予
謂
経
過
後
で
あ
れ
（
酪
腰
輻
三
鼎
詮
請
二
）
、
大
赦
が
あ
．
た
場
合
で
あ
れ
（
諾
鋤
娯
誰
墨
、
そ
の

事
実
を
抹
殺
す
る
も
の
で
な
い
と
し
、
ま
た
確
定
裁
判
の
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
す
る
証
拠
書
類
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
併
合
関
係
を
遮
断

す
る
被
告
入
に
不
利
な
妻
で
あ
る
か
ら
・
刑
訴
・
6
五
条
に
よ
る
取
り
調
べ
を
す
る
こ
と
垂
す
る
と
し
て
い
る
（
服
濯
賑
斬
幕

捲
㌫
〉
。
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し
か
し
、
同
じ
く
併
合
罪
と
し
て
有
利
な
取
扱
い
を
う
け
る
と
さ
れ
な
が
ら
、
本
件
の
ご
と
く
二
個
の
有
期
懲
役
を
選
択
す
る
場
合
、
同

時
に
裁
判
を
言
い
渡
さ
れ
刑
法
四
七
条
に
よ
り
加
重
さ
れ
る
と
き
と
（
併
科
主
義
に
く
ら
ぶ
れ
ば
減
軽
－
滝
川
春
雄
・
併
合
罪
と
累
犯
（
刑
法
講
座
四
巻
）
一
九
四
頁
）
、
余
罪
と
し
て
刑
法
五

一
条
に
よ
り
執
行
の
段
階
で
調
整
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
と
き
と
で
は
、
後
者
が
は
な
は
だ
し
く
不
利
益
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
四
七
条
の
場
合
に
は
、
加
重
刑
の
限
度
に
お
い
て
宣
告
刑
が
量
定
せ
ら
れ
る
の
に
対
し
、
五
一
条
の
場
合
に
は
、

宣
告
刑
が
加
重
刑
の
限
度
ま
で
併
科
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
牧
野
・
刑
法
総
論
四
五
九
頁
）
。
こ
と
に
、
余
罪
の
法
定
刑
の
下
限
が
高
い

場
倉
の
不
利
益
は
著
し
い
（
吉
川
経
夫
・
刑
法
総
論
二
八
四
頁
）
。
そ
こ
で
、
被
告
人
の
不
当
な
不
利
華
排
除
す
る
に
は
、
で
き
る
限
り
、
併
盒
非
に
つ

い
て
併
合
審
理
、
同
時
裁
判
の
言
い
渡
し
が
望
ま
し
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
判
例
も
こ
の
よ
う
な
考
慮
に
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で

は
な
い
。

　
①
ま
ず
、
本
判
決
及
び
弁
護
人
の
上
告
趣
意
に
引
用
の
東
京
高
裁
昭
和
二
八
年
一
二
月
二
二
日
判
決
は
、
一
部
有
罪
一
部
無
罪
の
判
決

に
対
し
、
検
察
官
か
ら
全
部
に
つ
き
控
訴
の
申
立
が
あ
り
、
無
罪
部
分
に
つ
き
原
判
決
破
棄
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
　
「
当
然
に
い
ま

だ
難
を
み
な
い
右
全
部
に
つ
き
原
判
決
を
肇
す
べ
き
も
の
と
解
す
る
の
霜
露
と
す
る
」
（
大
副
大
一
四
年
一
二
月
二
二
日
刑
集
四
巻
七
七
四
頁
参
照
）
と
判
示
し

て
い
る
（
離
鞍
獲
墾
欝
嚢
欝
欝
醐
諾
蘭
灘
瀬
舗
難
響
鰭
録
詫
難
解
舘
黎
脚
鍍
蛸
誌
鍵
離
鶉
鞭

論
紛
務
袈
蟻
韓
縣
瀦
な
）
．

　
②
次
に
、
右
引
用
の
大
審
院
決
定
は
、
原
審
の
一
部
無
罪
一
部
有
罪
の
判
決
に
つ
き
検
察
宮
が
無
罪
部
分
に
つ
い
て
は
事
実
誤
認
、
有
罪

部
分
に
つ
い
て
は
量
刑
不
当
の
上
告
申
立
を
な
し
た
の
に
対
し
、
　
「
記
録
直
付
売
出
ス
ル
ニ
原
審
宿
所
論
強
姦
被
告
事
件
二
付
被
告
人
二

対
シ
犯
罪
ノ
証
明
ナ
シ
ト
シ
テ
無
罪
ノ
言
イ
渡
シ
ヲ
為
シ
タ
ル
ハ
事
実
ノ
真
相
二
関
シ
重
大
ナ
ル
誤
認
ア
ル
コ
ト
ヲ
疑
フ
ニ
足
ル
ヘ
キ
顕

著
ナ
ル
事
由
ア
リ
ト
認
ム
従
テ
当
院
ハ
被
告
事
件
に
付
キ
事
実
ノ
審
理
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
タ
リ
而
シ
テ
所
論
強
姦
被
告
事
件
卜
原
判
示
堕

胎
未
遂
被
告
事
件
ト
ハ
併
合
罪
ノ
関
係
ア
リ
ト
シ
テ
共
二
起
訴
セ
ラ
レ
原
審
ハ
其
ノ
前
者
二
対
シ
テ
無
罪
其
ノ
後
者
二
対
シ
テ
有
罪
ノ
言
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イ
渡
シ
ヲ
為
シ
原
審
検
事
ハ
其
ノ
両
者
二
対
シ
上
告
申
立
ヲ
為
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
ル
墨
型
二
叙
上
ノ
理
由
二
依
り
右
強
姦
被
告
事
件
二
関

シ
事
実
ノ
審
理
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ナ
ル
以
上
ハ
堕
胎
未
遂
被
告
事
件
脚
付
テ
モ
亦
事
実
ノ
審
理
ヲ
為
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
」
　
と
判
示
し
た

（本
毎
ﾄ
の
評
釈
と
し
て
、
小
野
・
刑
事
訴
訟
判
法
例
研
究
三
五
三
頁
）
。

　
③
さ
ら
に
最
高
裁
に
も
、
原
判
決
が
一
部
無
罪
一
部
有
罪
と
し
た
場
合
に
、
無
罪
部
分
に
つ
き
検
事
が
有
罪
部
分
に
つ
き
被
告
人
が
上

告
し
た
事
案
に
つ
き
、
有
罪
部
分
に
破
棄
事
由
が
な
く
と
も
無
罪
部
分
に
破
棄
事
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
は
、
一
味
判
決
全
部
を
破
棄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前

．
場
合
、
有
罪
部
分
に
つ
い
て
は
破
棄
の
理
由
が
な
く

て
当
然
に
事
実
審
理
を
及
ぼ
す
べ
し
と
し
た
事
案
で
あ
る
が
（
小
野
・
前
掲
書
三
五
三
頁
）
、
　
そ
れ
は
無
罪
部
分
を
事
実
誤
認
で
破
棄
し
た
か
ら
有
罪
部
分

の
量
刑
不
当
を
審
査
し
な
か
っ
た
に
と
ど
ま
り
、
無
罪
部
分
に
破
棄
事
由
が
あ
れ
ば
当
然
に
有
罪
部
分
の
申
立
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
な
く
全
部
を
破
棄

婁
仙
竜
繭
例
峯
野
載
鷺
長
淵
浴
調
理
謹
蟄
凝
魏
糠
鍵
綜
肛
翻
薩
の
の
醸
輪
郭
詐
聴
（
刑
）
、
無
罪

す
べ
き
で
あ
る
、
と
の
判
例
（
最
黙
考
三
三
年
＝
月
明
日
量
集
＝
一
巻
三
四
三
九
頁
、
法
曹
時
報
一
一
巻
一
号
一
四
九
頁
）
が
あ
る
（
協
麟
酬
餓
翌
潔
程
毛
脚
）
。

以
上
の
諸
判
例
か
ら
、
併
合
罪
に
つ
童
部
有
罪
一
部
錐
の
裁
判
が
あ
り
、
そ
の
全
部
に
つ
い
て
上
訴
（
控
訴
上
告
を
問
わ
ず
）
の
壁
立
が
あ
．
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
の
大
審
院
決
定
は
、
有
罪
の
点
に
つ
い
て
其
の
「
刑
ノ
量
定
甚
シ
ク
不
当
ナ
リ
ト
思
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ヘ
キ
顕
著
ナ
ル
事
由
ア
ル
」
　
（
旧
刑
訴
四
一
二
条
）
か
否
か
を
審
査
す
る
こ
と
な
く
し

部
分
に
つ
い
て
破
棄
の
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、

す
る
、
と
の
趣
旨
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
上
訴
申
立
の
態
様
を
異
に
し
て
い
る
か
ら
、

院
決
定
の
ご
と
く
有
罪
部
分
無
罪
部
分
の
両
事
実
に
つ
き
検
察
官
の
み
が
上
訴
し
た
場
合
で
あ
り
、

無
罪
部
分
に
つ
き
検
察
官
が
有
罪
部
分
に
つ
き
被
告
人
が
上
訴
し
た
場
合
で
あ
り
、

罪
部
分
に
つ
い
て
被
告
人
が
上
訴
し
た
場
合
で
あ
る
。

個
の
有
期
懲
役
刑
を
科
せ
ら
れ
る
利
益
を
自
ら
放
棄
し
て

の
刑
を
言
い
渡
す
べ
き
と
こ
ろ
を
誤
っ
て
こ
個
の
刑
を
言
い
渡
し
た
場
合
に
、

の
取
下
げ
を
し
た
と
い
う
事
案
に
つ
き
、
　
「
上
訴
の
取
下
げ
を
な
し
た
分
に
つ
い
て
は
、

有
罪
部
分
の
み
を
先
に
確
定
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
判
決
全
部
を
破
棄
す
る
の
を
相
当
と

本
判
決
も
、
そ
れ
ら
と
同
趣
旨
に
解
せ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
、
右
の
諸
判
例
は

こ
の
点
少
し
く
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
第
一
は
①
の
東
京
高
裁
及
び
②
の
大
審

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
は
③
の
最
高
裁
判
決
の
ご
と
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
は
本
件
の
ご
と
く
全
部
に
つ
い
て
検
察
官
が
有

　
　
ま
つ
、
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
は
無
罪
部
分
が
破
棄
さ
れ
た
場
合
一

　　

@
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
話
芸
が
あ
る
（
翠
嵐
醐
翫
㌶
錘
詣
理
魁

　
　
　
　
　
　
　
　
破
告
人
が
一
旦
全
部
に
つ
い
て
上
訴
し
た
が
、
そ
の
後
一
方
に
つ
い
て
上
訴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
被
告
人
は
一
個
の
有
期
懲
役
刑
に
よ
り
科
刑
を
受
け
る
こ
と
の
利
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籍
遡
灘
紮
鰺
駐
箋
轟
喀
麟
吐
蕩
祉
認
め
て
）
・
し
か
し
、
一
個
の
刑
を
科
す
べ
き
繋
が
あ
る
限
り
は
そ
う
す
べ
き

も
の
と
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
全
部
に
つ
い
て
破
棄
す
べ
し
と
す
る
の
は
妥
当
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
本
件
の
検

察
官
の
ご
と
く
、
　
全
部
に
つ
い
て
控
訴
申
立
を
な
し
た
が
、
　
控
訴
趣
意
で
は
有
罪
部
分
に
つ
い
て
何
ら
主
張
せ
ず
無
罪
部
分
に
つ
い

て
の
み
主
張
し
た
場
長
つ
い
て
も
、
仙
台
高
裁
昭
和
二
六
年
三
月
＝
一
百
判
決
高
刑
特
報
二
二
・
三
七
頁
の
ご
と
く
（
鋼
舘
都
黙

講
褒
蒸
着
賊
罷
響
難
簸
琢
め
ザ
捌
訴
）
、
有
罪
部
分
に
つ
き
決
定
棄
却
す
べ
き
で
な
く
、
無
罪
部
分
に
つ
い
て
馨
し
た

上
も
し
そ
れ
を
破
棄
す
る
と
き
に
は
全
部
に
つ
い
て
破
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。
次
に
、
第
二
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
上
訴
申
立
者
・

を
異
に
し
審
判
の
対
象
と
し
て
も
申
立
と
し
て
も
そ
の
関
係
は
非
常
に
稀
薄
で
あ
る
か
ら
、
別
個
の
判
断
を
な
し
う
る
の
で
は
な
い
か
が

問
踵
と
な
る
。
し
か
し
、
第
一
の
場
合
に
つ
い
て
す
ら
被
告
人
の
利
益
に
解
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
の
ご
と
く
被
告
入
の
上
訴

申
立
が
あ
る
場
合
に
は
な
お
さ
ら
、
無
罪
部
分
が
破
棄
さ
れ
た
場
合
に
は
一
個
の
有
期
懲
役
刑
を
科
せ
ら
れ
る
利
益
を
も
主
張
し
て
い
る

と
解
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
（
鍵
盤
の
の
墾
讐
齢
蝶
膿
曙
議
魏
警
鐘
艘
齢
揃
誘
籐
蘇
撫
等
分
）
．
呈
の

こ
ど
か
ら
・
第
三
の
場
合
す
な
わ
ち
本
件
で
は
、
、
、
問
題
な
く
全
部
を
破
棄
す
べ
巻
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
　
い
ず
れ
に
し
て

も
・
上
訴
申
立
の
態
様
は
重
要
な
事
実
で
は
な
く
、
む
し
6
上
訴
と
い
う
訴
訟
行
為
の
解
釈
と
し
て
、
被
告
入
に
一
個
の
有
期
懲
役
刑
を

科
す
べ
き
機
会
が
あ
る
以
上
は
、
蓮
全
部
に
つ
い
て
為
す
べ
き
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
魂
難
鶴
ひ
ろ
ば
）
。

　
三
　
以
上
の
検
討
か
ら
、
本
判
決
は
、
併
合
罪
に
つ
き
二
個
以
上
の
有
期
懲
役
刑
に
処
す
べ
き
場
合
に
、
刑
法
四
七
条
に
よ
る
加
重
主

義
と
刑
法
五
一
条
に
よ
る
併
科
主
義
と
の
不
均
衡
を
で
き
る
限
り
是
正
し
被
告
人
に
不
当
の
不
利
益
を
科
さ
な
い
趣
旨
で
あ
る
こ
と
が
認

あ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
政
策
的
意
図
に
合
致
す
る
の
み
な
ら
ず
、
刑
罰
の
本
旨
に
も
そ
う
も
の
で
あ
る
と
解
せ

ら
れ
る
。

　
今
や
、
併
合
罪
に
つ
い
て
自
由
刑
が
競
合
す
る
限
り
で
は
、
　
「
犯
罪
の
数
だ
け
の
刑
罰
」
　
（
O
＝
o
什
畠
①
一
一
。
＄
8
け
b
o
Φ
8
）
と
い
う
刑
＄可　（＝3●61；）　2うg



半II’｛列了ヲFlう「同

法
の
私
法
的
見
解
は
是
認
さ
れ
え
な
い
。
け
だ
し
、
た
と
え
現
に
犯
し
た
罪
が
数
個
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
に
科
せ
ら
れ
る
刑
は
単
一

の
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
責
任
の
分
量
が
犯
罪
の
個
数
と
算
術
的
に
比
例
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
到
底
承
認
さ

れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
げ
。
あ
る
（
中
野
。
前
掲
書
一
三
七
五
頁
）
。
こ
の
こ
と
は
、
入
権
提
論
、
社
会
的
責
任
論
の
見
地
か
り
は
当
然
の
帰
結
で
あ

る
が
（
団
藤
・
前
掲
書
三
四
九
頁
、
牧
野
・
罪
刑
法
定
主
義
と
犯
罪
微
表
説
二
二
七
頁
参
照
）
、
道
書
責
任
論
に
お
い
て
も
ま
た
蹴
り
圭
。
れ
る
璽
。
あ
る
（
拠
蟹
灘
惣
雛
継

諮
納
）
。
ま
た
、
の
悉
曇
6
§
ξ
§
島
原
寝
藁
持
し
て
き
突
陸
法
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
刑
法
七
四
条
は

自
由
刑
の
回
書
関
す
詰
り
口
書
肇
義
（
。
①
．
・
豊
の
ぎ
h
①
）
を
と
っ
て
い
る
（
謂
蕗
嬰
鐸
姐
⑦
M
㍉
．
・
，
h
・
q
．
．
Φ
．
、
げ
¢
．
げ
）
・
と

こ
ろ
で
、
現
行
刑
法
は
併
合
罪
に
お
い
て
自
由
刑
が
競
合
す
る
場
合
に
、
四
七
条
に
お
い
て
加
重
単
一
刑
主
義
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
他
方
そ
れ
は
五
爵
の
併
科
主
楚
よ
っ
て
修
正
せ
ら
れ
る
（
耽
駄
籔
紮
螺
輪
撚
謬
闘
野
鼠
㌶
期
縮
隷
譲
罵

籍
r
難
業
鈍
調
難
醐
彗
回
議
端
麗
犠
欝
欝
認
雛
備
纏
毯
鹸
雌
器
鍛
棚
鰍
饗
螺
）
詳
は
槻
イ
禦
鶴
職

馳
聴
隷
総
鰐
累
（
同
時
裁
判
の
場
合
に
準
じ
て
単
一
の
刑
に
中
野
・
前
掲
書
一
三
八
＝
貝
）
）
・
し
か
し
・
刑
罰
の
統
一
性
の
奔
か
ら
、
あ
豊
壱
四
七
条
が

原
則
で
あ
っ
て
、
五
一
条
は
や
む
を
え
な
い
場
合
の
例
外
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
本
判
決
は
こ
の
よ
う
な
趣
旨
を
も
含
む
も
の
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
四
　
結
局
、
本
判
決
は
被
告
人
に
不
当
な
不
利
益
を
科
さ
な
い
と
す
る
政
策
的
意
図
に
も
、
ま
た
刑
罰
の
統
一
性
と
い
う
本
質
に
も
そ

う
も
の
で
あ
っ
て
、
正
当
と
考
え
る
。
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