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一．

は
じ
め
に

刑
事
責
任
能
力
は
、
主
に
、
実
体
刑
法
に
お
け
る
課
題
、
す
な
わ
ち
責
任
要
件
の
内
容
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
認
定
さ

れ
る
手
続
上
の
場
面
に
お
け
る
問
題
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
１
）

。
民
事
法
に
お
け
る
権
利
義
務
の
実
現
と
異
な
り
、
刑
事
実

体
法
の
内
容
は
、
刑
事
裁
判
と
い
う
手
続
を
経
由
し
な
い
で
は
現
実
化
で
き
な
い
以
上
、
実
体
法
上
Ａ
に
対
し
「
刑
事
責
任
能
力
が
あ
る
」

と
か
「
刑
事
責
任
能
力
が
な
い
」
と
か
言
っ
て
み
て
も
、
そ
れ
は
ま
だ
問
題
の
半
分
を
語
っ
て
い
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い

（
２
）

。
刑
事
裁
判
に
お

け
る
Ａ
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
の
存
否
は
、
鑑
定
制
度
等
刑
事
訴
訟
法
上
の
制
度
を
通
じ
て
、
は
じ
め
て
具
体
的
に
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
犯
罪
の
法
効
果
と
し
て
の
具
体
的
刑
罰
権
の
存
否
及
び
そ
の
範
囲
を
認
定
す
る
た
め
の
刑
事
手
続
制
度

は
、
翻
っ
て
刑
事
実
体
法
の
構
造
に
影
響
を
与
え
、
少
な
く
と
も
実
体
刑
法
の
側
か
ら
す
る
演
繹
的
解
釈
論
に
対
し
て
一
定
の
制
限
的
作

用
を
持
つ
と
は
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

（
３
）

。
前
回
の
拙
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
実
体
法
上
の
課
題
で
あ
る
刑
事
責
任

能
力
の
体
系
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
逆
に
訴
訟
法
上
の
課
題
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
、
こ
の
問

題
に
関
す
る
未
熟
な
試
論
を
展
開
し
て
み
た
い
。
関
連
す
る
諸
問
題
が
存
在
す
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
が
、
焦
点
が
拡
散
す
る
こ
と
を

恐
れ
、
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
主
に
検
討
す
る

（
４
）

。

刑
事
責
任
能
力
に
関
す
る
訴
訟
法
的
課
題

塩
　
盛
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明
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二．

刑
事
訴
訟
の
基
礎
理
論
と
精
神
鑑
定

わ
が
国
に
お
け
る
現
在
の
精
神
鑑
定
の
実
務
は
、
捜
査
段
階
で
あ
れ
公
判
段
階
で
あ
れ
、
問
疑
さ
れ
た
事
実
に
対
し
て
、
鑑
定
人
が
、

そ
の
行
為
を
被
疑
者
・
被
告
人
の
行
為
と
措
定
し
た
上
で
、
そ
の
当
該
行
為
に
対
す
る
刑
事
責
任
能
力
の
有
無
な
い
し
程
度
を
判
断
し
て

い
る

（
５
）

。
こ
れ
は
、
実
体
法
上
は
、
行
為
責
任
の
原
則
に
適
う
も
の
で
も
あ
り
、
一
応
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る

（
６
）

。

と
こ
ろ
で
、
訴
因
と
し
て
構
成
さ
れ
た
事
実
は
、
検
察
官
の
主
張
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
審
理
の
中
で
、
裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
実
体
形

成
を
通
じ
て
認
定
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
問
疑
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
確
定
以
前
は
、
未
だ
被
告
人
の
所
為
に
よ
る
も
の
か
否
か
認
定
さ
れ

て
お
ら
ず
、
本
来
は
、
審
理
中
に
、
そ
の
事
実
の
存
在
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
、
更
に
そ
の
事
実
と
被
告
人
と
を
結
び
つ
け
て
何
か
を
考

（
１
）

典
型
的
に
は
鑑
定
制
度
（
刑
事
訴
訟
法
一
六
五
条
等
）
に
関
連
す
る
が
、
そ
の
他
の
問
題
も
存
在
す
る
。
拙
稿
「
刑
事
責
任
能
力
の
体
系
的
位
置
づ
け
」

広
島
法
学
第
三
十
二
巻
第
三
号
（
二
〇
〇
九
）
は
、
主
に
こ
の
観
点
か
ら
責
任
要
件
に
お
け
る
責
任
能
力
の
体
系
的
位
置
づ
け
を
試
み
た
も
の
で
あ
る
が
、

な
お
説
明
不
十
分
な
部
分
も
あ
り
、
そ
の
点
も
踏
ま
え
な
が
ら
本
稿
で
は
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

（
２
）

勿
論
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
実
体
刑
法
の
解
釈
論
に
実
益
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
実
定
法
上
も
、
刑
の
免
除
等
の
場
合
に
は
、
刑
罰
権
の

実
現
に
至
ら
な
い
犯
罪
論
独
自
の
レ
ゾ
ン
デ
ー
ト
ル
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
実
定
刑
法
を
超
え
た
理
論
研
究
か
ら
将
来
の
手
続
が
指

導
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
わ
が
国
の
実
定
法
が
統
一
的
正
犯
体
系
を
採
用
し
て
い
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
現
実
の
犯
罪
処

理
の
状
況
等
を
み
れ
ば
、
そ
の
研
究
の
重
要
性
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
３
）

パ
ッ
カ
ー
の
適
正
手
続
モ
デ
ル
に
い
う
障
害
物
競
走
の
思
考
と
本
稿
の
問
題
意
識
は
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
実
体
法
と
手
続
法
の
関
係

に
お
け
る
、
よ
り
前
提
的
且
つ
構
造
的
な
点
に
重
心
が
お
か
れ
て
い
る
。

（
４
）

刑
事
手
続
と
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
浅
田
和
茂
『
科
学
捜
査
と
刑
事
鑑
定
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
四
）
等
参
照
。
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え
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
心
証
形
成
そ
の
も
の
は
自
由
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
及
び
裁
判
員
に
つ
い
て
は
、
有

罪
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
自
体
を
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
特
別
の
知
識
経
験
を
有
す
る
者
に
公
正
に
法
則
や
事
実
の
判
断

を
行
わ
せ
る
鑑
定
制
度
に
お
い
て
、
鑑
定
人
は
、
訴
訟
の
進
行
に
応
じ
て
動
的
に
実
体
形
成
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
あ
る
法
則
や
事
実

に
対
し
て
静
的
で
客
観
的
な
判
断
を
期
待
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
認
定
す
べ
き
罪
体
を
所
与
の
事
実
と
し
て
、

鑑
定
の
判
断
枠
組
み
の
中
に
先
取
り
し
て
措
定
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
行
う
罪
体
の
存
在
及
び
こ
れ
と
被
告
人
と
の

結
び
つ
き
に
対
す
る
判
断
に
大
き
な
バ
イ
ア
ス
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
り
、
実
質
的
に
「
疑
わ
し
い
と
き
は
被
告
人
の
利
益
に
判
断
す

べ
し
」
と
の
原
則
に
悖
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
点
、
有
力
説
は
、
鑑
定
人
の
心
証
形
成
を
所
与
の
前
提
と
し
つ
つ
、
問
診
等
の
過
程
で
被
疑
者
が
犯
人
で
は
な
い
と
考
え
る
に
至

っ
た
場
合
に
は
、
鑑
定
を
中
止
し
、
捜
査
官
に
そ
の
旨
を
通
知
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る

（
７
）

。
し
か
し
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
嫌
疑
形
成

自
体
は
本
来
鑑
定
受
託
者
の
役
割
で
は
な
い
か
ら
、
捜
査
機
関
の
嫌
疑
が
存
在
す
る
以
上
、
犯
人
と
の
同
一
性
に
疑
義
が
生
じ
た
場
合
で

も
、
鑑
定
受
託
者
の
心
証
形
成
い
か
ん
に
拘
わ
ら
ず
鑑
定
自
体
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
鑑
定
に
お
け
る
プ

ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
侵
害
に
対
し
て
は
十
分
な
顧
慮
が
必
要
で
あ
る
が
、
鑑
定
人
（
鑑
定
受
託
者
）
の
役
割
は
、
嫌
疑
形
成
を
行
っ
て
判
断
者

（
裁
判
官
・
裁
判
員
）
に
対
し
訴
訟
課
題
を
提
供
す
る
捜
査
官
及
び
訴
追
官
の
職
責
と
同
一
で
は
な
い
。
な
お
、
所
論
は
捜
査
段
階
に
お

け
る
嘱
託
鑑
定
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
公
判
段
階
に
お
け
る
鑑
定
で
は
そ
も
そ
も
鑑
定
の
中
止
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の

論
理
に
従
え
ば
、
鑑
定
意
見
の
内
容
に
お
い
て
同
一
性
の
疑
義
を
示
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
も
鑑
定
人
の
心
証
形

成
は
、
訴
訟
の
本
案
に
対
す
る
実
体
形
成
と
は
そ
の
性
質
上
切
り
離
さ
れ
て
い
る
は
ず
で

（
８
）

、
訴
訟
構
造
上
判
断
者
と
し
て
の
地
位
に
あ
る

裁
判
官
及
び
裁
判
員
の
実
体
形
成
過
程
に
合
流
さ
せ
て
鑑
定
人
の
心
証
形
成
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
鑑
定
人
の
訴
訟

法
的
地
位
は
裁
判
官
と
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
鑑
定
は
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
自
由
心
証
主
義
に
対
す
る
合
理
的
か
つ
客
観
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的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
手
段
で
あ
り
、
本
案
に
対
す
る
判
断
者
と
は
別
の
視
角
か
ら
、
限
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
専
門
的
判
断
を
行
う
と

こ
ろ
に
そ
の
意
義
が
存
在
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
当
該
行
為
と
結
び
つ
け
て
被
告
人
の
責
任
能
力
を
判
断
す
る
現
在
の
精
神
鑑
定
の
手
法
な
い
し
前
提
は
、
実

体
法
的
に
は
行
為
責
任
主
義
か
ら
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
実
は
被
告
人
の
犯
行
を
前
提
と
し
た
判
断
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
手
続
法
上

は
、
プ
ロ
レ
オ
原
則
か
ら
大
き
な
疑
問
が
生
じ
る
。
も
っ
と
も
、
実
務
上
は
、
罪
体
立
証
が
な
さ
れ
、
心
証
形
成
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
た

段
階
で
、
阻
却
事
由
の
判
断
資
料
と
し
て
精
神
鑑
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
裁
判
官
な
い
し
裁
判
員

の
心
証
形
成
の
問
題
で
あ
っ
て
、
鑑
定
人
が
裁
判
官
等
の
実
体
形
成
を
前
提
に
鑑
定
を
行
う
と
す
る
の
は
、
鑑
定
制
度
に
期
待
さ
れ
た
、

公
正
で
専
門
的
且
つ
客
観
的
な
判
断
提
供
の
趣
旨
を
没
却
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
や
は
り
正
当
化
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
精
神
鑑
定
は
、
行
為
者
属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
を
、
訴
追
対
象
と
な
っ
て
い
る
行
為
と
は
離
れ
て
、

一
般
的
に
判
断
す
べ
き
も
の
と
し
て
構
成
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
い
う
一
般
的
な
刑
事
責
任
能
力
の
判
断
は
、
行

為
責
任
の
原
則
か
ら
、
実
体
刑
法
上
の
責
任
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
行
為
に
収
斂
さ
れ
た
（
行
為
）
刑
事
責
任
能
力
と
し

て
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
規
範
的
判
断
に
内
実
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
責
任
能
力
を
め
ぐ
る
刑
事
実

体
法
上
の
問
題
と
し
て
、
責
任
前
提
説
や
折
衷
説
を
採
用
す
る
必
要
は
な
く
、
要
素
説
を
堅
持
で
き
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
行
為
者

属
性
と
し
て
の
生
物
学
的
責
任
能
力
判
断
を
、
鑑
定
制
度
と
呼
応
し
た
訴
訟
法
的
問
題
と
し
て
解
消
す
る
こ
と
は
、
刑
法
四
一
条
の
位
置

づ
け
と
同
様
で
あ
り
、
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る

（
９
）

。
当
該
行
為
と
の
連
関
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
心
理
学
的
判
断
は
、
従
来
、
鑑
定
制

度
の
内
容
と
し
て
も
重
要
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
未
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
い
当
該
行
為
と
の
関
係
を
鑑
定
人
が
措
定
す
る

こ
と
は
論
理
的
に
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
役
割
は
動
的
な
心
証
形
成
過
程
を
担
う
裁
判
官
な
い
し
裁
判
員
に
よ
っ
て
本
来
行
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

（
10
）

。
も
っ
と
も
、
法
律
家
で
あ
る
裁
判
官
、
一
般
市
民
で
あ
る
裁
判
員
に
、
実
体
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
当
該
行
為
の
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弁
識
能
力
や
制
御
能
力
を
何
の
資
料
も
な
く
判
断
せ
よ
と
い
う
要
請
は
困
難
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
専
門
家
の
鑑
定
に
よ
る
、（
具

体
的
行
為
と
関
係
を
持
た
な
い
）
一
般
的
な
弁
識
能
力
及
び
制
御
能
力
判
断
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
問
疑
さ
れ
て
い
る
行
為
の
心
理
学
的

判
断
は
十
分
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
規
範
的
判
断
と
と
も
に
、
最
終
的
な
犯
罪
成
立
へ
の
実
体
形
成
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

最
近
、
最
高
裁
は
、
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
精
神
障
害
の
有
無
及
び
程
度
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
人
の
公
正
さ
や
能
力
に
疑
い
を
生
じ
た

り
、
鑑
定
の
前
提
条
件
に
問
題
が
あ
っ
た
り
す
る
な
ど
、
こ
れ
を
採
用
し
得
な
い
合
理
的
な
事
情
が
認
め
ら
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
裁
判

所
は
、
そ
の
意
見
を
十
分
尊
重
し
て
認
定
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た

（
11
）

。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
心
神
喪
失
及
び
心
神
耗
弱
判
断
が
法
律
判

断
で
あ
り
、
専
ら
裁
判
所
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
っ
て
、
前
提
問
題
で
あ
る
心
理
学
的
要
素
、
さ
ら
に
生
物
学
的
要
素
で
さ
え
、

法
律
判
断
と
の
関
係
で
は
究
極
的
に
は
裁
判
所
の
評
価
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
た
従
前
の
判
例

（
12
）

を
変
更
す
る
も
の
で
は
な

い
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
当
該
行
為
と
の
関
連
で
判
断
さ
れ
る
べ
き
心
理
学
的
判
断
は
、
現
在
の
住
所
地
と
さ
れ
る
鑑

定
の
現
場
か
ら
、
そ
の
本
籍
地
で
あ
る
裁
判
所
に
重
心
を
シ
フ
ト
し
、
そ
こ
に
お
い
て
終
局
的
な
判
断
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
行
為
属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
を
、
行
為
者
属
性
と
し
て
の
（
む
し
ろ
一
般
的
な
応
答
能
力
と
い
う
べ
き
）
責
任
能
力
判

断
と
区
別
し
た
上
で
、
そ
の
連
結
点
を
心
理
学
的
判
断
レ
ベ
ル
に
求
め
、
両
者
の
有
意
義
な
関
連
性
を
終
局
的
な
規
範
的
判
断
の
中
へ
活

か
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）

林
美
月
子
「
刑
事
責
任
能
力
と
裁
判
員
制
度
―
刑
法
学
の
立
場
か
ら
―
」
法
と
精
神
医
療
第
二
十
四
号
（
二
〇
〇
九
）
五
八
頁
に
よ
れ
ば
、
裁
判
員
制
度

の
下
で
も
、
刑
事
責
任
能
力
の
有
無
と
い
う
究
極
判
断
に
つ
い
て
は
、
専
門
家
判
断
を
避
け
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
二
〇
〇
八
年
七
月
一
日
最
高
裁
研
究
報
告

で
は
、
鑑
定
の
責
任
能
力
判
断
に
つ
い
て
は
、「
心
神
喪
失
」
な
ど
の
法
律
判
断
を
結
論
と
し
て
示
さ
な
い
よ
う
求
め
て
い
る
。
精
神
医
学
の
専
門
家
が
責

任
能
力
の
有
無
に
明
確
に
言
及
す
る
と
、
裁
判
員
に
対
す
る
影
響
が
極
め
て
大
き
い
こ
と
か
ら
、
犯
行
時
の
精
神
状
態
や
精
神
障
害
が
犯
行
に
与
え
た
影
響
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三．

責
任
能
力
の
挙
証
責
任

次
に
、
こ
う
し
た
責
任
能
力
の
実
体
形
成
に
関
し
て
重
要
な
点
と
な
る
の
が
、
挙
証
責
任
の
問
題
で
あ
る
。
犯
罪
証
明
は
検
察
官
に
そ

の
立
証
責
任
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
責
任
能
力
の
証
明
に
お
い
て
も
妥
当
す
る

（
13
）

。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
・
弁
護
側
が
責
任
能
力
に
疑
義
を
抱

か
せ
る
証
拠
提
出
の
責
任
を
果
た
せ
ば
、
検
察
官
と
し
て
は
、
責
任
能
力
の
存
在
に
つ
い
て
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
証
明
を
積
極
的
に
行

わ
な
け
れ
ば
、
プ
ロ
レ
オ
原
則
か
ら
は
責
任
無
能
力
も
し
く
は
少
な
く
と
も
限
定
責
任
能
力
が
帰
結
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

弁
護
側
が
、
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
の
争
点
形
成
責
任
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
で
も
、
申
請
さ
れ
た
精
神
鑑
定
が
却
下
さ

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
検
察
側
が
、
責
任
能
力
の
存
在
を
積
極
的
且
つ
合
理
的
疑
い
を
超
え
て
立
証
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

な
ど
、
医
学
的
な
所
見
の
報
告
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
報
告
は
、「
裁
判
員
に
対
す
る
影
響
」
と
い
う
点
が
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
も

の
の
、
刑
事
責
任
能
力
判
断
を
事
実
問
題
と
み
て
、
そ
れ
ゆ
え
裁
判
員
も
こ
の
判
断
を
行
う
権
限
が
あ
る
と
す
る
前
提
に
立
つ
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
６
）

そ
れ
は
、
個
々
の
行
為
と
は
独
立
し
た
一
般
的
能
力
を
判
断
す
る
こ
と
に
繋
が
る
責
任
前
提
説
よ
り
も
、
当
該
行
為
と
の
関
連
に
お
い
て
責
任
能
力
判
断

を
行
う
も
の
と
す
る
責
任
要
素
説
に
親
和
性
が
あ
る
。

（
７
）

浅
田
和
茂
「
刑
事
手
続
と
精
神
鑑
定
」
季
刊
刑
事
弁
護
一
七
号
二
四
頁
（
一
九
九
九
）

（
８
）

ド
イ
ツ
に
お
け
る
参
審
員
の
よ
う
な
立
場
で
あ
れ
ば
、
そ
の
心
証
形
成
と
実
体
形
成
は
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

（
９
）

塩
盛
・
前
掲
注
（
１
）
・
一
一
二
頁
。

（
10
）

心
理
学
的
要
素
が
法
令
解
釈
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
員
に
は
こ
れ
を
行
う
権
限
が
な
い
こ
と
と
な
る
（
裁
判
員
法
六
条
二
項
）。

（
11
）

最
二
判
平
二
〇
・
四
・
二
五
刑
集
六
二
・
五
・
一
五
五
九

（
12
）

最
三
決
昭
五
八
・
九
・
一
三
裁
判
集
刑
事
二
三
二
・
九
五
等
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な
る
ほ
ど
、
捜
査
段
階
に
お
い
て
捜
査
機
関
は
鑑
定
を
嘱
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
刑
訴
法
二
二
三
条
一
項
）
か
ら
、
公
訴
の
提
起
以

前
か
ら
責
任
能
力
の
存
否
に
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
嘱
託
鑑
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
少
な
く
と
も

そ
こ
で
は
責
任
能
力
の
存
否
に
つ
い
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
本
来
起
訴
便
宜
主
義
の
も
と
、
検
察
官
が
嫌
疑
形
成
す
な

わ
ち
公
訴
を
提
起
す
る
か
否
か
の
判
断
の
一
資
料
と
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
り

（
14
）

、
そ
れ
は
、
後
に
刑
罰
を
科
す
た
め
犯
罪
成
立
の

前
提
と
し
て
の
責
任
を
立
証
す
る
た
め
被
疑
者
の
責
任
能
力
を
あ
ら
か
じ
め
認
定
す
る
も
の
で
は
な
い

（
15
）

。
公
判
に
お
け
る
罪
体
立
証
そ
の

も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
公
訴
の
提
起
以
降
も
、
特
に
責
任
能
力
が
裁
判
の
主
な
焦
点
に
な
っ
て
い
な
い
限
り
は
、
責
任
能
力
の
存
否
に
対
し
て
中
心

的
関
心
は
払
わ
れ
な
い
ま
ま
（
む
し
ろ
、
あ
た
か
も
被
告
人
は
一
応
責
任
能
力
を
備
え
て
い
る
と
い
う
暗
黙
の
前
提
が
あ
る
か
の
よ
う
に
）

訴
訟
手
続
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

（
16
）

。
そ
し
て
、
そ
の
手
続
の
中
で
責
任
能
力
に
関
す
る
疑
義
が
提
示
さ
れ
て
初
め
て
、
法
律
上
、
裁

判
所
の
命
令
に
よ
り
鑑
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
刑
訴
法
一
六
五
条
）
が
、
実
務
上
は
、
弁
護
側
か
ら
申
請
さ
れ
た
精
神

鑑
定
に
対
し
て
、
そ
れ
を
実
施
す
る
か
ど
う
か
は
専
ら
裁
判
所
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

（
17
）

。
こ
の
点
に
関
し
判
例
は
、
弁
護
人
の
し
た

被
告
人
の
精
神
鑑
定
の
申
請
を
却
下
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
憲
法
三
七
条
二
項
に
違
反
し
な
い
と
し
て
い
る
が

（
18
）

、
学
説
上
は
被
告
人
の
責

任
能
力
に
つ
き
根
拠
あ
る
疑
惑
が
認
め
ら
れ
る
場
合
鑑
定
は
必
要
的
で
あ
る
と
い
っ
た
説
が
有
力
な
の
で
あ
る

（
19
）

。
も
し
、
精
神
鑑
定
が
行

わ
れ
な
い
場
合
、
被
告
人
の
責
任
能
力
の
存
在
は
、
当
該
裁
判
に
お
い
て
生
物
学
的
要
素
の
判
断
を
欠
い
た
ま
ま
、
責
任
能
力
は
備
わ
っ

て
い
る
と
い
う
前
提
の
も
と
で
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
が
有
罪
と
な
り
、
彼
に
刑
罰
を
科
す
る

と
き
は
、
そ
の
受
刑
能
力
の
存
否
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
に
よ
っ
て
積
極
的
に
証
明
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
彼
を
処
罰
す
る
こ
と
に
な
る

が
、
こ
れ
ら
は
、
当
事
者
主
義
構
造
の
下
、
挙
証
責
任
を
検
察
官
に
負
わ
せ
て
い
る
現
行
刑
事
訴
訟
の
理
念
に
違
背
す
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
ま
た
、
被
告
人
に
責
任
能
力
の
存
在
す
る
こ
と
を
立
証
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
責
任
阻
却
事
由
の
一
つ
が
不
存
在
で
あ
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る
こ
と
を
示
す
こ
と
を
意
味
し
、
こ
れ
は
被
告
人
に
不
利
益
に
働
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
終
局
的
に
は
中
立
公
正
を
要
求
さ
れ
る
裁
判
官

が
鑑
定
を
命
じ
て
被
告
人
の
責
任
能
力
を
判
断
す
る
と
し
て
も
、
む
し
ろ
訴
追
官
た
る
検
察
官
の
立
場
か
ら
積
極
的
に
立
証
す
べ
き
こ
と

は
訴
訟
構
造
的
に
も
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
わ
が
国
の
現
行
刑
事
訴
訟
法
は
当
事
者
主
義
を
採
用

し
て
お
り
、
実
体
的
真
実
主
義
を
い
う
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
職
権
主
義
的
構
造
と
は
異
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
実
務
は
、
実
体
法
の
構
造
と
の
関
係
か
ら
も
一
貫
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
故
意
・
過
失
に
関
し
て
は
（
こ
れ
を
責
任
要
素
と
す
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
）、
訴
因
画
定
の
た
め
に
も
前
も
っ
て
検
察
官
に

よ
る
検
討
は
必
要
で
あ
ろ
う
し
、
公
判
に
お
い
て
も
通
常
検
察
官
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
刑
事
責
任

能
力
を
責
任
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
つ
限
り

（
20
）

は
、
故
意
・
過
失
と
同
様
に
、
責
任
要
素
で
あ
る
責
任
能
力
に
関
し
て
も
検
察
官

に
よ
る
積
極
的
立
証
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
刑
法
が
責
任
主
義
を
そ
の
大
前
提
と
す
る
限
り
に
お
い
て
、
責
任
要
素
に
お

け
る
故
意
・
過
失
に
つ
い
て
は
積
極
的
な
立
証
を
要
求
し
つ
つ
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
は
要
し
な
い
と
す
る
こ
と
は
理
論
的
に
も
首
尾
一

貫
性
を
欠
く
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
13
）

わ
が
国
と
異
な
り
、
現
在
の
合
衆
国
で
は
、
責
任
無
能
力
は
被
告
人
側
で
明
白
且
つ
確
信
的
証
拠
で
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
林
美
月

子
・
前
掲
注
（
５
）
・
五
一
頁
。

（
14
）

古
茶
大
樹
「
刑
事
責
任
能
力
判
定
に
つ
い
て
―
精
神
科
医
の
立
場
か
ら
―
」
法
と
精
神
医
療
第
二
十
四
号
（
二
〇
〇
九
）
六
四
頁
参
照
。

（
15
）

公
判
段
階
で
も
、
鑑
定
受
託
者
の
鑑
定
書
を
刑
事
訴
訟
法
三
二
一
条
四
項
に
よ
っ
て
証
拠
能
力
を
認
め
る
こ
と
が
実
務
上
定
着
し
て
い
る
が
、
弁
護
人
と

し
て
は
、
そ
の
証
拠
能
力
及
び
鑑
定
結
果
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
16
）

こ
こ
で
は
、
訴
訟
能
力
の
是
認
が
責
任
能
力
の
推
定
機
能
を
実
質
的
に
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
17
）

古
茶
・
前
掲
注
（
14
）
・
六
五
頁
。

（
18
）

最
判
昭
和
二
五
年
一
二
月
二
六
日
刑
集
四
巻
一
二
号
二
六
三
六
頁
参
照
。
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四．

お
わ
り
に

以
上
、
精
神
鑑
定
の
問
題
と
責
任
能
力
の
挙
証
責
任
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
刑
事
責
任
能
力
に

関
す
る
訴
訟
法
的
課
題
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
精
神
鑑
定
に
お
け
る
現
在
の
刑
事
訴
訟
実
務
で
は
、
未
だ
被
告
人
の
行
為
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
公
訴
事
実
を
被
告
人
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鑑
定
人
に
よ
っ
て
先
取
り
さ
れ
た
公

訴
事
実
と
犯
人
と
の
同
一
性
が
、
裁
判
官
及
び
裁
判
員
に
対
し
責
任
能
力
判
断
の
上
で
大
き
な
予
断
を
与
え
る
危
険
の
あ
る
こ
と
が
指
摘

で
き
る
。
そ
こ
で
は
、
鑑
定
さ
れ
た
生
物
学
的
判
断
を
前
提
に
心
理
学
的
判
断
が
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
心
理
学
的
判
断
は

本
来
当
該
行
為
と
の
連
関
で
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
実
体
形
成
の
一
部
で
あ
り
、
本
来
鑑
定
人
で
は
な
く
裁
判
官
な

い
し
裁
判
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
行
為
者
属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
と
行
為
属
性
と
し
て
の
責
任
能

力
判
断
と
は
峻
別
さ
れ
、
前
者
は
鑑
定
人
の
行
う
精
神
医
学
的
な
専
門
的
判
断
で
あ
り
、
行
為
か
ら
離
れ
て
一
般
的
に
判
断
す
る
行
為
者

属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
を
行
う
こ
と
が
そ
の
内
実
と
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と
し
て
最
終
的
に
裁
判
官
な
い
し
裁
判
員
の
行

う
規
範
的
判
断
に
繋
げ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
者
属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
判
断
は
、
裁
判
時
に
行
う
行
為
時
の
責
任
能
力

判
断
が
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
妥
当
性
・
正
確
性
を
持
つ
の
か
、
と
り
わ
け
確
定
ま
で
相
当
な
期
間
を
要
す
る
裁
判
に
お
い
て
は
疑
念
が
生

じ
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
実
態
に
則
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
一
方
で
訴
訟
能
力
概
念
と
の
異
同
が
問
題
と
な
り
え
る
。
こ
こ
で
は
、

前
者
が
あ
く
ま
で
実
体
法
的
概
念
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
は
訴
訟
法
的
概
念
で
あ
っ
て
そ
の
次
元
が
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど

（
19
）

浅
田
・
前
掲
注
（
７
）
・
二
五
頁
等
。

（
20
）

筆
者
は
過
去
に
こ
の
立
場
に
よ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
塩
盛
・
前
掲
注
（
１
）
一
一
一
頁
。
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め
る
。

第
二
に
、
精
神
鑑
定
の
申
請
が
却
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
生
物
学
的
要
素
と
し
て
の
責
任
能
力
の
存
在
が
立
証
さ
れ
な

い
ま
ま
有
罪
認
定
が
行
わ
れ
得
る
こ
と
の
問
題
で
あ
る

（
21
）

。
責
任
要
件
も
犯
罪
成
立
の
重
要
な
一
部
で
あ
り
、
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
立
証

責
任
は
検
察
官
に
存
す
る
。
検
察
官
に
お
い
て
積
極
的
且
つ
合
理
的
疑
い
を
超
え
る
立
証
が
行
わ
れ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
訴
訟
能
力
の

認
定
等
か
ら
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
職
権
主
義
的
認
定
に
よ
っ
て
安
易
に
被
告
人
の
責
任
能
力
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
で
あ
る
と
す

れ
ば

（
22
）

、
実
質
的
に
は
挙
証
責
任
が
転
換
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い

（
23
）

。
た
し
か
に
、
精
神
鑑
定
を
実
施
し
な
く
て
も
、
犯
行

後
の
隠
蔽
工
作
や
逃
亡
行
為
等
か
ら
犯
行
時
の
責
任
能
力
を
肯
定
で
き
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
、
裁
判
実
務
で
は
、
専
門
家
判
断
の
軽

視
と
い
っ
た
傾
向
と
相
ま
っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
証
拠
の
証
明
力
を
高
く
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
多
く
の
場
合
、

こ
れ
ら
の
評
価
は
弁
識
能
力
の
存
在
を
肯
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
か
ら
制
御
能
力
ま
で
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

む
し
ろ
逃
亡
等
の
事
情
は
、
可
罰
的
な
行
為
を
敢
行
し
た
こ
と
と
の
連
続
線
上
に
あ
る
、
制
御
能
力
を
欠
い
た
精
神
状
態
の
帰
結
と
評
価

で
き
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
結
局
、
専
門
家
に
よ
る
精
神
鑑
定
は
被
告
人
の
刑
事
責
任
能
力
を
判
断
す
る
に
際
し
て
極
め
て
重
要
な
役

割
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
弁
護
側
か
ら
申
請
が
あ
れ
ば
、
原
則
こ
れ
を
許
容
す
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
の
能
力
不
足
か
ら
、
な
お
多
く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
す
る
が
、
こ
こ
で
一
応
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

（
21
）

も
ち
ろ
ん
他
の
証
拠
か
ら
裁
判
官
に
よ
る
生
物
学
的
要
素
の
判
定
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
専
門
家
に
よ
る
精
神
鑑
定
制
度

そ
の
も
の
の
意
義
が
か
な
り
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
22
）

こ
の
場
合
、
正
確
に
言
え
ば
、
訴
追
者
と
判
断
者
の
同
一
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
職
権
主
義
を
超
え
た
糺
問
主
義
的
認
定
が
行
わ
れ
る

こ
と
と
な
る
。

（
23
）

も
っ
と
も
、
こ
れ
自
体
の
当
否
は
別
問
題
で
あ
り
、
合
衆
国
の
よ
う
な
立
場
を
採
用
す
る
こ
と
も
、
刑
事
政
策
的
立
場
か
ら
、
立
法
政
策
と
し
て
は
あ
り

え
る
で
あ
ろ
う
。




