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一
　
は
じ
め
に

刑
法
に
お
け
る
責
任
能
力
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
近
年
有
益
な
発
展
が
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が

（
１
）

、
そ
の
責
任
論
内
部
に
お
け
る
体

系
的
位
置
づ
け
、
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
責
任
前
提
説
と
責
任
要
素
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
は
伝
統
的
な
論
点
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
最
近
は
そ
れ
ほ
ど
議
論
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
判
例
・

通
説
が
、
責
任
能
力
の
判
定
基
準
と
し
て
生
物
学
的
要
素
と
心
理
学
的
要
素
と
の
混
合
的
方
法
を
採
用
し
て
お
り
、
こ
れ
が
両
説
の
対
立

を
緩
和
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る

（
２
）

。
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
が
検
討
課
題
と
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、
体
系
的
位
置
づ
け
論

と
し
て
も
折
衷
説
を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
議
論
の
実
益
は
縮
小
し
、
こ
の
問
題
は
周
辺
化
さ
れ
た
と
い
い
う
る
状
態
に
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
。 刑

事
責
任
能
力
の
体
系
的
位
置
づ
け

―
―
意
見
表
明
の
自
由
と
芸
術
の
自
由
の
競
合
を
素
材
と
し
て
―
―塩

　
盛
　
俊
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し
か
し
、
も
は
や
こ
の
議
論
は
実
益
が
な
く
、
些
末
な
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
混
合
的
方
法
の
採

用
は
、
生
物
学
的
要
素
と
心
理
学
的
要
素
の
両
者
を
顧
慮
す
る
が
、
そ
の
判
断
順
序
に
つ
い
て
は
、
理
論
的
に
必
ず
し
も
一
定
し
て
お
ら

ず
、
そ
こ
に
は
、
位
置
づ
け
論
の
意
義
が
な
お
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
混
合
的
方
法
の

採
用
に
よ
っ
て
膠
着
し
た
か
に
み
え
る
実
体
法
的
理
論
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
刑
事
司
法
全
体
の
構
造
か
ら
導
か
れ
る
、
手
続
法
的
な
、

刑
事
責
任
能
力
の
役
割
な
い
し
機
能
で
あ
る
。
当
然
の
事
な
が
ら
刑
事
責
任
能
力
は
刑
事
責
任
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
い
場
面
に
お
い
て
は
、
こ
の
刑
事
責
任
能
力
と
い
う
観
念
を
容
れ
る
余
地
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ

う
で
あ
れ
ば
、
刑
事
責
任
能
力
の
位
置
づ
け
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
未
熟
な
試
論
を
、
手
続
法
と
の
関
係
に
お
い
て
展
開
し
、
責
任
要
素
説
の
立
場
か
ら
、
将
来
の
本

格
的
な
研
究
へ
の
準
備
作
業
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
判
例
・
学
説
の
状
況
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

二
　
判
例
・
学
説
の
状
況

責
任
能
力
が
体
系
的
に
は
責
任
に
属
す
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
異
論
は
見
ら
れ
な
い

（
３
）

。
し
か
し
、
そ
こ
で
前
述
の
よ
う
に
、
責
任
能
力

が
責
任
の
前
提
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
責
任
の
要
素
と
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
争
い
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
責
任
能
力
を
責
任
の
前

提
と
理
解
す
る
考
え
方
は
、
責
任
能
力
を
予
め
一
般
的
に
判
断
で
き
る
行
為
者
の
属
性
と
解
す
る
も
の
で
、
責
任
能
力
に
つ
い
て
生
物
学

的
要
素
を
重
視
し
て
い
る
。
例
え
ば
人
格
に
病
的
な
変
性
が
あ
る
と
、
責
任
能
力
を
否
定
す
る
方
向
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

責
任
能
力
を
責
任
の
要
素
と
理
解
す
る
考
え
方
は
、
責
任
能
力
を
個
々
の
行
為
ご
と
に
そ
の
他
の
責
任
要
素
と
と
も
に
判
断
す
る
行
為
の

属
性
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
、
責
任
能
力
の
心
理
学
的
要
素
を
重
視
し
て
い
る
。
行
為
時
の
心
理
状
態
に
つ
い
て
非
難
可
能
性
を
個
別
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的
に
判
断
す
る
方
向
に
理
解
す
る
も
の
で
あ
る

（
４
）

。

責
任
能
力
の
体
系
的
位
置
づ
け
を
正
面
か
ら
論
じ
た
判
例
は
見
受
け
ら
れ
な
い
が
、
大
判
昭
和
六
年
一
二
月
三
日
刑
集
一
〇
巻
六
八
二

頁
は
、
責
任
能
力
の
判
定
基
準
を
論
じ
た
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
責
任
能
力
の
規
定
の
仕
方
に
つ
い
て
は
、
精
神

病
等
の
生
物
学
的
要
素
を
基
準
と
す
る
生
物
学
的
方
法
と
、
自
由
な
意
思
決
定
の
排
除
等
を
内
容
と
す
る
心
理
学
的
要
素
を
基
準
と
す
る

心
理
学
的
方
法
の
両
者
を
併
用
す
る
混
合
的
方
法
が
と
ら
れ
る
が
、
こ
の
際
の
心
理
学
的
要
素
は
知
的
能
力
の
み
な
ら
ず
制
御
能
力
と
い

う
意
思
的
要
素
も
必
要
と
さ
れ
る
。
同
判
決
は
、
責
任
能
力
の
本
質
と
し
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た

（
５
）

。
こ
れ
は
、
位
置
づ
け
論
に
お
け

る
後
述
の
折
衷
説
に
近
い
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
責
任
前
提
説
と
責
任
要
素
説
を
取
り
巻
く
学
説
の
状
況
を
以
下
で
簡
単
に
整
理
す
る
。

（
１
）
責
任
前
提
説

責
任
能
力
は
個
々
の
行
為
と
は
独
立
し
た
一
般
的
な
能
力
で
あ
る
、
と
す
る
の
が
責
任
前
提
説
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る

（
６
）

。
前
述
の

よ
う
に
、
こ
こ
で
は
責
任
能
力
を
生
物
学
的
方
法
に
よ
っ
て
理
解
す
る
手
法
が
と
ら
れ
る
。
人
格
は
統
一
性
・
持
続
性
を
も
つ
の
で
、
責

任
無
能
力
と
判
断
さ
れ
る
以
上
は
、
当
該
行
為
者
に
は
故
意
・
過
失
を
判
断
す
る
余
地
は
な
く
な
る
（
故
意
・
過
失
の
判
断
に
先
立
っ
て

責
任
能
力
の
判
断
を
要
す
る
）。
責
任
能
力
は
行
為
者
の
一
般
的
能
力
で
あ
り
、
行
為
ご
と
に
判
断
さ
れ
な
い

（
７
）。

責
任
前
提
説
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
責
任
前
提
説
は
責
任
能
力
を
一
般
的
に
人
格
的
能
力

と
し
て
把
握
す
る
た
め
性
格
責
任
説
に
結
び
つ
き
や
す
い

（
８
）

。
②
責
任
は
、
当
該
違
法
行
為
に
つ
い
て
行
為
者
を
非
難
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
責
任
能
力
は
、「
そ
の
当
の
行
為
に
つ
い
て
」
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
為
者
の
一
般
的
な
人
格
的
能
力
そ
れ
自
体
を
問

題
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い

（
９
）

。

ま
た
、
③
責
任
前
提
説
の
根
拠
と
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
に
、
責
任
能
力
の
有
無
は
、
他
の
責
任
要
素
で
あ
る
故
意
・
過
失
に
先
行
す
る
、
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と
い
う
認
識
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、
責
任
能
力
に
関
す
る
規
定
は
実
定
法
上
故
意
・
過
失
規
定
の
あ
と
に
置
か
れ
て
い
る
（
三
八
条

及
び
三
九
―
四
一
条
）
と
い
う
こ
と
が
、
少
な
く
と
も
積
極
的
に
責
任
前
提
説
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
と
は
な
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
も

責
任
要
素
説
を
支
持
す
る
見
解
か
ら
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

（
10
）

。

（
２
）
責
任
要
素
説

こ
れ
に
対
し
責
任
要
素
説
は
、
責
任
能
力
を
単
な
る
一
般
的
能
力
と
し
て
で
は
な
く
、
当
該
行
為
と
の
関
連
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
個
別
行
為
責
任
論
の
見
地
か
ら
責
任
能
力
も
当
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
問
題
と
す
べ
き
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
同
じ
行
為

者
に
つ
い
て
、
あ
る
種
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
責
任
無
能
力
者
と
な
り
、
別
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
責
任
能
力
者
と
な
る
場
合
も
あ
る
の
で
あ

る
（
11
）

。
責
任
要
素
説
は
、
心
理
学
的
要
素
を
重
視
す
る
結
果
、
行
為
者
の
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
能
力
を
抜
き
出
し
て
論
じ
る
こ
と

が
で
き
る

（
12
）

。
刑
法
三
九
条
一
頁
と
二
頁
を
統
一
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
も
妥
当
と
さ
れ
て
い
る

（
13
）

そ
も
そ
も
責
任
無
能
力
と
は
、
故
意
・
過
失
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
も
当
該
行
為
者
に
つ
い
て
非
難
可
能
性
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
結
果
、
違
法
の
意
識
の
可
能
性
・
期
待
可
能
性
と
の
交
錯
・
競
合
を
認
め
る

（
14
）

。
例
え
ば
、
一
三
歳
の
少
年
も
、
殺
人
行
為
を
実
行
す

る
こ
と
自
体
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
少
年
に
つ
い
て
「
構
成
要
件
的
故
意
」「
責
任
と
し
て
の
故
意
」
を
検
討
す
る

こ
と
も
ま
た
可
能
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
責
任
能
力
は
「
故
意
・
過
失
」
と
並
ん
だ
責
任
要
素
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
な
る

（
15
）

。

責
任
要
素
説
に
対
し
て
は
次
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
責
任
要
素
説
の
よ
う
に
責
任
能
力
を
個
々
の

犯
罪
に
つ
い
て
の
責
任
要
素
で
あ
る
と
し
た
な
ら
、
責
任
能
力
は
究
極
に
お
い
て
は
期
待
可
能
性
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
、
そ
も
そ
も
責
任

能
力
を
独
自
の
責
任
の
要
件
と
す
る
意
義
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

（
16
）

。
②
あ
る
犯
罪
に
つ
い
て
責
任
能
力
が
な
い
と
さ
れ
る
場
合
に
、
別
の
犯

罪
に
つ
い
て
は
責
任
能
力
あ
り
と
す
る
こ
と
が
本
当
に
可
能
な
の
か
（
部
分
的
責
任
能
力
を
認
め
て
よ
い
の
か
）。
人
格
は
本
来
統
一
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的
・
持
続
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
、
一
人
の
行
為
者
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
は
責
任
能
力
を
認
め
る
一
方
、
同
じ
行
為
者
の
他
の
行
為
で

は
責
任
能
力
を
認
め
な
い
、
な
ど
と
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
③
例
え
ば
刑
法
四
一
条
は
、
刑
事
未
成
年
者
に
つ
い
て
は
画
一
的
に

責
任
を
否
定
し
て
お
り
、
個
々
の
行
為
責
任
の
有
無
・
程
度
の
判
断
に
立
ち
入
る
こ
と
す
ら
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
責
任
能
力
が

他
の
責
任
要
件
か
ら
独
立
し
て
お
り
、
責
任
の
前
提
要
件
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
三
点
で
あ
る

（
17
）

。

（
３
）
折
衷
説

一
方
、
責
任
能
力
は
責
任
の
前
提
で
あ
る
と
と
も
に
、
責
任
要
素
で
も
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の

見
解
は
、
ま
ず
責
任
能
力
を
「
個
々
の
行
為
と
は
一
応
切
り
離
し
て
」
行
為
者
の
素
質
的
・
生
物
学
的
因
子
を
中
心
に
判
断
で
き
る
行
為

者
の
属
性
と
す
る
。
そ
の
上
で
、
精
神
の
障
害
と
い
う
の
は
生
物
学
的
要
素
で
あ
る
と
し
て
も
、
行
為
の
是
非
を
弁
別
す
る
の
は
心
理
的

要
素
が
主
で
あ
り

（
18
）

、
生
物
的
要
素
と
心
理
的
要
素
と
は
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
す
る
の
で
あ
る

（
19
）

。

な
お
、
ド
イ
ツ
で
は
こ
の
よ
う
な
責
任
前
提
・
要
素
説
に
関
す
る
点
に
つ
い
て
は
さ
ほ
ど
争
点
と
は
な
っ
て
は
お
ら
ず
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
責
任
前
提
説
が
支
配
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
20
）

。

三
　
私
見
―
―
手
続
法
的
視
角

近
代
刑
法
の
基
本
は
、
あ
く
ま
で
行
為
責
任
で
あ
っ
て
、
行
為
者
の
属
性
に
基
づ
く
も
の
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
は
量
刑
事
情
と
し

て
考
慮
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
刑
事
責
任
能
力
は
個
々
の
行
為
に
収
斂
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
行
為
者
の

属
性
と
し
て
の
刑
事
責
任
能
力
が
観
念
上
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
責
任
論
の
体
系
的
位
置
づ
け
の
中
に
考
慮
す
る
こ
と
に
は
疑
問

が
あ
る
。
結
局
は
行
為
責
任
と
し
て
判
断
さ
れ
る
以
上
、
あ
ら
か
じ
め
一
般
的
に
判
定
さ
れ
る
行
為
者
の
属
性
を
犯
罪
成
立
性
の
問
題
と
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し
て
別
に
配
置
す
る
必
要
性
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
行
為
の
属
性
と
し
て
の
責
任
能
力
論
を
徹
底
す
る
と
、
責
任
能

力
は
、
違
法
の
意
識
の
可
能
性
や
期
待
可
能
性
に
解
消
さ
れ
て
、
そ
の
独
自
の
意
義
を
失
う
と
の
批
判
に
も
傾
聴
す
べ
き
点
が
あ
る
が
、

な
お
心
理
的
原
因
と
環
境
的
原
因
と
い
う
差
異
も
あ
っ
て
、
そ
の
区
別
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
し

（
21
）

、
ま
た
、
責
任

阻
却
事
由
の
分
析
的
判
断
と
い
う
観
点
か
ら
実
益
も
存
在
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
個
々
の
行
為
の
責
任
を
判
断
す
る
こ
と
は
、

当
然
部
分
的
責
任
能
力
を
承
認
す
る
こ
と
に
な
る
し
、
こ
れ
は
、
人
格
は
本
来
統
一
的
・
持
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
理
解
と
な
ん
ら

矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
人
格
そ
の
も
の
が
行
為
の
責
任
能
力
と
合
致
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
刑
法
四
一
条
が
刑
事
未
成
年
者
に
つ
い
て
一
律
に
刑
事
責
任
を
否
定
し
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
行
為
者
の
属
性
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
個
人
の
身
体
的
及
び
精
神
的
発
達
に
個
人
差
が
あ
る
こ
と
か
ら
刑
事
政
策
的
見
地
か
ら
画
一

的
に
一
四
歳
と
い
う
年
齢
で
線
を
引
い
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
意
味
で
は
む
し
ろ
手
続
法
的
な
規
定
で
あ
っ
て
、
実
は
実
体
法
的
な
理

論
の
所
産
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る

（
22
）

。
従
っ
て
、
こ
の
規
定
を
も
っ
て
、
刑
事
責
任
能
力
が
責
任
の
前
提
で
あ
る
と
い
う
実
体
法
理

論
の
論
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
行
為
者
の
属
性
と
し
て
の
刑
事
責
任
能
力
が
、
個
々
の
行
為
を
離
れ
て
一
般
的
に
存

在
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
疑
い
が
な
い
が
、
そ
れ
は
精
神
医
学
上
そ
う
で
あ
る
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
こ
れ
は
、
鑑
定
制
度
を
通
じ
た
手
続

法
上
の
概
念
と
し
て
構
成
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
鑑
定
制
度
の
存
在
は
、
あ
く
ま
で
こ
う
し
た
一
般
的
な
医
学
上
の
診
断
を
行
う
も
の
で

あ
り
、
個
別
行
為
の
責
任
能
力
に
つ
い
て
実
体
法
的
に
判
定
を
下
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る

（
23
）

。
そ
し
て
、
こ
れ
を
資
料
と
し
て
裁
判
官

が
規
範
的
判
断
を
個
々
の
行
為
に
つ
い
て
行
う
こ
と
と
な
る

（
24
）

。
こ
の
鑑
定
制
度
の
存
在
と
裁
判
官
の
規
範
的
判
断
と
の
両
者
の
存
在
と
い

う
意
味
に
お
い
て
は
、
折
衷
説
に
も
合
理
性
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
鑑
定
は
常
に
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
に
対
し
（
刑
事
訴
訟
法

六
五
条
一
項
）、
裁
判
官
の
規
範
的
判
断
は
必
然
的
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
混
合
的
方
法
は
刑
事
手
続
上
、
常
に
採

り
得
な
い
の
に
対
し
て

（
25
）

、
心
理
学
的
方
法
は
、
個
々
の
行
為
に
対
し
て
裁
判
官
が
こ
れ
を
行
わ
な
く
て
は
、
刑
事
責
任
の
有
無
を
判
断
で
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き
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
責
任
要
素
説
が
手
続
法
的
に
妥
当
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
判
断
順
序
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
責
任
要
素
説
か
ら
は
、
故
意
・
過
失
等
の
後
に
責
任
能
力
判
断
を
行
う
と
す

る
理
解
が
一
般
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
刑
事
司
法
全
体
の
構
造
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
視
点
が
得
ら
れ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
少
年
司
法
と
成
人
刑
事
手
続
と
の
連
関
が
重
要
で
あ
る
。
犯
罪
少
年
が
少
年
法
の
手
続
に
よ
っ
て
少

年
審
判
を
受
け
る
場
合
、
そ
の
法
的
性
質
は
、
保
護
処
分
賦
課
の
た
め
の
保
護
手
続
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
刑
事
責
任
は
問
題
と
な
ら

な
い
。
刑
事
責
任
の
追
及
は
、
検
送
後
の
刑
事
裁
判
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
少
年
審
判
に
お
け
る
非
行
成
立
性
の
問
題
に

お
い
て
、
少
な
く
と
も
「
刑
事
」
責
任
能
力
は
、
実
体
法
上
顧
慮
さ
れ
ず
、
そ
れ
は
保
護
処
分
賦
課
の
た
め
の
要
保
護
性
に
代
置
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
保
護
処
分
賦
課
も
不
利
益
処
分
性
を
持
つ
以
上
、
犯
罪
成
立
性
に
つ
い
て
と
同
様
の
厳
格
な
審
査
が
必
要
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
責
任
段
階
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
過
失
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
行
為
に
対
し
て
保
護
処
分
賦
課
は
正
当

化
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う（

26
）

。
そ
の
意
味
で
、
故
意
・
過
失
は
少
年
審
判
に
お
け
る
実
体
法
的
要
素
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る

（
27
）

。
理
論
的
に
は
、

こ
の
故
意
・
過
失
は
、
検
送
後
の
刑
事
裁
判
で
再
度
検
討
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
が

（
28
）

、
少
年
審
判
に
お
い
て
放
逐
さ
れ
た
刑
事
責
任
能
力
は

初
め
て
こ
こ
で
検
討
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
保
護
処
分
と
刑
事
処
分
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
制
裁
賦
課
の
た
め
の
責

任
構
造
の
一
貫
し
た
理
解
を
得
る
た
め
に
は
、
両
者
に
お
け
る
責
任
判
断
の
検
討
順
序
は
一
致
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
故

意
・
過
失
を
判
断
し
た
後
に
阻
却
事
由
と
し
て
行
為
の
責
任
能
力
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
責
任
認
定
の
構
造
及
び
順
序

は
、
刑
事
司
法
上
一
貫
す
る
こ
と
と
な
る
。
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四
　
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
刑
事
責
任
能
力
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
、
従
来
の
方
法
論
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
試
論
的
考
察
を
試
み
た
。
こ
れ
ま
で

に
も
、
責
任
判
断
の
基
準
及
び
方
法
に
つ
い
て
の
議
論
と
は
そ
の
関
連
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
が
認
定
さ
れ
る
場

面
、
す
な
わ
ち
手
続
法
領
域
に
お
け
る
制
度
と
の
関
係
性
は
、
そ
れ
ほ
ど
明
確
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

私
見
で
は
、
行
為
者
の
属
性
と
し
て
の
刑
事
責
任
能
力
を
、
鑑
定
制
度
を
持
つ
刑
事
手
続
法
上
の
領
域
に
放
逐
し
、
行
為
の
属
性
と
し
て

の
刑
事
責
任
能
力
と
区
別
し
、
あ
く
ま
で
そ
れ
を
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
個
々
の
行
為
に
対
す
る
判
断
と
し
て
純
化
し
つ
つ
、

行
為
に
対
す
る
是
非
弁
別
能
力
や
統
御
能
力
等
の
心
理
学
的
判
断
を
裁
判
官
が
行
う
も
の
と
し
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
鑑
定
が
な
さ
れ

る
場
合
は
、
医
師
等
の
専
門
家
が
行
う
、
行
為
者
属
性
と
し
て
の
生
物
学
的
判
断
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
最
終
的
な
規
範
的
判
断
を

裁
判
官
が
行
う
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
要
素
説
に
と
っ
て
厄
介
な
問
題
で
あ
っ
た
刑
法
四
一
条
の
問
題
も
、
こ
れ
を
政
策
的
配
慮
に
基
づ

く
手
続
法
概
念
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鑑
定
制
度
と
呼
応
し
た
訴
訟
法
的
問
題
と
し
て
解
消
し
、
実
体
法
上
の
行
為
責
任
主
義

と
首
尾
一
貫
し
た
把
握
を
可
能
に
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
判
断
順
序
の
理
解
と
し
て
は
、
わ
が
刑
事
司
法
制
度
が
、
少
年
に
刑
事
責
任
を
問
う
場
合
、
家
庭
裁
判
所
全
件
送
致
主
義
を

採
用
し

（
29
）

、
少
年
審
判
を
経
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら

（
30
）

、
少
年
審
判
に
お
け
る
責
任
判
断
と
刑
事
裁
判
に
お
け
る
そ
れ
と
の
整
合
的
な
理

解
が
好
ま
し
い
と
の
観
点
か
ら
、
少
年
審
判
に
お
い
て
は
判
断
さ
れ
な
い
「
刑
事
」
責
任
能
力
を
責
任
判
断
の
後
方
（
刑
事
裁
判
段
階
）

に
配
置
し
、
論
理
的
に
故
意
・
過
失
判
断
を
先
行
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
少
年
審
判
の
場
面
で
故
意
・
過
失
を
判
断
し
、
過
失
さ
え

な
い
行
為
に
対
し
て
は
保
護
処
分
賦
課
を
抑
制
し
、
ま
た
検
送
へ
の
ハ
ー
ド
ル
を
高
め
る
と
と
も
に
、
逆
に
故
意
又
は
過
失
が
あ
る
が
刑
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事
責
任
能
力
が
無
い
と
い
う
場
合
に
も
要
保
護
性
が
あ
れ
ば
、
保
護
処
分
の
賦
課
を
可
能
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
検
送
後
も
刑
事

裁
判
所
は
故
意
・
過
失
の
後
に
阻
却
事
由
と
し
て
の
刑
事
責
任
能
力
を
判
断
し
、
責
任
構
造
の
一
貫
し
た
把
握
が
可
能
と
な
る
。

以
上
、
大
変
不
十
分
な
が
ら
、
刑
事
責
任
能
力
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
未
熟
な
考
察
を
試
み
た
。
責
任
要
素
説
の
実
体
法
的
及
び
手
続

法
的
正
当
性
を
、
僅
か
に
指
摘
し
得
た
と
思
わ
れ
る
が
、
な
お
、
違
法
性
の
意
識
や
期
待
可
能
性
の
位
置
づ
け
と
の
関
係
を
は
じ
め
、
多

く
の
課
題
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
小
論
は
、
刑
罰
権
の
実
現
が
実
体
法
だ
け
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
必
ず
手
続
法
に
よ
る
ハ
ー
ド
ル
を
ク

リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
視
点
か
ら
述
べ
ら
れ
た

（
31
）

。
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
権
保
障
も
国
家
刑
罰
権
の
実
現
も
、
両
者
の
統
合
的

理
解
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

（
１
）

浅
田
和
茂
『
刑
事
責
任
能
力
の
研
究
（
上
巻
）』（
成
文
堂
、
一
九
八
三
）
・
『
刑
事
責
任
能
力
の
研
究
（
下
巻
）』（
成
文
堂
、
一
九
九
九
）、
安
田
拓
人

『
刑
事
責
任
能
力
の
本
質
と
そ
の
判
断
』（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
六
）
等
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
か
ね
て
か
ら
、
刑
事
責
任
能
力
そ
の
も
の
に
対
す
る
疑
念
も
呈
示

さ
れ
て
い
る
。
比
較
的
最
近
の
論
考
と
し
て
、
佐
藤
直
樹
『
刑
法
39
条
は
も
う
い
ら
な
い
』（
青
弓
社
、
二
〇
〇
六
）、
同
「
途
方
に
く
れ
る
刑
法
―
三
九
条

は
削
除
さ
れ
る
べ
き
だ
」『
草
思
』
五
月
号
（
二
〇
〇
四
）、
同
「
責
任
能
力
論
に
つ
い
て
の
メ
モ
―
刑
法
三
九
条
の
刑
法
典
か
ら
の
削
除
を
」『
精
神
医
療
』

二
六
号
（
二
〇
〇
二
）
等
。
特
に
少
年
と
の
関
係
で
は
、
渡
邊
一
弘
『
少
年
の
刑
事
責
任
　
年
齢
と
刑
事
責
任
能
力
の
視
点
か
ら
』（
専
修
大
学
出
版
局
、

二
〇
〇
六
）
が
有
益
で
あ
る
。

（
２
）

最
近
に
お
け
る
責
任
能
力
判
断
の
規
範
化
と
い
う
流
れ
が
、
生
物
学
的
方
法
の
軽
視
を
意
味
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
責
任

要
素
説
に
接
近
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
但
し
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
結
合
は
必
然
的
な
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
混
合
的
方
法
の
有
用
性
を
説
く
も

の
と
し
て
、
青
木
孝
之
「
刑
事
責
任
能
力
と
は
な
に
か
？
―
―
そ
の
歴
史
的
展
開
と
現
代
の
課
題
を
概
観
す
る
―
―
」
琉
大
法
学
第
七
九
号
（
二
〇
〇
八
）

一
一
二
頁
が
あ
る
。

（
３
）

内
田
文
昭
『
刑
法
概
要
中
巻
（
犯
罪
論
２
）』
二
三
二
頁
（
青
林
書
院
、
一
九
九
九
）

（
４
）

中
山
研
一
『
概
説
刑
法
1
〔
第
二
版
〕』
一
五
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）

（
５
）

金
澤
文
雄
「
責
任
能
力
の
判
定
基
準
（
１
）」
別
冊
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
号
刑
法
判
例
百
選
１
総
論
〔
第
三
版
〕
七
〇
頁
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（
６
）

浅
田
和
茂
『
刑
法
総
論
〔
補
正
版
〕』
二
八
二
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
）
責
任
能
力
は
、
決
定
規
範
の
名
宛
人
を
示
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
有
責

行
為
能
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
７
）

堀
内
捷
三
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』
二
〇
七
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
）

（
８
）

山
中
敬
一
『
刑
法
総
論
2
』
五
六
三
頁
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
）

（
９
）

福
田
平
『
全
訂
刑
法
総
論
』
一
七
五
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
）

（
10
）

香
川
達
夫
『
刑
法
講
義
（
総
論
）』
一
九
二
頁
（
成
文
堂
、
一
九
八
五
）

（
11
）

斎
藤
信
治
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』
一
〇
四
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
）
に
よ
る
と
、
犯
罪
に
も
、
そ
の
反
倫
理
性
・
違
法
性
の
明
瞭
な
も
の
と
、
そ

の
認
識
に
か
な
り
の
知
的
能
力
を
要
す
る
も
の
と
が
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
大
塚
仁
『
刑
法
概
説
総
論
〔
改
訂
増
補
版
〕』
三
九
三
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
九

二
）
は
、「
責
任
能
力
の
基
礎
と
し
て
の
生
物
学
的
状
態
は
、
あ
る
行
為
者
に
と
っ
て
常
に
一
定
で
は
な
い
。（
中
略
）
…
そ
し
て
、
刑
法
に
お
け
る
責
任
判

断
は
、
構
成
要
件
に
該
当
す
る
違
法
な
個
別
的
行
為
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
行
っ
た
行
為
者
に
対
す
る
人
格
的
非
難
を
内
容
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

な
お
、
立
石
二
六
『
刑
法
総
論
〔
補
正
版
〕』
一
七
四
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
）
参
照
。

（
12
）

団
藤
重
光
『
刑
法
綱
要
総
論
〔
改
訂
版
〕』
二
五
六
頁
（
創
文
社
、
一
九
八
四
年
）
は
、「
完
全
な
責
任
能
力
者
お
よ
び
限
定
責
任
能
力
者
に
つ
い
て
も
、

そ
の
能
力
に
は
無
限
に
程
度
の
差
が
あ
り
、
そ
れ
は
行
為
の
非
難
可
能
性
の
強
弱
…
（
中
略
）
に
影
響
を
及
ぼ
す
」
と
す
る
。

（
13
）

宮
崎
英
生
「
貴
任
能
力
」
曽
根
威
彦
・
松
原
芳
博
『
重
点
課
題
　
刑
法
総
論
』
一
二
四
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
八
）

（
14
）

林
幹
人
『
刑
法
総
論
』
三
二
八
頁
（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
）

（
15
）

佐
久
間
修
『
刑
法
講
義
〔
総
論
〕』
二
四
二
頁
以
下
。（
成
文
堂
、
一
九
九
七
）。
な
お
、
内
田
・
前
掲
注
（
３
）
・
　
二
三
二
頁
参
照
。

（
16
）

こ
の
点
に
つ
い
て
平
野
博
士
は
、「
精
神
病
者
の
場
合
は
、
生
物
学
的
要
素
が
重
要
で
あ
り
、
心
理
的
要
素
を
重
視
す
る
と
精
神
病
者
に
過
度
に
責
任
能

力
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
や
す
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
平
野
龍
一
『
刑
法
総
論
2
』
二
八
二
頁
（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
）

（
17
）

大
谷
実
『
新
版
刑
法
講
義
総
論
〔
追
補
版
〕』
三
三
八
頁
（
成
文
堂
、
二
〇
〇
四
）。

（
18
）

曽
根
威
彦
『
刑
法
総
論
〔
第
三
版
〕』
一
六
四
頁
（
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
）
は
、
以
下
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
責
任
要
素
説
は
、
責
任
能
力
の
規
範
的
側

面
を
強
調
す
る
考
え
方
と
結
び
つ
き
、
責
任
条
件
の
う
ち
の
規
範
的
要
素
と
一
体
と
な
っ
て
責
任
非
難
を
基
礎
づ
」
け
、「
行
為
責
任
論
の
見
地
か
ら
責
任

要
素
説
を
採
る
と
し
て
も
、
責
任
能
力
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
は
、
生
物
学
的
要
素
に
第
一
次
的
意
義
を
認
め
、
心
理
学
的
要
素
に
は
生
物
学
的
要
素
を
当

該
行
為
と
関
連
づ
け
る
か
ぎ
り
で
第
二
次
的
意
義
を
認
め
る
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
」。
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（
19
）

板
倉
宏
『
新
訂
刑
法
総
論
』
二
三
八
頁
（
頸
草
書
房
、
一
九
九
八
）

（
20
）

B
aum

ann,Jürgen,Strafrecht
A

llgem
einer

Teil,9 .überarbeitete
A

uflage,1985 ,S.376 .

但
し
、
同
時
に
そ
れ
は
責
任
阻
却
事
由
と
し
て
も
理
解
さ
れ

る
だ
ろ
う
。
塩
盛
俊
明
「
刑
事
責
任
能
力
と
答
責
性
概
念
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
法
と
少
年
刑
法
の
交
錯
」
広
島
法
学
第
三
〇
巻
第
一
号
一
六
七
頁
。
な
お
、

香
川
・
前
掲
注
（
10
）
・
一
九
二
頁
参
照
。

（
21
）

平
野
・
前
掲
注
（
15
）
・
二
八
一
頁
参
照
。
こ
こ
で
は
、
責
任
能
力
判
断
に
お
け
る
生
物
学
的
要
素
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
生
物
学
的
方
法
が
行
為
者
に

対
し
て
行
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
他
の
責
任
阻
却
事
由
と
の
区
別
は
明
瞭
と
な
る
一
方
で
、
事
前
的
・
一
般
的
な
前
提
的
判
断
に
傾
斜
す
る
こ
と
か
ら
、
責
任

前
提
説
に
親
和
性
が
生
じ
る
。

（
22
）

生
物
学
的
に
一
定
年
齢
を
普
遍
的
に
導
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
上
、
国
や
文
化
、
民
族
等
の
違
い
に
よ
っ
て
こ
の
年
齢
は

区
々
で
あ
る
し
、
歴
史
的
に
、
ま
た
経
験
的
に
規
定
さ
れ
て
き
た
と
も
い
い
う
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
、doli

incapax

が
一
定
年
齢

以
下
の
子
ど
も
の
行
為
に
対
し
て
責
任
無
能
力
を
認
め
て
い
た
。
刑
事
責
任
能
力
の
問
題
が
本
質
的
に
は
実
体
法
理
論
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
下

限
を
何
歳
に
す
る
か
、
と
い
っ
た
一
律
的
な
問
題
は
、
刑
事
政
策
的
考
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
、
手
続
の
問
題
と
し
て
画
一
的
な
処
理
が
要
請
さ

れ
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
但
し
こ
の
問
題
は
引
続
き
検
討
を
要
す
る
。

（
23
）

心
神
喪
失
や
耗
弱
の
判
断
が
法
律
的
判
断
で
あ
る
こ
と
は
、
判
例
・
通
説
の
採
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
包
括
一
罪
や
集
合
犯
等
の
場
合
は
と

も
か
く
、
数
個
の
犯
罪
を
遂
行
し
た
と
さ
れ
る
よ
う
な
併
合
罪
の
場
合
、
特
に
そ
の
数
が
多
い
と
き
な
ど
は
、
医
師
等
の
専
門
家
が
独
立
に
個
々
の
行
為
に

つ
い
て
責
任
能
力
を
判
断
す
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
刑
事
裁
判
で
は
個
々
の
犯
罪
類
型
に
対
応
し
た
責
任
判
断
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
こ
と
を
以
て
部
分
的
責
任
能
力
が
刑
法
上
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
24
）

中
山
・
前
掲
注
（
４
）
・
一
五
三
頁
等
は
、
個
別
行
為
に
つ
い
て
責
任
能
力
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
で
も
、
精
神
障
害
が
諸
々
の
精
神
作
用
全
体
に

わ
た
っ
て
及
ぶ
影
響
を
顧
慮
さ
れ
る
が
、
む
し
ろ
個
別
行
為
に
つ
い
て
の
責
任
能
力
が
肯
定
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
行
為
に
つ
い
て
は
影
響
が
無
か
っ
た
と
解
す

る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
逆
に
そ
れ
が
否
定
さ
れ
れ
ば
影
響
が
あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
済
む
。
い
ず
れ
に
せ
よ
刑
事
責
任
能
力
は
行
為
に
収
斂
し
て

捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
行
為
責
任
主
義
を
堅
持
す
れ
ば
、
行
為
に
徴
表
さ
れ
な
い
精
神
障
害
等
は
、
行
為
者
が
精
神
障
害
者
で
あ
る
と
い
う
判
断
と

は
離
れ
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
25
）

但
し
、
他
の
証
拠
か
ら
裁
判
官
の
生
物
学
的
判
断
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
忌
避
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
26
）

そ
の
意
味
で
、
責
任
不
要
説
は
失
当
で
あ
る
が
、
そ
の
詳
細
な
検
討
は
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
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（
27
）

違
法
の
意
識
の
可
能
性
や
期
待
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
詳
細
の
検
討
は
他
日
を
期
し
た
い
。

（
28
）

勿
論
、
少
年
審
判
に
お
い
て
は
訴
因
制
度
を
採
っ
て
い
な
い
こ
と
、
逆
に
検
送
後
は
、
犯
罪
構
成
要
件
に
及
ぶ
故
意
の
規
制
的
機
能
が
訴
因
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
等
か
ら
、
両
者
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。

（
29
）

澤
登
俊
雄
『
少
年
法
入
門
〔
第
４
版
〕』
六
〇
頁
（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
八
）

（
30
）

調
査
段
階
か
ら
検
送
さ
れ
る
場
合
（
少
年
法
二
〇
条
）
に
は
、
当
然
な
が
ら
保
護
処
分
賦
課
の
た
め
の
責
任
判
断
は
行
わ
れ
な
い
。

（
31
）

い
う
ま
で
も
な
く
、
民
事
法
上
の
権
利
義
務
の
実
現
と
は
異
な
り
、
刑
事
手
続
法
な
し
で
は
責
任
認
定
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
捨
象
は
正
に

観
念
の
遊
技
と
な
ろ
う
。


