
論

説

｢
司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

試
論

―
―
刑
事
判
例
研
究
を
素
材
と
し
て
―
―

横

瀬

浩

司

目

次

一

問
題
の
所
在

二
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現
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―
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―
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｢

司
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テ
ィ｣
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一

問
題
の
所
在

現
在
、
よ
り
利
用
し
や
す
い
司
法
制
度
・
国
民
の
司
法
参
加

(

１)

を
め
ぐ
っ
て
司
法
の
あ
り
方
が
多
く
議
論
さ
れ
て
い
る

(

２)

。
本
稿
の
目
的
は
、

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

と
い
う
観
点
か
ら
司
法
改
革
に
つ
い
て
一
つ
の
問
題
提
起
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

(
�
���

�
�
��
�
�	��

)

と
は
、｢

説
明
責
任｣

と
一
般
的
に
訳
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
一
方
的
な

｢

説
明
責
任｣

の
み
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、｢

説
明｣

に
よ
り

｢

理
解｣

・｢

納
得｣

が
生
じ
、｢

相
互
に
受
け
入
れ
ら
れ
る｣

関
係
が
存
在
す
る

｢

双
方
向｣

的
な
概
念
と
理
解
さ
れ
る

(

３)

。
本
稿
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
内
容
は
こ
う
し
た
理
解
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
ひ
と
つ
の
刑
事
裁
判
例
を
素
材
と
し
て
そ
れ
を
め
ぐ
る
判
例
お
よ
び
学
説
の
解
釈
理
論
を
検
討
し
、
刑
事
法
解
釈

学
の
現
状
を
素
描
す
る
と
と
も
に
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
さ
ら
に
、
司
法
政
策
論
と
も
い
う
べ
き

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ

リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
裁
判
所
に
お
け
る
判
決
の

｢

説
明
責
任｣

に
つ
い
て
一
つ
の
問
題
提
起
を
試
み
る
と
同
時
に
そ
れ
に
対
応
す
る
学

説
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

刑
事
法
解
釈
学
の
現
状
―
―
平
成
八
年
二
月
八
日
最
高
裁
一
小
判
決
を
素
材
と
し
て
―
―

刑
事
法
解
釈
学
の
現
状
を
素
描
す
る
た
め
に
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
に
関
す
る
判
例
と
し
て
、
平
成
八

年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
判
決

(

刑
集
五
〇
巻
二
号
二
二
一
頁)

を
素
材
と
し
、
こ
の
判
例
を
め
ぐ
る
他
の
判
例
お
よ
び

学
説
を
紹
介
し
検
討
し
た
い
。

平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

被
告
人
は
、
狩
猟
免
許
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
が
、
雑
誌
の
広
告
で
ク
ロ
ス
ボ
ウ

(

洋
弓
銃)

に
興
味
を
持
ち
、
こ
れ
を
使
っ
て

―�―



カ
モ
猟
を
し
よ
う
と
考
え
、
平
成
四
年
六
月
ご
ろ
、
本
件
で
使
用
し
た
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
購
入
し
た

(

４)

。
被
告
人
は
、
右
の
ク
ロ
ス
ボ
ウ
を
使
っ

て
カ
モ
猟
を
続
け
て
い
た
が
、
平
成
六
年
二
月
五
日
午
後
一
時
過
ぎ
こ
ろ
、
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
ク
ロ
ス
ボ
ウ
と
矢
を
携
え

て
静
岡
県
内
の
河
川
敷
に
出
か
け
、
自
己
の
食
用
に
す
る
目
的
で
、
マ
ガ
モ
あ
る
い
は
カ
ル
ガ
モ
に
向
け
て
矢
四
本
を
射
た
が
、
い
ず
れ

も
命
中
し
な
か
っ
た
。

こ
の
被
告
人
の
行
為
が
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

以
下
、
鳥
獣
保
護
法
と
い
う)

一
条
の
四
第
三
項
お
よ
び
そ
の
委
任
を

受
け
た
昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
三
号

(

以
下
、
本
件
告
示
と
い
う)

の
三
号
リ
で
定
め
る

｢

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法｣

に
よ
る
狩

猟
鳥
獣
の
捕
獲

(

殺
傷
を
含
む)

の
禁
止
に
違
反
す
る
と
し
て
、
同
法
二
二
条
二
号
に
よ
り
起
訴
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
第
一
審

(
沼
津
簡
判
平
成
六
年
九
月
三
〇
日)

は
、
現
実
に
カ
モ
を
捕
っ
て
い
な
い
の
で
捕
獲
に
当
た
ら
な
い
と
す

る
被
告
人
の
主
張
に
つ
い
て
、｢
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
に
関
す
る
法
律
一
条
の
四
第
三
項
及
び
昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
四
三
号
の
三
項マ
マ

『

リ』

に
お
い
て

『

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法』

に
よ
る

『

猟
法
を
用
い
て
捕
獲
を
し
て
は
な
ら
な
い』

と
す
る
趣
旨
は
、
弓
矢
の
使
用
に

よ
っ
て
鳥
獣
を
狩
猟
す
る
場
合
、
そ
の
命
中
精
度
、
威
力
な
ど
か
ら
傷
を
負
わ
せ
た
状
態
で
鳥
獣
を
逃
走
さ
せ
る
場
合
が
多
い
こ
と
等
に

よ
り
、
そ
れ
が
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
に
支
障
を
及
ぼ
す
結
果
と
な
る
こ
と
が
そ
の
規
制
の
趣
旨
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、

現
実
に
カ
モ
を
仕
留
め
て
獲
物
を
自
己
の
支
配
下
に
お
い
た
場
合
の
み
に
限
ら
ず
、
本
件
の
よ
う
に
カ
モ
を
捕
ら
え
る
目
的
で
、
カ
モ
を

目
掛
け
て
矢
を
発
射
し
た
場
合
も
右
条
項
に
い
う
捕
獲
に
当
た
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

と
判
示
し
、
被
告
人
を
罰
金
一

五
万
円
に
処
し
た
。

被
告
人
は
、
第
一
審
判
決
に
は
事
実
誤
認
お
よ
び
法
令
の
解
釈
適
用
の
誤
り
が
あ
る
と
し
て
控
訴
し
た
が
、
第
二
審

(

東
京
高
判
平
成

七
年
四
月
一
三
日)

(

判
時
一
五
四
七
号
一
四
一
頁)

は
、
前
述
の
告
示
四
三
号
三
号
リ
は
、｢

弓
矢
を
用
い
る
猟
法
が
い
た
ず
ら
に
手
負

い
の
鳥
獣
を
生
じ
さ
せ
る
な
ど
、
そ
の
保
護
繁
殖
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。｣

と
し

―�―



た
上
で
、｢

本
件
に
お
い
て
は
…
…
被
告
人
が
ク
ロ
ス
ボ
ウ
で
射
た
矢
は
い
ず
れ
も
狙
っ
た
カ
モ
に
命
中
せ
ず
、
カ
モ
は
逃
げ
去
っ
て
、

被
告
人
は
こ
れ
を
手
に
入
れ
て
い
な
い
し
、
殺
傷
も
し
て
い
な
い
こ
と
は
所
論
指
摘
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
狩
猟
鳥
類
を
狙
っ
て
ク
ロ
ス

ボ
ウ
で
矢
を
射
か
け
る
行
為
は
、
た
と
え
殺
傷
し
な
く
と
も
、
狙
っ
た
鳥
ば
か
り
で
な
く
そ
の
周
辺
の
鳥
類
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
の
で

あ
り
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の
禁
止
、
制
限
の
委
任
の
趣
旨
及
び
告
示
四
三
号
の
目
的
で
あ
る
狩
猟
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
実
質

的
に
阻
害
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
は
同
様
で
あ
る
か
ら
、
同
法
一
条
の
四
第
三
項
を
受
け
た
告
示
四
三
号
三
項マ

マ

リ
が
禁
止
す
る
捕
獲
に
あ

た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。｣

と
判
示
し
て
、
被
告
人
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
は
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
お
よ
び
そ
の
委
任
を
受
け
た
告
示
四
三
号
三
号
リ
の
各
規
定
の
違
憲
性

等
を
主
張
し
て
上
告
し
た
。

こ
の
上
告
に
対
し
て
、
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
は
、｢

上
告
趣
旨
の
う
ち
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
の
四
第
三
項
及

び
そ
の
委
任
を
受
け
た
昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
三
号
三
号
リ
の
各
規
定
の
違
憲
を
い
う
点
は
、
右
各
規
定
が
憲
法
一
一
条
、
一
二

条
、
一
三
条
、
一
四
条
、
一
五
条
二
項
、
四
一
条
、
七
三
条
六
号
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
当
裁
判
所
の
判
例

(

略)

の
趣
旨

に
徴
し
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
所
論
は
理
由
が
な
く
、
そ
の
余
は
、
違
憲
と
い
う
点
を
含
め
、
実
質
は
単
な
る
法
令
違
反
、
事
実
誤
認

の
主
張
で
あ
っ
て
、
刑
訴
法
四
〇
五
条
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
。｣

と
し
た
。

さ
ら
に
、｢

な
お
、
食
用
と
す
る
目
的
で
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
マ
ガ
モ
又
は
カ
ル
ガ
モ
を
ね
ら
い
洋
弓
銃

(

ク
ロ
ス
ボ
ウ)

で
矢
を
射
か

け
た
行
為
に
つ
い
て
、
矢
が
外
れ
た
た
め
鳥
獣
を
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
ら
れ
ず
、
か
つ
、
殺
傷
す
る
に
至
ら
な
く
て
も
、
鳥
獣
保

護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
の
四
第
三
項
を
受
け
た
同
告
示
三
号
リ
が
禁
止
す
る
弓
矢
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
捕
獲
に
当
た
る
と
し

た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る(

最
高
裁
昭
和
五
二
年
あ�
第
七
四
〇
号
同
五
三
年
二
月
三
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
刑
集
三
二
巻
一
号
二
三
頁
、

最
高
裁
昭
和
五
四
年
あ�
第
三
六
五
号
同
年
七
月
三
一
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
刑
集
三
三
巻
五
号
四
九
四
頁
参
照) (

５)

。｣

と
判
示
し
て
被
告
人

―�―



の
上
告
を
棄
却
し
た
。

こ
れ
に
は
、
小
野
幹
雄
裁
判
官
の
補
足
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
法
に
お
け
る
捕
獲
の
意
義
を
一
義
的
に
解
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
本
告
示
三
号
は
、
そ
の
規
制
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
捕
獲
行
為
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、

｢

捕
獲
行
為｣
を
含
む
と
解
し
得
な
い
条
項
に
つ
い
て
、
規
制
の
必
要
性
を
重
視
す
る
余
り
、
不
当
に
拡
張
解
釈
す
る
こ
と
は
厳
に
慎
ま

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
が
要
旨
で
あ
る
。

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律

(

昭
和
三
八
年
法
律
第
二
三
号)

の
法
目
的
は
、｢

鳥
獣
保
護
事
業
を
実
施
し
及
狩
猟
を
適
正
化
す

る
こ
と
に
依
り
鳥
獣
の
保
護
蕃
殖
、
有
害
鳥
獣
の
駆
除
及
危
険
の
予
防
を
図
り
以
て
生
活
環
境
の
改
善
及
農
林
水
産
業
の
振
興
に
資
す
る

こ
と｣

(

一
条)

で
あ
り
、
そ
し
て
同
法
は
、
種
々
の
禁
止
規
定
を
設
け
、
そ
の
違
反
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
て
い
る
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
同
法
一
条
の
四
第
三
項
は
、｢

環
境
庁
長
官
又
は
都
道
府
県
知
事
は
狩
猟
鳥
獣
の
保
護
蕃
殖
の
為
必
要
と
認
む

る
と
き
は
狩
猟
鳥
獣
の
種
類
、
区
域
、
期
間
又
は
猟
法
を
定
め
其
の
捕
獲
を
禁
止
又
は
制
限
す
る
こ
と
を
得｣

と
規
定
し
、
こ
れ
に
基
づ

い
て
、
昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
四
三
号
三
号
が
、｢

狩
猟
鳥
獣
は
、
次
の
猟
法
を
用
い
て
捕
獲
し
て
は
な
ら
な
い｣

と
し
た
上
で
、
そ

の

｢

リ｣

に
お
い
て
、｢

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法｣
を
掲
げ
て
い
る

(

６)

。

本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
食
用
目
的
で
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
マ
ガ
モ
又
は
カ
ル
ガ
モ
を
ね
ら
い
、
発
射
し
た
ク
ロ
ス
ボ
ウ
の
矢
四
本
が
、

い
ず
れ
も
カ
モ
に
命
中
し
な
か
っ
た
場
合
、
そ
の
行
為
が
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の｢

捕
獲｣

に
該
当
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。

前
述
し
た
よ
う
に
最
高
裁
は
、
矢
が
外
れ
鳥
獣
を
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
殺
傷
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と

も
、｢

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
捕
獲
に
当
た
る｣

と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
点
は
、
本
来
、
日
常
生
活
上
の
言
葉
の
意
味
と
し
て

｢

捕
獲｣

と
は

｢

自
己
の
支
配
下
に
置
く
こ
と｣

す

な
わ
ち

｢

現
実
捕
獲｣

を
意
味
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
例
が
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

は
、
そ
れ
以
前
の

｢

捕

―�―



獲
行
為｣

で
足
り
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
類
推
解
釈
を
許
容
す
る
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
章
を
改
め
そ
の
他
の
判
例
の
動
向
・
学
説
の
現
状
を
検
討
し
、
刑
事
法
解
釈
学
上
の
問
題
点
を
考

察
す
る
。

三

刑
事
法
解
釈
学
の
問
題
点

�
判
例
の
動
向

鳥
獣
保
護
法
に
い
う

｢
捕
獲｣

の
意
義
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
下
級
審
判
例
は
必
ず
し
も
統
一
的
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
狩

猟
鳥
獣
を
現
実
に
捕
捉
す
る
か
、
少
な
く
と
も
容
易
に
捕
捉
し
得
る
状
態
に
な
っ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
い
う
立
場

(

以
下

｢

現
実
捕

獲
説｣

と
す
る)

と
、
狩
猟
鳥
獣
を
捕
獲
し
よ
う
と
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
、
た
と
え
現
実
に
捕
獲
し
な
く
て
も
捕
獲
に
あ
た
る
と
す
る
立

場

(

以
下

｢

捕
獲
行
為
説｣

と
す
る)
に
分
か
れ
て
い
た
。
以
下
、
こ
の
二
説
に
従
っ
て
、
判
例
の
動
向
を
検
討
す
る
。

｢

現
実
捕
獲
説｣

を
採
用
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
、
次
の
判
例
が
あ
る
。

�
福
岡
高
判
昭
和
四
二
年
一
二
年
一
八
日(

高
刑
集
二
〇
巻
六
号
七
九
一
頁
、
判
時
五
一
二
号
七
〇
頁)

は
、
友
人
二
名
と
狩
猟
に
行
っ

た
被
告
人
が
、
一
羽
の
メ
ス
キ
ジ
に
対
し
右
二
名
と
同
時
に
猟
銃
を
発
射
し
こ
れ
を
撃
ち
落
と
し
た
が
、
誰
の
弾
丸
が
命
中
し
た
か
明
ら

か
で
な
い
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
及
び
こ
れ
を
受
け
て
狩
猟
鳥
獣
の
メ
ス
キ
ジ
の
捕
獲
を
禁
止

し
て
い
た
昭
和
四
〇
年
農
林
省
告
示
二
七
九
号
に
い
う

｢

捕
獲｣
の
意
義
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
原
判
決
は
、
被
告
人
が
メ
ス
キ
ジ
に
向
か
っ
て
猟
銃
を
発
射
し
た
以
上
、
そ
の
行
為
は
右
条
項
に
い
う

｢

捕
獲｣

に
該

当
す
る
と
し
て
、
同
法
二
二
条

(

単
独
犯)

の
適
用
を
認
め
た
。
し
か
し
、
福
岡
高
裁
は
こ
れ
を
破
棄
し
、
右
の

｢

捕
獲｣

と
は
、｢

同

鳥
獣
を
現
実
に
捕
捉
す
る
か
、
少
な
く
と
も
同
鳥
獣
を
容
易
に
捕
捉
し
う
る
状
態
に
お
い
て
、
同
鳥
獣
が
右
状
態
に
お
い
た
者
の
実
質
的

―�―



支
配
内
に
帰
属
す
る
に
至
っ
た｣

こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、｢『

猟
銃
を
発
射
し
た』

だ
け
で

『

捕
獲
し
た』

と
解
す
る
こ
と
は
用
語
の
普

通
の
意
義
か
ら
い
っ
て
無
理
で
あ
り
、
同
法
の
他
の
条
項
と
の
関
係
で
ぜ
ひ
そ
の
よ
う
に
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
特
段
の
根
拠

も
認
め
ら
れ
な
い｣

と
し
た
。

こ
れ
は
、
原
審
に
お
い
て
抽
象
的
な｢

捕
獲
行
為
説｣

を
採
っ
て
い
た
も
の
が
、
福
岡
高
裁
に
お
い
て
実
質
的
支
配
内
へ
の
帰
属
と
い
っ

た

｢

現
実
捕
獲
説｣

を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る

(

７)

。

�
仙
台
高
判
昭
和
四
三
年
一
月
二
三
日

(

高
刑
集
二
一
巻
二
号
九
五
頁
、
判
時
五
一
八
号
八
八
頁)

は
、
被
告
人
が
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る

カ
ラ
ス
を
狙
っ
て
二
回
に
わ
た
り
装
薬
銃
た
る
ラ
イ
フ
ル
銃
を
発
射
し
た
が
、
標
的
に
命
中
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
及
び
同
法
律
施
行
規
則
三
条
二
項
違
反
の
公
訴
事
実
に
つ
き
被
告
人
を
無
罪
と
し
た

原
判
決

(

８)

を
支
持
し
、｢

右
法
条
の
立
法
目
的
が
、
そ
の
規
定
上
か
ら
も
明
ら
か
の
よ
う
に
狩
猟
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
は
か
る
点
に
あ
る
こ

と
か
ら
考
え
て
、
ま
た
、
捕
獲
な
る
文
言
の
一
般
通
常
の
用
法
に
も
徴
す
る
と
、
右
法
条
に
い
わ
ゆ
る
捕
獲
と
は
、
狩
猟
鳥
獣
を
現
実
に

自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
う
る
状
態
を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
っ
て
、
す
で
に
こ
れ
に
対
し
銃

砲
を
発
射
す
る
な
ど
し
て
狩
猟
行
為
に
及
ん
だ
と
し
て
も
、
右
の
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
右
行
為
は
捕
獲
の
い
わ

ば
未
遂
行
為
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
い
ま
だ
右
罰
則
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。｣

と
判
示
し
た

(

９)

。

こ
の
判
例
は
、
捕
獲
を
現
実
に
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
う
る
状
態
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
れ
に
至
ら
な
い
も
の
は
未

遂
行
為
に
過
ぎ
な
い
と
し
て

｢

現
実
捕
獲
説｣

を
明
言
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
�
、
�
の
二
つ
の
高
等
裁
判
所
判
例
は
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
も
の
で
、

と
も
に

｢

現
実
捕
獲
説｣

の
立
場
を
採
用
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。
し
か
し
、
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
は
、
こ
の
鳥
獣
保
護
法
一

条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
に
つ
い
て

｢

捕
獲
行
為
説｣

を
採
用
し
た
初
め
て
の
最
高
裁
の
判
例
で
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
先

―�―



例
的
価
値
は
高
い
と
さ
れ
る

(

�)

。
こ
こ
で

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
従
来

｢

現
実
捕
獲
説｣

を
採
用
す
る
下
級
審
判
例
の
流
れ
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
理
由
付
け
か
ら
同
最
高
裁
の
判
例
が

｢

捕
獲
行
為
説｣

を
採
用
す
る
に
い
た
っ

た
か
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
同
最
高
裁
の
判
例
は
、｢

な
お

(

�)｣

書
き
で

｢

食
用
と
す
る
目
的
で
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
マ
ガ
モ
又
は
カ
ル
ガ
モ
を
ね
ら
い

洋
弓
銃

(

ク
ロ
ス
ボ
ウ)

で
矢
を
射
か
け
た
行
為
に
つ
い
て
、
矢
が
外
れ
た
た
め
鳥
獣
を
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
ら
れ
ず
、
か
つ
、

殺
傷
す
る
に
至
ら
な
く
て
も
、
鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
の
四
第
三
項
を
受
け
た
同
告
示
三
号
リ
が
禁
止
す
る
弓
矢
を
使
用

す
る
方
法
に
よ
る
捕
獲
に
当
た
る
と
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る

(

最
高
裁
昭
和
五
二
年
あ�
第
七
四
〇
号
同
五
三
年
二
月
三
日
第
三
小

法
廷
決
定
・
刑
集
三
二
巻
一
号
二
三
頁
、
最
高
裁
昭
和
五
四
年
あ�
第
三
六
五
号
同
年
七
月
三
一
日
第
三
小
法
廷
決
定
・
刑
集
三
三
巻
五
号

四
九
四
頁
参
照)

。｣

と
判
示
し
、
最
高
裁
昭
和
五
三
年
二
月
三
日
第
三
小
法
廷
決
定
と
最
高
裁
昭
和
五
四
年
七
月
三
一
日
第
三
小
法
廷
決

定
の
二
つ
の
判
例
を
引
用
し
て
、
先
例
的
根
拠
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
二
つ
の
判
例
を
以
下
に
検
討
す
る
。

�
最
三
小
決
昭
和
五
三
年
二
月
三
日

(
刑
集
三
二
巻
一
号
二
三
頁
、
判
時
八
八
四
号
一
一
三
頁)

は
、
被
告
人
が
熊
を
捕
獲
す
る
目
的

で
据
銃

(

�)

を
設
置
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
山
菜
を
採
り
に
来
た
男
児
二
名
が
銅
線
に
接
触
し
、
散
弾
を
受
け
て
負
傷
し
た
と
い
う
事

案
に
つ
い
て
、
業
務
上
過
失
傷
害
罪
と
鳥
獣
保
護
法
一
五
条

｢

爆
発
物
、
劇
薬
、
毒
薬
、
据
銃
又
ハ
危
険
ナ
ル
罠
若
ハ
陥
穽
ヲ
使
用
シ
テ

鳥
獣
ヲ
捕
獲
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣

の
違
反
の
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一
審
は
、
業
務
上
過
失
傷
害
罪
と
と
も
に
据
銃
に
よ
る
鳥

獣
の
捕
獲
に
該
当
す
る
と
し
、
控
訴
審
も
原
審
の
判
断
を
維
持
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
第
三
小
法
廷
は
、
同
法
一
五
条
の
規
定
は

｢

そ
の
手
段
に
お
い
て
人
畜
に
危
険
の
及
ぶ
お
そ
れ
の
高
度
な
猟
法
を
禁
止

し
た
も
の
で
あ
り
、
被
告
人
が
本
件
据
銃
を
し
た
こ
と
自
体
に
よ
っ
て
同
条
違
反
の
罪
が
成
立
す
る
と
し
た
原
判
断
は
、
正
当
で
あ
る
。｣

と
判
示
し
た
。

―�―



こ
れ
は
、
同
法
一
五
条
の
規
定
の
趣
旨
が
危
険
な
手
段

(

猟
法)

の
非
価
値
に
着
眼
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
据
銃
す
る
こ
と
自
体
を
禁

止
す
る
抽
象
的
危
険
犯
で
あ
る
と
解
し
た
も
の
と
さ
れ
る

(

�)
(

�)。

�
最
三
小
決
昭
和
五
四
年
七
月
三
一
日

(

刑
集
三
三
巻
五
号
四
九
四
頁
、
判
時
九
四
一
号
一
三
八
頁)

は
、
被
告
人
が
鳥
獣
保
護
法
一

一
条
で
捕
獲
禁
止
場
所
に
指
定
さ
れ
て
い
る

｢

公
道｣

上
に
お
い
て
狩
猟
鳥
獣
で
あ
る
カ
モ
に
向
け
猟
銃
を
発
射
し
た
が
、
弾
丸
が
命
中

し
な
か
っ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
第
一
審
は
こ
れ
を
有
罪
と
し
、
控
訴
審
も
原
判
決
に
は
事
実
誤
認
は
な
い
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し

た
。こ

れ
に
つ
い
て
第
三
小
法
廷
は
、
大
判
昭
和
一
八
年
一
二
月
二
八
日

(

刑
集
二
二
巻
二
二
号
三
二
三
頁)

判
決
を
引
用
し
て
、
鳥
獣
保

護
法
一
一
条
に
い
う

｢

捕
獲｣
と
は
、｢

鳥
獣
を
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
よ
う
と
す
る
一
切
の
方
法
を
行
う
こ
と
を
い
い
、
鳥
獣
を

現
に
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
た
か
否
か
を
問
わ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。｣

と
判
示
し
た

(

�)

。

こ
こ
で
引
用
さ
れ
た
�
大
判
昭
和
一
八
年
一
二
月
二
八
日

(

刑
集
二
二
巻
二
二
号
三
二
三
頁)

判
決
は
、｢

本
条
に
所
謂
捕
獲
と
は
鳥

獣
を
自
己
の
実
力
支
配
内
に
入
れ
む
と
す
る
一
切
の
方
法
を
行
ふ
こ
と
を
謂
ふ
も
の
に
し
て
実
際
鳥
獣
を
実
力
支
配
内
に
入
れ
得
た
る
や

否
は
之
を
問
は
ざ
る
趣
旨
な
り
と
解
す
る
を
相
当
と
す｣

と
判
示
し
、｢

捕
獲
行
為
説｣

の
立
場
を
明
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
案
は
、

鳥
獣
保
護
法
の
母
法
で
あ
る
大
正
七
年
の
狩
猟
法

(
法
律
第
三
二
号
、
大
正
八
年
九
月
一
日
施
行)

一
一
条
で
禁
止
さ
れ
た

｢

公
道｣

に

お
け
る

｢

捕
獲｣

の
意
義
が
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
、
公
道
の
西
側
か
ら
そ
の
東
側
に
い
た
山
鳩
を
捕
獲
す
る
目
的
で
猟
銃
を
発
射
し
、

弾
丸
は
公
道
上
空
を
通
過
し
て
命
中
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る

(

�)
。

こ
れ
ら
�
・
�
の
二
判
例
は
、
い
ず
れ
も

｢

据
銃｣

に
よ
る
捕
獲
行
為
、｢

公
道｣

上
で
の
捕
獲
行
為
と
い
っ
た
行
為
自
体
の
も
つ
法

益
侵
害
の
危
険
性
の
高
さ
を
重
視
し
て
、｢

捕
獲
行
為
説｣

を
採
用
し
た
も
の
と
さ
れ
る

(

�)

。
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
は
、
こ

の
�
・
�
の
二
判
例
を
先
例
と
し
て
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の｢

捕
獲｣
の
意
義
を｢

捕
獲
行
為｣

と
解
す
る
根
拠
と
し
て
い
る
。
―�―



し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
が
先
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
�
判
例
は
、
鳥
獣
保
護
法
一
五
条
の

｢

据

銃｣

に
よ
る

｢

捕
獲｣

が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
り
、
�
判
例
は
、
鳥
獣
保
護
法
一
一
条
の

｢

公
道｣

上
に
お
け
る

｢

捕
獲｣

が
問
題

と
な
っ
た
事
実
で
あ
り
、
必
ず
し
も
同
一
条
項
の

｢

捕
獲｣

が
問
題
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
を
一
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
問
題
が
あ

る

(

�)
(

�)。
や
は
り
、
鳥
獣
保
護
法
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
は
、
同
法
の
目
的
や

(

�)

、
各
条
項
に
お
け
る
規
制
趣
旨
、
保
護
法
益
、
行
為
の
態
様
等
を

考
慮
し
、
個
別
的
か
つ
合
目
的
的
に
解
釈
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う

(

�)
(

�)。

以
上
の
よ
う
に
、
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
が
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
を
判
決
の

｢

な
お｣

書

き
の
中
で

｢

捕
獲
行
為｣
と
解
す
る
根
拠
と
し
て
示
し
た
判
例
�
・
�
は
、
事
案
・
適
用
条
項
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
鳥
獣
保
護

法
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
を
一
義
的
に
解
し
て
お
り
、
ま
た
一
義
的
に
解
す
る
こ
と
の
説
明
も

｢

補
足
意
見｣

と
い
う
形
式
で
の
み
の
説
明

し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
前
述
の
よ
う
に
昭
和
四
〇
年
代
の
高
裁
判
決
�
・
	
が
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

の
意
義
を

｢

現
実
捕
獲｣

と
解
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
何
ら
判
決
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
本
判
決
は
、｢

司

法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
必
ず
し
も
説
明
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の

平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
る
学
説
の
評
価
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
以
下
に
検
討
す
る
。

�
学
説
の
検
討

鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

を
捕
獲
行
為
で
足
り
る
と
す
る
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
に
対
し
て
、
学
説
は

批
判
的
な
も
の
が
多
い

(


)

。
例
え
ば
、
罪
刑
法
定
主
義
の
精
神
か
ら
み
て
、
未
遂
処
罰
の
規
定
が
無
い
場
合
に
処
罰
の
隙
間
を
埋
め
る
べ
く

既
遂
の

｢

前
倒
し｣

を
認
め
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
現
行
法
は
狩
猟
鳥
獣
の
現
実
捕
獲
と
そ
の
殺
傷
と
を
処
罰
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
鳥
獣
の
保
護
繁
殖
を
図
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

�)

。
ま

た
、
未
遂
処
罰
規
定
の
な
い
鳥
獣
保
護
法
で

｢

捕
獲｣

の
解
釈
に
よ
り
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
問
題
視
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
鳥
獣
保

―��―



護
法
は
、
実
際
、
比
較
的
容
易
に
頻
繁
に
改
正
さ
れ
る
た
め
、
処
罰
の
必
要
性
が
あ
れ
ば
立
法
化
で
対
処
す
べ
き
で
、｢

捕
獲｣

と
い
う

明
確
な
文
言
の
解
釈
が
争
わ
れ
、
捕
獲
行
為
を
も
含
め
る
こ
と
で
禁
止
行
為
の
特
定
性
・
限
定
性
が
解
か
れ
て
し
ま
う
の
は
、
罪
刑
法
定

主
義
の
自
由
主
義
原
理
の
核
心
で
あ
る

｢

公
正
な
告
知｣

を
蔑
ろ
に
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
本
判
決
の

｢

補
足
意
見｣
に
対
し
て
、
同
じ

｢

捕
獲｣

と
い
う
用
語
が
、
条
文
に
よ
っ
て

｢

捕
獲
行
為｣

を
含
む
と
さ
れ
た
り
、
含
ま
な
い
と
さ
れ

た
り
解
釈
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
う
現
状
自
体
の
中
に
、
す
で
に
立
法
に
待
つ
ほ
か
な
い
状
況
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
、

裁
判
所
の
広
い
裁
量
と
甘
す
ぎ
る
態
度
が
、
立
法
の
怠
慢
を
隠
蔽
・
助
長
さ
せ
、
法
律
に
よ
る
処
罰
の
形
式
的
な
限
界
づ
け
を
軽
視
し
、

実
質
的
な
広
い
目
的
論
的
解
釈
を
横
行
さ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

�)

。
こ
れ
ら
の
批
判
は
、

鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

を
現
実
捕
獲
の
意
味
に
解
す
る

｢

現
実
捕
獲
説｣

に
立
つ
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
本
判
決
に
つ
い
て
肯
定
的
な
意
見
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

｢

捕
獲｣

を
捕
獲

行
為
の
意
味
に
解
し
た
と
し
て
も
、
法
令
用
語
と
し
て
無
理
な
用
法
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
ず
、
ま
た
、｢

通
常
の
判
断
能
力
を
有
す
る
一

般
人
の
理
解
に
お
い
て
、
具
体
的
な
場
合
に
当
該
行
為
が
そ
の
適
用
を
受
け
る
も
の
か
ど
う
か
の
判
断
を
可
能
な
ら
し
め
る
よ
う
な
基
準｣

を
読
み
取
る
こ
と
は
な
お
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
意
見

(

�)

が
あ
る
。
ま
た
、
罪
刑
法
定
主
義
に
反
す
る
解
釈
と
は
、｢

言
葉
の
可
能
な
意
味｣

を
超
え
、｢

そ
の
概
念
に
そ
の
よ
う
な
内
容
を
盛
り
込
む
こ
と
が
、
一
般
人
に
は
想
定
し
が
た
い
周
縁
部
分｣

ま
で
処
罰
の
対
象
と
し
た

場
合
で
あ
り
、
鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
は
、
狩
猟
鳥
獣
の
保
護
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
高
い
特
定
の
猟
法
を
一
般

的
に
禁
止
し
よ
う
と
す
る
そ
の
規
制
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
せ
ば
、
同
号
に
列
挙
す
る
方
法
に
よ
る
捕
獲
行
為
自
体
を
禁
止
す
る
も
の
と

解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
捕
獲
に
は
、
捕
獲
行
為
そ
れ
自
体
も
含
む
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
矢
が
命
中
し
な
か
っ
た
場
合

で
も
、｢

捕
獲
と
い
う
言
葉
か
ら
一
般
人
に
は
想
定
し
が
た
い｣

と
ま
で
は
い
え
な
い
、
と
い
う

｢

捕
獲
行
為
説｣

を
支
持
す
る
積
極
的

な
肯
定
的
意
見
が
あ
る

(

�)

。
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こ
の

｢

現
実
捕
獲
説｣

と

｢

捕
獲
行
為
説｣

と
の
対
立
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
類
推
解
釈
の
禁
止
を
ど
の
よ
う
に
解
す
る
か
に
起
因
す

る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
よ
り

｢

拡
張
解
釈｣

は
許
さ
れ
る
が
、｢

類
推
解
釈｣

は
禁
止
さ
れ
る
、
と
さ

れ
る
。
罪
刑
法
定
主
義
は
、
国
民
に
何
が
許
さ
れ
何
が
許
さ
れ
な
い
か
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
に
行
動
の
自
由

を
保
障
す
る
と
い
う
保
障
的
機
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
保
障
的
機
能
か
ら
、
刑
罰
法
令
に
お
い
て
自
由
な
解
釈
を
容
認
す
れ
ば
、
恣
意

的
な
立
法
を
許
す
の
と
変
わ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め

｢

類
推
解
釈｣

の
禁
止
が
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、
国
民
に
行
動
の
自

由
を
保
障
す
る
と
い
う
保
障
的
機
能
か
ら
予
告
機
能
を
十
全
に
果
た
す
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
刑
罰
の
明
確
性
の
原
則
が
主
張
さ
れ
る
。
こ

の
明
確
性
の
原
則
は
、
立
法
の
原
理
だ
け
で
な
く
、
司
法
判
断
に
お
い
て
も
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。

こ
こ
で
、
罪
刑
法
定
主
義
上
、
許
容
さ
れ
る

｢

拡
張
解
釈｣

と
禁
止
さ
れ
る

｢

類
推
解
釈｣

と
の
区
別
が
問
題
と
な
る
。｢

拡
張
解
釈｣

と
は
、
そ
の
言
葉
の
可
能
な
意
味
を
拡
張
す
れ
ば
、
当
該
事
項
も
そ
の
意
味
に
包
含
さ
れ
る
も
の
を
言
い
、｢

類
推
解
釈｣

と
は
、
そ
の

言
葉
の
意
味
の
範
囲
内
に
包
含
さ
れ
な
い
が
、
類
似
性
故
に
両
者
を
等
し
く
扱
っ
て
よ
い
と
す
る
も
の
、
と
一
応
定
義
さ
れ
る
。
し
か
し
、

実
際
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
そ
の
区
別
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い

(

�)

。

本
判
決
で
問
題
と
な
っ
て
い
る

｢

捕
獲｣

の
概
念
は
、
辞
書
的
に
は

｢

捕
ら
え
る
こ
と
。
生
け
捕
る
こ
と
。｣

を
意
味
し
て
お
り
、
現

実
に
捕
獲
し
な
い

｢

捕
獲
行
為｣

だ
け
で
足
り
る
、
と
す
る
こ
と
は

｢

類
推
解
釈｣

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ

れ
に
対
し
て
、
鳥
獣
保
護
法
の
目
的
か
ら
、
狩
猟
鳥
獣
を
狙
っ
て
ク
ロ
ス
ボ
ウ
で
矢
を
射
か
け
る
行
為
は
、
た
と
え
殺
傷
し
な
く
と
も
、

狙
っ
た
鳥
ば
か
り
で
な
く
そ
の
周
辺
の
鳥
獣
を
脅
か
す
こ
と
に
な
る
の
で
捕
獲
と
解
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
許
さ
れ

た

｢

拡
張
解
釈｣

で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、｢

拡
張
解
釈｣

と

｢

類
推
解
釈｣

と
の
区
別
は
、
必
ず
し
も
本
質
的
な
も
の
で
は
な
く
、
程
度
差
の
問
題
で

あ
り
、
ま
た
表
現
方
法
の
違
い
、
あ
る
い
は
レ
ッ
テ
ル
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、｢

拡
張
解
釈｣

と

｢

類
推
解
釈｣

―��―



も
本
来
の
用
語
の
意
味
を
こ
え
る
解
釈
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、｢

類
推
解
釈｣

を

｢

類
推
解
釈｣

と
い
う
理
由
で
許
さ
れ
な
い
と

す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、｢

類
推
解
釈｣

も
適
法
な
も
の
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
許
さ
れ
る

｢

類
推
解
釈｣

と
許
さ
れ
な
い

｢

類
推
解
釈｣

が
あ
る
だ
け

(

�)

で
、
許
さ
れ
る

｢

類
推
解
釈｣

を

｢

拡
張
解
釈｣

と
呼
ぶ
だ
け
で
あ
る
、
と
考
え
た
方
が
現
実
的
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

で
は
、
許
さ
れ
る

｢

類
推
解
釈｣

と
許
さ
れ
な
い

｢

類
推
解
釈｣

と
の
区
別
は
、
ど
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
目

的
論
的
解
釈
の｢
目
的｣

性
に
依
拠
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
社
会
秩
序
維
持
の｢

目
的｣

か
ら
解
釈
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

人
権
擁
護
の

｢

目
的｣
か
ら
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て

(

�)

、
許
さ
れ
る

｢

類
推
解
釈｣

と
許
さ
れ
な
い

｢

類
推
解
釈｣

と
が
峻
別
さ
れ
る
と
い

え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
現
在
の
判
例
研
究
に
お
い
て
、
判
例
の
判
断
を

｢

言
葉
の
射
程
範
囲
を
明
ら
か
に
し
た｣

あ
る
い
は

｢

そ
の

言
葉
の
意
味
を
明
確
化
し
た｣

と
い
っ
た
評
釈
が
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
社
会
秩
序
維
持
の

｢

目
的｣

か
ら
、
あ
る
い
は
、
人
権
擁
護
の

｢

目
的｣

か
ら

｢

射
程
範
囲｣

が
、
あ
る
い
は

｢
意
味｣

が
明
ら
か
に
な
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、｢

目
的｣

を
ど
の
よ
う
に
解

す
る
か
と
い
っ
た

｢

価
値
論｣

に
収
斂
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う

(

�)

。
こ
こ
に
現
在
の
刑
事
法
解
釈
学
の
問
題
点

が
あ
り
、
ま
た
限
界
が
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

四

む
す
び
に
か
え
て
―
―

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣
試
論
―
―

そ
れ
で
は
、
刑
事
法
解
釈
学
と
し
て
の
判
例
研
究
を
ど
の
よ
う
に
有
用
化
し
て
ゆ
く
べ
き
か
に
つ
い
て
、｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ

テ
ィ｣

と
い
う
観
点
よ
り
若
干
の
問
題
提
起
を
試
み
て
む
す
び
に
か
え
た
い
。

今
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
現
在
の
日
本
の
司
法
制
度
は
、
必
ず
し
も
国
民
に
と
っ
て
分
か
り

―��―



や
す
く
、
ま
た
利
用
し
や
す
い
も
の
と
は
言
い
難
く
、
と
も
す
れ
ば
権
威
的
で
あ
り
、
市
民
の
た
め
の
司
法
と
い
え
る
か
が
疑
問
視
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
か
ら
は
市
民
の
た
め
の
司
法
、
市
民
へ
の
サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
の
司
法
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
市
民
の

サ
ー
ビ
ス
機
関
と
し
て
の
司
法
す
な
わ
ち
裁
判
所
が
下
す
判
決
も
国
民
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
く
、
利
用
し
や
す
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
単
に
判
決
文
の
用
語
の
問
題
だ
け
は
な
く
、
判
断
内
容
の
明
確
化
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
司
法
判
断

の
説
明
責
任
す
な
わ
ち
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
し
た
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
明
確

性
の
原
則
の
要
求
で
も
あ
る
。
今
後
こ
の
司
法
判
断
の
明
確
性

(

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ)

の
ル
ー
ル
化
が
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

ず(

�)

、
司
法
判
断
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
と
い
う
司
法
政
策
を
評
価
す
る
も
の
と
し
て
の
判
例
研
究
に
こ
そ
刑
事
法
解
釈
学
の
意
義
が
あ

る
と
い
え
る

(

�)

。

[

注]

(

１)

参
審
制
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
野
龍
一

｢

参
審
制
度
採
用
の
提
唱｣

ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
九
号
五
〇
頁
以
下
参
照
。

(

２)

司
法
制
度
改
革
審
議
会
中
間
報
告
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
九
八
号

『

司
法
改
革
と
国
民
参
加』

一
頁
以
下
参
照
。

(

３)

こ
の
よ
う
な
理
解
に
よ
る｢

ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
概
念
は
、
行
政
・
医
療
・
企
業
等
様
々
な
分
野
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お
い
て
も

｢

国
民
に
分
か
り
や
す
く
利
用
し
や
す
い
司
法
制
度｣

を
掲
げ
て
、
現
在
、
審
議
中
で
あ
る
。

(

４)

こ
れ
は
、
先
端
に
付
い
て
い
る
鐙
を
踏
み
両
手
で
弓
の
弦
を
引
い
て
機
関
部
の
弦
受
け
に
掛
け
、
矢
を
装
填
し
、
肩
付
け
し
て
照
準
を
的
に
合

わ
せ
、
引
き
金
を
引
く
と
弦
受
け
が
外
れ
、
弓
の
反
発
力
で
矢
が
飛
ば
さ
れ
て
的
に
向
か
っ
て
飛
ぶ
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

(

５)

平
成
八
年
二
月
八
日
最
高
裁
一
小
判
決

(

刑
集
五
〇
巻
二
号
二
二
一
頁)

。
(

６)

昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
四
三
号
三
号
は
、｢

狩
猟
鳥
獣
は
、
次
の
猟
法
を
用
い
て
捕
獲
を
し
て
は
な
ら
な
い
。｣

と
し
、
以
下
の
よ
う
な
猟
法

を
規
定
し
て
い
る
。｢

イ

ノ
ウ
サ
ギ
以
外
の
狩
猟
鳥
獣
を
捕
獲
す
る
た
め
、
は
り
網
を
使
用
す
る
方
法

(

人
が
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
り

網
を
動
か
し
て
捕
獲
す
る
方
法
を
除
く
。)

、
ロ

口
径
の
長
さ
が
十
番
の
銃
器
又
は
こ
れ
よ
り
口
径
の
長
い
銃
器
を
使
用
す
る
方
法
、
ハ

飛

―��―



行
中
の
飛
行
機
若
し
く
は
運
航
中
の
自
動
車
又
は
五
ノ
ッ
ト
以
上
の
速
力
で
航
行
中
の
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
の
上
か
ら
銃
器
を
使
用
す
る
方
法
、
ニ

構
造
の
一
部
と
し
て
三
発
以
上
の
実
包
を
充
て
ん
す
る
こ
と
が
で
き
る
弾
倉
の
あ
る
散
弾
銃
を
使
用
す
る
方
法
、
ホ

装
薬
銃
で
あ
る
ラ
イ
フ

ル
銃

(

ク
マ
、
ヒ
グ
マ
、
イ
ノ
シ
シ

(

イ
ノ
ブ
タ
を
含
む
。)

及
び
シ
カ
に
あ
っ
て
は
、
口
径
の
長
さ
が
五
・
九
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
の
ラ
イ
フ

ル
銃
に
限
る
。)

を
使
用
す
る
方
法
、
へ

空
気
散
弾
銃
を
使
用
す
る
方
法
、
ト

わ
な

(

ク
マ
及
び
ヒ
グ
マ
に
あ
っ
て
は
、
お
し
、
は
こ
わ
な

及
び
く
く
り
わ
な
に
限
り
、
そ
の
他
の
獣
類
に
あ
っ
て
は
、
お
し
に
限
る
。)

を
使
用
す
る
方
法
、
チ

つ
り
ば
り
又
は
と
り
も
ち
を
使
用
す
る

方
法
、
リ

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法
、
ヌ

キ
ジ
笛
を
使
用
す
る
方
法
、
ル

ヤ
マ
ド
リ

(

コ
シ
ジ
ロ
ヤ
マ
ド
リ
を
除
く
。)

キ
ジ
及
び
コ
ウ
ラ

イ
キ
ジ
を
捕
獲
す
る
た
め
、
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
ー
等
電
気
音
響
機
器
を
使
用
す
る
方
法｣

。

(

７)

た
だ
し
、
本
判
決
は
、
検
察
官
の
予
備
的
訴
因
を
容
れ
て
、
被
告
人
が
他
の
被
告
人
二
名
と
共
謀
の
上
、
右
メ
ス
キ
ジ
を
捕
獲
し
た
こ
と
を
認

め
る
に
い
た
っ
た
と
さ
れ
る
。

(

８)

第
一
審
は
、
銃
弾
が
付
近
で
農
作
業
を
し
て
い
た
人
に
当
た
っ
て
即
死
さ
せ
た
点
に
つ
き
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
を
認
め
た
。

(

９)

第
二
審
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
ほ
か
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
違
反
罪
の
成
立
を
認
め
た
。

(

��)

確
か
に
、
�
福
岡
高
判
昭
和
四
二
年
一
二
月
一
八
日
と
�
仙
台
高
判
昭
和
四
三
年
一
月
二
三
日
の
判
例
は
、｢

現
実
捕
獲
説｣

の
立
場
を
採
用

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
前
記
注(
７)
・(

９)

の
よ
う
な
他
事
考
慮
が
あ
る
の
で
は
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。

(

��)

鈴
木
彰
雄

｢

鳥
獣
保
護
及
狩
猟
ニ
関
ス
ル
法
律
一
条
の
四
第
三
項
の
委
任
を
受
け
た
昭
和
五
三
年
環
境
庁
告
示
第
四
三
号
三
号
リ
が
禁
止
す
る

『

弓
矢
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
る
捕
獲』

に
当
た
る
と
さ
れ
た
事
例｣

判
例
時
報
一
五
八
五
号
二
三
六
頁
。

(

��)
｢

な
お｣

書
き
で
判
示
す
る
と
い
っ
た
説
明
の
方
法
に
は
、
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
本
件
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
の
は
正

に
こ
の
点
で
あ
り
、｢

な
お｣

書
き
で
済
ま
す
こ
と
が

｢
司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
正
当
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
の
残
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。

(

��)

こ
れ
は
、
散
弾
銃
一
挺
を
地
上
に
立
て
た
棒
杭
に
地
面
と
水
平
に
わ
た
し
て
据
え
つ
け
、
こ
れ
に
銅
線
を
つ
な
ぎ
引
き
金
で
発
射
す
る
仕
掛
け

で
あ
る
。

(

��)

渡
部
保
夫

『

最
判
解
説
刑
事
篇
昭
和
五
三
年
度』

二
〇
頁
参
照
。

(

��)

し
か
し
、
法
律
の
文
言
上
は

｢

捕
獲
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス｣

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
銃
を
据
え
た
だ
け
で
は
足
り
ず
、｢

捕
獲
す
る｣

こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

中
山
研
一

｢

鳥
獣
保
護
法
と
罪
刑
法
定
主
義

(

一)｣

判
例
時
報
一
七
二
一
号
一
八
六
頁)

。

―��―



(

��)

こ
の
判
例
は
、
結
論
の
み
で
独
自
の
判
決
理
由
を
全
く
欠
い
て
お
り
、
特
に
最
近
の
最
高
裁
判
例
に
見
ら
れ
る
悪
し
き
形
式
判
断
の
典
型
で
あ

る
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

中
山
研
一
・
前
掲
論
文
一
八
六
頁)

。
こ
れ
は
、｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
も
今
後
、
さ
ら
に
検

討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(
��)
こ
の
判
例
は
、｢

狩
猟｣

と

｢

捕
獲｣

と
の
関
係
が
争
わ
れ
て
た
時
期
の
事
案
で
あ
り
、
前
述
の
よ
う
に
獲
物
に
命
中
し
た
事
案
で
あ
り
、
先

例
の
先
例
と
し
て
の
根
拠
性
が
問
題
と
な
る
。

(

��)

鈴
木
彰
雄
・
前
掲
論
文
二
三
六
頁
。

(

��)

こ
の
点
に
付
い
て
は
、
平
成
八
年
二
月
八
日
の
最
高
裁
判
決
の
中
で
小
野
裁
判
官
が

｢

補
足
意
見｣

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、｢

補
足
意
見｣

と
い
う
形
式
で
説
明
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
る
。
今
後
、｢

補
足
意
見｣

の
判
例
的
効
力
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
ろ
う
。

(

��)

事
案
と
適
用
条
項
を
異
に
す
る
判
例
が
な
ぜ
先
例
と
し
て
根
拠
を
持
つ
の
か
を

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
観
点
か
ら
説
明
が
な
さ

れ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
が
引
用
す
る
最
高
裁
の
先
例
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
鳥
獣
保
護
法
一
一
条
お
よ
び

一
五
条
は
立
法
目
的
が
異
な
る
た
め
に
、
捕
獲
行
為
説
を
採
用
す
る
論
拠
と
な
ら
な
い
、
と
い
う
批
判
が
あ
る

(

門
田
成
人

｢

鳥
獣
保
護
法
一
条

の
四
第
三
項
の

『

捕
獲』

の
意
義｣
『

平
成
八
年
度
重
要
判
例
解
説』

一
四
一
頁)

。

(

��)

鳥
獣
保
護
法
の
旧
法
で
あ
る
狩
猟
法
制
定
当
初
の
法
目
的
は

｢

公
共
の
安
全｣

が
中
心
を
な
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
累
次
の
改
正
に
よ
り
次

第
に

｢

鳥
獣
保
護｣

の
法
目
的
が
強
調
さ
れ
、
昭
和
三
八
年
の
改
正
に
よ
り
鳥
獣
保
護
思
想
が
同
法
の
目
的
の
一
つ
と
し
て
明
文
化
さ
れ
、
鳥
獣

保
護
行
政
が
自
然
環
境
関
係
行
政
の
一
部
と
し
て
環
境
庁
長
官
の
所
掌
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、｢

自
然
環
境
保
全｣

の
法
目
的
が
強
化
さ
れ
て
い
っ

た
と
さ
れ
る

(

同
法
の
沿
革
と
改
正
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
農
林
法
規
研
究
委
員
会
編

『

農
林
法
規
解
説
全
集
民
有
林
野
編』

、
鳥
獣
保
護
研
究

会
編

『

改
訂
鳥
獣
保
護
制
度
の
解
説』

を
参
照)

。

(

��)

鈴
木
彰
雄
・
前
掲
論
文
二
三
六
頁
参
照
。

(

��)

な
お
、
鳥
獣
保
護
法
は

｢

捕
獲｣

の
他
に
、｢

銃
猟｣

(

一
六
条)

あ
る
い
は

｢

狩
猟｣

(

一
七
条
・
一
八
条)

の
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、

こ
れ
ら
の
類
似
概
念
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
も
問
題
と
な
る
。

(

�	)

本
論
に
お
い
て
引
用
し
た
も
の
以
外
に
、
松
尾
浩
也

｢

刑
罰
法
規
の
解
釈｣

『

刑
法
判
例
百
選
Ⅰ
総
論
四
版』

四
頁
、
奥
村
正
雄

｢

鳥
獣
保
護

法
一
条
の
四
第
三
項
の

『

捕
獲』

の
意
義｣

『

判
例
セ
レ
ク
ト
�』

三
一
頁
等
が
あ
る
。

(

�
)

曽
根
威
彦

｢

鳥
獣
保
護
法
一
条
の
四
第
三
項
の

『

捕
獲』

の
意
義｣

法
学
教
室
一
九
一
号
一
〇
〇
頁
。

―��―



(

��)

門
田
成
人
・
前
掲
論
文
一
四
一
頁
。

(

��)

中
山
研
一

｢

鳥
獣
保
護
法
と
罪
刑
法
定
主
義

(

一)｣

判
例
時
報
一
七
二
一
号
一
八
八
頁
。
中
山
博
士
は
、
さ
ら
に
、
具
体
的
な
立
法
案
を
提

示
さ
れ
て
る

(

中
山
研
一

｢

鳥
獣
保
護
法
と
罪
刑
法
定
主
義

(

四)｣

判
例
時
報
一
七
三
一
号
一
六
八
頁
以
下
参
照)

。

(
��)
鈴
木
彰
雄
・
前
掲
論
文
二
三
四
頁
。

(

��)
前
田
雅
英

｢

罪
刑
法
定
主
義
の
変
化
と
実
質
的
構
成
要
件
解
釈｣
『

中
山
研
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
第
三
巻』

五
七
頁
。

(

��)

田
宮
裕

｢

拡
張
解
釈
と
類
推
解
釈｣

『

刑
法
の
争
点』

一
六
頁
。

(

��)

拙
稿

｢
明
確
性
の
原
則｣

『

現
代
刑
事
判
例
研
究
第
一
巻』

一
頁
以
下
参
照
。

(

��)

例
え
ば
、
有
名
な

｢

電
気
窃
盗
事
件｣

に
お
い
て
大
審
院
判
例

(

大
判
明
治
三
六
年
五
月
二
一
日
刑
録
九
輯
八
七
四
頁)

は
、
電
気
の
管
理
可

能
性
の
観
点
か
ら
窃
盗
罪
の
財
物
性
を
肯
定
し
て
お
り
、
学
説
の
多
く
は
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
類
推
解
釈
に
当
た
り
許
さ

れ
な
い
と
い
う
学
説

(
平
野
龍
一

『

刑
法
概
論
Ⅰ』

七
八
頁)

も
あ
る
。

(

��)

田
宮
裕
・
前
掲
書
一
七
頁
参
照
。

(

�	)

植
松
正｢

罪
刑
法
定
主
義｣

『
刑
法
講
座
一
巻』

二
七
頁
参
照
。｢

類
推
解
釈｣

と
い
う
用
語
が
不
適
切
で
あ
る
な
ら
、
許
さ
れ
る｢

拡
張
解
釈｣

と
許
さ
れ
な
い

｢

拡
張
解
釈｣

と
が
あ
る
と
考
え
て
も
よ
い
。

(

�
)

田
宮
裕
・
前
掲
書
一
七
頁
参
照
。

(

��)

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、｢

処
罰
範
囲
が
狭
す
ぎ
る

(

広
す
ぎ
る)｣

と
い
う
、
裸
の
価
値
観
を
主
張
す
る
場
合
に
は
、｢

な
ぜ
、
学
者
の
価
値
観

が
よ
り
妥
当
な
の
か｣

と
い
う
問
い
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
の
権
利
・
利
益
と
処
罰
の
必
要
性
の
衡
量
の
上
に
な
さ
れ
た
判

断
で
あ
る
以
上
、｢

非
処
罰
化
す
る
結
論
を
常
に
選
択
す
べ
き
で
あ
る｣

と
は
言
い
切
れ
な
い
。
や
は
り
、
学
説
が
判
例
を
批
判
す
る
に
は
、
具

体
的
な
論
拠
す
な
わ
ち

｢

裁
判
官
の
具
体
的
価
値
判
断
を
否
定
す
る
根
拠
や
正
当
性
、
正
統
性｣

が
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
意

見
が
あ
る

(

前
田
・
前
掲
論
文
六
〇
頁)

。

(

��)

本
論
で
述
べ
た
よ
う
に
判
決
の
明
確
化
の
た
め
に
、｢

な
お｣
書
き
・｢

補
足
意
見｣

と
い
っ
た
判
示
方
法
、
判
決
理
由
の
明
示
、
先
例
的
根
拠

の
明
示
な
ど
の
ル
ー
ル
化
が
、
今
後
、
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

(

��)

問
題
の
所
在
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
に
双
方
的
な
関
係
を
意
味
す
る

｢

司
法
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ｣

の
意
義
が
あ
る
。

―��―
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