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〔
最
高
裁
刑

訴
事
例
研
究
四
九
〕

昭
四
三
m
（
講
刑
誰
一
唖
）

訴
因
の
変
更
を
促
し
ま
た
は
こ
れ
を
命
じ
な
い
こ
と
が
審
理
不
尽
に
な
る
と

さ
れ
た
事
例

　
重
過
失
致
死
被
告
事
件
（
昭
四
三
・
一
一
・
二
六
第
三
小
決
定
）

　
被
告
人
は
昭
和
三
八
年
一
二
月
九
日
午
前
一
時
三
〇
分
頃
伊
勢
市
内
に
お
い
て
、

　
二
連
発
銃
一
挺
を
携
え
て
お
り
、
右
猟
銃
の
発
砲
に
よ
り
A
の
左
腹
部
に
命
中
、
出

　
血
多
量
の
た
め
、
同
日
午
前
一
時
四
五
分
頃
同
人
を
死
亡
せ
し
め
た
事
実
に
つ
き
、

　
検
察
官
は
殺
人
で
起
訴
し
、
第
一
審
た
る
津
地
方
裁
判
所
は
、
そ
の
事
実
の
う
ち
客

　
観
的
事
実
を
認
め
た
が
、
被
告
人
の
殺
人
の
故
意
を
認
め
え
な
い
と
し
た
上
「
被
告

　
人
は
、
当
初
か
ら
殺
人
の
犯
意
を
否
認
し
、
過
失
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

　
訴
因
の
追
加
も
変
更
も
な
い
本
件
に
お
い
て
、
過
失
犯
の
成
否
を
論
じ
得
な
い
こ
と

　
訴
因
制
度
を
採
る
現
行
法
の
も
と
に
お
い
て
は
当
然
で
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
に
無

　
罪
の
判
決
を
し
た
．
こ
れ
に
対
し
事
実
（
殺
意
）
誤
認
と
し
て
名
古
屋
高
裁
に
控
訴

　
さ
れ
、
同
高
裁
は
殺
人
の
故
意
の
認
定
は
出
来
な
い
と
し
な
が
ら
も
「
し
か
る
に
原

　
判
決
は
「
被
告
人
は
当
初
か
ら
殺
人
の
故
意
を
否
認
し
、
過
失
を
主
張
し
て
い
る
の

　
で
あ
る
が
、
訴
因
の
追
加
も
変
更
も
な
い
本
件
に
お
い
て
過
失
犯
の
成
否
を
論
じ
得

　
な
い
こ
と
当
然
で
あ
る
。
」
と
し
て
直
ち
に
本
件
に
つ
き
無
罪
の
言
渡
を
し
て
い
る

　
の
で
．
そ
の
当
否
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
の
に
、
本
件
起
訴
状
記
載
の
訴
因
は
殺

　
人
で
あ
つ
て
、
検
察
官
が
原
審
に
お
い
て
訴
因
の
追
加
も
変
更
も
し
な
か
つ
た
こ
と

　
は
記
録
上
明
白
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
で
は
重
過
失
致
死
の
事
実
を
認
定
す
る
こ

判
例
研
究

と
が
出
来
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
右
殺
人
の
訴
因
と
前
記
重
過
失
致

死
と
の
間
に
は
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
か
つ
重
過
失
致

死
の
訴
因
に
変
更
し
、
ま
た
は
同
訴
因
を
追
加
し
さ
え
す
れ
ば
有
罪
の
判
決
を
な
し

得
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
罪
は
重
過
失
に
よ
り
人
命
を
奪
う
と
い

う
重
大
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
自
ら
す
す
ん
で
検
察

官
に
対
し
訴
因
変
更
手
続
を
促
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
命
ず
べ
ぎ
責
務
は
な
い
が
、
本

件
の
よ
う
に
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
に
つ
い
て
は
無
罪
と
す
る
ほ
か
は
な
い

が
．
こ
れ
を
変
更
す
れ
ば
有
罪
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
罪
が
相

当
重
大
で
あ
る
と
き
に
は
、
例
外
的
に
検
察
官
に
対
し
訴
因
変
更
手
続
を
促
し
、
ま

た
は
こ
れ
を
命
ず
べ
ぎ
義
務
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
・
中
略

　
：
し
か
ら
ば
原
審
は
検
察
官
に
対
し
、
訴
因
の
変
更
を
促
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
命

じ
た
う
え
、
前
記
重
過
失
致
死
の
事
実
に
つ
き
審
理
を
尺
す
べ
き
で
あ
つ
た
の
に
、

こ
れ
を
し
な
い
で
殺
人
の
訴
因
の
み
に
つ
き
、
審
理
判
断
し
、
直
ち
に
無
罪
の
判
決

を
し
た
も
の
と
い
う
ほ
か
な
い
か
ら
、
原
判
決
に
は
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
も
の

と
い
う
べ
く
」
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
し
、
重
過
失
致
死
を
認
定
し
た
（
以
上
は
高

刑
集
二
〇
1
二
－
一
四
八
以
下
に
よ
る
）
の
が
本
件
で
あ
る
。

被
告
人
は
上
告
し
た
．
そ
の
上
告
趣
意
の
内
容
は
多
岐
に
亘
る
が
原
審
判
決
の
判
示

部
分
に
つ
い
て
直
接
ふ
れ
て
お
ら
ず
、
た
だ
次
の
主
張
が
か
ろ
う
じ
て
右
と
関
連
す

る
。
「
訴
因
変
更
手
続
は
被
告
人
の
防
禦
に
不
利
益
を
与
え
な
い
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
本
件
の
訴
因
変
更
は
無
罪
か
ら
有
罪
と
な
り
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
の

一
三
一

（
】
四
八
三
）



判
　
例
　
研
　
究

で
訴
因
変
更
を
認
め
た
趣
旨
に
反
す
る
．
又
殺
人
と
重
過
失
致
死
と
の
間
に
は
公
訴

事
実
の
同
一
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
」

最
高
裁
は
上
告
棄
却
し
た
後
次
の
様
に
判
示
し
た
。

「
な
お
、
裁
判
所
は
、
原
則
と
し
て
、
自
ら
す
す
ん
で
検
察
官
に
対
し
、
訴
因
変
更

手
続
を
促
し
ま
た
は
こ
れ
を
命
ず
べ
き
義
務
は
な
い
の
で
あ
る
（
最
判
表
示
略
）

が
、
本
件
の
よ
う
に
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
殺
人
の
訴
因
に
つ
い
て
は
そ
の
犯
音
心

に
関
す
る
証
明
が
充
分
で
な
い
た
め
無
罪
と
す
る
ほ
か
な
く
て
も
、
審
理
の
経
過
に

か
ん
が
み
．
こ
れ
を
重
過
失
致
死
の
訴
因
に
変
更
す
れ
ば
有
罪
で
あ
る
こ
と
が
証
拠

上
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
罪
が
重
過
失
に
よ
つ
て
人
命
を
奪
う
と
い
う
相

当
重
大
な
も
の
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
例
外
的
に
、
検
察
官
に
対
し
、
訴
因
変

更
手
続
を
促
し
ま
た
は
こ
れ
を
命
ず
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で

あ
る
。
し
た
が
つ
て
原
判
決
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
の
も
と
で
．
裁
判
所
が
検
察

官
の
意
向
を
単
に
打
診
し
た
に
と
ど
ま
り
、
積
極
的
に
訴
因
変
更
手
続
を
促
し
ま
た

は
こ
れ
を
命
ず
る
こ
と
な
く
、
殺
人
の
訴
因
の
み
に
つ
い
て
審
理
し
、
た
だ
ち
に
被

告
人
を
無
罪
と
し
た
第
一
審
判
決
に
は
審
理
不
尽
の
違
法
が
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
破

棄
し
、
あ
ら
た
め
て
、
原
審
で
予
備
的
に
追
加
さ
れ
た
重
過
失
致
死
の
訴
因
に
つ
い

て
自
判
し
、
被
告
人
を
有
罪
と
し
た
こ
と
は
、
違
法
と
は
い
え
な
い
。
」

　
判
旨
賛
成
。

一
　
現
行
刑
事
訴
訟
法
上
、
訴
因
変
更
命
令
を
出
さ
な
か
つ
た
こ
と
が
裁
判
所

の
義
務
違
反
と
な
る
か
、
そ
し
て
こ
の
義
務
に
違
反
し
た
と
き
上
訴
審
は
如
何

な
る
理
由
に
基
い
て
原
審
を
破
棄
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
点
に
関
す
る

判
例
の
変
遷
、
学
説
は
次
の
よ
う
で
あ
る
．
即
ち
昭
和
二
五
、
六
年
当
時
に
は

訴
因
変
更
命
令
は
裁
判
所
の
義
務
で
あ
る
と
す
る
下
級
審
判
決
例
が
数
多
く
出

た
。
そ
の
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
訴
因
た
る
駐
物
故
買
の
事
実
に
つ
い
て
は
証
明

な
し
と
す
る
外
は
な
い
け
れ
ど
、
少
く
と
も
蹉
物
運
搬
の
犯
罪
事
実
を
認
定
し

一
三
二
　
　
（
一
四
八
四
）

得
べ
ぎ
余
地
は
存
す
る
　
　
場
合
裁
判
所
と
し
て
は
宜
L
く
・
：
貯
物
運
搬
罪

と
し
て
の
訴
因
の
追
加
或
は
変
更
を
命
じ
　
…
審
理
を
尽
す
べ
き
で
あ
つ
た
」

と
し
て
審
理
不
尽
で
あ
る
と
し
て
い
る
（
醐
趣
謡
称
栴
幾
一
芭
パ
臨
岡
）
の
を
始
め
、

同
旨
の
下
級
審
は
昭
和
三
二
年
ま
で
続
い
て
出
さ
れ
た
（
醐
郡
駈
輩
．
一
一
b
蝋
端
潮
昭

二
五
．
一
一
．
七
広
島
高
判
．
高
刑
特
報
｝
四
ー
一
四
二
、
広
島
高
判
昭
二
六
．
二
．
三
、
高
刑
特
報
二
℃

ー
三
、
札
幌
高
判
昭
二
七
・
五
・
二
三
高
刑
特
報
一
八
ー
一
三
八
、
福
岡
高
判
昭
二
八
・
一
二
・
一
四

輌
漢
赴
藷
観
粋
ゴ
識
墾
望
一
一
．
）
．

二
　
し
か
る
に
昭
和
三
三
年
五
月
二
〇
日
、
最
高
裁
は
こ
の
点
に
関
す
る
最
初

の
判
決
で
そ
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
た
．
即
ち
検
察
官
主
張
の
訴
因
の
業
務
上

横
領
と
日
時
、
方
法
等
を
多
少
異
に
す
る
点
が
あ
る
が
公
訴
事
実
の
同
一
性
が

あ
る
場
合
に
は
裁
判
所
と
し
て
は
訴
因
変
更
を
促
し
．
又
は
命
ず
べ
き
と
し
た

原
審
判
断
に
対
し
、
「
本
件
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
自
ら
す
す
ん
で

検
察
官
に
対
し
、
右
の
よ
う
な
措
置
を
と
る
べ
き
責
務
が
あ
る
と
解
す
る
の
は

相
当
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
（
刑
醗
＝
釘
鵬
利
）
の
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
右
最

判
後
、
こ
の
点
を
直
接
論
じ
た
下
級
審
判
決
は
暫
く
、
そ
の
影
を
ひ
そ
め
た

が
、
昭
和
四
二
年
に
な
り
高
裁
で
の
判
決
例
が
出
始
め
た
．
即
ち
、
窃
盗
の
訴

因
は
認
め
ら
れ
な
い
が
業
務
上
横
領
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
「
本
件
の
よ
う
な

場
合
で
も
自
ら
す
す
ん
で
右
訴
因
の
変
更
を
命
ず
べ
ぎ
責
務
が
あ
る
と
解
す
る

の
は
相
当
で
は
な
い
（
が
特
に
検
察
官
が
そ
の
訴
因
を
維
持
す
べ
き
特
段
の
事
情
が
明

ら
か
で
な
い
以
上
）
少
く
と
も
業
務
上
横
領
の
訴
因
に
変
更
を
促
す
べ
ぎ
で
あ
る

と
し
（
款
塙
糊
闘
嘲
に
か
隊
瓦
む
又
公
職
選
挙
法
事
件
で
受
供
与
金
額
等
に
差
が
あ

つ
た
場
合
に
「
裁
判
所
と
し
て
は
（
略
）
訴
因
変
更
を
命
ず
べ
き
義
務
は
な
い

が
、
訴
因
変
更
を
促
す
べ
き
義
務
が
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
（
鋤
縞

網
に
蹟
塾
ト
た
パ
）
と
し
、
又
本
件
の
原
審
と
、
相
継
い
で
同
旨
の
判
決
が
出
て



い
る
の
で
勇
。
（
摘
講
雛
語
螺
樋
額
暴
藍
融
髭
饒
謎
瓢
躍
緊
聾

⇒
爪
則
し
こ
の
様
に
前
記
最
判
を
一
応
尊
重
し
な
が
ら
も
実
質
的
に
こ
れ
・
〆
、
異

な
る
判
決
が
数
例
出
て
い
る
．
そ
し
て
こ
の
様
な
義
務
違
反
は
「
審
理
不
尽
」

毒
る
と
す
る
の
が
大
勢
で
あ
る
（
鵜
罎
錺
扉
瑠
蠣
罷
轄
畢
奪
、
ヂ

一
、
咽
騒
議
墜
葦
距
壕
海
撫
編
鞭
距
皇
一
一
H
㌻

三
　
一
方
学
説
も
少
な
く
と
も
あ
る
範
囲
に
お
い
て
は
そ
の
義
務
を
認
め
よ
う

と
す
る
（
靖
醐
通
齢
狂
訴
騨
璽
怪
縢
事
）
の
が
大
勢
で
あ
ろ
う
し
、
又
右
義
務
違

反
が
審
理
不
尽
と
な
る
と
す
る
の
も
同
様
で
あ
る
。
以
上
概
観
し
た
と
こ
ろ
に

よ
る
通
説
、
判
例
に
以
下
私
見
を
述
べ
て
賛
し
た
い
と
考
え
る
。
こ
こ
で
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
訴
因
変
更
命
令
の
存
在
理
由
及
び
審
理
不
尽
の
内

容
で
あ
る
。

四
　
訴
因
変
更
命
令
に
つ
き
．
訴
訟
と
は
（
刑
事
訴
訟
法
の
場
合
の
捜
査
及
び
刑
の

執
行
を
除
く
）
次
の
三
つ
の
面
よ
り
成
り
立
つ
て
い
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
一
）

実
体
形
成
面
　
口
訴
訟
進
行
面
　
白
判
断
（
解
決
）
面
で
あ
る
．
臼
実
体
形
成
面

と
は
審
判
の
対
象
を
形
成
す
る
面
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
検
察
官
起
訴
に
係
る
訴

因
及
び
こ
れ
を
証
明
す
る
証
拠
又
は
こ
れ
に
対
し
、
訴
因
を
理
由
あ
ら
し
め
な

い
被
告
人
側
よ
り
の
主
張
及
び
こ
れ
を
証
明
す
る
為
の
証
拠
に
よ
り
漸
次
審
判

の
対
象
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
．

　
O
訴
訟
進
行
面
と
は
起
訴
に
よ
り
生
じ
た
訴
訟
法
律
関
係
を
如
何
に
そ
れ
自

体
進
行
さ
せ
る
か
と
い
う
面
で
あ
る
。
そ
し
て
白
判
断
面
と
は
口
の
手
続
に
よ

り
形
成
さ
れ
た
O
の
実
体
に
対
し
、
法
を
適
用
し
て
終
局
的
に
判
断
を
加
え
、

終
結
さ
せ
る
面
で
あ
る
。
そ
し
て
e
の
面
が
当
事
者
主
義
か
職
権
主
義
か
問
題

と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
口
は
裁
判
所
の
職
権
進
行
主
義
が
と
ら
れ
、
又
日
は
裁

判
　
例
　
研
　
究

判
所
の
専
権
事
項
だ
か
ら
で
あ
る
（
説
ゆ
猷
罪
眠
旛
蝿
圃
）
．
そ
こ
で
の
の
面
に
つ
い

て
即
ち
、
審
判
の
対
象
を
誰
が
形
成
す
る
か
、
＞
、
れ
を
理
由
づ
け
る
証
拠
を
誰

が
提
出
す
る
か
で
あ
る
．
こ
の
点
民
訴
で
は
弁
論
主
義
を
と
り
、
両
当
事
者
に

そ
の
権
限
と
責
任
を
負
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
反
し
刑
事
訴
訟
法
で
は
一
次
的
に
検
察
官
被
告
人
に
こ
れ
を
与
え
、

二
次
的
に
裁
判
所
に
訴
因
変
更
命
令
（
塗
三
二
I
n
）
職
権
に
よ
る
証
拠
調

（
法
二
九
八
ー
H
）
及
び
釈
明
権
（
規
二
〇
八
）
等
審
判
対
象
形
成
権
を
与
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
裁
判
所
の
こ
れ
ら
の
権
利
が
如
何
な
る
根
拠
に
基
く
か
と
い
え

ば
、
そ
れ
は
刑
訴
法
一
条
及
び
刑
事
法
の
基
本
的
理
念
で
あ
る
社
会
正
義
の
実

現
に
あ
る
と
考
え
る
．
そ
も
そ
も
訴
訟
制
度
と
は
一
定
の
事
実
に
対
し
、
法
に

従
い
一
定
の
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
り
人
に
納
得
を
与
え
、
紛
争
解
決
を
す
る

こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
民
事
訴
訟
と
は
二
当
事
者
間
の
利
害
に
関
し
、
解
決
を

与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
よ
り
、
そ
の
目
的
も
そ
の
利
害
を
有
す
る
者
に
納
得

を
与
え
る
こ
と
に
よ
り
充
分
目
的
を
達
し
得
る
．
し
か
る
に
刑
事
訴
訟
と
は
、

被
告
人
乃
至
訴
追
官
た
る
検
察
官
に
対
し
て
の
み
納
得
さ
せ
る
為
の
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
実
が
公
共
の
秩
序
、
社
会
正
義
と
直
接
関
係
を
も

つ
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
世
人
一
般
に
納
得
を
与
え
る
方
法
が
必

要
な
の
で
あ
る
（
“
稲
徽
刷
傭
硬
艦
鰍
献
旛
鴇
）
。
こ
こ
に
民
訴
と
刑
訴
の
根
本
的
差
異

（
昆
珈
勃
灘
功
叫
舐
黙
法
）
が
あ
る
と
考
え
る
．
即
ち
何
人
を
満
足
さ
せ
、
納
得
さ
せ

る
か
が
両
制
度
の
審
判
対
象
形
成
に
つ
き
、
裁
判
所
に
そ
の
権
限
を
与
え
た
か

の
差
異
で
あ
ろ
う
．
そ
れ
故
民
訴
に
お
け
る
当
事
者
主
義
と
は
民
事
（
財
産
）

上
の
問
題
が
そ
の
当
事
者
間
の
問
題
た
る
に
留
ま
る
故
の
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
の
に
対
し
、
刑
訴
の
そ
れ
は
、
人
権
擁
護
、
真
実
発
見
の
為
の
便
宜
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一
二
　
　
　
（
一
四
八
五
）



判
例
　
研
究

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
結
果
、
被
告
人
の
訴
訟
技
術
が
劣
る
為
に
過
当
な

刑
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
も
、
又
検
察
官
の
訴
訟
追
行
が
下
手
な
為
に
無
罪
に
な

る
こ
と
も
、
い
ず
れ
も
そ
の
結
果
が
著
し
く
不
当
で
あ
り
、
そ
れ
が
世
人
一
般

を
納
得
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
を
考
え
、
二
次
的
で
は
あ
る
が
裁
判
所

に
こ
れ
ら
不
完
全
な
実
体
形
成
を
補
正
す
る
為
に
与
え
た
の
が
訴
因
変
更
命
令

　
（
註
二
）

で
あ
り
、
職
権
証
拠
調
で
あ
る
と
考
え
る
（
吻
備
裁
馴
漸
燃
鰻
加
齪
謝
る
の
塙
卿
硯
職
歴
脇
隔

讐
熊
熱
職
雛
噂
哉
灘
塊
難
額
膀
製
跡
震
善

　
そ
れ
故
本
件
の
如
く
、
被
害
者
が
現
実
に
死
亡
し
、
人
命
が
被
告
人
の
行
為

に
よ
り
奪
わ
れ
た
現
実
が
あ
る
と
き
、
検
察
官
が
殺
人
罪
で
起
訴
し
、
こ
れ
を

固
執
し
た
結
果
「
殺
意
」
の
証
明
が
な
い
と
し
て
直
ち
に
人
を
死
亡
さ
せ
た
者

が
何
の
科
も
な
く
無
罪
と
し
て
放
免
さ
れ
る
の
は
世
人
一
般
を
到
底
納
得
さ
せ

得
る
為
で
讐
い
（
蟻
韓
藪
謄
箆
霧
寺
そ
し
て
こ
の
様

な
場
合
に
こ
そ
、
訴
因
変
更
命
令
の
存
在
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
点
昨

今
み
ら
れ
る
過
当
な
当
事
者
主
義
の
主
張
は
前
述
の
制
度
と
し
て
の
目
的
、
即
ち
何
人
を

納
得
さ
せ
る
か
を
考
え
な
い
不
当
な
も
の
で
あ
る
）
。

五
　
次
に
こ
の
様
に
し
て
定
め
ら
れ
た
訴
因
変
更
命
令
（
又
は
職
権
証
拠
調
）
義

務
に
違
反
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
直
ち
に
上
訴
理
由
と
な
る
か
で
あ
る
。
こ
の

点
右
義
務
は
国
法
上
の
義
務
で
あ
り
、
こ
れ
に
違
反
し
た
か
ら
と
い
つ
て
直
ち

に
上
訴
理
由
と
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
甚
し
い
場
合
に
は
上
訴
理
由
と
な
る
と

の
考
え
も
あ
る
（
靖
湘
踊
論
）
。
確
か
に
訴
因
変
更
命
令
義
務
に
違
反
し
た
事
が
直

ち
に
上
訴
事
由
と
な
る
の
は
不
当
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
れ
を
国
法
上

の
義
務
と
す
る
必
要
も
な
い
と
私
は
考
え
る
。
法
は
第
一
次
的
に
は
、
実
体
形

成
の
権
限
を
検
察
官
、
被
告
人
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
が
自
ら
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
四
　
　
（
一
四
八
六
）

与
え
ら
れ
た
権
限
を
充
分
に
利
用
す
る
な
ら
裁
判
所
の
二
次
的
な
権
限
は
行
使

さ
れ
る
必
要
は
な
い
．
自
ら
こ
れ
ら
の
権
利
を
漫
然
と
利
用
せ
ず
に
お
い
て
．

後
に
裁
判
所
を
安
易
に
非
難
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
る
結
果
が
自
己
帰
責
の
範
囲
を
著
し
く
逸
脱
し
、

一
般
世
人
を
し
て
も
納
得
し
え
な
い
様
な
場
合
に
初
め
て
不
服
申
立
が
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
意
味
で
二
次
的
で
あ
り
、
直
ち
に
上
訴
理
由
と

な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
れ
は
訴
訟
法
上
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
た
か

ら
と
い
つ
て
何
ら
支
障
が
な
く
、
法
の
予
想
す
る
制
度
の
当
然
の
結
果
に
す
ぎ

な
い
。

六
　
さ
て
、
訴
因
変
更
命
令
義
務
に
違
反
し
た
結
果
は
如
何
な
る
上
訴
事
由
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
三
）

な
る
で
あ
ろ
う
か
、
従
来
は
こ
れ
を
審
理
不
尽
と
い
う
上
訴
理
由
に
し
て
い

た
．
審
理
不
尽
と
は
明
文
上
規
定
の
な
い
上
訴
理
由
で
あ
る
（
轄
鋼
諏
額
曙
礪
翫
刑

ト
鋤
顯
以
）
．
そ
し
て
こ
の
「
審
理
不
尽
」
を
従
来
理
由
不
備
と
す
る
か
、
又
は

訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
と
す
る
か
説
が
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
揃
麟
蝿
剛
噂
歩
ゴ

獣
咄
観
遡
一
～
憩
い
蘇
騒
難
縮
翻
踊
塾
一
嘉
順
ギ
平
￥
し
か
し
前
述
四
で
分
類
し
た
通

り
、
口
訴
訟
進
行
面
で
の
法
令
違
反
が
訴
訟
手
続
の
法
令
違
反
で
あ
り
、
臼
の

判
断
面
で
の
違
反
が
理
由
不
備
又
は
法
令
適
用
の
誤
り
で
あ
り
、
e
の
実
体
形

成
面
で
の
違
反
は
「
審
理
不
尽
」
そ
の
も
の
と
し
て
上
訴
理
由
と
考
え
た
方
が

良
い
と
考
え
る
（
暗
糊
踊
稀
肥
卜
願
棚
湘
滋
雛
舳
陣
蝦
嚥
職
號
駐
臓
葡
艶
㊥
跡
覇
駅
創
叢
鄭
緬
蜘

擬
慰
辱
纏
灘
孔
瓢
麓
欝
驚
摘
るの
）
．

「
審
理
不
尽
」
が
こ
れ
ら
と
別
個
に
（
又
は
重
複
し
て
）
上
訴
理
由
に
な
る
と
〔
判

例
〕
で
確
定
し
た
現
在
、
他
の
上
訴
理
由
に
無
理
に
組
み
入
れ
る
必
要
は
な
い

と
考
え
る
。



　
（
註
一
）
　
こ
の
分
類
は
そ
し
て
名
称
は
以
前
よ
り
民
事
訴
訟
法
の
説
明
に
つ
い
1
、
私
が

　
　
用
い
て
ぎ
た
用
語
で
あ
る
。
こ
の
三
分
方
法
が
平
野
教
授
の
三
分
説
と
一
致
し
て
い

　
　
る
か
、
平
野
説
が
ど
こ
ま
て
そ
の
分
野
に
入
る
と
考
え
て
お
ら
れ
る
か
明
確
で
な
い

　
　
の
で
断
定
し
え
な
い
。
た
だ
民
訴
法
上
紛
争
形
成
面
と
称
し
て
い
た
も
の
を
（
例
、
法

　
　
研
四
三
巻
コ
号
八
一
頁
）
刑
事
訴
訟
的
に
審
判
対
象
形
成
面
と
い
う
風
に
説
明
し

　
　
た
．
尚
被
告
人
側
よ
り
の
こ
の
面
で
の
役
割
は
民
訴
の
如
き
正
確
な
意
味
で
の
立
証

　
　
責
任
は
な
い
が
、
こ
れ
に
類
し
た
も
の
が
（
立
証
負
担
）
あ
る
の
で
、
こ
の
面
で
の

　
　
役
割
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
（
註
二
×
註
三
）
　
民
訴
法
上
に
お
い
て
以
前
釈
明
権
の
行
使
に
つ
き
、
　
「
二
次
的
」
と

　
　
い
う
事
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
前
注
法
研
の
八
一
頁
下
段
右
）
．
た
だ
以
前
使
つ

　
　
た
二
次
的
と
は
単
に
反
射
的
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
面
に
お
い
て
二
次
的
に
せ

　
　
よ
法
律
上
の
地
位
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
．
こ
の
点
こ
こ
で
刑
訴
と
の
差
異
を
明

　
　
ら
か
に
す
る
為
に
再
説
す
れ
ぽ
、
民
訴
に
お
い
て
は
釈
明
権
は
実
体
形
成
の
場
に
は

　
　
何
ら
（
法
律
的
に
認
め
ら
れ
た
）
権
利
は
な
い
．
あ
る
の
は
訴
訟
進
行
権
よ
り
の
単

　
　
な
る
反
射
、
反
影
で
あ
る
．
こ
れ
に
対
し
、
刑
訴
で
は
二
次
的
に
、
補
助
的
に
せ

　
　
よ
、
法
律
で
認
め
ら
れ
た
実
体
形
成
面
で
の
権
利
が
あ
る
．
何
故
二
次
的
で
あ
り
、

　
　
又
認
め
ら
れ
た
か
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
尚
同
前
述
に
お
い
て
「
審
理
不
尽
」
を
上
訴
理
由
と
し
た
が
民
訴
に
お
け
る
「
審

　
　
理
不
尽
」
は
自
由
心
証
の
範
囲
を
著
し
く
超
え
た
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
と
考
え

　
　
る
（
義
雑
露
が
露
鐸
継
集
勲
蕪
斜
蚕
謹
羅
鍵
既
て
ψ

　
以
上
に
よ
り
正
に
本
件
は
そ
の
適
例
で
あ
り
、
又
こ
れ
に
対
す
る
本
件
判
旨

も
正
当
で
あ
る
．
尚
従
来
議
論
さ
れ
て
い
た
訴
因
変
更
命
令
の
形
成
効
果
の
有

無
に
つ
い
て
は
、
近
時
大
法
廷
で
こ
れ
を
否
定
す
る
判
決
が
出
た
の
で
（
佛
齪
咽

炬
払
二
拡
翻
畦
）
こ
の
点
の
説
明
は
省
略
し
た
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
六
⊥
一
丁
一
〇
稿
）
　
（
豊
泉
　
貫
太
郎
）

判
　
例
　
研
　
究

＝
二
五
　
　
（
一
四
八
さ


