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判
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判
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研

究

会

〓
宍
没
収
･追
徴
に
関
す
る改
正法施行
の
前
後
に
ま
た
が
る
行
為
が
包
括
〓
非
で
あ
る
と
き
の
経
過
規
定
の
適
用
の
有
無
-

刑
訴

法
四
五
<
条
言
万但
書
によ
り
是
正すrr(
き
原
判
決
の
範
囲

沖
縄
の
税
関
手
続
法
九
二条
1項
､
二項
､
三
項
､
沖
縄
の
税
関
手
続
法
(㍍
錆
的琵
帽㍍
四)九
二
条
1項
､
二
項
､
沖
縄
の
税
関
手

続
法
の
1部
を
改
正
す
る立
法
(㌫
講
究
)附
則
三
項
､
刑
訴
法
四
五
八
粂
1号

昭
和
五
五
年
二
月
1四
日第
二小
法包
判
決
(開
遣
豊
艶
㌫
忙)刑
集
三
四
巻
六
号
四
〇
九
貢

∩

事実
山

.
那
覇
地
裁

は
'
昭

和

四
九

年

】

月

一

八

日

'

A
食
品
会
社
お
よ
び
同
社
代
表
取
締
役
B
の
両
被
告
人
に
対
し
'
一九
七
〇
年

四
月

1
日
か
ら
同
年

1
0
月
三

1

日
ま

で

の

間

'

C

会

社

の

保

税

工
場
に
お
い
て
外
貨
原
料
を使
用

し
て
製

造
加

工
し
た

ソ

ー

セ

ー

ジ
､

ド

ル

セ
ソ
ト

缶
詰
､
精

肉
類
総
計

1
九

二
七

五

二
弗

五

1

仙

(
同

年

八

月

四

日

ま

で

の

稔
計

二

七
二
九

7
弗
五
五
仙
)
相

当

の
外

国

貨

物

を
ヽ

税

関

の
許

可
を
受
け

な

い
で
右
保
税

工
場

か

ら
移

出

し

て

琉

球

内

に

お

い

て

販

売

し
､

も

っ
て
無

許

可
輸

入

し

た

と

い
う

事
実

を
認

定

し

た

う

え
､

A
会
社
を
罰
金
五
〇
万
円

に
､
B

を
懲

役

1

年

､
執

行

猶

予

二

年

に

処

し
､
さ

ら

に
右

両

者

か

ら

三

五

七

七

万
三

九

七

l
円

を
追

徴

し

た

｡

看
判
決

に
対

し
､

B
ら
か
ら

控

訴

の

申

立

が

な

さ

れ

た

.

福

岡

高

裁

那
覇

支

部

は
､

昭

和

四

九

年

九

月

1
八
日
､

各
控

訴

趣

意

を

排

斥

し
な
が
ら
職
権

に
よ
-
調
査
し

､

追

徴

金

額

の

算

定

に

関

し

て

ド

ル

の

円

換

算

に
誤

-

が
あ

る

と

し

て
原

判

決

中

の
追
徴

を

命

じ

た

部

分

を
破
棄

し
､
あ
ら
た
め
て
両
被

告

人

か
ら

三

五

七

七

万

三

九

二

二

円

七

五
銭

を
追

徴

す

る
旨

の
言

渡

し
を

な

し
､

そ

の
余

の
部

分

に
対

す

刑
事
判
例
研
究

〓
宍

-
夫

人
0

(第
53
番

第
十
二
親
)

七

1



刑
.事

判

例

研

究

≡
JJ
T
突
入
一

(第
53
番

第
十
二
故
)

七
二

る
各
控
訴
を
棄
却
し
.た
｡

こ
れ
に
対
し
て
B
ら
か
ら
さ
ら
に
上
告
の
申
立
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
'
最
高
裁
第
三
小
法
廷
は
昭
和
五
〇
年
七
月

一
五
日
上
告
棄
却
の

判
決
を
言
渡
し
､
右
判
決
は
同
月
二
六
日
確
定
し
た
.

そ
の
後
､
本
件
非
常
上
告
の
申
立
が
な
さ
.れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
申
立
は
､
原
判
決
た
る
第

1
審
判
決
お
よ
び
控
訴
審
判
決
を
破
棄
し

た
う
え
'
さ
ら
に
相
当
な
裁
判
を
な
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
が
､
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
-
で
あ

っ
た
.

｢沖
縄
の
税
関
手
続
法

(
一
九
五
六
年
九
月
二

日
立
法
第
五
六
号
)
は
､

一
九
七
〇
年
立
法

一
〇
四
号
に
よ
-

一
部
改
正
が
あ
-
'
改
正
法

は
同
年
八
月
五
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
が
､
無
許
可
輸
出
入
の
罪
に
係
る
貨
物
の
没
収

･
追
徴
に
つ
い
て
も
法
律
の
改
正
が
あ
っ
た
O
す
な

わ
ち
､
改
正
前
の
同
法
九
二
条

1
項
及
び
二
項

(以
下

『旧
法
』
と
い
う
O)
に
よ
れ
ば
､
無
許
可
輸
出
入
の
罪
に
偏
る
貨
物
に
つ
い
て
は
､

同
条

l
項
但
し
書
の
場
合
を
除
き
す
べ
て
没
収

･
追
徴
を
科
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
に
対

し
'
改
正
後
の
同
条

(以
下

『新
法
』

と
い
う
■.)
に
よ
れ
ば
､
没
収

･
追
徴
の
対
象
と
な
る
の
は
､
無
許
可
輸
出
入
の
罪
に
係
る
貨
物
の
う
ち
同
条
三
項
に
規
定
す
る
輸
入
制
限

貨
物
等
に
隈
か
こ
と
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
本
件
貨
物
は
､
右
輸
入
制
限
貨
物
等
に
は
該
当
し
な
い
の
で
､
旧
法
に
よ
れ
ば
没

収

･
追
徴
の
対
象
と
な
る
が
､
-新
法
に
よ
れ
ば
そ
れ
が
許
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
.

本
件
無
許
可
輸
入
の
行
為
は
､
前
記
法
律
改
正
の
前
後
に
ま
た
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
､
第

1
審
判
決
は
､
被
告
会
社
及
び
被
告
人
B
の

行
為
を
そ
れ
ぞ
れ
包
括

1
罪
と
認
定
し
て
い
る
の
で
､
右
各
行
為
に
は
新
法
の
み
を
適
用
す
べ
き
で
あ
久

し
た
が
っ
て
､
有
罪
認
定
に

か
か
る
貨
物
に
関
し
没
収

･
追
徴
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
0
し
か
る
g
r
第

l
審
判
決
は
､
改
正
法
附
則
三
項
の
経
過

規
定
を
根
拠
に
し
て
､
改
正
前
の
行
為
に
係
る
貨
物
の
価
額
総
計
を
括
弧
内
で
特
定
し
た
う
え
､
旧
法
を
適
用
し
て
､
右
価
額
の
追
徴
を

言
い
渡
し
､
ま
た
'
控
訴
審
判
決
も
､
こ
の
部
分
を
破
棄
し
な
が
ら
､
同

1
の
適
条
に
よ
-
､
単
に
金
額
を
訂
正
し
た
に
と
ど
ま
る
追
徴

を
言
い
渡
し
た
も
の
で
あ
鳶

し
た
が
っ
て
'
右
各
判
決
は
､
い
ず
れ
も
明
ら
か
に
法
令
に
違
反
L
t
し
か
も
､
被
告
会
社
及
び
被
告
人

B
の
た
め
不
利
益
で
あ
る
と
i
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O｣

∩
判
旨
∪

右
申
立
を
う
け
て
第
二
小
法
廷
は
､
第
二
審
判
決
中
の
追
徴
を
命
じ
た
部
分
を
破
棄
し
､
第
二
審
判
決
中
の
そ
の
余
の
部
分



お
よ
び
第

一
審
判
決
に
対
す
る
本
件
非
常
上
告
の
申
立
を
棄
却
し
た
｡
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡

I

｢前
記
改
正
法
附
則
三
項
に
は
'
こ
の
立
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
な
お
従
前
の
例
に
よ
る

旨
の
経
過
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
が
'
被
告
人
B
の
本
件
無
許
可
輸
入
の
行
為
は
､
改
正
法
の
施
行
の
前
後
に
ま
た
が
っ
て
行
わ
れ
て
お

-
'
第
二
審
判
決
は
こ
れ
を
包
括

1
罪
と
し
て
い
る
の
で
､
右
行
為
に
つ
S
て
は
右
附
則
の
適
用
の
余
地
は
な
-
'
主
刑
の
み
な
ら
ず
附

加
刑
に
つ
い
て
も
行
為
終
了
時
に
効
力
を
有
す
る
規
定
の
み
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
.
従
っ
て
'
本
件
無
許
可
輸
入
罪
に
係
る
貨
物
に
関

し
､被
告
会
社
及
び
被
告
人
B
に
対
し
没
収

･
追
徴
を
科
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
O
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
､第
二

審
判
決
が
改
正
前
の
行
為
に
係
る
貨
物
の
価
額
総
計
を
特
定
し
た
う
え
､
右
附
則
に
よ
-
旧
法
を
適
用
し
て
右
価
額
の
追
徴
を
言
S
渡
し

た
こ
と
は
'
法
令
に
違
反
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
う
え
'
被
告
人
ら
の
た
め
に
不
利
益
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡｣

〓

｢本
件
に
お
い
て
は
､
第
二
審
判
決
が
第

1
審
判
決
の
一
部
を
破
棄
し
て
自
判
し
て
お
-
､
そ
の
日
刊
部
分
に
前
記
の
よ
う
な
法

令
違
反
が
あ
る
た
め
そ
の
部
分
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
上
告
申
立
の
目
的
が
達
せ
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
､
そ
の
部
分
を
破

棄
す
れ
ば
足
-
'
第

1
審
判
決
中
第
二
審
判
決

に
よ
っ
て
破
棄
さ
れ
て
S
る
部
分
に
つ
い
て
は
た
と
え
同
様
の
法
令
違
反
が
あ
っ
て
も
も

は
や
こ
れ
を
非
常
上
告
に
よ
っ
て
是
正
す
る
必
要
は
な
S
o｣

【
評
釈
山

一

判
示
事
項
第

l
点
に
つ
S
て

本
件
無
許
可
輸
入
の
行
為
は
､
す
で
に
見
た
と
お
-
､
沖
縄
の
税
関
手
続
法
改
正
の

前
後
に
ま
た
が
っ
て
い
る
.
第

1
審
判
決
は
､
そ
れ
ら
の
行
為
を

一
体
と
し
て
包
括

l
罪
と
み
た
が
､
改
正
前
の
行
為
に
関
す
る
貨
物
の

価
額
を
総
計
し
て
カ
ッ
コ
内
で
認
定
L
t
附
則
三
項
の
経
過
規
定
に
よ
っ
て
そ
の
価
額
の
追
徴
を
命
じ
た
の
で
あ
る
｡
控
訴
審
判
決
も
基

本
的
に
同
様
の
判
断
を
示
し
､
さ
ら
に
上
告
審
も
そ
れ
を
是
認
し
た
｡

さ
て
､
本
件
申
立
理
由
の
中
に
記
さ
れ
て
い
る
と
お
-
'
旧
法
に
よ
れ
ば
本
件
貨
物
を
没
収

･
追
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
､
新
法
に

よ
れ
ば
そ
れ
が
許
さ
れ
な
S
こ
と
に
な
る
｡
そ
こ
で
'
犯
罪
行
為
が
旧
法
と
新
法
に
ま
た
が
っ
て
行
な
わ
れ
た
場
合
に
､
そ
の
適
用
法
条

を
ど
ち
ら
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
'
こ
こ
で
の
基
本
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
(鵬
雛

醐
訳

謂

憎

詣

詣

加
齢
雛

J

)0.

｢
l
罪
｣
で
あ
る
か
ぎ
-
､
あ
る
犯
罪
を
分
割
し
て
処
理
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
全
体
に
わ
た

って
行
為
終
了
時
の

刑
事
判
例
研
究

≡

ハjT

天
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懸
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二
批
)
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刑
事
判
例
研
究

〓
空
八十
天
皇

(第
53
雀

第
十
二
髄
)

七
四

法
律
､
す
な
わ
ち
新
法
が
適
用
さ
れ
る
O
こ
れ
が
､
原
則
的
な
考
え
方
で
あ
る

摘
譜

S
.;T韻

醐
g
)o
判
例
は
そ
の
よ
-
な
見
地
に
立

っ
て

お
れ
､
継
続
犯
(順
鞘
諸

賢

鞘
慧

箭

)､
常
習
犯
(謂

桐
畑
警

稗
等

I繭
)､
包
括

l
罪
(縞

鯛
詔

的
il(]!融
H
l<)､
牽
連
犯
(猫

柳
諾

虻YLlt訪
u
)な

ど
に
つ
い
て
も
､･
そ
の
態
度
は
変
わ
ら
な
い
.
か
つ
て
の
連
続
犯
に
つ
い
て
も
同
様
と
み
ら
れ
る

(縞

鯛
諾

糾
雷

.T1llu
).

し
か
し
な
が
ら
､
い
か
に

｢
l
罪
｣
と
は
い
っ
て
も
､
場
合
に
よ
-
'
実
質
的
に
は
分
割
可
能
で
は
な
い
か
､
と
思
わ
れ

る

の
で
あ

る
｡
抑
え
ば
'
本
件
に
即
し
て
接
続
犯
と
し
て
の
包
括

1
罪
に
目
を
向
け
る
と
､
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
同

1
構
成
要
件
に
数
回
該
当
す
る

事
実
が
存
在
し
て
い
る
.｡
接
続
犯
は
全
体
と
し
て
構
成
要
件
に

1
回
該
当
す
る
か
ら

1
罪
で
あ
る
､
と
み
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
-
､
そ

れ
を

一
罪
と
す
る
こ
と
d
･趣
旨
は
､
む
し
ろ
､
す
べ
て
を
包
括
し
て
1
つ
の
罪
の
刑
で
処
断
す
る
'
と
い
う
と
こ
ろ
に
求
め
ら

れ

よ
う

(そ
の
意
味
に
あ
い
て
､
包
括
l
罪
は
l
種
の
科
刑
上
の
l
罪
と
し
て
理
解
さ
れ
る
)0
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
事
情
に
よ

っ
て
は
接
続
犯
を
分

割
す
守

と
も
可
能
と
な
る

(岬
岬
讐

鮎

欄
鮎

論
).
判
例
は
､
包
括

1
罪
を
不
可
分
と
し
て
､
例
え
ば
公
訴
時
効
に
関
し
､
時
効
は
最
終

の
行
為
が
終

っ
た
時
か
ら
進
行
す
る
'
つ
ま
-
､
･包
括
さ
れ
た
数
個
の
行
為
の
1
部
が
す
で
に
時
効
期
間
を
経
過
し
て
い
て
も
､
最
終
の

行
為
が
時
効
期
間
内
に
あ
る
か
ぎ
刊
､
そ
の
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
処
罰
で
き
る
'
と
し
て
..S
る

(謂

㌶

㌍
諾

3
7.ITl那
刑
)が
､
正
当
と
は
思

わ
れ
な
い
.
本
来
的
な
科
刑
上
の
l
罪
た
る
牽
連
犯
に
つ
い
て
は
､
そ
の
可
分
性
が
広
く
主
張
～

,れ
て
い
る
｡
と
-
わ
け
'
旧
法
時
に
不

可
罰
で
あ
っ
た
行
為
が
新
法
に
よ
っ
て
可
罰
と
な
-
､
し
か
も
新
法
施
行
後
の
罪
と
牽
連
犯
の
関
係
に
立
つ
と
き
､
両
者
を

一
体
と
し
.て

擬
律
し
て
新
旧
法
の
刑
の
比
照
を
な
す
べ
き
で
あ
る
'
と
す
る
古
い
判
例
(縞

醐
諾
覧

1tuj
u
四
)
に
は
批
札
が
強
い
.
そ
し
て
'
判
例
の

軒
に
も
､

1
罪
と
み
ら
れ
う
る
行
為
を
分
割
し
て
法
的
評
価
を
加
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
.
旧
連
続
犯
に
関
す
る
も
の
と
し
て
､
刑
法
実

施
以
前
の
法
令
で
.は
犯
罪
と
認
め
て
い
な
い
行
為
に
対

し
､
連
続
犯
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
1.体
と
し
て
刑
法
二
四
七
条

(背
任
罪
)
を

適
用
す
る
の
は
法
律
不
敵
及
の
原
則
に
反
し
･て
違
法
で
あ
る
,
と
判
示
し
て
い
る
も
か
が
み
ら
れ
る
(縞

警

鍔

1..1.7.讐

如
)a
.さ
ら
に
､
常

習
犯
に
つ
･い
て
も
､
麻
薬
取
締
法
違
反
の
事
案
に
関
し
､
旧
法
に
は

1
般
的
な
処
罰
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
だ
け
で
､
改
正
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
常
習
行
為
の
加
重
処
罰
規
定
が
設
け
ら
れ
た
と
い
う
場
合
に
､
そ
の
改
正
法
の
施
行
期
日
の
前
後
に
ま
た
が
る
行
為
は
､
そ
れ
が

不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
1
罪
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
な
い
か
ぎ
-
､
こ
れ
.を
改
正
の
前
後
に
よ
っ
て
区
分
し
､
そ
れ
ぞ
れ
行
為
時
法
に



従

っ
て
法
律
上
の
処
遇
を
な
す
べ
き
で
あ
る
へ
と
す
る
判
断
も
示
さ
れ
て
い
る

(槻
酬
謂

聖

㌍

詣

聖
齢
)0

(た
だ
､
改
正
前
の
行
為
も
処
罰

そ
の
も
の
を
免
れ
る
こ
と
は
な
く
'
し
か
も
改
正
後
の
罪
と
併
合
罪
の
関
係
に
立
つ
か
ら
､
正
当
な
適
条
に
よ
る
と
か
え
っ
て
被
告
人
の
不
利
益
と
な
る

の
で
適
法
な
上
告
理
由
と
は
な
ら
な
い
､
と
の
結
論
で
あ
っ
た
)
ま
た
'
継
続

犯
の
事
案
に
お
い
て
も
'
物

(麻
薬
)
の
所
持
の
継
続
中
新
た
に

そ
の
物
の
所
持
を
禁
止
す
る
刑
罰
法
規
が
施
行
さ
れ
た
場
合
に
は
'
そ
の
時
以
降
は
法
的
評
価
を
異
に
す
る
別
個
独
立
の
所
持
が
成
立
す

る
も
の
と
解
す
る
と
し
て
､
原
審
が
法
施
行
後
の
所
持
に
つ
い
て
処
断
し
た
こ
と
を
相
当
と
し
て
い
る
(謂

網
棚
覧

讐
1ts
iig
)0

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
､
時
間
的
に
幅
の
あ
る
行
為
に
つ
い
て
､
そ
れ
が

1
般
的
に
は
全
体
と
し
て
1
罪
と
な
-
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
て

も
､
事
情
に
よ
っ
て
は
､
な
お
そ
れ
を
分
割
す
る
こ
と
が
で
き
る
'
と
い
え
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
は
'
あ
る
行
為
が
法
改
正
の

前
に
は
そ
も
そ
も
不
可
罰
と
さ
れ
て
S
た
場
合
の
ほ
か
'
改
正
に
よ
っ
て
あ
る
罪
の
刑
に
変
更
が
ぁ
っ
た
場
合
に
も
同
様
で
あ
り
､
そ
の

行
為
は
改
正
の
前
後
に
分
割
さ
れ
､
ひ
と
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
罰
条
が
適
用
さ
れ
る
｡
そ
の
実
益
は
､
む
ろ
ん
'
刑
が
重
-
変
更
さ
れ
た
と

き
に
生
じ
て
-
る
.
た
だ
'
こ
こ
で
'
さ
き
の
昭
和
三

1
年

1
二
月
二
六
日
の
最
高
裁
判
決
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
分
割
さ
れ
た
二
つ
の

罪
が
併
合
罪
に
な
る
と
す
れ
ば
､

か
え
っ
て
被
告
人
に
不
利
益
と
な
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
は
あ
ま
-
に
形
式
的
な
見
方
と
い
う
べ
き
で
あ

-
､
前
の
行
為
は
後
の
行
為
に
吸
収
さ
れ
て
包
括
的
に
処
断
さ
れ
る
'
と
解
さ
れ
よ
う
｡
な
お
､
そ
の
よ
う
な
取
-
扱
い
を
し
て
も
､
結

局
は
変
更
後
の
重
い
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
､

1
罪
を
あ
え
て
分
割
す
る
こ
と
な
く
､
量
刑
の
上
で
考
慮
す
れ
ば
足
-

る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
見
解
も
あ
る

(粕
讐

臥
酬
謂

謂

)｡
そ
れ
で
は
､
し
か
し
､
刑
罰
不
遡
及
と
い
う
原
則
の
1
角
が
崩
れ
て
し
ま

う
こ
と
に
な
る
｡

包
括

1
罪
も
分
割
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
さ
ら
に
み
て
い
-
と
'
本
件
は
'
適
用
す
べ
き
罰
条
に
関
し
て
刑
は
軽
-
変
更
さ
れ
た

(附

加
刑
た
る
没
収
･
追
徴
の
対
象
物
件
が
限
定
さ
れ
た
)
が
'

｢
こ
の
立
法
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
0｣
と
い
う
経
過
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
事
案
で
あ

る
｡
こ
こ
で
は
､
重
い
前
の
罪
と
軽
い
後
の
罪
と
の
二
つ
に
つ

い
て
､
そ
の
処
置
い
か
ん
が
問
題
と
な
る
0
後
者
は
前
者
に
吸
収
さ
れ
'
包
括
的
に
変
更
前
の
重
い
刑
で
処
断
さ
れ
る
､
と
解
し
た
い
.

以
上
の
と
お
-
､
本
件
の
判
旨
第

1
点
に
は
賛
同
で
き
な
い
O
さ
き
の
確
定
判
決
の
判
断
が
正
当
で
あ
っ
た
｡

刑
事
判
例
研
究

≡

ハ六

-
宍
八sL7

(第
53
懇

第
十
二
舵
)

七
五



刑

事

判

例

研

究

≡

ハ七

-宍
八
五

(第
53
雀

第
十
二
貌
)

七
六

二

判
示
事
項
第
二
点
に
つ
い
て

第

1
審
判
決
の
該
当
部
分
が
'
理
由
は
異
な
る
に
せ
よ
､
.す
で
に
破
棄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
､
法
令
違
反
を
正
す
と
い
う
非
常
上
告
制
度
の
枠
内
で
は
､
い
わ
ば
生
き
て
い
る
判
断
'
つ
ま
-
第
二
審
判
決
の
該
当
部
分
を
破
棄

す
れ
ば
足
-
る
'
と
考
え
ら
れ
る
｡

と
こ
ろ
で
Y
本
判
決
は
原
判
決
中
の
追
徴
を
命
じ
た
部
分
の
み
を
破
棄
し
た
.

1
般
に
は
'
原
判
決
中
の
附
随
処
分
に
関
す
る
部
分
秒

み
を
破
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
､
と
考
え
ら
れ
て

い
る

(例
外
と
し
て
､
未
決
勾
留
日
数
の
算
入
に
つ
i
て
は
､
実
務
上
､
そ
の
部
分
の
み
の

破
棄
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
-

最
判
昭
和
三
三
年
四
月
l
〇
日
刑
集

〓
一巻
五
号
八
六
六
頁
).
従

っ
て
､
本
件
控
訴
審
が
第

7
審
判
決

中
の
追
徴
を
命
じ
た
部
分
の
み
を
破
棄
し
た
こ
と
は
相
当
で
な
か
っ
た
t
と
い
え
よ
-
O
し
か
し
､
非
常
上
告
の
手
続
で
は
'
法
令
違
反

に
対
し
■て
必
要
最
小
限
度
の
補
正
措
置
を
施
す
と
い
う
意
味
に
お
い
て
､
右
の
･よ
う
な
取
-
扱
い
も
是
認
れ
さ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
Q

以
上
､
判
旨
第
二
点
は
相
当
で
あ
る
｡

(米

山

緋

二
)




