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【事
実
】

被
告
人
甲
は
､
被
害
者
A
が
旗
揚
げ
し
､
A
の
父

親
が
総
長
を
し
て
い
る
暴
力
団
傘
下
の
範
液
で
あ
る
A
班
の
幹

部
で
あ
り
'
被
告
人
乙
､
被
害
者
B
は
そ
の
構
成
員
で
あ
っ
た
｡

被
告
人
乙
は
'
被
告
人
甲
の
弟
分
的
な
立
場
に
あ
っ
た
｡

被
告
人
甲
は
､
自
分
が
交
際
し
て
い
た
女
性
が
､
A
と
も
交

際
を
始
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
､
同
女
性
を
横
取
り
さ
れ
た
と

考
え
て
A
に
強
い
恨
み
を
抱
き
､
目
を
掛
け
て
い
た
被
告
人
乙

及
び
他
の
共
犯
者
で
あ
る
丙
に
A
の
若
者
を
持
ち
か
け
､
被
告

人
乙
ら
も
こ
れ
に
応
じ
る
こ
と
と
し
へ
複
数
の
け
ん
銃
を
用
意

す
る
な
ど
し
た
｡
そ
の
後
､
被
告
人
ら
は
被
書
者
A
を
殺
害
し

た
際
に
､
つ
い
で
に
同
人
の
所
持
金
を
山
分
け
す
る
こ
と
も
合

意
し
た
｡

被
告
人
甲
は
､
被
告
人
乙
か
ら
､
A
が
B
と
と
も
に
A
班
の

事
務
所
に
来
る
と
の
報
告
を
受
け
た
こ
と
か
ら
'
被
告
人
乙
が

実
行
犯
役
､
被
告
人
甲
ら
が
援
謙
射
撃
役
と
す
る
役
割
分
担
を

決
め
､
そ
の
際
に
B
に
つ
い
て
も
､
口
封
じ
の
た
め
に
殺
専
す

る
こ
と
を
合
意
し
た
｡

被
告
人
ら
は
'
け
ん
銃
三
丁
を
こ
れ
ら
と
適
合
す
る
実
包

一

八
発
と
共
に
携
帯
し
て
所
持
し
て
'
同
事
務
所
ま
で
赴
き
'
被

告
人
乙
に
お
い
て
t
A
に
対
し
'
右
け
ん
銃
の
う
ち
の
l
T
で

実
包

丁
発
を
発
射
し
'
A
の
頭
部
に
命
中
さ
せ
て
､
B
に
対
し

て
も
'
同
被
告
人
に
お
い
て
､
同
け
ん
銃
で
実
包
二
発
を
発
射

し
､
両
名
を
殺
害
す
る
と
と
も
に
､
A
所
有
に
係
る
現
金
三
〇

万
円
余
り
等
在
中
の
か
ば
ん
t
個
を
強
取
し
､
さ
ら
に
､
両
名

の
死
体
を
山
林
内
に
運
び
､
あ
ら
か
じ
め
掘
っ
て
お
い
た
穴
に

埋
没
さ
せ
て
遺
棄
し
た
｡

被
告
人
ら
は
､
銃
砲
刀
剣
塀
所
持
等
取
締
法
違
反
､
強
盗
殺

人
'
死
体
遺
棄
に
問
わ
れ
た
｡
検
察
官
は
､
甲
及
び
乙
に
対
し

て
死
刑
を
､
丙
に
対
し
て
無
期
懲
役
を
求
刑
し
た
が
､

1
審
判

決
は
､
甲
､
乙
､
丙
の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
無
期
懲
役
を
言
い

渡
し
た
.
検
察
官
が
､
甲
､
乙
に
つ
い
て
量
刑
不
当
を
主
張
し
､

甲
も
丑
刑
不
当
な
ど
を
主
張
し
て
控
訴
し
た
が
､
控
訴
審
判
決

が
各
控
訴
を
棄
却
し
た
た
め
､
検
察
官
及
び
甲
は
､
土
刑
不
当

な
ど
を
主
張
し
て
上
告
し
た
｡

【決
定
要
旨
】

上
告
棄
却

本
決
定
は
､
検
察
官
及
び
弁
世
人
の
上
告
趣
意
は
､
い
ず
れ
も

適
法
な
上
告
趣
意
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
上
で
､
以
下
の
よ
う
な

職
権
判
断
を
行
っ
た
｡

｢
(【事
実
】
に
掲
げ
た
よ
う
な
)
犯
行
の
経
繰
'
動
機
に
酌
宜

の
余
地
は
な
-
'
そ
の
態
様
は
'
至
近
距
離
か
ら
頭
部
等
に
向
け

て
け
ん
銃
を
発
射
す
る
と
い
う
冷
酷
､
非
情
か
つ
残
忍
な
も
の

で
t
A
の
み
な
ら
ず
､
B
を
も
巻
き
添
え
に
し
て
､
年
若
い
二
名

の
生
命
を
奪
っ
た
と
い
う
結
果
は
重
大
で
あ
る
｡
各
遺
族
の
処
罰

感
情
は
厳
し
く
､
こ
の
よ
う
な
犯
行
が
社
会
に
与
え
た
影
響
も
軽

視
で
き
な
い
.
被
告
人
甲
は
'
こ
の
よ
う
な
犯
行
の
首
謀
者
で
終

始
犯
行
を
差
配
し
た
も
の
､
被
告
人
乙
は
､
被
害
者
ら
の
殺
害
を

実
行
し
た
も
の
で
あ
り
'
両
被
告
人
の
刑
事
兼
任
は
誠
に
重
大
で

あ
っ
て
､
被
告
人
両
名
に
対
し
て
は
､
死
刑
を
選
択
す
る
こ
と
も

考
慮
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

し
か
し
'
他
方
に
お
い
て
'
本
件
強
盗
殺
人
は
､
被
告
人
甲
の

A
に
対
す
る
恨
み
を
主
た
る
動
機
と
し
た
犯
行
で
あ
り
､
被
害
者

ら
の
殺
書
に
用
い
ら
れ
た
け
ん
銃
は
､
被
告
人
甲
が
も
と
も
と
A

か
ら
預
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
ま
た
､
犯
行
の
態
様

が

一
般
市
民
を
巻
き
込
む
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
っ
た

事
情
も
罷
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
う
す
る
と
､
被
告
人
甲
に
つ
い
て
は
､
本
件
各
犯
行
を
主
導

し
た
も
の
で
は
あ
る
が
'
自
ら
等
寮
に
出
頭
し
､
犯
罪
事
実
を
大

筋
で
認
め
て
い
る
こ
と
'
比
較
的
若
年
で
前
科
も
な
い
こ
と
な
ど

の
事
情
等
を
も
考
慮
す
る
と
､
同
被
告
人
を
極
刑
に
処
す
る
ほ
か

な
い
も
の
と
ま
で
は
断
定
し
発
く
､
同
被
告
人
を
無
期
懲
役
に
処

し
た
第

1
審
判
決
を
維
持
し
た
原
判
決
に
つ
い
て
､
そ
の
最
刑
が

こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
ま
で
は
認
め

ら
れ
な
い
｡
｣

被
告
人
乙
の
量
刑
は

｢
こ
れ
を
破
棄
し
な
け
れ
ば
著
し
-
正
義

に
反
す
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
｡｣

甲
斐
中
辰
夫
裁
判
官
の
反
対
意
見

原
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
､
首
謀
者
で
あ
る
被
告
人
甲
の
罪
責

は
誠
に
重
大
で
あ
っ
て
､
当
書
の
過
去
の
先
例
に
照
ら
し
て
も
､

特
に
酌
よ
す
べ
き
事
情
が
な
い
限
り
'
死
刑
の
選
択
を
す
る
は
か

な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

原
判
決
は
､
被
告
人
甲
に
つ
い
て
情
状
を
酌
土
し
'
死
刑
を
回

避
す
べ
き
事
情
と
し
て
､
①
本
件
強
盗
殺
人
は
'
被
告
人
甲
の
A

に
対
す
る
恨
み
を
主
た
る
勤
横
と
し
た
犯
行
で
あ
り
'
典
型
的
な

強
盗
殺
人
と
は
類
型
が
異
な
る
'
②
被
告
人
甲
の
独
善
的
'
反
規

範
的
'
狂
滑
な
性
格
は
､
暴
力
団
鵜
舟
の
中
で
助
長
さ
れ
て
き
た

側
面
が
あ
り
､
被
告
人
甲
の
み
を
全
面
的
に
責
め
る
こ
と
が
で
き

な
い
､
③
本
件
は
暴
力
団
組
織
内
で
生
じ
た
犯
行
で
あ
る
'
④
被

害
者
ら
の
殺
害
に
用
い
ら
れ
た
け
ん
銃
は
､
A
が
被
告
人
甲
に
預

け
て
い
た
も
の
で
あ
り
､
A
の
非
と
し
て
一
定
程
度
し
ん
酌
せ
ざ

る
を
得
な
い
'
⑤
被
告
人
甲
は
比
較
的
若
年
で
前
科
も
な
く
'
自

ら
甘
葉
に
出
頭
し
､
犯
罪
事
実
を
大
筋
で
認
め
て
お
り
改
善
更
生

の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
､
と
指
摘
す
る
が
､
い
ず
れ
も
特
に

酌
t
す
べ
き
事
情
と
は
認
め
ら
れ
な
い
｡

①
に
つ
い
て
は
､
金
品
強
等
を
殺
青
実
行
の
t
九
日
前
に
発
案

し
､
犯
行
現
場
で
自
ら
素
早
く
強
等
し
た
も
の
で
､
利
欲
性
は
高
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'
強
盗
殺
人
の
薪
型
と
し
て
特
に
酌
玉
す
べ
き
要
素
は
な
い
｡

②
に
つ
い
て
は
､
刑
の
土
足
上
不
利
な
事
情
と
し
て
評
価
す
る
の

が
当
然
で
あ
り
'
こ
れ
を
有
利
な
事
情
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は

明
ら
か
な
誤
り
で
､
到
底
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い
｡
③
に
つ

い
て
は
､
一
般
に
被
告
人
及
び
被
害
者
が
暴
力
団
関
係
者
の
場
合

に
情
状
が
酌
量
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
'
示
談
が
成
立
し
て
い

る
場
合
が
多
か
っ
た
り
､
被
害
者
に
も
1
定
の
非
が
あ
る
こ
と
な

ど
が
考
慮
さ
れ
る
か
ら
で
あ
っ
て
､
単
純
に
被
害
者
が
暴
力
溺
関

係
者
で
あ
る
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
情
状
が
酌
土
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
｡
④
に
つ
い
て
は
､
A
が
け
ん
銃
を
所
持
し
て
い
た

こ
と
は
､
違
法
行
為
と
し
て
A
自
身
が
刑
責
を
負
う
べ
き
で
は
あ

る
が
､
こ
の
こ
と
が
被
告
人
甲
に
対
す
る
関
係
で
非
が
あ
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
し
'
被
告
人
甲
が
も
と
も
と
所
有
し
て
い
た
け
ん

銃
よ
り
使
い
勝
手
が
よ
い
A
か
ら
預
か
っ
た
け
ん
銃
を
使
用
し
た

こ
と
が
､
い
か
な
る
惹
味
で
も
酌
土
す
べ
き
事
情
に
な
る
と
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
⑤
に
つ
い
て
は
､
出
頭
は
暴
力
団
組
綴

か
ら
の
報
復
を
逃
れ
る
た
め
で
､
反
省
の
情
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
い
し
､
被
告
人
甲
に
は
責
任
回
避
的
な
供
述
が
目
立
ち
'
反
省

悔
悟
の
情
を
兄
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
若
年
で
､
前
科
も
な

い
こ
と
は
丑
刑
上
考
慮
す
べ
き
)
事
情
で
は
あ
る
が
､
本
件
犯
行

全
体
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
人
間
と
し
て
の
情
感
に
欠
け
る
独
善

的
､
反
規
範
的
発
想
が
､
公
判
に
お
い
て
も
改
善
の
兆
し
す
ら
見

ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
､
改
善
更
生
の
可
能
性
を
看

取
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡

｢も
と
よ
り
死
刑
は
窮
極
の
刑
罰
で
あ
り
､
そ
の
適
用
に
は
慎

重
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
被
尊
者
の
連
族
の
厳
罰
を
求
め
る
声
に

は
耳
を
傾
け
る
べ
き
で
は
あ
る
が
'
刑
の
査
定
は
罪
刑
の
均
衡
と

客
観
性
へ
合
理
性
を
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
ま
た
､
若
年

の
被
告
人
の
場
合
に
は
､
其
し
な
反
省
の
態
度
な
ど
有
利
な
事
情

が
あ
れ
ば
こ
れ
を
可
能
な
限
り
汲
み
取
り
土
刑
に
反
映
さ
せ
る
べ

き
で
あ
る
｡
私
は
こ
れ
ま
で
常
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
心
が
け
て

裁
判
に
当
た
っ
て
き
た
｡
し
か
し
な
が
ら
'
被
告
人
甲
に
つ
い
て

は
'
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
検
討
し
て
も
そ
の
罪
斉
は
重
大
で
あ
り
'

も
は
や
改
善
更
生
の
可
能
性
は
兄
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
っ
て
､
新

た
に
特
に
酌
丑
す
べ
き
事
情
が
な
い
限
り
死
刑
を
回
避
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
原
判
決
及
び
多
数

意
見
が
被
告
人
甲
に
つ
い
て
酌
圭
す
べ
き
事
情
と
し
て
述
べ
る
と

こ
ろ
は
､
い
ず
れ
も
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
､
本

来
刑
の
査
定
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
重
要
な
要
素
で
は
な
く
'

派
生
的
な
こ
と
が
ら
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
､
到
底
同
調
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣

才
口
千
時
裁
判
官
の
反
対
意
見

｢私
は
､
死
刑
制
度
の
存
続
あ
る
い
は
廃
止
に
つ
い
て
特
段
の

見
解
を
持
つ
者
､
あ
る
い
は
死
刑
停
止
の
国
連
決
議
等
に
日
を
つ

む
る
者
で
も
な
-
､
青
法
及
び
法
律
に
拘
束
さ
れ
､
良
心
に
従
い

独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
た
め
､
事
件
記
録
を
精
査
し
､
審
議

を
尽
-
し
､
英
知
を
結
集
し
て
適
正
か
つ
公
平
に
職
務
を
遂
行
し

て
い
る
裁
判
官
で
あ
る
｡
特
に
'
死
刑
事
件
の
刑
の
t
定
に
つ
い

て
は
､
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
被
告
人
に
掛
酌
す
べ
き
な
ん
ら
か

の
事
情
が
な
い
か
を
詮
索
す
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
る
｡

現
在
､
死
刑
の
選
択
は
､
そ
の
選
択
の
判
断
上
重
要
な
主
刑
要

素
と
判
断
方
法
の
一
般
的
基
準
を
判
示
し
た
永
山
判
決

(昭
和
五

八
年
七
月
八
日
第
二
小
法
廷
)
を
よ
す
が
と
し
て
､
多
-
の
先
学

や
現
役
裁
判
官
が
判
決
の
集
積
と
敷
術
に
よ
り
最
高
裁
判
所
判
決

の
明
確
化
を
図
り
､
死
刑
適
用
に
関
す
る
客
観
的
な
1
穀
的
基
準

が
判
例
上
定
着
し
っ
つ
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
量
刑
要

素
と
判
断
方
法
も
あ
-
ま
で
も

一
般
的
基
準
で
あ
っ
て
､
絶
対
的

要
件
で
は
な
い
が
､
法
律
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
､
刑
の
土
足
等
に

関
す
る
判
例
の
統

1
を
図
る
こ
と
も
最
高
裁
判
所
の
責
務
で
あ

り
､
ま
た
'
裁
判
員
制
度
の
実
施
を
目
前
に
し
て
死
刑
と
無
期
懲

役
と
の
量
刑
基
準
を
可
能
な
限
り
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
｡

こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま
え
て
､
甲
に
つ
い
て
酌
王
す
べ
き
事
情

を
詳
細
に
検
討
し
て
み
て
･D
'
前
述
の
と
お
り
甲
の
罪
斉
は
極
め

て
重
大
で
あ
っ
て
､
特
に
酌
丑
す
べ
き
事
情
が
見
出
せ
な
い
限

り
､
死
刑
の
選
択
を
す
る
は
か
な
い
と
断
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'
私
は
'
原
判
決
の
刑
の
圭
定
並
び
に
こ
れ
を
是

認
す
る
多
数
意
見
に
は
'
私
が
裁
判
官
と
し
て
関
与
し
た
死
刑
事

件
の
刑
の
土
定
と
の
比
較
に
お
い
て
著
し
-
公
平

･
均
衡
を
失
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
､
到
底
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡｣

【評
釈
】

E

死
刑
を
求
め
る
検
察
官
の
上
告
と
最
高
裁
の
姿

勢
近
年
､
死
刑
判
決
数
が
急
増
し
た
こ
と
に
よ
り
'
裁
判
所
が
死

刑
適
用
に
額
極
的
な
方
向
に
舵
を
切
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
取
り

ぎ
た
さ
れ
て
崇

｡
実
際
に
,
死
刑
適
用
基
準
に
お
け
る
確
定
年

度
の
因
子
の
影
響
力
を
五
年
ご
と
に
測
定
し
た
統
計
的
研
究
に
よ

れ
ば
､

一
九
八
九
年
か
ら
一
九
九
九
年
ま
で
は
寛
刑
化
傾
向
に
あ

っ
た
が
､
二
〇
〇
〇
年
以
降
や
や
死
刑
が
適
用
さ
れ
や
す
い
方
向

に
変
化
し
､
二
〇
〇
五
年
以
降
は
よ
り
顕
著
に
死
刑
に
な
り
や
す

こ
こ

く
な
っ
て
き
て

い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

そ
の
原
因
の
一
つ
と
し
て
､
検
察
官
が
死
刑
を
求
め
て
上
告
す

る
事
案
の
増
加
が
'
裁
判
所
の
死
刑
適
用
基
準
に
微
妙
な
変
化
を

も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
｡
無
期
懲
役
判
決
を
不
服

と
し
て
検
察
官
が
上
告
し
た
事
案
は
､

一
九
八
三
年
の
永
山
事
件

第

1
次
上
告
審
判
決

(講

諾

,<
i
靴
iS
規

等

蛸
霜

)
以
降

途
絶
え
て
い
た
が
'

1
九
九
九
年
に
､
山
車
判
平

二

二

1
･

二
九
判
時

1
六
九
三
号

1
五
E
l貢

〔
国立主
婦
殺
害
事
件
〕､
物

最
判
平

一
一
二

二
二

〇
刑
集
五
三
巻
九
号
二

六
〇
貢
'

判

時

一
七
〇

l
号

一
六
六
貢

〔福
山
独
居
老
人
殺
害
事
件
〕､
榊
最

決
平

二

二

二
二

六
判
時
一
六
九
八
号

一
四
八
貢
､
㈹
最
決

平

〓

二

二
･
1
六
判
時

1
六
九
九
号
1
五
八
貢
'
脚

長決
平

二

･
1
二
二

二
判
時

1
六
九
六
号

1
六
〇
百
の
五

件が
あ
っ

た
｡
そ
れ
以
降
'
㈲
畏
決
平

一
七
･
七

･
1
五
裁
判
集
刑
事
二
八

七
号
五
七

1
貢
t

S最
判
平

l
八
･
六

二
10
判
時

1
九
四
二
万

三
八
貢

〔光
市
母

子殺
害
事
件
〕'
本
決
定
と
続
き
､
そ
の
後
も
､

㈱
未
決
平
二
〇

･
E
l
二
二
判
例
集
未
登
載

(
乱
配
B
ES訓
崇

)
～

㈱点
決
平
二
〇
･
九
二

一九
判
タ
二
一八
一
号

一
七
五
貢

〔静
岡

大学
生
残
殺
事
件
)､
oq
最
決
平
二
〇

･
二

･
E
l判
例
集
兼
登

戟

(
乱
耶
影

8
即
に
)
'
脚
長
決
平
二
1
二

二

四
判
例
集
束
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登
載

(
乱
耶
影

弐

rlI)
が
確
認
で
き
る
｡
今
や
､
死
刑
を
求
め

る
検
察
官
上
告
は
珍
し
い
事
態
で
は
な
い
｡
こ
の
う
ち
､
原
判
決

が
破
棄
さ
れ
た
の
は
永
山
事
件
判
決
'
似
t
S
だ
け
に
と
ど
ま

り
､
最
高
裁
は
無
期
判
決
を
破
棄
す
る

ことに依然
と
し
て
慎
重

な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
｡
し
か
し
､
反
対
に
永
山
事

件
判
決
以
降
死
刑
の
原
判
決
を
破
棄
し
た
事
例
が
'
検
察
官
上
告

五
事
件
以
前
の
最
判
平
八
･
九
二
tO
判
時

一
五
八
一
号
三
三
貢

〔日
建
土
木
保
険
金
殺
人
事
件
)
の
み
に
と
ど
ま
る
こ
と
､
S
に

つ
い
て
'
そ
の
結
論
に
賛
成
す
る
か
否
か
を
問
わ
ず
､
従
来
よ
り

も
死
刑
に
横
極
的
な
方
針
を
打
ち
出
し
た
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
が

(3
)

多
い
こ
と
を
考
え
併
せ
る
と
､
最
高
裁
と
し
て
も
検
察
の
動
向
に

l
定
程
度
呼
応
し
'
死
刑
を
拡
大
す
る
方
向
で
下
級
審
の
裁
量
を

統
制
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
見
る
余
地
も
あ
る
｡

こ
の
流
れ
の
中
で
本
決
定
を
見
る
な
ら
ば
､
三
対
二
と
い
う
き

わ
ど
い
票
差
で
'
被
告
人
甲
に
対
す
る
原
審
の
無
期
懲
役
判
決
が

維
持
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
､
【葡
高
裁
が
き
め
細
か
く
個
別
事
案
を

審
査
す
る
と
い
う
姿
勢
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
強
く

示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
｡
妥
当
な
姿
勢
で
あ
る
と
評
価
し
て
よ

い
だ
ろ
う
｡

な
お
多
数
意
見
に
お
い
て
'
甲
に
つ
い
て
､
原
判
決
を
破
棄
し

な
け
れ
ば

｢著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
｣

と
し
'
乙
に
つ
い
て
､
｢著
し
く
正
義
に
反
す
る
と
は
認
め
ら
れ

な
い
｣
と
微
妙
に
表
現
が
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
､

甲
に
対
す
る
無
期
懲
役
判
断
は
著
し
-
は
な
い
も
の
の
正
義
に
は

(1･)

反
す
る
と
考
え
ら
れ
た
可
能
性
は
残
る
｡
そ
の
惹
味
で
は
､
本
件

甲
に
対
す
る
科
刑
判
断
は
死
刑
を
科
す
べ
き
か
ど
う
か
ま
さ
に
限

界
的
事
例
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
｡

二

死
刑
適
用
に
関
す
る
判
断
方
法

本
決
定
に
お
い
て
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
'
多
数
意
見
が
､
不

利
な
情
状
を
絶
括
し
て

｢死
刑
を
選
択
す
る
こ
と
も
考
慮
さ
れ

る
｣
と
の
中
間
ま
と
め
を
し
た
後
に
､
有
利
な
事
情
を
指
摘
し
'

両
者
を
併
せ
て
総
合
考
慮
し
た
結
果
'
原
判
決
の
量
刑
を
是
認
し

て
い
る
の
に
対
し
'
甲
斐
中
反
対
意
見
が
被
告
人
甲
に
関
し
て
'

不
利
な
情
状
を
総
括
し
て

｢特
に
酌
丑
す
べ
き
事
情
が
な
い
限

り
'
死
刑
の
選
択
を
す
る
ほ
か
な
い
｣
と
の
中
間
ま
と
め
を
し
た

後
に
'
死
刑
を
回
避
す
べ
き
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た

結
果
､
原
判
決
の
量
刑
は
甚
だ
し
く
不
当
と
の
結
論
を
導
い
て
お

り
､
才
口
反
対
意
見
も
こ
れ
に
同
調
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

従
来
の
裁
判
例
に
お
い
て
､
死
刑
を
適
用
す
べ
き
か
否
か
が
間

薦
と
な
る
場
合
の
典
型
的
な
判
断
方
法
は
､
永
山
事
件
判
決
で
行

わ
れ
た
よ
う
に
､
被
告
人
に
不
利
な
情
状
を
列
挙
し
た
後
､
被
告

人
に
有
利
な
情
状
を
列
挙
し
'
そ
れ
ら
の
事
情
を
籍
合
し
て
死
刑

が
や
む
を
得
な
い
か
を
判
断
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
総
合
評
価
説

Vhln

で
あ
っ
た
0
本
決
定
多
数
意
見
の

｢死
刑
を
選
択
す
る
こ
と
も
考

慮
さ
れ
る
｣
と
の
中
間
ま
と
め
は
'
死
刑
適
用
の
是
非
が
争
点
と

な
っ
て
い
る
以
上
､
当
然
の
言
辞
で
あ
り
､
そ
れ
自
体
に
意
味
の

あ
る
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
故
に
'
多
数
意
見
は
総
合
評
価
説

に
従
っ
た
も
の
と
見
う
る
｡
こ
の
よ
う
な
中
間
ま
と
め
を
伴
う
総

合
評
価
の
手
法
は
､
U
､
糾
､
糊
へ
㈲
'
㈱
'
㈱
'
㈹
t
M
と
い

っ
た
無
期
懲
役
判
決

を是
認し
た一
連
の

最高
裁判
例で
も採
用

さ
れ
て
お
り
'
完
全
に
定
着
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
原
審

の
無
期
懲
役
判
決
を
破
粟
し
た
似
及
び
S
は
い
ず
れ
も
'
本
決
定

反
対
意
見
と
同
様
に
'
｢特
に

酌宜
す
べ
き
事
情
が
な
い
限
り
､

死
刑
の
選
択
を
す
る
は
か
な
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
｣
と

い
う
中
間
ま
と
め
を
し
た
後
に
死
刑
を
回
避
す
べ
き
事
情
が
あ
る

か
を
検
討
す
る
と
い
う
手
法
を
用
い
て
い
る
｡
こ
れ
は
当
該
事
案

に
つ
い
て
は
死
刑
を
科
す
の
が
原
則
で
､
死
刑
を
回
避
す
べ
き
な

の
は
例
外
的
場
合
に
限
ら
れ
る
と
す
る

｢原
則

･
例
外
基
準
｣
を

〕｢･1ニ

定
立
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

総
合
評
価
説
と

｢原
則
･
例
外
基
準
｣
と
の
関
係
に
つ
い
て
'

最
高
裁
は
似
'
S
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
､
永
山
事
件
判
決
を
先

例
と
し
て

参照
し
て
お
り
､
大
法
廷
で
の
審
理
と
い
う
判
例
変
更

の
手
続

(諾

詔

l
)
を
経
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
'
形
式
的
に

判
例
を
変
更
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し

そ
の
こ
と
を
も
っ
て
し
て

｢実
質
的
に
も
｣
判
例
変
更
に
当
た
ら

ソh;C
な
い
と
考
え
る
べ
き
か
は
別
問
題
で
あ
る
｡

も
と
も
と
'
永
山
基
準
と
し
て
､
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
永
山
事

件
判
決
の
判
示
部
分
は
､
九
個
の
判
断
要
素
を
例
示
的
に
列
挙

し
､
そ
れ
を
罪
刑
均
衡
及
び

一
般
予
防
と
い
う
二
つ
の
判
断
基
準

か
ら
判
断
し
て
､
極
刑
が
や
む
を
得
な
い
か
を
検
討
す
る
こ
と
を

述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
､
具
体
的
な
死
刑
適
用
基
準
の
あ
り
方
に

つ
い
て
言
及
し
た
も
の
と
は
言
い
難
い
も
の
で
あ
っ
た
｡

脚
及
び
S
は
､
｢検
察
官
の
上
告
趣
意
は
'
判
例
違
反
を
い
う

点を含
め
､
実
質
は
土
刑
不
当
の
主
要
で
あ
っ
て
､
刑
訴
法
E
l〇

五
集
の
上
告
理
由
に
当
た
ら
な
い
｣
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
'
総
合
評
価
説
に
従
い
な
が
ら
､
死
刑
を
回
避
し
た

原
判
決
が
判
例
で
あ
る
永
山
基
準
に
抵
触
す
る
判
断
を
行
っ
た
と

は
考
え
て
い
な
い
｡
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
同
じ
永
山
基
準
を
用
い

て
､
原
判
決
に
は
著
し
-
正
義
に
反
す
る
甚
だ
し
い
土
刑
不
当

(瑚
紳
諾

1
)
が
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と

は
､最
高
裁
が
､永
山
基
準
を
､
死
刑
を
科
す
べ
き
か
否
か
の
判
断

が
分
か
れ
得
る
限
界
事
例
に
お
い
て
い
ず
れ
の
結
論
を
･P
許
容
す

る
よ
う
な
巌
や
か
な
基
準
と
し
て
理
解
し
て
お
り
､
ま
た
､
｢原

則
･
例
外
基
準
｣
を
総
合
評
価
説
を
事
案
に
即
し
て
具
体
化
し
た

い
わ
ば
下
位
基
準
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
永
山
基
準
に
は
､
極
刑
が

｢や
む
を
得
な

い
｣
と
い
う
消
極
的
に
死
刑
を
認
容
す
る
姿
勢
を
示
す
表
現
が
あ

る
｡
ま
た
､
永
山
事
件
判
決
は
､
原
判
決
の
死
刑
は

｢如
何
な
る

裁
判
所
が
そ
の
衝
に
あ
っ
て
も
死
刑
を
言
い
渡
し
た
で
あ
ろ
う
程

度
の
情
状
が
あ
る
場
合
に
限
定
せ
ら
る
べ
き
｣
と
の
見
解
は
､

｢死
刑
を
選
択
す
る
に
つ
き
ほ
と
ん
ど
異
論
の
余
地
が
な
い
程
度

に
極
め
て
情
状
が
悪
い
場
合
を
い
う
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
｡｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
原

判
決
の
見
解
が
運
用
上
の
死
刑
廃
止
詮
に
帰
す
る
こ
と
に
な
り
か

ね
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
､
そ
の
よ
う
な
理
解
を
封
じ
る
こ
と

に
主
脹
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
り
､
死
刑
の
適
用
は
謙
抑
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
基
本
姿
勢
自
体
は
是
認
し
て
い
た
も
の
と

(c,,)

解
さ
れ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
脚
及
び
S
の
原
則
死
刑
と
い
う
考
え

方
は
'
死
刑
に
対
し
て
謙
抑

的と
は

言え
な
い
｡
実
際
に
も
､
先
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に
見
た
統
計
的
研
究
か
ら
は
'

似及
び
S
と
の
因
果
関
係
ま
で
は

明
ら
か
に
な
ら
な
い
が
､
似
及

びS
の
時
期
以
降
に
死
刑
判
決
の

増
加
が
認
め
ら
れ
て
お
り

'｢原
則

･
例
外
基
準
｣
を
用
い
た
下

､1

級
審
裁
判
例
も
散
見
さ
れ
る
｡
故
に
､
少
な
-
と
も
実
質
的
に
は

判
例
変
更
で
は
な
い
か
が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

本
決
定
は
､
総
合
評
価
説
に
依
拠
す
る
場
合
と

｢原
則

･
例
外

基
準
｣
に
依
拠
す
る
場
合
と
で
実
際
に
判
断
が
分
か
れ
う
る
こ
と

を
示
し
た
点
に
意
義
が
あ
る
｡
｢原
則

･
例
外
基
準
｣
の
採
用
が
､

死
刑
適
用
判
断
を
非
謙
抑
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
の
一
つ
の
傍
証

と
い
え
る
と
思
わ
れ
る
｡
そ
う
で
あ
る
以
上
､
い
か
な
る
事
案
で

｢原
則

･
例
外
基
準
｣
が
採
用
さ
れ
る
べ
き
か
が
明
ら
か
に
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
本
決
定
は
最
高
裁
判
事
の
中
で
す
ら
そ

の
基
準
が
統

一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
｡

三

酌
量
す
べ
き
事
情
の
判
断

多
数
意
見
は
､
3
:恨
み
を
主
た
る
動
機
と
し
た
犯
行
で
あ
る
こ

と
'
仙
殺
害
に
用
い
ら
れ
た
け
ん
銃
は
被
害
者
A
か
ら
預
け
ら
れ

て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
､
州
犯
行
の
態
様
が

l
般
市
民
を
巻
き

込
む
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ

たこ
と
､
糾
自
ら
警
案
に
出
頭
L
t

犯
罪
事
実
を
大
筋
で
認
め
て
い
る
こ
と
及
び
､
比
較
的
若
年
で
前

科
も
な
い
こ
と
､
と
い
う
四
つ
の
事
情
を
被
告
人
甲
に
有
利
な
事

情
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
甲
斐
中
反
対
意
見

は
､
【決
定
要
旨
】
で
紹
介
し
た
よ
う
に
逐

一
反
論
を
展
開
し
て

い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
'
叫
に
つ
い
て
は
'
第

1
審
判
決

(讃

諸

岬

に
酬
鮒
集
)
が
'
｢強
盗
殺
人
罪
に
つ
き
死
刑
又
は
無
期
懲
役
と
い

う
重
刑
の
み
が
法
定
さ
れ
て
い
る
所
以
の
一
つ
は
､
金
品
又
は
財

産
上
の
利
益
を
得
る
た
め
に
人
命
を
奪
い
去
る
こ
と
も
厭
わ
ぬ
と

い
う
､
動
機
の
利
欲
性
の
高
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
｣
と
し
､
本
件
強

盗
殺
人
に
お
い
て
財
物
奪
取
は
怨
恨
目
的
の
殺
人
の
い
わ
ば
付
加

的
な
目
的
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
べ
き
で

あ
る
｡
甲
斐
中
意
見
の
い
う
利
欲
性
と
は
､
財
物
奪
取
に
関
す
る

利
欲
性
で
は
あ
っ
て
も
､
死
刑
適
用
の
可
否
に
関
し
て
問
題
と
な

る
､
財
物
奪
取
の
た
め
に
人
命
の
犠
牲
を
も
厭
わ
ぬ
と
い
う
意
味

の
強
度
の
利
欲
性
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
O

伽に
つ
い
て
は
､
暴

発
の
危
険
が
な
-
い
つ
で
も
使
用
で
き
る
状

態に
し
て
お
け
る
け

ん
銃
を
預
け
た
こ
と
が
甲
の
犯
行
を
助
長
し
た
こ
と
は
否
め
な
い

の
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
程
度
は
別
に
し
て
､
A
に
非
が
あ
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡
H
に
つ
い
て
､

多
数
意
見
は
暴
力
団
組
織
内
で
生
じ
た
犯
行
で
あ
る
こ
と
自
体
で

は
な
-
'

一
般
市
民
を
巻
き
込
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
評
価
し
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
批
判
は
す
れ
違
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
脚

に
つ
い
て
'
自
ら
警
察
に
出
頭
し
た
こ
と
や
犯
罪
事
実
を
大
筋

で

認
め
た
動
機
に
'
そ
の
程
度
は
別
に
し
て
､
反
省
の
情
が
含
ま
れ

な
い
と
断
言
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
C
若
年
で
あ
る
こ

と
と
前
科
の
な
い
こ
と
は
甲
斐
中
意
見
も
認
め
る
通
り
､
考
慮
す

べ
き

1
事
情
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
'
改
善
更
生
の
可
能
性

を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
断
言
す
る
こ
と
も
ま
た
困
難
と

思
わ
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
甲
斐
中
意
見
は
､
ど
ち
ら
と
も
判
断
し
う
る
点
を

酌
量
す
べ
き
事
情
で
は
な
い
と
断
言
す
る
傾
向
が
あ
る
が
､
こ
の

よ
う
な
評
価
は
'
｢原
則

･
例
外
基
準
｣
の
採
用
に
関
連
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
｢原
則

･
例
外
基
準
｣
に
お

い
て
は
'
単
に
酌
量
す
べ
き
事
情
と
言
え
る
か
で
は
な
-
､
｢特

に
｣
酌
量
す
べ
き
か
が
問
わ
れ
る
た
め
､
個
々
の
事
情
を
死
刑
回

避
方
向
へ
の
考
慮
に
算
入
す
る
た
め
の
ハ
ー
ド
ル
が
上
が
る
か
ら

で
あ
る
.
こ
の
こ
と
は
'
｢原
則

･
例
外
基
準
｣
を
採
用
し
た
S

判
決
に
お
い
て
'
糾
臨
機
応
変
の
対
応
を
し
て
い
る
こ
と
や
長

時

間
殺
意
を
持
続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
計
画
性
が
低
い
と
評
価
で
き

な
い
と
さ
れ
'
仙
仮
出
獄
後
パ
チ
ン
コ
に
熱
中
し
て
借
金
を
重
ね

た
挙
げ
句
に
犯
行
に
至
っ
て
お
り
'
被
害
者
退
族
に
慰
謝
の
措
置

を
講
じ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
'
自
白
し
反
省
の
情
を
示
し
て
い
る

こ
と
な
ど
を
大
き
-
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
､
同

じ
-
S
判
決
に
お
い
て
'
叫
強
姦
と
い
う
凶
悪
事
犯
を
計
画
し
､

そ
の
実
行
に
際
し
､
反
抗
抑
圧
の
手
段
な
い
し
犯
行
発
覚
防
止
の

た
め
に
被
害
者
ら
の
殺
害
を
決
意
し
て
次
々
と
実
行
し
､
そ
れ
ぞ

れ
所
期
の
目
的
も
達
し
て
い
る
こ
と
か
ら
､
殺
害
は
偶
発
的
で
は

な
-
冷
徹
に
こ
れ
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
っ
て
､
計
画
性
が
な
い

こ
と
を
特
に
有
利
に
酌
む
べ
き
事
情
と
評
価
す
べ
き
で
な
い
と
さ

れ
て
い
る
点
､
仙
原
判
決
ま
で
の
言
動
'
態
度
等
を
見
る
限
り
内

省
を
深
め
得
て
い
る
と
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
り
､
犯
行
内
容
や

犯
行
後
の
態
様
か
ら
看
取
さ
れ
る
犯
罪
的
傾
向
に
は
軽
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
'
明
ら

か
だ
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
事
情
は
､
通
常
の
総
合
評
価
説
の

下
で
､
そ
れ
な
り
の
事
情
と
し
て
評
価
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た

12
'

の
が
､
特
に
酌
量
す
べ
き
で
は
な
い
と
し
て
考
慮
へ
の
算
入
を
阻

､〓
､

止
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
多
数
意
見
が
掲
げ
る
酌
量
す
べ
き
事
情
は
､
個
別
に
見

る
と
決
定
的
に
死
刑
回
避
に
至
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
も
の

の
､
累
積
的
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
死
刑
回
避
の
結
論
を
導

い
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て

｢原
則

･
例
外
基
準
｣
で
は
こ
の
よ

う
な
思
考
方
法
は
採
れ
ず
'
死
刑
を
回
避
す
る
た
め
に
は
単
独
で

し

強
力
な
重
み
を
有
す
る
事
情
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
｡

四

裁
判
員
制
度
と
の
関
係

以
上
の
よ
う
に
､
死
刑
の
是
非
が
問
題
と
な
る
事
案
で

｢原

則

･
例
外
基
準
｣
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
は
決
定
的
な
重
要
性
を

有
す
る
が
､
そ
の
採
否
の
基
準
自
体
が
不
明
で
あ
り
か
つ
統

一
さ

れ
て
い
な
い
｡
才
口
反
対
意
見
は
､
量
刑
に
関
す
る
判
例
統

1
を

図
る
こ
と
が
最
高
裁
の
責
務
で
あ
り
､
裁
判
員
制
度
の
実
施
を
目

前
に
し
て
死
刑
と
無
期
懲
役
と
の
量
刑
基
準
を
可
能
な
限
り
明
確

に
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
が
'
こ
の
指
摘
と
は
裏
腹
に
､

本
決
定
は
死
刑
適
用
基
準
を

一
層
混
沌
と
さ
せ
て
し
ま
っ
た
よ
う

､〓

に
思
わ
れ
る
｡
被
殺
害
者
数
な
ど
の
単
純
な
基
準
で
死
刑
の
可
否

を
判
断
す
べ
き
で
な
い
と
す
れ
ば
､
元
々
死
刑
適
用
が
問
題
と
な

る
ほ
ど
の
重
大
事
案
の
中
か
ら
さ
ら
に
原
則
死
刑
の
事
案
を
抽
出

す
る
こ
と
が
容
易
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
少
な
-
と
も
裁
判
員
を
悩

ま
せ
る
程
度
は
､
総
合
評
価
説
に
依
り
つ
つ
､
最
終
的
に
は

｢ほ

と
ん
ど
異
論
の
余
地
が
な
い
ほ
ど
に
情
状
が
悪
い
場
合
｣
と
し

て
､
死
刑
の
選
択
が
や
む
を
得
な
い
か
否
か
と
い
う
基
準
に
よ
る

場
合
と
径
庭
が
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
｢原
則

･
例
外
基
準
｣
は
､
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｢ま
こ
と
に
や
む
を
得
ざ
る
に
出
ず
る
窮
極
の
刑
里

(ヨ
詔

u
];1聖

和
讃

)
と
し
て
の
死
刑
の
位
置
づ
け
に
沿
わ
な
い

実質

的
な
判
例
変

更

な

の
で
あ
り
､
裁
判
員
の
混
迷
を
深
め
る
だ
け
で

あ
る
か
ら
､
採
る
べ
き
で
な
い
｡
基
準
の
明
確
性
の
観
点
か
ら

は
'
む
し
ろ
死
刑
回
避
を
原
則
と
し
､
例
外
的
に
死
刑
を
選
択
せ

ざ
る
を
得
な
い
悪
情
状
を
抽
出
す
る
と
い
う
作
業
の
方
が
有
望
で

あ
ろ
う
｡
こ
の
判
断
方
法
は
'
永
山
串
件
判
決
に
内
在
さ
れ
て
い

た
謙
抑
性
の
視
点
と
も
整
合
的
で
あ
る
｡

五

五
刑
事
情
の
限
定

最
後
に
､
本
決
定
多
数
意
見
は
､
原
判
決
が
指
摘
し
た
被
告
人

甲
に
不
利
な
事
情
の
う
ち
'
犯
行
後
の
情
状
が
芳
し
く
な
い
こ

と
､
責
任
回
避
的
な
供
述
が
nl]立
つ
こ
と
､
被
督
者
や
遺
族
へ
の

謝
罪
が
表
面
的
な
こ
と
'
遺
族
に
対
し
何
ら
慰
謝
の
努
力
も
し
て

い
な
い
こ
と
と
い
う
行
為
後
の
事
情
に
､
お
そ
ら
く
は
意
図
的
に

雷
及
し
な
か
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡
罪
体
に
関
わ
ら
な
い
行
為

後
の
事
情
が
考
慮
さ
れ
た
が
故
に
死
刑
も
あ
り
得
る
と
評
価
す
る

こ
と
は
､
罪
体
の
評
価
か
ら
導
か
れ
た
死
刑
も
あ
り
得
る
と
の
判

断
を
強
化
す
る
作
用
を
有
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
も
い
え
る

が
'
行
為
後
の
事
情
を
加
味
し
て

｢刑
事
責
任
は
誠
に
重
大
｣
で

死
刑
も
あ
り
得
る
と
の
判
断
に
至
っ
た
と
も
受
け
取
ら
れ
る
｡
後

(Z
l

者
で
あ
れ
ば
責
任
主
義
に
反
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
裁
判

所
が
こ
の
よ
う
な
考
慮
か
ら
'
行
為
後
の
事
情
を
敢
え
て
判
断
対

象
か
ら
外
し
た
の
で
あ
れ
ば
､
極
め
て
正
当
な
判
断
で
あ
る
｡
近

時
の
長
高
裁
判
例
で
確
認
し
得
た
も
の
の
う
ち
､
切
は
行
為
後
の

事
情
を
考
慮
し
て
原
則
死
刑
と
の
評
価
に
至
っ
て

いる
が
'
u
'

㈱
'
=
は
原
判
決
が
考
慮
し
た
行
為
後
の
事
情
に
言
及
し
て

おら

ずt
Sは
原
則
死
刑
と
の
中
間
ま
と
め
を
し
た
後
の
特
に
酌
よ
す

べ
き
事
情
の
有
無
の
検
討
で
言
及
す
る
に
と
ど
ま
る
｡
最
高
裁
は

一
定
の
方
針
を
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
｡

他
方
で
､
多
数
意
見
は
､
原
判
決
が
指
摘
し
た
被
告
人
甲
に
有

利
な
事
情
の
う
ち
､
独
善
的
､
反
規
範
的
､
投
狩
な
性
格
が
暴
力

団
組
按
の
中
で
助
長
さ
れ
て
き
た
伽
面
が
あ
り
､
被
告
人
甲
の
み

を
全
面
的
に
斉
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
う
事
情
･D
考
慮
か

ら
除
い
て
い
る
｡
こ
の
種
の
人
格
形
成
に
関
わ
る
事
情
を

(
謂

川
な
)
考
慮
す
る
｡
と
は
川
や
㈱
で
も
摺

ら
れ
て
お
り
､
芸

上
も
★
任
を
軽
減
す
る
事

情と
いえ
る
た
め
､
考
慮
す
べ
き
で
な

い
と
の
趣
旨
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
甲
斐
中
反
対
意
見
に
あ
る
､
証

拠
上
明
ら
か
で
な
く
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
れ
を
酌
圭

す
べ
き
事
情
と
評
価
す
る
等
と
い
う
論
理
は
到
底
国
民
の
理
解
を

I托
)

得
ら
れ
な
い
と
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
可
能
性
が
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
丑
刑
理
論
と
の
整
合
性
の
観
点
か
ら
土
刑
事
僻
を

吟
味
す
る
こ
と
は
､
裁
判
員
の
直
感
的
な
主
刑
判
断
を
防
ぐ
た
め

に
も
有
効
で
あ
ろ
う
｡
他
方
で
､
こ
の
動
き
は
裁
判
員
制
度
下
の
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I

王
刑
事
情
の
厳
選
論
と
関
連
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
り
､
今
後
よ

り

一
層
の
検
討
が
必
要
と
な
る
｡
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柳
重
雄

r死
刑
適
用
の
拡
大
を
考
え
る
｣
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由
と
正
餐

五
九
巻
五
号
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〇
〇
八
年
)
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三
九
百
､
石
塚
伸

一
｢肋

-
世
界
の
死
刑
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孤
立
す
る
日
本
｣
法
律
時
報
八
〇
巻
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号

(二
〇
〇
八
年
)
二
頁
な
ど
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渡
逢
t
弘

｢死
刑
の
適
用
基
準
を
巡
る
最
近

の
動
向
｣

刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一
四
号

三

〇
〇
九
年
)
五
八
貢
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土
本
武
司

｢死
刑
の
適
用
-

光
市
･
妻
子
殺
aF]事
件
上

告
審
判
決
-
｣
捜
査
研
究
六
六
二
号

(二
〇
〇
六
年
)

一
二

六
貢
､
諏
訪
雅
顕

｢死
刑
の
適
用
基
準
｣
信
州
大
学
法
学
論

集
八
号

(二
〇
〇
七
年
)

一
五

一
貢
､
平
川
宗
倍

｢判
批
｣
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成

一
八
年
度
重
要
判
例
解
説

(二
〇
〇
七
年
)

1
六
二
貫

な
ど
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上
告
審
の
丑
刑
審
査
の
実
情
に

つ
い
て
は
､
原
田
国
男

｢上
告
審
の
量
刑
審
査
と
量
刑
破
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事
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研
究
｣
同
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判
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書
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〇
〇
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八
丁
貢
を
参
照
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永
田
憲
史
①

｢死
刑
選
択
基
準
の
軌
向
と
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点
｣
犯
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と
刑
罰
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五
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な
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本
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速
報
判
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〇
〇
七

年
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一
〇
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永
日
青
史
②

｢死
刑
選
択
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準
は
変
化
し
た
の
か
｣
関

西
大
学
法
学
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集
五
八
巻
六
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〇
〇
九
年
)
八
〇
貢
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稲
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解
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裁
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所
判
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事
篇
昭
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五
八
年
度
｣

一
六
七
貢
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管
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〇

二
〓
ハ
判
タ
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二
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迎
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二
二
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二
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判
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載
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E
X
/
D
B
二
五
四
四

〇
五
九
八
)
が
あ
る
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(1
)

｢主
観
的
事
情
を
過
度
に
重
視
す
る
こ
と
は
適
当
で
な

い
｣
と
述
べ
た
川
を
含
め
､
多
く
の
判
決
は
'
被
告
人
の
生

活
歴
､
生
育
歴

､反
省
の
態
度
な
ど
を
酌
む
べ
き
事
情
と
し

て
掲
げ
て
い
る
｡

(1
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従
っ
て
､
例
え
ば
は
剛
に
つ
い
て
､
計
画
性
は
否
定
さ

れ
な
い
に
せ
よ
周
到
と

はい
え
な
い
と
指
摘
し
た
り

(城
下

裕
二

｢似
判
批
L
同

rt
刑
理
論
の
現
代
的
課
厘
｣
(成
文

堂
､
二

〇〇
七
年
)

一
七
八
貢
)､
S
榊
に
つ
い
て
､
用
意
が

周
到
で
計
画
性
が
商
い
場
合
に
匹

敵す
る
殺
書
の
必
然
性
が

あ
っ
た
と
認
定
さ
れ
た
と
と
ら
え
る
は
か
な
い
と
指
摘
し
て

も

(永
田
患
史
③

｢光
市
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書
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件
第

f
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告
審
判

決
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理
静
的
検
肘
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法
律
時
報
七
九
巻
五
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〇
〇
七
年
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九
四
百
)､
放
免
が
す
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っ
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い
る
よ
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に
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れ
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田
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･
前
掲
注
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載
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E
X
/
D
B
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八
1
四
五
三
〇
六
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に
つ
い
て
､
精
神

的
に
未
成
熟
で
あ
る
こ
と
が
犯
行

に
及
ぼ
し
た
影
響
や
意
味

と
関
連
付
け
て
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
､
と
指
摘
す
る
が
､
こ

れ
も

｢原
則

･
例
外
基
準
｣
故
の
こ
と
と
解
さ
れ
る
｡
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相
場
主
義
を
や
め
'
事
件
自
体
を
見
て
判
断
す
べ
き
と

の
見
解
も
あ
る
が
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上
暮

r裁
判
官
が
見
た
光
市
母
子
殺

害
事
件
J
(文
蛮
春
秋
､
二
〇
〇
九
年
)
二
四
九
貢
)､
死
刑

が
無
基
準
に
多
用
さ
れ

る
な
ら
ば
､
死
刑
制
度
そ
の
も
の
が

鞍
虐
な
刑
罰
を
科
す
る
結
果
と
な
る
と
の
指
摘

(最
判
平

五
･
九
二
二

裁
判
集
刑
事
二
六
二
号
四
二
一
貫

･
大
野
正

男
裁
判
官
補
足
意
見
)
を
銘
記
す
べ
き
で
あ
ろ
う
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(1
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城
下
裕
二

r土
刑
基
準
の
研
究
し
(成
文
室
､

一
九
九
五

年
)
二
二
五
頁
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(1
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井
田
良

r刑
法
絵
巻
の
理
漁
礁
遺
し
(成
文
堂
､
二
〇
〇

五
年
)
二
三
〇
貢
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米
山
正

明
｢被
告
人
の
属
性
と
よ
刑
｣
判
例
タ
イ

ム
ズ

〓

二
一五
号

(二
〇
〇
七
年
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二
三
頁
は
､
暴
力
団
所
属
と

い
う
属
性
を
専
ら
刑
を
加
重
す
る
事
情
と
理
解
し
て
い
る
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東
京
地
方
裁
判
所
公
判
審
理
手
続
検
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委
月
会
同
裁
判

員
模
擬
裁
判
企
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月
会

｢裁
判
長
が
関
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す
る
公
判
審
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在
り
方
｣
判
例
タ
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ム
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一
二
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八
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〇
〇
八
年
)

九
貢
な
ど
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