
論

説量
刑
に
お
け
る
二
重
評
価
の
禁
止

林

美
月
子

目

次

一

二
重
評
価
禁
止
規
定
と
そ
の
立
法
過
程

二

権
力
分
立
論

三

(西
)
ド
イ
ツ
の
判
例

四

二
重
帳
簿

五

量
刑
理
由
審
査
と
二
重
評
価
の
禁
止

六

若
干
の
検
討一

二
重

評

価
禁

止

規

定

と

そ

の
立

法

過

程

(西
)
ド
イ
ツ
刑
法

四
六
条

は
刑

の
量
定

の
原
則
を
規
定
し
て
い
る
。
第

一
項

は
行
為
者

の
責
任
が
刑

の
量
定

の
基
礎

で
あ

る

こ
と

示

し
、
第

二
項

は
刑

の
量
定
に
お
い
て
考
慮
す

べ
き
事
情
を
あ
げ
て
い
る
。
さ
ら

に
第
一ご
項
は

「
す
で
に
法
律
上
の
構
成
要
件

の
要
素
と
な

135 (135)



っ
て
い
る
事
情
は
・

こ
れ
を
叢

し
て
は
な
ら
な
い
L
窺

定
為

・

い
わ
ゆ

る
二
轟

価
禁
去

規
定
で
あ
る
。
わ
歯

に
お
い
て
も
、

右

の
第

一
項
及
び
第

二
項
に

つ
い
て
は
多
く
が
論
じ
ら
れ
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条

一
項
及

び
二
項

は
右
と
同
様

の
事
項

に

つ
い
て
規
定

し
麓
㌍
し
か
し
・

(西
)
ド

イ
ツ
刑
法
典
と
異
な
り
、

二
重
評
価
禁
止
規
定
は
な

い
。
二
重
評
価
禁
止

の
原
則
は
、
わ
が
国

に
と

っ
て

は

あ
ま
り
意
味

の
な

い
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿

は
、
ど

の
よ
う
な
事
情
を
刑
を
重
く
す
る
方
向
で
量
刑
上
考
慮

し
て
は
な
ら
な

い
か

を
示
す
と

い
う
意
味
で
、
具
体
的

で
あ
り
、
実
務

上
も
有
益

で
あ
る
と
思
わ
れ

る
二
重
評
価
禁
止
原
則

に
つ
い
て
検
討

し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ

る
。

も

っ
と
も
、
ド
イ
ツ
の
学
説
及
び
判
例

は
二
重
評
価
禁
止

の
原
則
を
認
め
て
い
た
も

の
の
、

一
八
七

一
年
ド
イ

ッ
刑
法
典
に
は
二
重
評

価
禁
止
規
定
は
な
く
、

一
九
五
四
年

の
刑
法
改
正
大
委
員
会

の
小
委
員
会

に
お
い
て
は
じ

め
て

「
裁
判
官

は
量
刑
に
お
い
て
、
構
成
要
件

に
属
し
な

い
事
情

で
、
行
為
者
に
不
利
な
事
情
及
び
有
利
な
事
情
を
衡
量
す

る
」
と

い
う
規
定
が
提
出
さ
れ
、
大
委
員
会

に
お
い
て
採
択

　
ヨ

　

さ
れ

て
、

一
九

五
九
年
第

一
次

草

案

六
二
条

と

な

っ
た

の
で
あ

る
。

し

か
し
、

す

で

に
そ

の
第

二
読
会

(六
二
条
二
項
と
な

っ
た
)

に
お

い

て
・

こ
れ

は
当
然

の
規

定

で
あ
り

削
除

す

べ
き

で
あ

る
と

か
、

右

の

「
構
成

要
件

に
属

さ

な

い
」

と

い
う
部

分

に

よ
れ
ば

、

構

成
要
件

に

　
　

　

属
す
る
事
情

の
実
現
態
様
を
考
慮
で
き

な
く
な
る
の
で
、

こ
の
部
分

は
正
し
く
な

い
等

の
批
判
が
あ

っ
た
。

こ
れ
ら

の
批
判
を
う
け
て
、

司
法
省

は

「
す
で
に
法
律
構
成
要
件

に
属
す
る
事
情
を
さ
ら
に
評
価
す
る
こ
と
は
禁

止
さ
れ

る
が
、
こ
の
事
情
が
個

々
の
場
合
に
お
い
て

実
現
さ
れ
る
特
別

の
態
様

は
考
慮
さ
れ
る
」

こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
二
重
評
価
禁
止
を
別
文
と
し
、
六
二
条

一
項
第

一
文
と
す

　
ら
　

る
提
案
を
示
し
、
大
委
員
会

に
お
い
て
も

こ
れ
が
採
択
さ
れ
て
六
二
条
二
項
第

一
文
と
な
り
、
そ

の
後

に

一
九
五
九
年
第
二
次
草
案
六
〇

条
二
項
第

一
文
と
な

っ
た
。

一
九
六
〇
年
草
案
六
二
条
二
項
、

一
九
六
二
年
草
案

六
〇
条

二
項
も
現
行
法
と
同
様

の
規
定
を
置

い
た
。
そ
の
理
由
書
は

「
す
で
に
法

律

の
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
で
あ

る
事
情
そ
れ
自

体
は
量
刑

に
お
け
る
考
慮
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
立
法
者
を
し

JI)(13fi



量刑におけるコ重評価の禁止

て
法
定
刑

の
定
立

へ
と
導
い
た
事
情

で
あ
り
、
そ
れ
故
、
そ
の
法
定
刑

の
範

囲
の
す
べ
て
に
お
い
て
す

で
に
考
慮
さ
れ
、
前
提
と
さ
れ
て

(
6
)

い
る
。
し
た
が

っ
て
、
そ

の
法
定
刑

の
範
囲
内

で
個

々
の
行
為

に
正
当
な
刑
を
量
定
す

る
こ
と
に
は
役
立
た
な

い
か
ら
で
あ
る
L
と
す
る
。

一
九
六
六
年

の
代
案
五
条

一
項
第
二
文
も

「
法
定

の
行
為
事
情
は
数
回
評
価
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
た
。
連
邦
議
会

の
刑
法
改
正

特
別
委
員
会

で
は
、

二
重
評
価

の
禁
止
に

つ
い
て
別
項
が
設
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た

(第

一
次
刑
法
改
正
法

=
ご
条
三
項
)。

こ
れ

に
よ

つ
(
7
)

て
、
右

二
二
条

二
項

(現
行
法
四
六
条
二
項
)
で
考
慮
さ
れ
る
事
情

に
も

二
重
評
価

の
禁
止
規
定
が
適
用
さ
れ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
み
て
く
る
と
、
二
重
評
価

の
禁
止
は
何
を
根
拠
と
す
る
原
則
な

の
か
、
な
ぜ
禁
止
さ
れ

る
の
か
と
い
う
理
由
づ
け

に
お
い

て
も
、
ま
た
、

こ
の
禁
止
と
構
成
要
件
要
素
実
現
態
様

の
考
慮
と

の
関
係
、

つ
ま
り
こ
の
禁
止
原
則
の
適

用
範
囲
と

い
う
点
で
も
、
不
明

確
な
も

の
が
あ

る
と

い
え
よ
う
。
そ

こ
か
ら
、

二
重
評
価
禁
止

の
原
則

に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
も
生
じ
る
。
行
為

の
不
法
を
判
断
す
る

た
め
に
は
個

々
の
構
成
要
件

の
可
罰
性

の
根
拠
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
故
、
立
法

の
目
的
に
た
ち
か
え
る
必
要
が
あ

(
8

)

る
と
す
る

コ
フ
カ
は
禁
止
原
則

の
理
由
づ
け
に
疑
問
を
な
げ

か
け
る
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
重
評
価
と
実
現
態
様

の
考
慮

の
区
別
は
ほ

と
ん
ど
不
可
能
で
あ
り
、
原
則
自
体
は
異
論

の
余

地
は
な

い
が
、
ど
こ
に
思
考
上

の
誤
ま
り
が
あ
る

の
か
を
見

い
出
す

こ
と
さ
え
困
難
で

(9

)

あ

り
、

実
際

上

は

こ

の
原
則

は
あ

ま
り

従

わ
れ

て

い
な

い
と
す

る

ヤ
ー
グ

ッ
シ

ュ
や
、

こ
の
禁

止

に
反
す

る
と
さ
れ

る

こ
と
を

回
避

す

る

(
10

)

た
め
に
量
刑

理
由
を
詳
し
く
示
さ
な

い
傾
向
が
あ
る
と
す
る
ジ
ー
バ

ル
ト
は
こ
の
原
則

の
適
用
可
能
性
を
疑

う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
通

説
及
び
判
例

は
こ
の
原
則
に
意
義
を
認

め
、
判
例
に
お
い
て
二
重
評
価
禁
止
原
則
違
反
と
さ
れ
た
事
例
も
多

い
。
以
下
で
は
、

こ
の
原
則

の
根
拠
と
適
用

の
限
界
を
探

る
こ
と
と
す

る
。

　 　 　も
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一
一

権

力

分

立

論

通
説
は
二
重
評
価
禁

止
原
則
を

一
九
六
〇
年
草
案
理
由
書
と
同
様

の
文
言
を
も

っ
て
根
拠
づ
け
て

い
る
。
た
と
え
ば

ホ

ル
ソ
は

「
立
法

者
を

一
定

の
犯
罪
構
成
要
件

の
定
立
又
は
特
別
な
加
重
構
成
要
件

の
定
立

へ
と
導
い
た
考
慮

は
そ

の
法
定
刑

の
中

の
す
べ
て
刑
罰
を
正
当

(1

)

化
す
る
。
そ
れ
故
、
裁
判
官

は
そ

の
よ
う
な
考
慮
自
体
を
具
体
的
な
刑

の
決
定

に
用
い
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す

る
。
た
だ
、

こ
こ
で

は
、
立
法
者
が
考
慮

し
た
事
情

は
具
体
的
で
は
な
い
の
で
個

々
の
行
為
責
任

に
基
づ
く
量
刑

に
は
不
適
切
で
あ

る
と
い
う
理
由
で
二
重
評

価

は
禁
止
さ
れ
る
の
か
、
立
法
者
が
す
で
に

一
定

の
事
情
を
考
慮
し
た
こ
と
自

体
が
裁
判
官

の
二
重
評
価
を
許
さ
な
い
の
か
不
明
確

で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

ツ
ィ

ッ
プ
は
、

二
重
評
価

(禁
止
)
は
行
為
責
任
評
価

の
必
要
性

に
対
す

る
違
反
で
あ
り
、
法
定
刑
内

の
す
べ
て

(
2
)

の
刑

に
あ
て
は
ま
る
事
情
は
具
体
化

に
十
分

で
は
な

い
と
す
る

一
方

で
、
二
重
評
価
禁
止

の
理
由
は
、
立
法
者
と
裁
判
官

の
間

の
権
限
分

化
的
共
働

に
あ
り
、
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
を
量
刑
理
由
と
し
て
利
用
す

る
と
い
う
こ
と

は
、
裁
判
官

の
権
限
分
化
的
共
働
作
業

の
範

(
3
)

囲
を
逸
脱
し
て
、
専
ら
立
法
者

に
権
限
の
あ
る
領
域

に
干
渉
す
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。
後
者
で
は
テ
ィ
ソ
ペ

の
い
う
よ
う

に
、
啓
蒙
期

(
4

)

の
権
力
分
立

の
図
式
が
明
ら
か
で
あ

る
と

い
え
よ
う
。
ブ

ル
ソ
ス
も
、

二
重
評
価
禁
止
で
は
立
法
者
と
裁
判
官

の
権
限
分
化
が
決
定
的
で



量刑における二重評価の禁止

あ
る
と
壼

・
妾

者

鴇

成
要
件
と
そ

の
定
立
に
よ

っ
て
量
刑
作
業

の

一
部
を
行
な
い
、
裁
判
官

は
個

々
の
場
合

の
各

々
の
事
情
、
具

体
的
特
殊
性
を
考
慮
し

て
量
刑
す
る
。

一
般
的

に
立
法
者
に
当
然

で
あ

る
よ
う
な
、
そ
の
種

の
犯
罪

の
当
罰
性

の
要
素

は
裁
判
官

の
量
刑

で
は
決
定
的
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
権
力
分
立
を
強
調
す

る
場
合

に
は
、
あ
る
程
度
具
体
的
と
い
え

る
が
な

お
立
法
者
が
考
慮
し
た
で

あ
ろ
う
事
情

に
つ
い
て
も
、

二
重
評
価
禁
止

の
原
則
が
適
用
さ
れ

る
と
考
え
る
べ
き

こ
と

に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

通
説
は
犯
罪

の
実
現
態
様

は
、
そ

の
種

の
す

べ
て
の
犯
罪

に

一
般
的
な
事
情
と

は
区
別
さ
れ
、
法
益
侵
害

の
程
度
や
責
任

の
評
価

に
決

(6

)

定
的
で
あ
る
と
し
て
、
量
刑

上
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
し
て
い
る
が
、
権
力
分
立
論
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
そ

の
許
容

の
理
由
は
、
二

重
評
価
禁
止
の
原
則

は
結
果
や
犯
行
が
立
法
者
が
法
的
類
型
に
お
い
て
考
慮

し
た
通
常

の
場
合
を
越
え
る
と

こ
ろ
で
は
適
用
さ
れ
な
い
こ

ハア

ね

と

に
あ
り
、
通
常

の
場
合
を
越
え

る
実
現
態
様

の
み
が
考
慮

さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
権
力
分
立
論
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
通
常
の
場
合
で

(
8
)

あ

っ
て
も
そ
の
具
体
的
態
様
を
考
慮
し
う
る
と
す
る
こ
と

に
は
疑
問
が
あ
る
。

ま
た
、
権
力
分
立
論

か
ら
す
る
な
ら
ば
、

(西
)
ド
イ
ツ
刑
法
四
六
条
三
項

に
規
定
さ
れ

た
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル

の
事
清

の
一
一重

評
価

の
み
な
ら
ず
、
立
法
者
が
立
法

の
際

に
考
慮

し
た
こ
と
、

つ
ま
り
規
定

の
非
明
示
的
基
礎

の
二
重
評
価
も
許
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ぽ
、
堕
胎
罪
に

つ
い
て
堕
胎
が
国
民
倫
理
等
に
破
壊
的
な
影
響

が
あ
り
危
険
で
あ

る
と
い
う
事
情
を
刑
を
重
く
す
る
理
由
と
す
る

こ
と

は
で
き
施

・
ま
た
犯
罪

の
通
常

の
付
随
事
情
・
そ
の
種

の
犯
行
す
べ
て

に
あ
て
は
ま
る
観
点
等
も
一
董

評
価
で
き
な

い
。
予
防
目

的
も

二
重
評
価
で
き

な
馳

予
防
目
的
に
関

し
て
は
・
場
所
と
時
代

に
よ
り
・
と
く
に

一
定
地
域
で
そ

の
犯
罪
が
頻
芒

て
い
る
時

に
そ

の
予
防

の
た
め
に
そ
れ
を
刑
を
重
く
す
る
理
由
と
す
る
こ
と
は
裁
判
官

の
権
限

に
属
す
る
が
、
そ

の
よ
う
な
要
請
も
な

い
の
に
、
抽
象
的

一
般
的
な
予
防
目
的
を
刑
を
重
く
し
あ
る
い
は
軽
く
す
る
理
由
と
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
裁
判
官

の
そ

の
種

の
犯
罪

に
対
す
る
当
罰
性

の

　
け
　

考

慮

を

立

法

者

の

そ

れ

で

行

な

っ
て

い

る

こ

と

に

な

り

許

さ

れ

な

い

の

で

あ

る

。
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三

(
西
)

ド

イ

ツ
の
判

例

(
1
)

二
重

評
価
禁

止

に
関

す

る
最

も
古

い
判

例

は

一
九
〇

八
年

一
〇

月

二
〇

日

の

ラ
イ

ヒ
裁

判

所

の
判

例

で
あ

る
。

し

か
し
、

そ
れ

は
、

営

業

的
賭

博

(ド
イ
ツ
旧
刑
法
二
八
四
条
)
の
構
成

要

件

に
は
賭
博

の
動
機

又
は
最

終

目
的

と

し

て

の
利

欲

(O
①乱
導
。・、受

)
は

含

ま

れ

て

い

(2

)

な
い
と
し
た
も

の
で
あ
り
、
二
重
評
価
禁
止

の
前
提
を
み
た
さ
な

い
と
す

る
に
す
ぎ
な

い
。
二
重
評
価
禁
止
原
則

に
違
反
す

る
と
し
た
も

の
と
し
て
は
、
過

失
致
死
罪

の
量
刑
に
お
い
て
人

の
死
が

も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
を
理
由
と
し
て
刑
を
重
く
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
と
し

(
3
)

(
4
)

た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
例
を
初
期

の
も

の
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

二
重
評
価
が
な
ぜ
許
さ
れ
な
い
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

な
い
。

こ
の
点

に
つ
い
て
詳
し
く
言
及

し
た

の
は
、
堕

胎

(ド
イ
ソ
旧
刑
法
二

一
九
条
)
に
つ
い
て
、
堕

胎
が
国
民
倫
理

に
破
壊
的
な
影
響

が
あ
り
、
危
険

で
あ
る
と

い
う

こ
と
は
立
法
者
を
構
成
要
件
と
刑
罰

の
定
立
に
赴

か
せ
た
考
慮

で
あ
り
、
す
べ
て
の
堕
胎

に
同
様

に
い
え



量刑における二重評価の禁止

(
5

)

る
こ
と
な
の
で
、
刑
を
重
く
す

る
こ
と
を
正
当
化
し
え
な

い
と
し
た
ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
例
で
あ
る
。
も

っ
と
も
こ
こ
で
も
、
権
力
分
立

が
決
定
的
な

の
か
、

量
刑
理
由
が
個

々
の
場
合
の
実
現
態
様
を
具
体
的
に
考
慮

し
て
い
な
い
こ
と
が
決
定
的
な

の
か
は
不
明
確
で
あ
る
。

連
邦
最
高
裁
判
所

の
時
代

に
な

っ
て
も
、

ラ
イ
ヒ
裁
判
所

の
判
例
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
後

に
わ
が
国

の
判
例
と
も
関
連
さ
せ

う
る
よ
う
に
と

の
観
点
か
ら
、

(西
)

ド
イ
ッ
刑
法
典
と
わ
が
国

の
刑
法
典
で
共
通
性

の
あ
る
構
成
要
件

を
中

心

に

し

て
、

連
邦
最
高
裁

の
判
例
の
二
重
評
価
禁

止
の
理
由
づ
け
を
み
て

い
く

こ
と
に
し
た
い
。

ま
ず
、
詳
し

い
説
明
な
し
に
、
恐
喝
未
遂
に

つ
い
て

「
エ
ゴ
イ

ス
テ

ィ
ッ
ク
な
動
機
」
を
刑
を
重
く
す

る
量
刑
理
由
と
す

る
こ
と
は
、

(
G
)

恐
喝

の
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
で
あ

る
利
益
目
的
を
二
重
評
価
し
て
い
る
疑

い
が
あ
る
と
し
た
判
例
が
あ
る
。
権
力
分
立
か
ら
す
る
な

ら
ば
、
二
重
評
価

の
禁
止

に
ふ
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
営
業
犯
に
お
い
て
私
利
的
行
為
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
刑
を
重
く
す
る
こ
と
は

(7

)

許
さ
れ
な
い
と
す
る
判
例
に

つ
い
て
も
同
様

の
こ
と
が
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
、
詐
欺
及
び
脱
税
に
関
し
て
、
他
人
に
は
無
関

心
で
、
自
分

(8

)

の
利
益
を
確
保

し
よ
う
と
し
て
、
意
識
的
に
法
義
務
に
反
し
た
こ
と
は
、

二
重
評
価
で
き

な
い
と
す
る
判
例
も
同
様

に
考
え
う
る
。
し
か

し
、
仮

に
、

こ
れ
ら

の
動
機
が
具
体
的
な
場
合

の
特
殊
性
を
特
徴
づ
け
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
事
案

の
特
殊
性
を
考
慮

し
た
上
で
の
量

(
9

)

刑
で
は
あ
る

こ
と

に
な
り
、

そ
の
意
味

で
は
二
重
評
価

の
禁
止
に
反
し
な

い
こ
と

に
な
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
児
童

に
対

す

る
性
的
行
為

(
(西
)
ド
ィ
ッ
刑
法

一
七
六
条

一
項

一
号
)
の
構
成
要
件
は
、
行
為
が
性
的
興
奮
又
は
性
的
満
足

の
追
求

と

い
う

目
的
を
当

然
の
前
提
と
し
て
い
る

の
で
、
犯
行

の
動
機
が
性
的
満
足
で
あ

る
こ
と
を
二
重
評
価
し
て
は
な
ら
ず
、
同
様

に
強
盗

に

つ
い
て
金
銭
取
得

(
10

)

が
動
機

で
あ

る
こ
と
を
刑
を
重
く
す
る
も

の
と
評
価

で
き
な

い
と
し
た
。

こ
こ
で
は
、
動
機

に
つ
い
て
は
性
的
満
足
、
金
銭
取
得
と

い
う

以
上
に
具
体
化
す
る

こ
と
は
困
難
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
判

例
は
具
体
的
な
量
刑
で
あ

っ
て
も
二
重
評
価

の
禁
止

に
反
す

る

場
合
を
認
め
、
す
な
わ
ち
、
権
力
分
立
を
根
拠
と
し
て
こ
の
禁
止
を
捉
え

て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ

る

の
で
あ

る
。

こ

の

こ
と

は
、

窃
盗

に
つ
い
て
、
車
を
奪
わ
れ
た
所
有

者
が
精
神
的
に
苦
し
み
、
経
済
的
損
害
を

お
そ
れ
ね
ぽ

な
ら
な
か

っ
た
と
い
う
か
な
り
具
体
的
な
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り

量
刑
理
由
に

つ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
事
情
は
窃
盗

に
本
質
的
で
あ
り
刑
を
重
く
す
る
こ
と
を
正
当
化
し
、兄
な

い
と
し
た
判
例
や
、
殺
人

に

つ
い
て
無
条
件

の
殿
滅
意
思
で
行

な
わ
れ
、
被
害
者

に
何
ら
生
き

の
び
る
チ

ャ
ソ
ス
を
残
さ
な
か

っ
た
こ
と
は
刑
を
重
く
す
る
理
由
と
で

き
な
い
と
し

た
灘

ξ

い
て
も

い
え
よ
う
・
土
地
と
建
物

の
士冗
買

に
関
し
て
、
売
主
が
買
主

か
ら
支
払
わ
れ
た
代
金

の
中

か
ら
杢

賃

金
を
支
払
わ
ず
背
任
に
問
わ
れ
た
事
例
で
、
買
主
が

こ
の
支
払

い
に
つ
い
て
賠
償
を
し
た
こ
と
を
量
刑
上
刑
を
重
く
す
る
方
向
で
考
慮
す

お
　

る
こ
と
は
、
背
任
罪

の
損
害

の
発
生
と

い
う

メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
二
重
評
価

に
な
る
と
し
た
判
例
に

つ
い
て
も
、
具
体
的
な
損
害
を
認
定
し

て
量
刑
理
由
と
す
る

こ
と
は
、
ま
さ
に
量
刑
上
必
要
な

の
で
は
な

い
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

そ
し
て
、
ま
さ

に
、
具
体
的
な
量
刑
理
由
で
あ

っ
て
も
二
重
評
価

の
禁

止
に
反
す
る
こ
と
を
認

め
る
判
例
も
あ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
殺
人
に
お
い
て
銃
を
使
用
し
た
こ
と
を
量
刑
上
刑
を
重
く
す
る
方
向

で
考
慮
す
る
こ
と
は
二
重
評
価

の
禁
止
に
反
す
る
と
し
た
判
例

　
ぬ

　

は
、
危
険
な
類
型
的
殺
人
道
具
を
使
用
し
た
こ
と
は
何
ら
構
成
要
件
を
越
え
る
特
別
な
程
度
を
特
徴
づ
け

て
い
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
判

例
は
児
童

の
性
的
虐
待

に
関

し
て
、
被
害
者

の
精
神
的
打
撃
が
通
常

の
も

の
で
あ
る
限
り
そ
れ
を
刑
を
重
く
す
る
量
刑
理
由
と
す
る
こ
と

　ま

は
二
重
評
価

の
禁
止

に
反
す

る
の
で
あ
り
、
通
常

の
程
度
を

こ
え
る
場
合
に
の
み
量
刑
上
考
慮

し
う
る
と
す
る

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

み
て
く
る
と
、
判
例
は
立
法
者
が
犯
罪
を
規
定
す
る
に
際
し
て
念
頭

に
お
き
、
考
慮

し
た
で
あ
ろ
う
通
常

の
形
態
で
あ
る
か
否
か
を
問
題

に
し
、
そ

の
範
囲
内

の
も
の
で
あ
れ
ば
、
あ
る
程
度

具
体
的
な
事
情
を
考
慮

し
て
い
て
も
、

二
重
評
価

の
禁
止

に
反
す

る
と
す
る
の
で
あ

　ぜ

り
、
む
し
ろ
権
立
分
立

の
観
点
か
ら
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
根
拠
づ
け
る
も

の
と
い
・兄
よ
う
。

も

っ
と
も
、
予
防
目
的

に
つ
い
て
は
、
立
法
者
が
す
で
に
こ
れ
を
考
慮

し
た
か
ら
と
い

っ
て
、
裁
判
官
が
量
刑
上
予
防
目
的
を
全
く
考

慮

で
き
な

い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
点
に

つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁

は

コ

般

の
保
護

に
関
す
る
公

の
利
益
は
暴
力
犯
罪

に
つ
い

て
最
も
厳

し
い
処
罰
を
要
求
す
る
L

と
し
た
原
判
決
を
是
認
し
た
。
す
な
わ
ち

「
原
審

は
こ
の
表
現

に
よ

っ
て
、
暴
力
犯
罪

に
関
す
る
実

務

の
不
当

に
軽
い
量
刑

に
反
対
し
、
そ

の
よ
う
な
犯
罪
に
対
す
る
確
固
と
し
た
法
定
刑

の
設
定

に
お
い
て
法
律
は
ど

の
よ
う
な
目
標
を
追

142(142)
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求
し
よ
う
と
し
た

の
か
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
事
実
審
裁
判
官
が
量
刑

に
際
し
て
、
違
反
さ
れ
た
法
規

の
基
本
思
想
を
見
失

っ
て

は
い
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
こ
と
は
決

し
て
誤
ま
り
で
は
な
い
。
誤
ま
り
と
な
る

の
は
、
本
件
と
は
異
な

っ
て
、
裁
判
官
が
無
価
値
判
断
を

正
し
く
理
解
さ
れ

た
刑
罰
目
的

か
ら
で
は
な
く
、
法
的
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
の
誤
ま

っ
た
二
重
評
価

の
下
で
行
な

っ
た
こ
と
が
、
量

ハ
ー7
)

刑
理
由
か
ら
確
実

又
は
可
能
と
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
L
と
し
た
。

こ
の
判
例

に
つ
い
て
は
、
二
重
評
価
禁
止
原
則

に
反
対
す
る
立
場

(
18

)

か
ら

は
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
は
弾
力
的
運
用
が
必
要
な

こ
と
を
示
し
た
も

の
だ
と

の
評
価
が
な
さ
れ
た
。
実
際
、
右
判
例
を
引
用
し
な

(
19
)

が
ら
、

一
定

の
範
囲
で
は
違
反
さ
れ
た
法
規

の
基
本
思
想
を
量
刑

に
お
い
て
な
お
考
慮

し
う
る
と

し
た
判
例
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
右

の

判
例
が
基
本
思
想
を

「
無
視
し
て
い
な

い
」

こ
と
を
示
す

の
は
許
さ
れ
る
と
し
て
い
た

の
に
対
し
て
、
積
極
的

に
基
本
思
想
を
考
慮

し
う

る
と
し
た
点
で
・

一
歩
を
踏
み
出
し
て

い
る
と
い
え

奏

・
し
か
し
・
他
方
で
・
同
様

に
右

の
判
例
を
引
用
し
な
が
ら
、
な
お
、
そ

の
規

(21
)

範
を
正
当
化
す
る
理
由

の
二
重
評
価
は
許
さ
れ
な

い
と
す
る
判
例
も
あ
る
。
と
く

に
二
重
評
価

の
禁
止
に

つ
い
て
判
例
変
更
が
あ

っ
た
わ

け
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
箆

・
右
判
例
は
・
そ

の
犯
罪
が
霧

で
あ
ま
り
に
軽
く
扱
わ
れ
て
い
る
と
き

に
、
妾

目
的

霊

ち
返

っ
て
、

立
法
者

の
基
準

に

一
致
さ
せ
、
従
来

の
量
刑
を
是
正
す

る
と

い
う
意
味
で
、
法
定
刑
が
出
発
点
に
な
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
に
す
ぎ
な

い
と
い
え

娩
酬
た
と
え

て
い
う
と
・
行
為
者
が
死
刑
犯
罪
を
犯

し
た
と

い
う
事
実
を
刑
を
重
く
す
る
理
由
と
し

て
評
価
す
る
こ
と
は
誤
ま

り
で
あ
る
が
、
行
為
が
重

い
犯
罪
で
あ
る
と
い
う
立
法
者

の
評
価
を
量
刑

の
出
発
点
と
し
て
、
他

の
犯
罪

の
刑
罰
と
比
較
し
て
重

い
刑

か

(
24

)

ら
出
発
す
る
こ
と
は
可
能
な

の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
立
法
者

の
評
価
そ
れ
自
体
を
そ
の
法
定
刑

の
範
囲
内

で
刑
を
重

く
す
る
量
刑
理
由
と
し
て
用

い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
。

偽
証

は
偽
証

で
あ

る
が
故

に
厳

し
く
処
罰
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
い
う
よ
う
な
、
立
法
者
が
法
定
刑

の
定
立

に
お
い
て
す

で
に
考
慮

し
た
よ
う
な

一
般
予
防

の
観
点

の
二
重
評
価

は
許
さ
れ
ず
、
た
と
え
ば
当
該
裁
判
所
管
内

で
の
当
該
犯
行
と
同
様

の
犯
行

の
異
常
な
頻
発

(
25

)

等

の
事
情
が
存
在
す
る
と
き

に
の
み
予
防
目
的
を
考
慮
し
う
る
。

「
強
盗

に
お
い
て
は
、

公
的
秩
序
維
持
に

つ
い
て

の
大
衆

の
正
当
な
利

{143143



益
は

一
般

に
刑
を
重
く
す

る
方
向

で
量
刑
上
考
慮

し
て
は
な
ら
な
い
。
と

い
う

の
は
、
こ
れ

に
よ

っ
て
、
犯
罪
と
し
て

の
強
盗

の
重

い
処

罰

の
理
由
が
も
う

一
度
刑
罰
加
重
的

に
考
慮
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
あ
る
都
市
で
夜
間

の
強
盗

の
襲
撃

が
増
加
し
、
そ

の
よ
う
な
行
為
を
厳

し
く
処
罰
す

る
こ
と

に
つ
い
て
の
大
衆

の
特
別
な
利
益
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
は
、
事
実
審
裁

判
官
が
そ
れ
を
量
型

考
轡

う
る
こ
と
鍵

い
転

L・

こ
れ
ら
の
事
情
は
立
法
者
が
考
慮
し
て
い
な
い
予
防
目
的
を
基
礎
つ
け
る
の

(27

)

で
、
そ

の
量
刑
で
の
考
慮
が
許
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
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誤
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鱒
oり
・
零

中

四

二

重

帳

簿

袋
ミ
匙

処
断
刑

の
選
択

を
理
由
づ
け
た
事
由
を
、
そ
の
処
断
刑

の
範
囲
内

で
の
量
刑

で
再
び
考
慮
し
う
る
か
に
つ
い
て
も
争

い
が
あ
る
。
と
く

に
議
論
さ
れ
て
い
る
の
は
、
未
遂

((西
)
ド
イ
ッ
刑
法
二
三
条
二
項
)
、
限
定
責
任
能
力

(同
二

一
条
)
の
任
意

的
減
軽
事
虫
で
あ
る
。
も

っ

と
も
、
未
遂
あ
る

い
は
限
定
責
任
能
力
で
あ

っ
た
こ
と
自
体
は
任
意
的
に
選
択
さ
れ
た
軽

い
処
断
刑

の
中

で
再
び
考
慮
で
き
な

い
が
、
未

遂

が
既
遂

に
近

い
も

の
で
あ

っ
た
か
否
か
、
限
定
責
任
能
力

の
状
態
が
ど

の
程
度

の
も

の
で
あ

っ
た
か
、
被
告
人
が
有
責
的
に
惹
起
し
た

(
1

)

の
で
あ
る
か
否
か
等

の
具
体
的
態
様
は
考
慮

し
う
る
と
す
る
点
で
は
判
例

・
学
説
は

一
致
し
て
い
る
。
裏
面
か
ら

い
う
と
、
二
重
評
価
禁

止

の
原
則
は
法
定
刑

の
前
提
と
さ
れ
た
観
点

の
み
で
な
く
、
処
断
刑

の
枠
を
基
礎
づ
け
る
要
素
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
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し
か
し
、
問
題
は
そ

の
先

に
あ
る
。
判
例

は
未
遂
等

に
つ
い
て
減
軽
す
べ
き
か
ど
う
か
を
行
為
と
行
為
者

の
全
体
評
価

に
よ

っ
て
行
な

っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
連
邦
最
高
裁
は

「
未
遂

に
よ
る
減
軽
を
認
め
る
か
否
か
を
専
ら
未
遂

に
関
係
す
る
事
由
、
す
な
わ
ち
、
未
遂
行
為

が
そ

の
責
任
内
容
及
び
不
法
内
容

に
お
い
て
減
軽
に
値
す
る
程
計
画
さ
れ
た
既
遂
犯
か
ら
距
離
が
あ
る
か
否
か

の
み
に
よ

っ
て
判
断
す
る

必
要
は
な

い
。
法
律
は
何
ら
裁
判
官

の
裁

量
を
制
限
し
て
い
な

い
の
で
、
事
実
審
裁
判
官

(]りm帥同陣Oげ
梓Φ円)
に
は
、

右
の
決
定
を
、
最
も
広

い
意
味

で
の
行
為
事
情
及
び
行
為
老
人
格

の
全
体
像

に
基
づ

い
て
行
な

い
、
未
遂
行
為
を
行
為
者
人
格

の
表
出
と
し
て
と
ら
え
、
侵
害
さ

れ
た
法
秩
序

へ
の
意
味
を
完
金

に
把
握
で
き

る
よ
う
に
す

る
こ
と
が
任
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
で
な
け
れ
ぽ
、
刑
事
裁
判
官

は
多

く

の
未
遂
行
為

に
つ
い
て
、
そ

の
重
大
性
を
示
す
特
徴
に
欠
け
る
で
あ

ろ
う
か
ら
、
お
よ
そ
裁

量
権

を
行
使
す
る
許
さ
れ
る
基
準
を
見

い

出
し
が
た
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
法
違
反
は
し
ば

し
ぼ
、
法
違
反
が
す
で
に
よ
り
以
前
か
ら
危
険
と
さ
れ
て
い
る
行
為
者

に
よ

っ
て
犯
さ
れ

(
2

)

た
こ
と

の
み
を
理
由
と
し
て
、

特

に
厳
し

い
刑
罰
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
」

「
し
た
が

っ
て
、
未
遂

の
刑

の
選
択
に
お
い
て
許

さ
れ
る

行
為
と
行
為
者

の
全
体
評
価

は
、
す
で
に
利
用
さ
れ
た
観
点
を
選
択
さ
れ
た
刑

の
幅

の
中

で
の
量
刑

に
お
い
て
再
び
裁
判
官
が
考
慮
す
る

(3

)

こ
と
を
妨
げ
な

い
」
と
し
、
前

の
刑

の
服
役
か
ら

一
週
間
で
な
さ
れ
た
重
窃
盗
未
遂

に

つ
い
て
、
被
告
人
に
は
強

い
犯
罪
的
意
思
が
あ
り
、

(
4

)

そ

の
克
服
に
は
よ
り
長

い
自

由
刑
が
必
要
で
あ

る
と
し
て
、
未
遂

の
減
軽
を
し
な
か

っ
た
原
判
決
を
是
認
し
た

の
で
あ

る
。
さ
ら
に

「
処

断
刑

の
選
択
及
び
量
刑

に
決
定
的
な

の
は
す
べ
て
の
行
為
事
情
及
び
行
為
者
人
格

の
全
体
評
価
で
あ
る
。
未
遂
行
為
が
不
法
内
容
及
び
責

任
内
容
に
お
い
て
既
遂
犯
よ
り
も
正
当

に
減
軽
さ
れ

う
る
か
否
か
の
判
断
は
、
犯
罪
意
思
、
動
機
、
実
行
行
為
及
び
法
益

の
危
険
化

の
程

度

に
つ
い
て
決
定
的
な
全
体
事
情

の
考
慮
な
し
に
は
、

つ
ね

に
、
不
十
分
で
あ
る
か
又
は
お
よ
そ
許
さ
れ
な

い
。
:
・…
行
為
と
行
為
者
の

像
を

つ
か
む

の
に
本
質
的
な
何
ら
か

の
事
情
が
、
単
に
未
遂
行
為
で
あ
る
こ
と
の
故

に
判
断
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
な
ら
、
減
軽

の
判
断

(
5

)

(
6

)

も
本
質
的
な
量
刑
も
よ
り
確
か
な
基
礎
に
基
づ

い
て
行
な
わ
れ

て
る
と
は
い
え

な
い
」
と
す
る
。

学
説
上
は
判
例
に
反
対
す
る
も

の
も
多

い
。
反
対
説

の
論
客

は
ド

レ
ー
ア
ー
で
あ

る
。
ド

レ
ー
ア
ー
の
反
対
説

の
論
拠
は
次

の
四
点
に

146(146)



量刑Y"お ける二重評価の禁止

整
理
し
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第

一
は
、
行

為
は
未
遂

で
あ

る
が
、
行
為
者

に
は
他

の
点
で
法
律
上
の
減
軽
事

由
に
は
該
当
し
な

い
が

な
お
減
軽
す
べ
き
事
情

が
存
在
す
る
場
合
に

つ
い
て
、
判
例
に
よ
れ
ぽ
、

こ
の
減
軽
す
べ
き
事
情
が
二
重
に
評
価

で
き

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

こ
の
事
情
が
減
軽
さ
れ
た
刑
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
そ

の
刑

の
幅

の
す
べ
て
の
と

こ
ろ
で
作
用
し
て
お
り
、

(
7

)

構
成

要
件

メ

ル
ク

マ
ー

ル
と

同
様
、

具

体
的

量
刑

に
は
適

さ

な

い
は
ず

で
あ

る
。
ブ

ル

ン

ス
は

こ
の
ド

レ
ー

ア

ー
の
考

え
方

を

二
重

帳
簿

(
8

)

(鎚
。
や箪

齢Φ
じロ
容
窯
自ξ
§
⑳
)
の
禁
止
と
名
づ
け
た
。
第

二
に
、
右

の
場
合
、
行
為
者

は
未
遂
と
は
関
係

の
な

い
理
由
に
よ

っ
て
二
度
も
有
利

に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
未
遂

や
限
定
責
任
能
力

で
は
な
か

っ
た
行
為
者
に

つ
い
て
は
右
と
同
様

の
事
情
が
通
常

の
法
定
刑

(9

)

の
中

で

一
度
し
か
考
慮

さ
れ
え
な

い
の
と
比
較
し
て
不
当

で
あ

る
。
第
三

に
、
行
為
が
未
遂

に
と
ど

ま

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
、

(10

)

犯
罪

の
強
さ
が
弱

か

っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
減
軽
を
正
当
化
す
る
。
ま
た
、

こ
の
事
情

は
他

の
減
軽
す

べ
き
事
情
と
は
区
別
し
う
る
。

第
四
に
、
未
遂
あ
る
い
は
限
定
責
任
能
力
で
あ

る
と
い
う

こ
と

の
み
で
減
軽

の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
任
意
的
減
軽

(
11

)

事

由
と
し
た
法
律

の
意
味

に
も
合
致
す
る
。
反
対
に
、
裁
判
官
が
未
遂

や
限
定
責
任
能
力

に

つ
い
て
は
減
軽
は
相
当
で
な
い
と
思

っ
て
い

る

の
に
、
他

の
事
情
か
ら
減
軽
す
べ
き

だ
と
す

る
の
は
、
法
律

の
量
刑

(望
日
窃
留
超
)
に
か
え

て
自
分

の
量
刑

(N
§

婁

臣
αq)
を
し
て
い

(
12

)

る

こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
ド

レ
ー
ア
ー
は
、
結
論
的
に
は
、
減
軽
す
べ
き
か
否
か
は
未
遂

又
は
限
定
責
任
能
力

に
関
す
る
事
情

の
み

(
13
)

で
判
断
し
、
そ

の
他

の
事
情
は
そ

の
刑

の
範
囲
内

で
の
量
刑

で
行
な
う
べ
き
だ
と
す
る

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
力
分
立
論
か
ら
す

る
な
ら
ぽ
、
全
体
評
価
を
前
提
と
す
る
限
り
、
全
体
評
価

の
内
容
自
体

は
立
法
者
は
前
も

っ
て
考
慮

し

て
い
な

い
の
で
、
裁
判
官
が
そ
れ
を
処
断
刑

の
構
成
ぼ

か
り
で
な
く
、
量
刑

に
お
い
て
考
慮
す
る
こ
と
は
二
重
評
価

の
禁
止
に
反
し
な

い

と

い
え
る
。
ド

レ
ー
ア
ー
は
パ
ラ
レ
ル
な
刑
法
的
事
情

(}(Oコ
斡
①圓一騨
け一〇コ
)
に
二
重
評
価
禁

止
原
則
を
適
用
し
よ
う
と
す

る
が
、
ブ

ル
ソ
ス

(
14
)

の

い
う
よ
う

に
そ
れ

に
十
分

な

↓
窪

貯
ヨ

O
o
ヨ
b
母
帥
ま

蕩

に
欠

け

る
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

構
成

要
件

メ

ル
ク

マ
1

ル
の
二
重
評

価

と

非

(
15

)

構
成
要
的
量
刑
事
実

の
数

回
考
慮

は
別

の
事
柄
で
あ
り
、

い
わ
ゆ
る
二
重
帳
簿

は
二
重
評
価
禁
止
原
則
に
反

し
な

い
と

い
え

よ
う
。
た
し
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か
に
、
全
体
評
価

に
よ

っ
て
減
軽
す
べ
き
か
否
か
を
決

め
る

の
が
正
し

い
か
否
か
は
問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
重
評
価
禁
止
原
則

は
そ

(16

)

の
証
明
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

減
軽
す
ぺ
き
か
ど
う
か
を
ど

の
よ
う
な
事
情
を
基
礎
に
決

め
る
か
は
、
減
軽
規
定

の
意
味

.
解
釈

の
問
題
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
未
遂

減
軽
が
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
未
遂
を

口
実
と
し
て
主
と
し
て
他

の
事
情

に
よ

っ
て
減
軽
す
る
こ
と
は
法

の
文
言
に
忠
実
な
解
釈
と
は

(17

)

い
え
な

い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
全
体
評
価

に
よ
る
と
、
責
任
が
軽
く

(
西
)
ド
イ
ッ
刑
法
四
九
条

一
項

に
よ

っ
て
減
軽
さ
れ
る

場
合
に

つ
い
て
は
、
通
常
の
刑
と
交
錯
す
る
部
分

で
は
量
刑
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
り
、
そ

の
部
分
で
の
量
刑
を
予
定
し
て
い
る
法
律

に
反

(18

)

す
る

の
で
は
な

い
か
と

の
疑
問
も
生
じ
る
。
し
か
し
他
方

で
、
判
例
が
全
体
評
価

の
方
法
に
よ

っ
て
い
る
実
質
的
な
理
由
は
、
多
く

の
処

断
刑

の
変
更
は
十
分
な
刑

の
変
更

で
は
な

い
の
で
、
最
も
重
要
な
刑
罰
減
軽
事
由
又
は
加
重
事
由
が
処
断
刑

の
変
更
に

つ
い
て
の
み
利
用

(
19
)

さ
れ
、
そ

の
処
断
刑

の
中

の
量
刑

で
は
利
用
で
き
な

い
と
す

る
の
で
は
重
大
な
不
正
義
に
な
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目

し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
。
と
く
に
法
律
上

の
減
軽

((西
)
ド
イ
ツ
刑
法
四
九
条

一
項
)
に
関
し
て
は
、
裁
判
官

は
、

こ
れ
を
、
社
会
学
的

.

(
20

)

刑
事
政
策
的

に
相
当
と
思
わ
れ
な

い
法
定
刑
か
ら
、
と
く

に
そ
の
下
限
か
ら
離
れ

る
た
め
に
用

い
る
と
も
言
わ
れ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

れ

は
本
来
的
に
は
立
法
に
よ

っ
て
解
決
す
べ
き
問
題

で
あ

る
。
し
か
し
、
法
解
釈

に
よ
る
解
決

の
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
そ

の
解
釈
が
未

遂

の
任
意
的
減
軽

の
規
定

の
解
釈
と
し
て
可
能
な
も

の
で
あ

る
以
上
、
是
認
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。
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つ
つ
あ

る
。

。・
・げ
α
器

あ
。甕

島

聲

黛
鳥
・P

超

臣

昌
・
刈
勇

嵩
山
。
葺

ω
団
・
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翫
・。犀
①
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国
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暮

Φ
量

罎
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奮

Φ
§

.=

〉
誌

.葛

。・
ω
噂
窟

渕
3

ω
.
<
騨

。
お

奪

ヨ

呂

ヨ

リ
α
…

ω
・§

ホ

ル
ン
は
、

レ」
の
よ
う
髪

・薫

と
、
任
意

的
減
軽
奮

が
必
要
的
減
軽
講

に
近
く
な
る
が

・
刑

の
範
囲
は
馨

る
部
分
が
あ

る
の
で
、
正
当

奮

刑

の
妨
げ

に
は
な
ら
な

い
と
す
る
。
=
。
…

衝
.碕
b
.・
竃

穿

ま

く
撃

=
。
ヨ

。・
藁

一塁

寮

典

。
塁

①
§

【

軽

。・
欝

嘗

Φ
§

量

ω
・
ぎ

箇
・蝸

竃

穿

・.
。

(交
錯
す
る
刑

の
範

囲
内

で
は
二
重
評
価

の
禁
止

の
問

題

は

生

じ

な

い

と

す

る

)
。

こ

の

点

に

つ

い

て

、

=
。
薮

昌
αq
①
さ

鼻

碕
・0
3

ω
面
O
O
中
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↓
冒

窟

噂
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・。。
劇
界
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)
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雷

冨
o
犀

箏

u
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無

・

(
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>
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議

葺

舜

黛
.ρ
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即

ζ

畠

巽

・閃
㊥
。・
警

匿

詮
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.ω
鼓

蔵

。
・
。。
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㌣
暮

畿
ミ

肇

議

寒

ミ

馬
』

〉
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♪
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・曽

鵡

・…
飢
Φ
『9
・
N
凝
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寄

黛
寒

偽
&

§

物

寄

、
守
q
、恥
譜

、

b
§

ミ

聴

、
§

轟
§

鷺

q
§

ω
騨
ミ

ぎ

ミ

§

如
茜

、
§

魯

斜

掬

一
り
◎。
O
・
ω
』
b。
禽

=
①
三

謁

①
門
・
。
蔦

・9

・
qo
』
㊤
刈
・

(
16

)

bロ
霞

器

耶

廼
も

・9

讐

記

・

ζ

昌

臼

-句
o
。。
紳器

穿

寮

矯

ω
・ω
課

缶

o
鈴
件
ぎ

騨q
o
「
・

9

9

9

・

Qo
・一
〇。
Q。
・

(
17

)

]
属
旨

"
9

亀
.亀
・O

こ

o自
.O
①
中
・

(
81
)

ぎ

冨

§

b
.』

b・
b・
書
テ
イ

ソ
ペ
自
身

は
、

こ
こ
か
ら
、
全
体
評
価
を
や
め
て
、
た
と
え
ば

未
遂

ξ

い
て
は
、
不
能
犯

.
中
止
犯

の
減
軽

.
刑

の
免
除

.
不
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処

罰

(
《
西

)

ド

イ

ッ

刑

法

二

三

条

、

二

四

条

)

に
近

い

か

否

か

に

よ

っ

て
、

減

軽

す

べ
き

か

否

か

を

考

る

べ

き

だ

と

す

る

。

同
、冨

究

'
烏
』

,◎
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鼠

`

一
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ら
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・

(
19

)

藁

H
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目
①
嘗

臥
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霞

丙
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ヨ
ヨ
Φ
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炉

一
P

>
臨

召

一
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お
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号
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・

(
20

)

目
冒

噂
ρ

鼻

騎
。9

噂
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謡

.

150(rsの

 

五

量
刑
理
由
審
査
と
二
重
評
価
の
禁
止

そ
れ

で
は
二
重
評
価
禁
止
原
則

は
権
力
分
立
論
以
外

の
観
点
か
ら
基
礎
づ
け
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
テ

ィ
ソ
ペ
は
通
説

・
判
例

の
立
場
は

啓
蒙
期

の
権
力
分
立
論
を
前
提
と
し
て
い
る
が
、
今

日
で
は
法
適
用
も
創
造
的
な
も

の
で
あ
り
、
裁
判
官

の
評
価
を
必
要
と
す

る
こ
と
は

(
1

)

認

め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
右

の
前
提

は
な
り
た
た
な

い
と
批
判

し
た
。
普
通

の
法
適
用
に
お
い
て
も
裁
判
官

は
法
を
解
釈
し
、

一
定

の
評

価
を
す
る
。
と
く

に
規
範
的
構
成
要
件
要
素
で
は
立
法
者
は
前
も

っ
て
評
価
を
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
法

の
基
礎
に
あ
る
刑
事
政
策
的
基

本
思
想

や
法
規

の
目
的
等
も
、
裁
判
官
が
法
規

の
意
味
内
容
を
合
理
的
、
合
目
的
、
現
代
的
に
探
究
し
て
は
じ
め
て
決
ま
る

の
で
あ

っ
て

(
2

)

立
法
者
が
決

め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

テ

ィ
ン
ペ
に
よ
れ
ぽ
裁
判
官

は
広
く
法
創
造
的
役
割
を
果
す
こ
と
に
な
る
が
、
二
重

評
価
禁

止
原
則
は
、
量
刑
に
お
い
て
そ

の
恣
意
性
を
排
除
し
、

コ
ソ
ト

・
-

ル
す

る
機
能
を
黄

ら
れ

る
ぺ
き
な

の
で
あ
華

裁
判
官

は

非
法
律

的

.
法
政
策
的
判
決
理
由
を
示
す
べ
き

こ
と
に
な
る
。
具
体
的
法
適
用

の
正
当
性

は
、
法

へ
の
あ

て
は
め
に
よ

っ
て
で
は
な
く
、

刑
法
典
か
ら

は
明
ら

か
で
は
な

い
議
論
、
法
適
用
を
導
き
・
制
限
し
又
確
証
す
る
議

論
に
よ

っ
て
の
塗

示
さ
れ
る
か
ら

で
紮

・

テ

ィ
ン
ペ

に
よ
れ

ぽ
、

二
重

評

価

の
禁

止

は
裁

判
官

に
量
刑

の
理

由
づ

け

を
命

じ

る
も

の
で
あ

る
。
す

な

わ

ち
、

第

一
に
、

(西
)

ド

イ

ッ
刑
事

訴

訟
法

二

六
七
条

三
項

第

一
文

は
判
決

理

由

に
お

い
て
量
刑

に

つ
い
て

「
特

定

(げ
Oしo貯一H口H口O旨
畠
)

の
事
情

を

あ

げ

な

け

れ

な

ら



量刑における二重評価の禁止

な
い
L
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
上
訴
審

に
よ
る
量
刑
理
由

の
審
査
を
お
よ
そ

は
じ
め
て
可
能

に
す

る
条
件
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
二
に

実
体
法
的

に
は
、
原
審
裁
判
官
が
裁

量
権
行
使

に
お
い
て
実

体
法
的
誤
ま
り
を
犯
し
て
い
な
い
か
否
か
に

つ
い
て
の
量
刑
理
由

の
審
査
が

可
能

で
な
け
ぽ

な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
審
査
を
可
能

に
す
る
よ
う
に
十
分
な
量
刑
理
由
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
分
な
量
刑
理
由

が
示
さ
れ
な
け
れ
ぽ
、
そ
の
量
刑
判
決
が
実
体
法
的
に
誤
ま

っ
て
い
る
可
能
性
を
排
除
で
き

な
い
の
で
、

一
般
的
実
体
法
違
反

(ω
帥。聞
蒜
Φ
)

(
5

>

に
よ
り
破
棄
さ
れ

る
こ
と

に
な
る
。

裁
判
官
が
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
を
量
刑
理
由
と
し

て
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
具
体
的
刑
罰

の
量
定

の
理
由
と
し
て
十
分
で
は
な

く
、
上
訴
審

に
よ
る
具
体
的
な
量
刑
審
査

を
可
能

に
す
る
と
は
い
え
な

い
の
で
、
実
体
法
的
理
由
づ
け
義
務
違
反

に
な
る
。
ま
た
、
構
成

(
6
)

要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
は
量
刑
に

つ
い
て
特
定

の
理
由
で
は
な

い
の
で
、

(西
)

ド
イ
ッ
刑
訴
法

一
一六
七
条
三
項
第

一
文
違
反

と

も

な

る
。

刑
罰

目
的
も
量
刑
理
由
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
立
法
者
が
す
で
に
考
慮

し
た
で
あ
ろ
う

一
般
予
防

の
観
点
を
あ
げ
る
だ
け
で
量
刑

理
由
と
す
る

こ
と

は
許
さ
れ
な

い
。
刑
罰
目
的
を
判
決
理
由
に
示
す

こ
と
が
許
さ
れ

る
の
は
、
判
決

に
と

っ
て
重
要
な
事
実

の
選
択
だ
け

(
7

)

で
な
く
、
そ

の
事
実

の
評
価

の
方
向
も
刑
罰
目
的

の
選
択

や
そ
の
位
置
づ
け
に
か
か

っ
て
い
る
と

い
う
観
点
か
ら
な

の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
今

日
、

こ
こ
で
の
」
刑
罰
目
的
又
は
処
罰
目
的

に
関
し
て
は
、
立
法
者

は

つ
ね

に
裁
判
官
に
対
し
て
拘
束
的
に
前
も

っ
て
評
価

し

て

は

い
な

い
。
裁
判
官

に
は
し
ぼ
し
ば
法
律

に
対
し
て
独
自

の
評
価
を
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
独
自

の
評
価
を
示
す

こ
と

は
、

量
刑

に
お
け

る
法
適
用

の
継
続
性
や
平
等
を

は
か
る
上
で
必
要
な

こ
と
な

の
で
あ

る
。
そ
し
て
量
刑
理
由
に
あ
げ
た
刑
罰
目
的
に
よ

っ
て
個

々
の
場
合
を
評
価
し
、
構
成
要
件
実
現

の
重
大
性

の
程
度
を
示
す

こ
と
が
で
き

る
の
は
、
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
充
足

に
つ

(
8
)

い
て
の
具
体
的
態
様
を
考
慮

し
、
不
法
と
責
任

の
程
度
を
根
拠
づ
け
う
る
の
と
同
様

で
あ

る
。

テ

ィ
ソ
ペ
の
見
解
で
は
、
二
重
評
価

の
禁
止
は
権
力
分
立
論
か
ら

で
は
な
く
、
量
刑
理
由
が
、
上
訴
審

の
審
査
に
十
分
な
程
度
に
特
定

し
て
い
る
か
、
具
体
化
し
て
い
る
か
と

い
う
角
度

か
ら
判
断
さ
れ
、
根
拠
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
お
よ
そ
抽
象
的

(T5T)151



な
量
刑
理
由
は
そ
れ
だ
け
で

こ
れ

に
反
す
る
こ
と

に
な
る
は
ず
で
あ
り
、

テ

ィ
ソ
ペ
が
、
立
法
者
が
す
で
に
考
慮
し
た
で
あ
ろ
う

一
般
予

防

の
み
を
理
由
と
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
り
、

「
今
日
、

こ
こ
で
の
」
刑
罰
目
的

の
考
慮
は
立
法
者
が
前
も

っ
て
行
な

っ
て
い

な

い
の
で
許
さ
れ
る
と
す

る
点
は
、
権
力
分
立
論
が
裏

か
ら
入
り
込

ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、

一
貫
し
な

い
も

の
が
あ
る
。

し
か
し
、

構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
で
あ
れ
、
刑
罰
目
的
で
あ
れ
、
そ
れ
が
個

々
の
場
合
に
照
ら
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
れ
ば
、
二
重
評
価

の
禁
止

に
反
し
な

い
と
し
、
刑
罰
を
重
く
す
る
方
向

で
量
刑
上
考
慮
し
う
る
こ
と
に
な
る
点
で
は
、
立
法
者
が
考
慮
し
た
観
点

に
つ
い
て
は
あ
る

程
度
具
体
化
さ
れ

て
い
て
も
、
裁
判
官
が
再
評
価
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
権

力
分
立
論
と
大
き
く
異
な
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

す
で
に
述

べ
た
よ
う

に
、
た
と
え
ば
傷
害
罪
で
は
責
任
や
不
法

の
程
度
を
調
べ
ね
ば
な
ら
ず
、
通
常
の
事
例
を
こ
え

る
態
様
に

つ
い
て

は
量
刑
上
刑
を
重
く
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
、

ジ
ー
パ

ル
ト

は
、
通
常

の
事

例
と
ど

の
程
度
異
な
る
か
を
検
討
す
る

に
は
、
結
局
、
通
常

の
揚
合

の
態
様
を
法
定
刑
の
中

で
段
階
づ
け
ね
ば
な
ら
ず
、
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
が
通
常

の
態
様
で
充
足
さ
れ

(
9
)

る
場
合
も
量
刑
上
考
慮
し
て
よ

い
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
と
す
る
。

つ
ま
り
、
量
刑
理
由
に
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
の
み
を
あ
げ
る
こ
と

が
禁
止
さ
れ
る

の
は
、
次

の
三

つ
の
場
合
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
第

一
は
、
裁
判
官

が
不
法

の
程
度
づ
け
を
行
な

っ
て

い
な
い
場
合
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
裁
判
官
は
量
刑
裁

量
を
不
完
全
に
、
そ
れ
故
、
誤
ま

っ
て
行
使
し
て
い
る
。
第
二
は
、
具
体
的
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
の
充
足

の
態
様
を
正
し
く
評
価
し
た
が
、

量
刑
理
由
に
は
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
し
か
記
載

し
な
か

っ
た
場
合
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

上
訴
審

で
の
審
査

に
不
十
分
な
理
由
し
か
述

べ
ら
れ

て
い
な
い
の
で
、

(西
)

ド
イ
ツ
刑
訴
法
二
六
七
条

三
項
第

一
文
違
反

と

な

る
。

第

(
10

)

三
は
、
犯
罪

の
重
大
性

の
評
価

を
も
誤
ま

っ
た
場
合

で
あ

る
。

こ
こ
で
は
、
実
体
法
的
な
量
刑

の
誤
ま
り
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ー
バ

ル
ト
も
、
他
方

で
、

一
般
予
防
目
的

の
考
慮

に
関
し
て
、
立
法
者
が
法
定
刑
で
示
し
た
犯
罪

の
重
大
性

の
中

で
の
当
該
犯
罪

の

位
置
づ

け
に

一
般
予
防
考
慮
を
用

い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
時
代
的
要
因

の
変
化

に
よ
る
予
防

の
必
要
性

に
関
し
て
は
、
裁
判

官

は
立
法
者

に
代
わ

っ
て
評
価

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
そ

の
よ
う

な
要
請
が
な
い
の
に
、
立
法
者
が

一
般
的

に
考
慮
し
た
こ
と
を
量

152(152)



(11

)

刑

で
用

い
る
こ
と
は
、
立
法
者
と
異
な

っ
た
評
価
を
す
る
こ
と
に
な
り
許
さ
れ
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
が
通
常

の
態
様
で
み
た
さ
れ
た
場
合
も
量
刑
上
評
価
し
て
よ
い
と
す
る
点
も
、
刑
を
重
く

又
は
軽
く
す
る
方
向

で
考
慮
し
て
よ
い
の
か
、
単

に
、

通
常

の
場
合
と
他

の
場
合
の
比
較

の
基
準
に
す
る
と
い
う
意
味
で
考
慮

し
て
よ

い
の
か
、

つ
ま
り
、
そ
れ
自
体
は
刑
を
重
く
も
軽
く
も
し

な

い
の
か
、
不
明
確
で
あ
る
。
も
し
後
者
だ
と
す

る
と
、

具
体
的
態
様

は
評
価
し
て
も
な

お
権
力
分
立
論
と
そ
れ

ほ
ど
変
わ
ら
な

い
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
ジ
ー
パ

ル
ト
の
ね
ら

い
は
、
従
来

の
二
重
評
価
禁
止
原
則

の
根
拠
づ
け
と
は
異
な

っ
た
観
点
か
ら
、

こ
の
原
則
を
と

(
12
)

ら
え

る
こ
と

に
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

テ
ィ
ン
ペ
と
同
様
、

こ
の
原
則
を
、
量
刑
の
理
由
づ
け

に
関
す
る
訴
訟
法
上
、
実

体

法
上

の
違
反
と
い
う
観
点
か
ら
根
拠
づ
け
る
も

の
と
解
し
う
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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六

若

干

の

検

討

多
く

の
被
告
人

に
と

っ
て
は
量
刑
が
最
大
の
問
題
で
あ

る
。

こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ば
、
昭
和
六
三
年
度

の
統
計

に
も
明
ら

か
に
示
さ

れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
第

一
審

に
お
け
る
自
白
事
件

の
割
合
は
地
裁

で
九

一
・
九
%
、
簡
裁

で
八
九
%
で
あ
り
、
控

訴
審

に
お
け

る
終
局
人
員

の
控
訴
理
由
別
内
訳
は
被
告
人
控
訴
で

は
量

刑

不

当

(刑
訴
法
三
八

一
条
)
が
七
四

・
九
%

(検
察
官
控
訴
で
も
量
刑
不
当
は
五

七

.
六
%
)
を
占

め
、
控

訴
審

に
お
け

る
破
棄
理
由
別
人
員

は
量
刑

不
当
が
三
三

・
五
%
、

判

決

後

の
情
状

(刑
訴
法
三
九
三
条
二
項
)
が

(1

)

五
〇

・
六
%
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
量
刑

に
対
す
る
関
心

の
高

さ
に
比
し
て
、
量
刑
法

は
十
分
な
も

の
と
は
い
え

な
い
。

量
刑

の
基
礎
と
な
る
事
実

に

つ
い
て
、
実
務

は
、
起
訴
便
宜
主
義
に
関
す
る
刑

訴
法
二
四
八
条

の
犯
人

の

「
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、

犯
罪

の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後

の
情
況
」
を
刑

の
量
定
に
当

っ
て
も
考
慮
す

る
も

の
と
し
て
き

た
が
、
判
例
も
同
様

に

「
犯
人

の

性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
並
び
に
犯
罪

の
情
状
及
び
犯
罪
後

の
情
状
を
考
察
し
、
特

に
犯
人

の
経
歴
、
習
慣
そ
の
他

の
事
項
」
を
参
酌
す

べ

(2

)

き
も

の
と
し
て
い
る
。

同
様

に
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条

二
項
も

「
刑

の
適
用

に
あ
た

っ
て
は
、
犯
人

の
年
齢
、
性
格
、
経
歴
及
び
環
境
、

犯
罪

の
動
機
、
方
法
、
結
果
及
び
社
会
的
影
響
、
犯
罪
後

に
お
け
る
犯
人

の
態
度
そ

の
他

の
事
情
」
を
参
酌
す

べ
き
も

の
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。
他
方
、
量
刑
事
実

の
評
価
に

つ
い
て
は
、
改
正
刑
法
草
案
四
八
条

一
項
も

「
刑
は
、
犯
人

の
責
任

に
応
じ
て
量
定
し
な
け
れ
ぽ
な

ら
な
い
」
と
し
、
同
条

二
項
は
刑
の
適

用
に
あ
た

っ
て
は

「
犯
罪
の
抑
制
及
び
犯
人

の
改
善
更
生
に
役
立

つ
こ
と
を
目
的
と
し
な
け
れ
ぽ

な
ら
な
い
」
と
す

る
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
責
任
相
当
刑
、

一
般
予
防
、
行
為
者

の
再
社
会
化
と
い
う

一
般
的
な
刑
罰
目
的

を
あ
げ
る
の

み
で
、
右

に
述
べ
た
量
刑

の
基
礎
と
な
る
事
情

の
う

ち
、
ど

の
よ
う

な
事
情
を
ど

の
よ
う

に
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
は
規
定

・
指
針
が
な

い
。
も

ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と

い

っ
て
、
裁
判
官

は
全
く
恣
意
的
な
量
刑
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
量
刑
相
場

の
存
在
す
る

(3

)

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
「
裁
判
官
と
し
て
長
く
裁
判
実
務
を
し
て
い
る
間

に
、

窃
盗
、

詐
欺
、
殺
人
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ

の
犯
罪
類

154(X54)



量刑における二重評価の禁止

型

に
応
じ
て
・
ど

の
よ
う
な
情
状

の
事
実
を
ど
の
程
度
重
く
評
価
す
べ
き

か
と
い
う
こ
と
を
知
り
、

か

つ
、
同
種
事
犯
を
数
多
く
扱

っ
て

い
る
う
ち

に
量
刑
評
価
に
差
異

の
な

い
情
状

の
事
実
も
多

い
の
で
、

こ
の
よ
う

な
事
件

に
は
こ
れ
位

の
刑
と
い
う
標
準
的
な
刑
が
自
ら
頭

の
中

に
形
成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
の
刑

は
何
年
何
月
と

い

っ
た
動
か
な
い
も

の
で
は
な
く
、
情
状

責

っ
て
動
く
も

の
で
あ
る
が
、

量
刑
相

軽
く
て
も
何
年
位
、
重
く
と
も
何
年
位
と

い

っ
た
幅

の
あ
る
も

の
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情

で
あ
る
L
。

た
し
か
に
、

場
と

い
う
考
え
方

は
量
刑

の
公
平
と
い
う
見
地
か
ら
は
意
義
が
あ

る
。

し
か
し
、
量
刑
相
場

の
範
囲
内

に
あ
れ
ば
、
個

々
の
量
刑
事
実
を

ど

の
よ
う

に
評
価
し
た
か
は
問
題

に
な
ら
な

い
と

い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
量
刑
相
場
を
形
成
す
る
評
価

の
方
向
自
体

に
も
誤
ま
り
が
あ

り
う

る
か
ら
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
誤
ま
り
を
是
正
す
る
指
針

の

一
つ
が
二
重
評
価
禁
止
の
原
則
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
テ

ィ
ン
ペ
の
よ
う

に
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
判
決

の
理
由
づ
け
義
務
違
反
と
解
す
る

こ
と
は
、
わ
が
国

で
も
可
能
で
あ
ろ

う

か
。

(西
)
ド
イ
ッ
刑
訴
法
二
六
七
条
三
項
第

一
文

は

「
そ

の
他
、
有
罪
判
決

の
理
由
は
、
適

用
さ
れ
た
刑
罰
法
規
を
示
し
、
刑

の
量
定

に
特
定

の
藩

を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
て
お
り
、
全
く
理
由
づ
け
芒

な
け
れ
ぽ
、
包
括
的
な
控
訴
を
馨

す
る

(西
)
(録

イ

ツ
刑

訴
法

三

一
七
条

に
よ
る
控

訴

が

で
き

る

の
は
も

ち
ろ

ん
、

(西
)

ド

イ

ッ
刑

訴
法

三
三

八
条

七
号

の
絶

対

的

上
告
理

由
と

な

る
他

、

不
十
分

な

理
由
づ

け

で
あ

っ
て
も

、
控

訴

の
他
、

同

三
三

七
条

の
法
違

反

(<
巴

。欝
償
頴
・q
瓢。。。
○
.。。.仲嫡.。。)
に
よ

る
相
対

的
上
告

理

由
と

な

る
。

す
な
わ
ち
右
法
違
反

の
う
ち
訴
訟
手
難

反

に
よ
る
上
告

と
い
う
こ
と
に
蒙

。
こ
れ

に
対
し
、
わ
が
国

で
は
、

刑
訴
法

四
四
条

は

「
裁

判
に
は
・
理
由
を
附

さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
」

と
し
、
裁
判
を
受
け
る
者

に
対
し
裁
判
が
合
理
的

.
客
観
的
撮

に
基
づ
く

こ
と
を
示
し
、

上
訴
審

の
審
査
を
可
能
な
ら

し
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近

の
実
務

で
蜜

刑

の
理
由
を
あ
げ
る
判
決
も
多
く
、
と
く

に
死
刑

の
量
刑

に

つ
い
て
は
必
ず
理
由
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、

(西
)
ド

イ
ツ
刑
訴
法
二
六
七
条
と
異
な
り
、
わ
が
国

の
刑
訴
法
三
三
五
条

は
有
罪

判
決

の
理
由
量

刑
理
由
を
あ
げ
て
い
な

い
。
す
な
わ
ち
量
刑
理
由
を
あ
げ
る
こ
と
は
義
務

で
は
な
く
、

.」
れ
に
反

し
て
も
相
対
的
控
訴

理
由
で
あ

る
訴
訟
手
続
違
反

(刑
訴
法
三
七
九
条
)
に
は
該
当
し
な
い
。

テ

ィ
ソ
ペ

の
見
解
を
わ
が
国

に
お

い
て
主
張
す
る
こ
と
は
形
式
的

(155)X55



側
面
だ
け
で
も
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
実
質
的
に
も
、
犯
行

の
具
体
的
態
様
を
考
慮
し
、
判
決
理
由
に
あ
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
と
い
う

義
務
は
ま
さ
に
訴
訟
法
的
な
も
の
で
あ

っ
て
、
実
体
法

で
あ

る

(西
)

ド
イ
ッ
刑
法

に
二
重
評
価
禁
止
原
則
が
規
定
さ
れ
た

こ
と

の
意
味

を
看
過

し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

権
力
分
立
論
を
基
礎
と
し
て
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
そ

の
違
反

は
実
体
法
違
反
と
考
え
ら

れ

る
。

(西
)

ド

イ

ツ

(
7
)

の
現
行
刑
法
は
二
重
評
価
禁
止
原
則
を
四
六
条
三
項

に
規
定
し
た
た
め
、

こ
の
規
定
違
反
と
な
る
。

こ
の
実
体
法
違
反
が
控
訴
理
由
と
な

り
う

る
の
は
も

ろ
う

ん

(
(西
)
ド
イ
ツ
刑
訴
法
三

一
七
条
)
、

(西
)

ド
イ
ツ
刑
訴
法
三
三
七
条

の
相
対
的
上
告

理
由
で
あ

る
前
述

の
法
違
反

(
8

)

(く
巴
Φ訂
盲
αq
山
窃

O
の。。①g
・。・)

の
中

の
実

体
法

違
反

に
も

な

る
。
右

の
法

違

反

に

い
う

法

と

は
広

義

の
法

を
意
味

す

る
と
解

さ
れ

て

お
り
、

量

刑

の
基
本

原

理

は

こ
の
法

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、

(西
)

ド

イ

ッ
刑
法

に
お

い
て
明
文

の
規

定

が

な

く

と

も
、

二
重
評

価
禁

止
原

則

(
9

)

が
量
刑
原
理
で
あ
る
以
上
、
そ

の
違
反

は
相
対
的
上
告
理
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
わ
が
国

に
お
い
て
も
、
刑
訴
法
三
八

一
条

の
控
訴
理
由

で
あ

る
量
刑
不
当

の
中

に
は
、
量
刑
が
著

し
く
重
す
ぎ
又
は
軽
す
ぎ
る
と
い
う
量
刑

の
結
論
自
体

の
誤
ま
り

の
他

に
、
二
重
評
価
禁
止

の

(
10
)

よ
う
な
量
刑
原
理
違
反
も
含
ま
れ
る
と
解

さ
れ
う

る
。

実
体
法
的
観
点
か
ら
も
、
権

力
分
立
論

に
よ
る
二
重
評
価
禁

止
の
原
則

の
理
解

は
妥
当

で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
先
に
述

べ
た
よ
う

に
、

こ
の
考
え
方

は
、
通
常

「
立
法
者
を
構
成
要
件
と
法
定
刑

の
定
立

へ
と
導
い
た
事
情

は
そ

の
法
定
刑

の
す
べ
て
の
と
こ
ろ
で
あ

て
は

(
11
)

ま
り
、
そ
れ
故
、
具
体
的
事
案

に
相
当
な
刑
を
見

い
出
す

の
に
は
役
立
た
な

い
」
と

い
う
表
現
で
示
さ
れ
る
。
も

っ
と
も
、

テ
ィ
ン
ペ
が

批
判
す
る
よ
う

に
、
規
範
的
構
成
要
件
要
素
を
は
じ
め
と
し
て
、

お
よ
そ
裁
判
官
が
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
を
解
釈
す
る
こ
と
な
し

に

は
、

そ

の
構
成
要
件
が
ど

の
よ
う
な
犯
罪
類
型

で
あ
る
か
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な

い
。

「
立
法
者
を
構
成
要
件
と
法
定
刑

の
定
立

へ
と
導

い
た
事
情
」
と
い

っ
て
も
、
そ
れ
は
裁
判
官

が
そ

の
よ
う
な
事
情
と
考
え

る
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
も

い
え

よ
う
。
し
た
が

っ
て
、
厳
密
に

は
、
権
力
分
立
論
と
は

い
え
な

い
。
し
か
し
、
権
力
分
立
論
に
よ
る
理
解

は
、
次

の
よ
う
な
量
刑
原
理
を
含
む
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
点
で
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妥
当

と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
量
刑

は
具
体
的
事
案
に

つ
い
て
構
成
要
件

の
実
現
を
可
罰
性

の
前
提
と
し
て
、
さ
ら

に
そ
れ

以
上

の
も

の
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
プ

ラ

ス
ア
ル
フ

ァ
の
部
分
が
法
定
刑
内

で

の
具
体
的
事
案

に
応
じ
た
具
体
的
な
刑

の
位
置
を
示

す
も

の
と
い
え
よ
う
。
可
罰
性

の
前
提

11
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
の
充
足
自
体

は
裁
判
官

の
解
釈
を
通
し
て
で
は
あ
る
が
、
立
法
者
が

類
型
化
し
た
量
刑
理
由

で
あ
り
、
裁
判
官

の
量
刑

は
よ
り
具
体
的

に
さ
ら

に

「
新
し
い
も

の

(2
窪
Φ。。)」
を

つ
け
加
え

る
も

の
で
な
け
れ
ぽ

(
12

)

な
ら

な
い
。
量
刑
理
由
は
ま
さ
に
そ

の
事
案

の
特
殊
性
を
示
す
も

の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。
す
な
わ

ち
、
そ

の
事
案

の
犯
行
が
他

の
同

様

の
行
為

に
比
し
て
よ
り
当
罰
的
で
あ
り
又
は
よ
り
当
罰
的
で
な

い
と
思
わ
せ
る
事
情

の
み
を
量
刑
に
お
い
て
考
慮

し
う

る
の
で
は
な

い

(
13
)

だ
ろ
う

か
。
犯
行

の
具
体
的
態
様

は
考
慮
し
う
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
事
案
が
他

の
通
常

の
場
合

に
比
し
て
異
な

っ
て
扱
わ
れ
る
べ
き

こ

(
14

)

と
を
示
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ

の
限
り
に
お

い
て
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
き
、
二
重
評
価
禁
止
原
則
は
裁

(
15
)

判
官

の
量
刑
裁
量

に
対
す
る
抑
制
作
用
を
も

つ
こ
と
に
な

る
。

わ
が
国
の
判
決

に
示
さ
れ
た
量
刑
理
由
の
中
で
、
記
述

の

(西
)

ド
イ
ッ
の
判
例
と
比
較

し
う

る
も

の
に
つ
い
て
、
右

の
よ
う
な
観
点

か
ら
若
干
の
検
討
を
加
え
て
み
た

い
。
強
姦
に
関
す
る
も

の
と
し
て
は
、
準
強
姦

に
つ
い
て

「
被
告
人
に
全
幅

の
信
頼
を
寄
せ
て

い
た
被

(
16

)

害
者
を
薬
物

で
昏
酔
状
態

に
陥
れ
」

た
こ
と
及
び

「
欲
情

の
赴
く
ま
ま
弄
」

ん
た

こ
と
や
、

強
姦

に
お

い
て
、

「
そ

の
犯
行

の
動
機
た
る

(
17

)

や
性
欲

の
衝
動

に
駆
ら
れ
、
そ
の
欲
望
を
遂
げ
よ
う
と
す
る

一
念

に
発
す
る
も

の
で
あ
る
」

こ
と
は
刑
を
重
く
す
る
方
向
で
量
刑
上
考
慮

し
え
な

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

こ
れ

に
対

し
、
と
く

に
後
者

に
お
い
て
さ
ら
に
な
さ
れ
た
殺
人

に
関
し
て
は
、
右

の
よ
う
な
動
機

は

考
慮

し
う
る

の
で
あ
ろ
う
。
ま
た

「
被
告
人

の
前
記
暴
行
、
脅
迫

に
よ
る
恐
怖
と
息
子

の
身
に
気
を
遣
う
こ
と
か
ら
抵
抗

で
き
な

い
同
女

(
18

)

の
唇

に
接
吻
し
、
着
衣
を

め
く

っ
て
乳
房
を
弄
ぶ
な
ど
し
て
」

い
る
こ
と
と

い
う
刑
を
重
く
す
る
量
刑
理
由

の
う
ち
、
同
女

の
息
子

の
教

師
を
装

っ
て
同
女

の
勤
務
先
に
そ

の
息
子
が
怪
我
を
し
た
と
虚
偽

の
内
容

の
電
話

を

し
、

「
息
子

の
身

に
気
を
遣
」
わ
せ
た
こ
と
は
本
件

を
特
徴
づ
け

る
も

の
と

い
え
る
が
、
そ

の
他

の
部
分
は
ま
さ
に
強
姦
罪

の
内
容

で
あ

る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
次

に
身
代
金

目
的
拐
取

に
つ
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(
19
)

い
て
は

「
身
代
金
目
的
に
よ
る
誘
拐

・
殺
人
等

の

一
撰
千
金
を
夢
み
た
兇
悪
卑
劣
な
犯
罪
を
計
画

・
実
行
」
し
た
こ
と

の
う

ち
、
「
一
櫻

千
金

を
夢
み
た
」
犯
行

は
身
代
金

目
的
拐
取
罪

の
内
容
と
思
わ
れ
、
量
刑
上
は
重
く
考
慮

で
き
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

こ
れ

に
対
し
、

誘
拐

の
他

に
殺
人
に
及
ん
だ

こ
と
に

つ
い
て

「
一
撰
千
金

を
夢
み
た
」
動
機

に
よ
る
殺
人
で
あ

る
こ
と
は
事
案
を
特
徴
づ
け
る
も

の
で
あ

(20

)

ろ
う
。

ま
た

「
肉
親

の
情
愛

を
利
用
し
て
み
の
し
ろ
金
を
交
付
さ
せ
よ
う
と
す

る
極

め
て
卑
劣
な
犯
行
」

で
あ

る
こ
と
は
身
代
金

目
的
拐

取

の
内
容
で
あ
り
、
本
罪

の
量
刑
を
重
く
す
る
事
由
と
は
な
し
え
な

い
で
あ

ろ
う
。
強
盗
殺
人
に

つ
い
て

「
生
命

の
安
全

は
基
本
的
人
権

と
し
て
最
も
重

ん
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、

や
や
も
す
る
と
人
命
を
軽
う

ん
ず
る
犯
罪

の
行
わ
れ

る
今

日
、
犯
罪
を
防
圧
す
る
と

い
う

(
21

)

刑
罰

の
目
的
か
ら
考
え
て
本
件
の
犯
行

は
軽
視
で
き

な

い
も
の
が
あ
る
」
と
す

る
こ
と
は
、
予
防
目
的
を
考
慮
し
う

る
こ
と
を
前
提
と
し

て
も
、
判
決

の
時

点
で

の
強
盗
殺
人

の
予
防

の
必
要
性
に
関
す
る
特
徴
づ
け
が
十
分

で
は
な

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

特
別
法

で
は
、
公
職
選
挙
法

の
買
収
罪
に
関
し
て
は

「
選
挙

の
公
正
は
民
主
政
治

の
基
本
で
あ
り
選
挙
犯
罪
就
中
買
収
事
犯

は
選
挙

の

(
22
)

自
由
公
正
を
侵
害
す
る
点

に
お

い
て
も

っ
と
も
厳

し

い
非
難

に
値
す

る
こ
と
」

は

ま
さ

に
買
収
罪

の
本
質

で
あ

っ
て
、

さ

ら

に
量
刑
上

刑
を
重
く
す
る
方
向
で
考
慮
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。
同
様

に
、
物
品
税
法
違
反

に

つ

い
て
、
脱

税

の
動
機

が

「
利
己
的
な
も
の
」

で
あ

る
こ
と
や
、

そ

の
結
果
が

「
申
告
納
税
制
度

の
運
用
を
阻
害
し
、

税
負
担

の
公
平
を
著
し
く
損
う
も

の
で
あ

っ

(
23

)

た
こ
と
」
は
脱
税

の
罪

の
内
容
で
あ
り
、
刑
を
重
く
す
る
量
刑
事
由
と
は
な
し
え
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
覚
せ

い
剤
取
締
法
違
反
に

つ

い
て
は

「
元
来
覚

せ
い
剤
は
、
そ
の
性
能
極
め
て
敏
速
に
し
て
、
そ

の
普
及
方
法
も
比
較
的
容
易
な
る
た
め
、
現
在
国
民
多
層
就
中
青
壮

年

の
男
女
多
数

の
身
心
双
面
に
着

々
堕
落

の
悪
影
響
を
与
え

つ
つ
あ
り
、
従

っ
て
、

そ
の
不
法
製
造
所
持
等

に
対
し
て
は
厳
正

に
判
断

の

(
24
)

要

あ

る
」

と
す

る

こ
と

は
、

そ

の
時

点

で

の
予

防

の
必

要
性

が
高

い
こ
と

を
示

し

て
お
り
、

妥

当
と

い
え

よ
う
。

こ
れ

に
対

し

て
、

営

利

(
25
)

目
的
事
犯

に
お
い
て
は

「
自
己

の
利
益
を
追
求
す
る
た
め
」

で
あ

る
こ
と
は
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
で
あ
り
、
再
評
価
で
き
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

158{158)



量刑における二重評価の禁止

右

の
よ
う
な
量
刑
事
由
の
評
価
に
あ

た

っ
て
は
次

の
こ
と

に
注
意

し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
第

一
は
、
判
決

の
表
現
自
体
が
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
し
か
示
し
て

い
な

い
よ
う

に
み
え

て
も
、
文
脈

の
中

で
は
十
分

に
そ

の
事
案

の
特
殊
性
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
と

い

う

こ
と
で
あ

る
。
第
二
は
、

二
重
評
価
禁
止
原
則
と
罪
数

の
問
題

で
あ
る
。
右
に
も

ふ
れ
た
よ
う

に
、
数
個

の
構
成
要
件
が
実
現
さ
れ
た

こ
と
は
量
刑
上
重
要
な
要
素
と

い
い
う
る
。
し
た
が

っ
て
、
法
条
競
合

に
お
い
て
は
適
用
が
排
除
さ
れ
る
犯
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

(
26

)

ル
の
実
現

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
同
時

に
排
除
す
る
犯
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー

ル
で
な

い
限
り
、

量
刑
上
考
慮
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

科
刑
上

一
罪

に
つ
い
て
も
同
様

に
、
軽

い
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
実
現
は
、
そ
れ
が
重

い
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー

ル
と
重

(
27
)

な
ら
な

い
限
り
で
量
刑
上
考
慮
し
う
る
。
併
合
罪

に
つ
い
て
は
、
個
別
刑

を
考
え

た
後

に
そ
れ
を
併
合
す

る
と
考
え
る

(西
)

ド
ィ
ッ
刑

法

の
総
合
刑
主
義
を

一
貫
さ
せ
る
な
ら
ば
、
あ

る
犯
罪

の
量
刑
評
価
上
、
他

の
犯
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク

マ
ー
ル
の
実
現
を
考
慮
す
る
こ

と
は
あ
り
え
な

い
と
も

い
え

る
。
し
か
し
、
併
合
刑
も
個
別
刑

の
単
な
る
総
和
で
は
な

い
こ
と
は
、

(西
)

ド
イ
ッ
刑
法
五
四
条

一
項
が
、

併
合
刑
の
形
成

に
あ
た

っ
て

「
犯
人
の
人
格

(勺
ΦH。・8
)
と
個

々
の
犯
罪
行
為
と
は
、
包
括
し
て
評
価
す

る
」
と
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
も

(
28

)

明
ら
か
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
科
刑
上

一
罪
と
同
様

に
、
他

の
犯
罪

の
構
成
要
件

メ
ル
ク
マ
ー
ル
の
実

現
は
考
慮

し
う

る
こ
と
に
な
る

(
29
)

よ
う

に
思
わ
れ

る
。
個
別
刑
か
ら
併
合
刑
を
形
成
す
る
と

い
う
考
え
方

を
と
ら
ず
、

ま
ず
加
重
し
た
処
断
刑
を

つ
く
る
我
が
国

の
単

一
刑

主
義

の
下
で
は
、
と
く

に
そ

の
よ
う

に

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
併
合
罪
に

つ
い
て
、
ど

こ
ま
で
加
重

に
つ
い
て
科
刑
上

一
罪
と
同
様

に
考
え

る
べ
き

か
に

つ
い
て
は
、
二
重
評
価

の
禁
止

の
問
題
と
は
別

に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(
1
)

(
2
)

(
3
>

(
4
)

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局

「
昭
和
六
三
年
度
に
お
け
る
刑
寧
事
件
の
概
況

(上
と

法
曹
時
報
四
二
巻

一
号

(平
成
二
年
)

最
判
昭
和
一
一五
年
五
月
…四
日
刑
集
四
巻
五
号
七
五
↓ハ
胃
只
。

松
本
時
夫

「刑
の
量
定

・
求
刑

・
情
状
立
証
」
現
代
刑
罰
法
体
系
第
六
巻
刑
事
手
続

(
昭
和
五
七
年
)

}
四
七
頁
以
下
参
照
。

松
浦
秀
寿

「
量
刑
不
当
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
三
号

(昭
和
五
三
年
)
八
七
頁
。

八
八
頁
、
九
五
頁
、
九

八
頁
。
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5

)
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な
お
、
(西
)
ド
イ
ツ
刑
訴
訟
の
上
訴
制
度
に
つ
い
て

は
、

安
村
勉

「
ド
イ
ッ
に
お
け
る
刑
事
裁
判
所
構
成
お
よ
び
審
級
制
度
の
変
遷
」
堀
内
捷
三

・
町
野
朔

・
西

田
典
之
編

.
判
例
に
よ
る
ド
イ
ッ
刑
法

(総
論
)
(
昭
和
六
二
年
)
二
五
五
頁
以
下
参
照
。
さ
ら
に
、
西
ド
イ
ッ
刑
訴
法
の
控
訴
制
度
に
つ
い
て
は
、

後
藤
昭

・
刑
事

控
訴
立
法
史

の
研
究

(
昭
和
六
二
年
)

一
一
二
頁
以
下
参
照
。

(
6

)
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団
9

な
お
、
量
刑
が
著
し
く
重

い
又
は
軽

い
と
い
う

い
わ
ゆ
る
量
刑
不
当
も
、

(
西
)
ド
イ
ッ
で
は
現

行
刑
法

上
は
四
六
条

一
項
違
反
と
し
て
の
実
体
法
違
反

で
あ
る
が
、

仮

に
明
文
規
定
な
く
と
も
量
刑
原
理
違
反
と
し

て
実
体
法
違
反

に
な
り
う

る
こ
と
に
な
る
。
<
㈹
r

卑

毒
。。噂
O
器

潤
8
ぽ

瓢
舞

Qり
欝

齢
昌
ロ
Φ
。。。・毒
寧

ω
・ω
O
蹟

・

(
10
)

松
尾
浩
也
監
修

・
松
本
時
夫

・
土
本
武
司
編

・
条
解
刑
事
訴
訟
法

(昭
和
五
九
年
)

八
〇
〇
頁

参
照
。
鈴
木
義
男

「量
刑

の
審

査
」
公
判
法
体
系

皿
上
訴

(昭
和
五

〇
年

)

一
五

一
頁
以
下
参

照
。

な
お
、
二
重
評
価

の
禁
止
違
反
は
、
量
刑
上
考

慮
す
ぺ
き

で
は
な

い
事
実
を
考
慮

し
た
と

い
う
角
度

か
ら

は
訴
訟
手
続

の
法
令
違
反

(刑

訴
法
三
七
九
条
)
と
も
考

え
う

る
。
類
似

の
問
題
と

し
て
、
余
罪

を
量
刑

資
料

と
し
う
る
か
に
関
し
て
議
論
が
あ

る
。

こ
の
場
合
、
余

罪
を
処
罰
す

る
趣
旨
で
量
刑

の
資
料

と
す
る
こ
と
は
不
告

不
理

の
原
則

(刑
訴
法
二
五
六
条

二
項

・
三
項
、

同

法
三
七
八
条
三
項
)
及
び
補
強
法
則

(刑
訴

法
三

蝋
九
条
二
項

・
三
項
)
等

に
反
す

る
の
で
訴
訟
手
続
違
反

と
考

、兄
ら
れ

る
。
し
か
し
、
他
方

で
、
被
告
人

の
性

格
、
経
歴

お
よ
び
犯
罪

の
動
機

・
方

法
等
を
情

状

の
資
料

と
す

る
こ
と
は
許
さ
れ

る
と
さ
れ

て
い
る

(最
判
昭
和
四

一

年

七
月

一
三
日
刑
集
二
〇
巻

六
号
六
〇
九
頁
、
最

判
昭
和

四
二
年

七
月
五
日
刑
集
二

一
巻

六
号
七

四
八
頁
)
。

つ
ま
り
、

こ
の
問
題

に
お
い
て
も
、
資
料
と
そ

の
評
価

の
方

向
が
密
接

に
結
び

つ
い
て
い
る

の
で
あ

っ
て
評
価

の
方
向

に
よ

っ
て
資
料

と
す

る
こ
と
自
体

も
訴
訟
手
続

の
法
令
違
反

と
な
る
と

い
え
よ
う
。
そ

し
て
、
二
重
評

価
禁

止
原
則

に
関

し
て
は
、

二
重
評
価

の
基
礎

と
な
る
資
料
、

つ
ま
り
構
成
要
件

メ

ル
ク

マ
ー

ル
を
充
足
す

る
事
実
を
量
刑

の
資
料

と
す
る

こ
と
自
体

に
は
訴
訟
手
続

の
法
令
違
反
は
な
い
と

い
え
よ
う
。
す

な
わ
ち
、
量
刑
上
評
価
す
ぺ
き

で
な

い
こ
と
を
評
価
し
た

こ
と
が
決
定
的

な
の
で
あ

っ
て
、

よ
り
量
刑
原
理

・
量
刑
実
体
法

の

問
題
と
と
ら
え
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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量刑における二重評価の禁止
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首
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(
16
)

東

高
判
昭
和
五
八
年
三
月

一
五

日
高
等
裁
判
所
刑

事
裁
判
速
報
集
昭
和
五
八
年
度
七
四
頁
。

(
17
)

東
高
判

昭
和
一喘=

年

三
月
二
四
日
高
裁
刑
特
報
三

巻
六
号
二
七
五
頁
。

(
18
)

東
高
判

昭
和
五
七
年

二
月

噌
○
日
高
等
裁
判
所
刑

事
裁
判
速
報
集
昭
和
五
七
年
度

=
一=

頁
。

(
19
)

前
掲
東

高
判

昭
和
五

八
年
三
月

一
五
日
。

(
20
)

名
古
屋
高
判
昭
和
五

八
年

騨
月
二
六
日
高
等
裁
判

所
刑
事
裁
判
速
報
集
昭
和

五
八
年
度
二

六
八
頁

。

(
盟
)

札
幌
高
判
昭
和
二

八
年
四
月

噌
○
日
高
裁
刑

裁
特

報
三
二
巻

=
二
頁
。

(
22
)

広
島
高
裁
松
江
支
判

昭
和
六

噌
年
二
月
三
日
高
等

裁
判
所
刑
事
裁
判
速
報
間

昭
和

六

一
年
度
二
三

六
頁
。

(
23
)

福

岡
高
判
昭
五
九
年

一
一
月

二
九
日
高
等
裁

判

所
刑
事
裁
判
速
報
集
昭
和

五
九
年
度

五
三
〇
頁
。

(
24
)

東
京
高
判
昭
和
三
〇
年
三
月

一
日
東
京
高
裁

判
決

時
報
六
巻

二
号
四
四
頁
。
同
旨

の
も

の
と
し
て
、
大
阪
高
判
昭
和

六
〇
年

六
月

二

一
日
高
等
裁
判
所
刑
事
裁
判
速

報
昭
和
六
〇
年
度
二
九

八
頁
。

(
25
)

福
岡
高
判
昭
和
五
九
年

一
〇
月

二
三
日
高
等
裁

判
所
刑
事
裁
判
速
報
昭
和
五
九
年
度
五
二
二
頁
。
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但

し
、
平
野
教
授

は
科
刑

上

一
罪
も

「
重

い
罪

」
の
刑

で
処
断
す

る
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
平

野
龍

一
・
刑
法
総
論

∬

(昭
和

五
〇
年
)
四

=

頁
、
四
二
二
頁
。
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