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序

問
題
の
所
在

一
九
八

O
年
(
昭
和
五
五
年
)
、
最
高
裁
判
所
は
「
チ
ッ
ソ
川
本
事
件
」
に
お
い
て
「
検
察
官
の
裁
量
権
の
逸
脱
が
公
訴
の
提
起
を
無

効
な
ら
し
め
る
場
合
の
あ
り
う
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
と
え
ば
そ
れ
は
公
訴
の
提
起
自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る

よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
、
限
定
的
な
表
現
な
が
ら
い
わ
ゆ
る
「
八
ム
訴
権
濫
用
論
」
を
承
認
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
以
後
、
公

訴
権
の
濫
用
を
認
め
た
裁
判
例
は
殆
ど
な
く
、
理
論
的
な
展
開
は
と
も
か
く
、
実
務
に
お
い
て
、
現
在
ま
た
今
後
「
濫
用
論
」
が
問
題
と
さ

れ
る
余
地
は
一
見
す
る
と
き
わ
め
て
少
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
論
者
も
あ
る
。

刑事訴訟における手続打切り(1)

さ
て
、
「
公
訴
権
濫
用
論
」
が
学
説
上
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
既
に
か
な
り
の
時
間
が
経
過
し
て
い
る
が
、
こ
の
問
題
を
扱
っ

た
論
稿
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
程
で
あ
り
、
戦
後
の
わ
が
国
刑
訴
法
学
に
お
け
る
最
大
の
焦
点
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
か

ろ
う
。
な
ぜ
そ
こ
ま
で
濫
用
論
が
盛
ん
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
実
務
に
お
い
て
意
識
さ
れ
た
制
度
的
な
側
面
と
、
そ
の
後
、
学
説
が
公

訴
権
論
や
訴
訟
条
件
論
と
い
っ
た
重
要
な
基
礎
理
論
と
密
接
に
関
連
し
て
議
論
を
重
ね
た
と
い
う
理
論
面
の
、
二
面
を
指
摘
で
き
る
の
で
は

な
い
か
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
現
行
法
制
が
不
起
訴
方
向
に
対
す
る
抑
制
の
制
度
に
つ
い
て
は
検
察
審
査
会
や
準
起
訴
手
続
な
ど
を
有
し
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
起
訴
独
占
主
義
を
採
る
一
方
で
起
訴
方
向
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
制
度
的
抑
制
方
法
を
持
た
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
な
原
因

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
制
度
的
不
備
に
対
す
る
、
い
わ
ば
立
法
論
的
な
解
釈
論
が
「
公
訴
権
濫
用
論
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
実
定
法
に
は
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規
定
の
な
い
「
公
訴
の
濫
用
状
態
」
を
想
定
し
、

そ
の
解
決
策
と
し
て
訴
訟
打
切
り
を
宣
告
し
よ
う
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
考



説

え
方
は
、
公
訴
の
濫
用
を
引
き
起
こ
す
検
察
官
の
訴
追
行
為
に
対
す
る
「
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

の
承
認
を
必
然
的
に
迫
る
こ
と
に
な
っ

北法43(1-4)4

言命

た
。
そ
こ
で
、
我
が
法
に
は
か
ね
て
よ
り
定
着
を
見
せ
て
い
な
か
っ
た
「
司
法
権
の
優
位
」
と
い
う
新
た
な
法
思
想
が
要
求
さ
れ
、
解
釈
論

を
左
右
す
る
司
法
制
度
論
や
人
権
思
想
を
踏
ま
え
た
議
論
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
公
訴
提
起
の
有
効
要
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
訴
訟
条
件
の
意
味
内
容
に
当
事
者
主
義
構
造
の
下
で
の
新
し

い
理
解
が
加
え
ら
れ
た
点
が
見
逃
せ
な
い
。
従
来
、
実
定
法
に
明
記
さ
れ
た
訴
訟
条
件
を
満
た
せ
ば
公
訴
は
適
法
と
み
な
さ
れ
、
裁
判
所
は

そ
れ
以
上
の
評
価
を
加
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
公
訴
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
訴
追
側
に
適
当
で
な
い
裁
量
が
存
在
し
た
場
合
に
、

こ
れ
を
「
濫
用
」
と
判
断
し
、
公
訴
を
無
効
と
す
る
と
い
う
新
た
な
視
点
が
求
め
ら
れ
た
結
果
、
学
説
は
か
か
る
視
点
の
理
論
的
根
拠
を
提

つ刀之

たす
とる
言必
え要
ょ に
うE迫
。ら

れ

そ
れ
が
書
か
れ
ざ
る
訴
訟
条
件
を
読
み
込
む
「
当
事
者
主
義
的
訴
訟
条
件
論
」
と
い
う
形
で
実
を
結
ぶ
こ
と
に
な

の
可
能
性
を
否
定
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
「
裁
量
権
の
逸

脱
」
が
公
訴
を
無
効
に
す
る
例
示
に
つ
い
て
は
「
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
」
と
い
う
極
め
て
限
定
的
な

と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
は
先
の
チ
ッ
ソ
川
本
事
件
に
お
い
て
、
「
公
訴
権
濫
用
論
」

態
度
を
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
被
告
人
に
と
っ
て
「
公
訴
権
濫
用
論
」
が
訴
追
の
妥
当
性
に
対
し
て
反
論
権
を
具
体
的
に
行
使
し
う
る
重
要

な
理
論
で
あ
っ
た
の
と
は
対
照
的
に
、
そ
の
後
「
濫
用
論
は
終
罵
を
迎
え
た
」
と
の
表
現
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
消
極
的
、
悲
観
的
事
態
を
招

き
、
学
界
で
の
議
論
は
下
火
と
な
り
、
急
速
に
沈
静
化
へ
の
道
を
歩
む
に
至
っ
た
。
と
は
い
え
こ
れ
で
「
公
訴
権
濫
用
論
」
を
論
じ
る
必
要

が
な
く
な
っ
た
と
言
い
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
学
説
に
お
い
て
は
、
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
手

続
を
打
ち
切
っ
た
高
田
事
件
な
ど
を
も
射
程
に
入
れ
つ
つ
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
「
濫
用
論
」
よ
り
も
「
裁
判
を
打
ち
切
る
」
必
要
の
あ

る
場
合
を
考
え
る
「
裁
判
打
切
り
論
H

手
続
打
切
り
論
」

の
必
要
性
が
認
識
さ
れ
、
新
た
な
枠
組
み
が
求
め
ら
れ
る
段
階
に
至
っ
た
か
ら
で

ホりヲ
h
v

。



一
九
七
二
年
に
最
高
裁
は
、
高
田
事
件
判
決
に
お
い
て
、
「
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
」
で
あ
る
と
し
て
、

こ
れ
を
訴
訟
法
レ
ベ
ル
で
の
解
釈
論
で
処
理
せ
ず
に
、
憲
法
三
七
条
か
ら
直
裁
に
裁
判
を
打
ち
切
る
判
断
を
示
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
、
学

説
は
公
訴
権
濫
用
論
の
範
曙
に
様
々
な
事
由
を
取
り
込
も
う
と
い
う
様
相
を
見
せ
、
濫
用
論
は
単
な
る
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
の
逸
脱
」
を

2 理
由
に
し
た
検
察
官
に
対
す
る
「
権
利
濫
用
批
判
」
論
か
ら
、
「
公
訴
の
適
法
、
不
適
法
」

い
っ
た
。
既
に
濫
用
論
は
「
嫌
疑
な
き
起
訴
L

を
そ
の
範
轄
に
含
ま
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
現
行
法
に
な
い
「
予
審
制
度
」
を
い
わ
ば
解
釈
に

よ
っ
て
立
法
し
よ
う
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
さ
ら
に
理
論
的
に
は
、
刑
事
政
策
的
な
価
値
判
断
を
含
む
「
非
犯
罪
化
L

を
解
釈
論
で
実
現

す
る
こ
と
ま
で
そ
の
使
命
に
含
ま
せ
る
に
至
っ
た
。
こ
こ
に
公
訴
権
濫
用
論
の
肥
大
化
現
象
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
こ
で
、
先
の
高
田
事
件
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
濫
用
論
に
関
す
る
定
義
上
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
「
濫
用
」
の
言
葉
に
収
数
し
な
い
、

へ
の
包
括
的
判
断
を
導
く
論
理
へ
と
発
展
し
て

刑事訴訟における手続打切り(1)

「
裁
判
を
打
ち
切
る
事
態
」
を
幅
広
く
予
定
し
た
理
論
を
構
成
す
る
必
要
が
説
か
れ
だ
し
た
。
つ
ま
り
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
誤
り
を

非
難
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
を
認
め
る
一
方
で
、
全
て
を
「
濫
用
論
」
に
含
ま
せ
る
危
険
性
を
指
摘
し
、
実
際
に
は
非
難
す
る
こ
と
よ

り
救
済
が
必
要
か
っ
火
急
の
課
題
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

い
か
に
し
て
「
裁
判
を
打
ち
切
る
か
」
と
の
視
点
を
持
っ
て
論
ず
べ
き
で
あ
る
と

の
主
張
、
す
な
わ
ち
、
本
稿
が
採
り
上
げ
る
「
手
続
打
切
り
論
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

そ
も
そ
も
「
濫
用
論
」
は
、
特
に
戦
後
の
刑
事
司
法
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
「
検
察
官
司
法
」
と
い
う
実
態
へ
の
異
議
申
立
て
と
い
う
優

れ
た
使
命
を
持
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
当
初
、
特
に
労
働
・
公
安
事
件
な
ど
に
お
い
て
公
訴
権
濫
用
論
が
主
張
さ
れ
た
こ
と
に
も
現
れ
て

い
る
し
、
類
型
的
に
は
訴
追
裁
量
の
逸
脱
が
そ
の
典
型
事
例
と
言
わ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
手
続
打
切
り
論
」
の
観
点
に
立
っ
と
、
実

定
法
に
明
記
さ
れ
な
い
打
切
り
事
由
の
存
在
を
同
じ
く
認
め
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
を
全
て
「
検
察
官
批
判
」
に
結
び
付
け
る
必
然
性
は
な
い
。
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つ
ま
り
、
「
濫
用
論
」
が
検
察
官
の
眼
を
通
し
た
公
訴
の
追
行
へ
の
批
判
に
限
定
さ
れ
が
ち
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

む
し
ろ
被
告
人
の
側
か



説

ら
訴
追
を
正
当
化
し
な
い
理
由
を
自
由
に
申
し
立
て
る
機
会
を
開
い
て
お
く
「
手
続
打
切
り
」
方
式
が
よ
り
柔
軟
な
救
済
手
段
と
な
る
の
で

と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

北法43(1・6)6

は
な
い
か
、

員禽

3 

実
は
こ
う
し
た
方
向
性
は
、
既
に
チ
ッ
ソ
川
本
事
件
当
時
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
弁
護
団
は
理

論
的
な
用
語
と
し
て
「
公
訴
権
濫
用
論
」
と
い
う
言
葉
を
こ
と
さ
ら
に
用
い
ず
、
「
公
訴
棄
却
論
」
と
呼
ば
れ
る
論
理
を
展
開
し
よ
う
と
努

め
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
、
「
濫
用
論
」
と
い
う
狭
い
範
障
に
含
み
え
な
い
ほ
ど
公
訴
権
の
行
使
に
か
か
わ
る
深
い
問
題
な
い
し
は

周
辺
事
情
を
抱
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
打
切
り
論
が
当
時
学
界
に
お
い
て
は
議
論
の
組
上
に
の
ぼ
ら
ず
、

も
っ
ぱ
ら
裁
量
の
濫

用
へ
の
異
議
申
立
て
H
公
訴
権
濫
用
論
、
と
い
っ
た
形
式
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
へ
の
違
和
感
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

一
九
八
一
年
の
赤
碕
町
長
選
挙
違
反
事
件
の
「
差
別
的
捜
査
・
起
訴
の
事
案
」
に
つ
い
て
も
公
訴
権
濫
用
論
の
い
わ
ば

そ
の
後
学
説
は
、

応
用
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
従
来
の
濫
用
論
の
三
類
型
、
「
嫌
疑
な
き
起
訴
」
「
訴
追
裁
量
の
逸
脱
」
「
違
法
捜
査
に
基

づ
く
起
訴
」
と
の
整
合
性
が
求
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
そ
の
結
果
、
学
説
は
公
訴
権
の
「
濫
用
」
と
い
う
言
葉
か
ら
次
第
に
離
れ
て
、
「
不

当
な
公
訴
提
起
に
対
し
裁
判
所
に
よ
る
公
訴
抑
制
の
判
断
を
通
じ
て
理
論
的
に
抑
制
す
る
」
必
要
が
あ
る
場
合
に
、
公
訴
の
「
打
切
り
」
を

相
当
と
す
る
事
態
を
認
め
よ
う
と
す
る
「
公
訴
抑
制
の
法
理
」
な
い
し
「
公
訴
無
効
の
法
理
」
を
生
み
出
し
、
ま
た
こ
の
「
公
訴
無
効
」
を

-
白
)

妨
訴
利
益
な
い
し
は
妨
訴
権
に
化
体
さ
せ
、
さ
ら
に
は
、
検
察
官
批
判
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
避
け
る
た
め
に
「
濫
用
論
」
と
い
う
語
を
カ
ッ
コ

っ
き
で
用
い
た
り
、
濫
用
論
に
含
み
え
な
い
問
題
領
域
に
つ
い
て
は
憲
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
直
裁
な
形
式
裁
判
に
よ
る
訴
追
の
打

切
り
を
主
張
す
る
な
ど
、
多
彩
な
理
論
が
用
意
さ
れ
て
い
く
。
そ
う
し
た
動
向
の
お
お
き
な
契
機
は
、
先
に
触
れ
た
訴
訟
条
件
論
へ
の
見
直

し
と
い
、

2
機
運
で
あ
り
、
実
定
法
に
明
記
さ
れ
な
い
「
訴
訟
条
件
」
を
加
え
て
、
こ
う
し
た
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
形
式
裁

判
に
よ
っ
て
手
続
を
終
了
さ
せ
る
と
い
う
「
新
し
い
訴
訟
条
件
論
」
の
展
開
が
濫
用
論
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
点
に
あ
っ
た
。



た
だ
、
旧
来
の
訴
訟
条
件
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
れ
ば
、
内
容
の
多
義
的
な
打
切
り
論
を
す
べ
て
条
件
関
係
的
に
想
定
し
て
お
く
こ
と
は
困
難

い
っ
た
い
何
を
新
し
い
条
件
に
盛
り
込
む
か
は
未
知
数
の
部
分
が
多
い
た
め
、
こ
う
し
た
方
法
論
を
採
る
こ
と
に
異
議
が
あ
る
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
。

で、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
濫
用
論
に
代
わ
り
う
る
、
公
訴
提
起
な
ら
び
に
追
行
を
遮
断
す
る
「
手
続
打
切
り
論
」
が
全
面
的
な
検
討

段
階
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。
近
年
、
再
び
訴
訟
条
件
論
の
方
向
か
ら
手
続
打
切
り
を
模
索
し
よ
う
と
い
う
新
た

{四

av

、
、
、

な
胎
動
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
さ
に
打
切
り
論
は
、
公
訴
権
濫
用
論
の
後
に
出
る
べ
く
し
て
出
た
、
ポ
ス
ト
「
公
訴
権
濫
用
地
柵
」

と
言
え
る
の
で
あ
る
。

4 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
学
説
の
理
論
的
な
展
開
は
「
手
続
打
切
り
論
」
と
い
う
新
し
い
問
題
を
わ
れ
わ
れ
に
投
げ
掛
け
て
き
た
わ
け
で
あ

る
が
、
諸
説
に
お
け
る
「
手
続
を
打
ち
切
る
、
べ
き
だ
」
と
い
う
価
値
判
断
の
理
由
づ
け
に
関
し
て
混
乱
が
あ
る
、

と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張

刑事訴訟における手続打切り(1 ) 

で
あ
る
。
ま
ず
、
従
来
の
公
訴
権
濫
用
の
典
型
例
で
あ
っ
た
差
別
的
起
訴
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
憲
法
レ
ベ
ル
で
の
問
題
で
あ
る
こ
と

と
い
う
判
断
を
下
す
わ
け
だ
が

(
そ
の
理

は
い
う
ま
で
も
な
く
、
被
告
人
に
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
H

手
続
を
打
ち
切
る
べ
き
、

由
付
け
は
論
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
に
せ
よ
)
、
こ
れ
は
い
わ
ば
「
救
済
の
法
理
」
で
あ
ろ
、
ヴ
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

認
め
ら
れ
な
い
場
合
の
手
続
の
打
切
り
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
事
案
を
起
訴
す
べ
き
で
な
い
H

手
続
を
打
ち
切
る
べ
き
だ
、
と
い
う
ス
ト
レ

l

ト
な
価
値
判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
救
済
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
政
策
の
法
理
」
と
呼
べ
る
レ
ベ
ル
の
判
断
で
あ
ろ
う
。
こ

の
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
議
論
を
「
手
続
打
切
り
論
」
の
側
も
混
同
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
の
理
由
は
、
ひ
と
つ
に
、
近
年
、
非
犯
罪
化
や
非
刑
罰
化
の
観
点
か
ら
「
デ
ィ
ヴ

7
1
ジ
ョ
ン
」
に
代
表
さ
れ
る
手
続
か
ら
の
離
脱
を

(
担
)

す
す
め
る
刑
事
司
法
観
が
強
く
意
識
さ
れ
だ
し
た
こ
と
に
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
言
わ
ば
打
切
り
を
用
い
た
刑
事
政
策
の
一
態
様
で
あ
る
。
し
か

北法43(1・7)7



説

ど
の
よ
う
な
方
法
で
実
現
す
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
わ
か
れ
て
い
る
。
既
に

我
が
法
に
お
い
て
も
、
起
訴
猶
予
や
微
罪
処
理
な
ど
実
務
上
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
デ
ィ
ヴ
ァ

l
ジ
ョ
ン
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、

{
坦
}

そ
う
し
た
中
で
な
お
「
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
訴
追
」
な
ど
に
つ
い
て
は
司
法
の
介
入
に
よ
る
離
脱
が
期
待
さ
れ
る
類
型
で
あ
る
と
思
わ
れ
、

{
泊
)

こ
う
い
っ
た
政
策
的
な
手
当
て
を
「
手
続
打
切
り
」
が
担
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
も
言
わ
れ
て
き
た
。
そ
う
な
る
と
、
先
の
不
当
な
公
訴

し
な
が
ら
、

そ
う
し
た
手
続
離
脱
を
ど
の
よ
う
な
段
階
で
、

北法43(1・8)8

ゴ

自問

の
抑
制
と
い
っ
た
「
公
訴
抑
制
」

の
見
地
|
|
「
救
済
の
法
理
」
に
よ
る
手
続
打
切
り
|
の
み
な
ら
ず
、
「
裁
判
を
打
切
る
」
事
由
あ
る
い

は
事
態
を
さ
ら
に
広
範
な
範
囲
で
予
定
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
論
拠
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
こ
よ
う
。

た
と
え
ば
松
尾
浩
也
教
授
に
よ
っ
て
「
評
価
の
対
象
と
な
る
事
項
も
、
お
の
ず
か
ら
広
範
囲

(
剖
)

に
わ
た
り
:
:
:
す
べ
て
の
場
合
を
「
統
一
的
に
説
明
」
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
不
可
能
だ
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
」
と
の
悲
観
的
、
消

け
れ
ど
も
、

そ
う
し
た
方
向
に
つ
い
て
は
、

極
的
な
見
解
が
一
不
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
手
続
打
切
り
の
問
題
を
単
に

や
「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
よ
っ
て
論
じ
る
の
で
は
余
り
に
狭
い
土
俵
で
し
か
組
み
立
て
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
こ
と
を

(
担
}

指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
は
り
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
「
救
済
」
と

「
訴
訟
条
件
論
」

「
政
策
」
と
い
う
二
面
か
ら
「
打
切
り
論
」
を
構
成
し
直
し
、

そ
う
し
た
理
論
を
基
礎
づ
け
る
な
ん
ら
か
の
原
理
を
見
出
す
必
要
性
を
放
棄
し
て
し
ま
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

他
方
、
公
訴
権
濫
用
論
が
実
務
的
に
殆
ど
閉
塞
状
況
に
あ
る
現
在
、
悲
観
論
の
影
響
も
手
伝
っ
て
か
、
立
法
論
を
示
唆
す
る
見
解
も
多
い
。

け
れ
ど
も
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
絶
対
的
放
免
(
ち

g
z
z
E汚
E
晶
巾
)
で
あ
る
と
か
、
宣
告
猶
予
す

5
胃
互
注
目
ロ
丹
市
ロ
内
内
)
と
い
っ
た
実
体
法

上
の
措
置
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
手
続
か
ら
の
解
放
と
い
う
点
で
は
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
も
の
の
、
制
度
本
来
の
趣
旨
や
沿
革

か
ら
み
て
、
必
ず
し
も
公
訴
権
濫
用
論
が
予
定
し
て
い
た
よ
う
な
手
続
の
打
切
り
と
い
う
措
置
の
妥
当
な
代
替
策
と
は
い
い
が
た
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
第
一
に
、
い
か
な
る
場
合
に
裁
判
所
が
手
続
を
打
ち
切
る
こ
と
が
適
当
な
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
思
想
、



原
理
に
基
づ
く
の
か
、
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
と
り
わ
け
、
先
に
述
べ
た
「
救
済
の
法
理
」
と
「
政
策
の
法
理
」
の
両
面

に
わ
た
っ
て
手
続
の
打
切
り
を
正
当
化
す
る
原
理
的
な
根
拠
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
間
い
直
し
こ
そ
が
「
濫

の
限
界
を
乗
り
越
え
、
公
訴
権
に
対
す
る
司
法
的
抑
制
の
新
た
な
地
平

i
!
い
わ
ば
ポ
ス
ト
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
展
望
ー
ー
を
切

の
鍵
を
握
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
立
法
論
の
今
後
に
向
け
て
、
手
続
打
切
り

用
論
」

り
聞
く
「
手
続
打
切
り
論
」

と
い
う
形
式
に
お
い
て
適
当
な
方
策
を
提
案
す
る
こ
と
を
重
要
な
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
点
、
特
に
、
ア
メ
ワ
カ
に
お
い
て
実
体
法

上
の
処
理
と
は
別
に
訴
訟
法
的
解
決
が
手
続
打
切
り
論
の
見
地
か
ら
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
学
ぴ
、
従
来
の
立
法
論
に
欠
け
て
い
た
部
分

を
補
、
つ
も
の
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

刑事訴訟における手続打切り(1)

註(
1
)
昭
和
五
五
年
二
一
月
一
七
日
第
一
小
法
廷
決
定
・
刑
集
三
四
巻
七
号
六
七
二
頁
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
八
号
六
九
頁
。

(
2
)
た
と
え
ば
一
九
八

0
年
代
の
諸
判
例
は
以
下
の
と
お
り
。
東
京
高
裁
昭
和
五
五
年
二
一
月
一
八
日
判
決
・
高
検
速
報
二
四
七
八
号
、
東
京
高

裁
判
決
昭
和
五
六
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決
・
高
検
速
報
二
四
八
四
号
、
東
京
高
裁
昭
和
五
六
年
六
月
一
八
日
判
決
・
高
検
速
報
二
五
一
九
号
・
判

例
タ
イ
ム
ズ
四
五
四
号
一
六

O
頁
、
最
二
小
昭
和
五
六
年
六
月
二
六
日
判
決
・
刑
集
三
五
巻
四
号
四
二
六
頁
、
大
阪
地
裁
昭
和
五
七
年
五
月
四

日
判
決
・
判
例
時
報
一

O
六
四
号
一
四
二
頁
、
水
戸
地
裁
土
浦
支
部
昭
和
五
七
年
六
月
二
九
日
判
決
・
判
例
時
報
一

O
六
一
号
一
四
九
頁
、
福

岡
高
裁
昭
和
五
九
年
五
月
一
七
日
判
決
・
高
検
速
報
二
ニ

O
五
号
、
東
京
高
裁
昭
和
六

O
年
七
月
一
一
一
一
日
判
決
・
高
検
速
報
二
八
一

O
号
・
労

判
四
六
九
号
五
三
頁
、
仙
台
高
裁
昭
和
六
一
年
二
月
三
日
判
決
・
刑
裁
月
報
一
八
巻
一

H

二
号
、
大
阪
高
裁
昭
和
六
一
年
八
月
二
六
日
判
決
・

判
例
タ
イ
ム
ズ
六
一
一
一
一
一
一
号
一
一
一
一
一
一
一
一
頁
、
大
阪
高
裁
昭
和
六
一
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
三

O
号
二
三

O
真
、
大
阪
高
裁
昭
和

六
二
年
四
月
一
一
一
一
日
判
決
・
高
刑
集
四
一
巻
一
号
一
二
三
頁
、
名
古
屋
高
裁
昭
和
六
二
年
九
月
七
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
五
三
号
二
二
八

頁
、
大
阪
高
裁
昭
和
六
三
年
四
月
二
二
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
八

O
号
二
四
八
頁
、
な
ど
す
べ
て
消
極
判
例
で
あ
る
。
し
か
し
、
山
口
簡

裁
平
成
二
年
一

O
月
二
二
日
判
決
・
判
例
時
報
二
二
六
六
号
一
五
八
頁
は
、
駐
車
違
反
の
罰
金
を
拒
否
し
た
被
告
人
に
対
す
る
起
訴
に
つ
き
、
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ヨ!

日間 説

ず
さ
ん
な
捜
査
を
理
由
に
公
訴
権
濫
用
を
認
め
た
。
詳
細
は
第
三
章
を
参
照
。

(
3
)
最
も
早
期
に
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
用
語
を
用
い
た
の
は
、
諌
山
博
「
政
治
的
意
図
に
も
と
づ
く
不
当
起
訴
と
の
た
た
か
い
|
|
公
訴
権
の

濫
用
を
め
ぐ
っ
て
」
労
働
法
律
旬
報
五
五
七
号
二
九
六
五
年
)
で
あ
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。
判
例
に
お
い
て
は
こ
れ
よ
り
早
く
、
一
九
六
二

年
に
東
京
地
裁
昭
和
三
七
年
一
月
一
一
一
一
日
判
決
・
判
例
時
報
二
九
七
号
七
頁
、
特
に
九
三
頁
以
下
が
弁
護
側
の
一
言
う
公
訴
棄
却
論
に
触
れ
、
「
公

訴
権
の
乱
用
と
な
っ
て
い
た
り
す
る
と
き
は
そ
の
起
訴
は
不
適
法
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
〔
傍
線
筆
者
〕
。

濫
用
論
を
扱
っ
た
論
稿
は
大
変
な
数
に
の
ぼ
る
。
教
科
書
、
演
習
書
な
ど
を
除
い
て
も
相
当
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
全
て
を
網
羅
す

る
こ
と
は
差
し
控
え
、
既
に
、
一
九
七
七
年
チ
ッ
ソ
川
本
事
件
控
訴
審
判
決
当
時
の
文
献
目
録
は
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
四
号
七
九
頁
以
下
に
、

ま
た
一
九
八

O
年
最
高
裁
決
定
当
時
の
文
献
目
録
は
『
最
高
裁
判
例
解
説
(
刑
事
篇
)
昭
和
五
五
年
』
(
渡
部
保
夫
調
査
官
〔
当
時
〕
担
当
部
分
)

四
一
二
頁
註
附
が
あ
る
の
で
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
註
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
て
い
な
い
一
九
八

O
年
(
チ
y

ソ
川
本
事
件
最

高
裁
決
定
)
以
降
発
表
さ
れ
た
文
献
に
限
っ
て
年
代
順
に
挙
げ
て
お
く
。
公
訴
権
濫
用
論
の
範
囲
に
つ
い
て
は
論
者
に
よ
っ
て
見
解
が
分
か
れ

て
お
り
、
こ
れ
を
ど
こ
ま
で
拾
っ
て
お
く
か
は
異
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
通
説
に
従
い
「
第
三
類
型
・
違
法
捜
査
に
基
づ
く
起
訴
」

に
関
す
る
も
の
も
含
ん
で
い
る
。

井
戸
田
侃
「
公
訴
権
滋
用
論
雑
感
l
若
干
の
批
判
に
答
え
て
|
」
立
命
館
法
学
一
五

O
巻
四
号
(
一
九
八

O
年
)
、
篠
倉
満
「
不
当
起
訴
お
よ

び
不
当
不
起
訴
の
抑
制
制
度
」
『
刑
事
訴
訟
法
の
理
論
と
実
務
』
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
号
(
一
九
八

O
年
)
一
五

O
頁
、
庭
山
英
雄
「
公
訴
権

の
理
論
」
同
書
一
四
七
頁
、
田
宮
裕
「
形
式
裁
判
の
体
系
」
向
書
一
二
八
頁
、
鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
権
濫
用
に
つ
い
て
」
書
研
所
報
三

O
号
(
一

九
八

O
年
)
、
川
崎
英
明
「
「
公
訴
権
濫
用
」
の
法
理
と
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
一
五
号
(
一
九
八

O
年
)
、
金
谷
暁
「
八
ム
訴
権
の
濫
用
」
研
修

三
九
六
号
(
一
九
八
一
年
)
、
書
上
由
紀
夫
「
公
訴
権
の
濫
用
ア
メ
リ
カ
法
と
の
比
較
判
例
を
中
心
と
し
て
」
法
の
支
配
四
七
号
(
一
九
八

一
年
)
、
岡
部
泰
日
日
「
違
法
捜
査
に
基
づ
く
公
訴
提
起
の
効
力
(
上
・
下
)
」
判
例
時
報
一

O
一
八
、
九
口
す
ご
九
八
一
年
)
、
同
「
違
法
捜
査
と

公
訴
の
効
力
」
L
S
二
八
号
(
一
九
八
一
年
)
、
同
「
公
訴
権
濫
用
と
そ
の
抑
制
」
『
現
代
の
検
察
』
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
総
合
特
集
シ
リ
ー

ズ
一
六
巻
(
一
九
八
一
年
)
、
同
「
最
高
裁
判
所
と
公
訴
権
濫
用
論
(
上
・
中
・
下
)
」
判
例
時
報
一

0
0
0
、
二
、
三
号
(
一
九
八
一
年
)
、
同

「
違
法
捜
査
と
公
訴
提
起
の
効
力
」
「
井
上
正
治
博
士
還
暦
祝
賀
・
刑
事
法
学
の
諸
相
(
上
)
』
(
一
九
八
一
年
)
、
河
上
和
雄
「
公
訴
権
濫
用
論
の

終
駕
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
四
二
八
号
(
一
九
八
一
年
)
、
錦
織
淳

7
聞
か
ず
の
一
扉
一
M

を
開
い
た
と
き
|
|
初
の
公
訴
棄
却
決
定
を
手
に
し
て
」
同

書
(
一
九
八
一
年
)
、
渡
部
保
夫
「
公
訴
権
濫
用
論
に
関
す
る
最
高
裁
決
定
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
(
一
九
八
一
年
)
、
後
藤
孝
典
「
川
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刑事訴訟における手続打切り(1)

本
事
件
最
高
裁
決
定
の
課
題
」
同
書
(
一
九
八
一
年
)
、
研
究
会
「
川
本
事
件
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
|
|
公
訴
権
濫
用
論
と
最
高
裁
」
同
書

(
一
九
八
一
年
)
、
正
田
満
三
郎
「
車
中
問
答
|
|
公
訴
権
乱
用
に
よ
る
公
訴
の
無
効
と
裁
判
」
判
例
時
報
九
八
七
号
(
一
九
八
一
年
)
、
小
田
中

穂
樹
「
公
訴
抑
制
の
法
理
と
展
望
|
|
最
近
の
最
高
裁
二
判
例
の
検
討
を
中
心
に
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
二
一
号
(
一
九
八
二
年
)
〔
の
ち

『
刑
事
訴
訟
と
人
権
の
理
論
』
(
一
九
八
三
年
)
に
所
収
〕
、
穴
浮
成
巳
「
不
平
等
起
訴
を
め
ぐ
る
試
論
山
間
L

判
例
時
報
一

O
五
三
、
四
号
(
一

九
八
二
年
)
、
鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
権
濫
用
論
と
訴
訟
条
件
論
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
三
年
三
月
号
〔
の
ち
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
問
題
』
(
一

九
八
八
年
)
一

O
三
頁
以
下
に
所
収
〕
、
岡
部
泰
回
目
「
時
期
に
遅
れ
た
訴
因
変
更
申
立
て
と
公
訴
棄
却
(
上
・
下
)
」
判
例
時
報
一

O
九
一
二
、
六

号
(
一
九
八
三
、
四
年
)
、
渥
美
東
洋
「
川
本
事
件
で
の
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
の
決
定
の
意
味
」
刑
法
雑
誌
二
六
巻
一
号
(
一
九
八
四
年
)
、

河
上
和
雄
「
川
本
事
件
最
高
裁
決
定
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
」
同
書
(
一
九
八
四
年
)
、
小
山
雅
亀
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
」
阪
大
法
学
二
二

O
号
(
一
九
八
四
年
)
、
田
宮
裕
「
公
訴
権
の
濫
用
」
法
学
教
室
八
四
号
二
九
八
七
年
)
五
四
頁
、
寺
崎
嘉
博
「
公
訴
抑

制
の
法
理
と
有
罪
判
決
阻
止
の
法
理

l
ー
公
訴
権
濫
用
論
試
論
|
|
山
凶
」
山
形
大
学
紀
要
(
社
会
科
学
)
一
九
巻
一
号
・
二
一
巻
一
号
(
一

九
八
八
・
九

O
年
)
、
同
「
前
訴
訟
的
・
訴
訟
外
的
要
因
と
訴
訟
条
件
|
憲
法
的
手
続
障
碍
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
『
刑
事
法
の
思
想
と
理
論
・

荘
子
邦
雄
先
生
古
稀
祝
賀
』
(
一
九
九
一
年
)
四
九
九
頁
以
下
な
ど
。

(
4
)
起
訴
方
向
に
対
す
る
抑
制
手
段
は
一
般
的
に
、
同
政
治
的
な
責
任
追
求
に
よ
る
、
ま
た
は
川
法
的
手
段
に
よ
る
(
大
陪
審
、
予
備
審
問
制
度

な
ど
)
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
事
前
、
事
後
の
時
期
的
な
区
別
も
可
能
で
あ
る
。
渡
部
、
前
掲
註
間
四
二
二
頁
註
刷
参
照
。

ラ
・
フ
エ
イ
ブ
教
授
ら
は
起
訴
方
向
へ
の
抑
制
手
段
、
異
議
申
立
て
の
方
法
と
し
て
以
下
の
六
つ
の
タ
イ
プ
を
描
い
て
い
る
。
当
該
裁
判
に

お
い
て
は
、
同
不
平
等
起
訴
で
の
訴
え
、
川
報
復
的
起
訴
で
の
訴
え
、
裁
判
外
で
は
川
検
察
官
の
解
任
請
求
、
川
イ
ン
ジ
ヤ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ

る
訴
追
の
差
し
止
め
、
州
連
邦
へ
の
へ
ピ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
手
続
が
あ
り
、
そ
し
て
事
後
的
に
は
、
川
民
事
訴
訟
に
よ
る
検
察
官
に
対
す
る
損

害
賠
償
請
求
が
あ
る
。

'ph・4

弓
ミ
ロ
冊
目
円
円
、
即
日
吋
白
〈
巾
白

E
T「D
E
E
r
-
-巾
fp-z-Z〉「
-
u
g
E
E
Z
E
E
-
S
N
eめ品目

(
S
S
)・

な
お
、
右
に
一
不
さ
れ
た
よ
う
な
制
度
的
手
続
的
欠
鉄
を
「
公
訴
権
濫
用
論
」
が
補
充
す
る
意
義
を
認
め
た
見
解
と
し
て
、
大
阪
地
裁
昭
和
四

三
年
二
一
月
四
日
見
解
(
未
公
刊
物
)
が
参
考
と
な
ろ
う
。

「
公
訴
権
の
行
使
が
一
般
的
な
起
訴
基
準
に
照
ら
し
て
著
し
く
不
当
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
と
き
に
は
、
宣
告
猶
予
の
制
度
が
な
く
、
犯
罪
が

成
立
す
れ
ば
執
行
猶
予
に
す
る
ほ
か
な
い
現
行
制
度
の
も
と
に
お
い
て
は
公
訴
権
の
濫
用
と
し
て
、
公
訴
棄
却
の
裁
判
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合
が
あ
る
」
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説

(
5
)
田
宮
裕
『
三
訂
版
・
刑
事
訴
訟
法
入
門
』
(
一
九
八
一
年
)
一
一
七
八
頁
ゃ
、
公
訴
権
濫
用
論
の
歴
史
的
な
沿
革
を
訴
追
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ

l

ル
と
い
う
視
点
か
ら
描
い
た
同
「
訴
追
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」
立
教
法
学
一
一
号
一
一
一
六
頁
(
一
九
六
九
年
)
、
特
に
一
六
一
頁
以
下
を
参
照

さ
れ
た
い
。

(
6
)
最
も
早
く
に
司
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
観
念
を
主
張
さ
れ
た
の
は
田
宮
教
授
で
あ
ろ
う
。
回
{
呂
・
同
右
(
一
九
六
九
年
)
参
照
。
こ
の
点
、

方
法
論
と
し
て
の
公
訴
権
濫
用
論
の
特
質
を
強
調
す
る
、
旧
宮
・
前
掲
註
川
(
一
九
八
七
年
)
五
六
頁
が
濫
用
論
の
現
実
主
義
的
、
機
能
的
方

法
に
関
し
て
参
考
と
な
る
。
田
宮
教
授
は
こ
の
方
法
論
を
支
え
る
思
想
と
し
て
「
救
済
の
直
裁
性
と
実
効
性
を
重
視
す
る
と
い
う
人
権
思
想
」

と
「
裁
判
運
営
の
主
宰
者
と
し
て
の
裁
判
所
の
ジ
ュ
デ
ィ
シ
ヤ
ル
・
パ
ワ
!
の
承
認
」
を
掲
げ
て
い
た
。

他
方
、
小
田
中
教
授
は
、
公
訴
権
濫
用
論
の
本
質
を
司
法
の
観
点
か
ら
強
調
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
被
告
人
の
申
立
て
に
か
か
る
「
訴

訟
障
害
論
」
、
す
な
わ
ち
不
当
な
応
訴
を
強
制
さ
れ
な
い
被
告
人
の
利
益
の
問
題
に
遼
元
さ
せ
る
こ
と
を
説
く
。
小
田
中
、
前
掲
註
同
一
一
頁
参

照
。
こ
の
ほ
か
、
庭
山
英
雄
「
高
田
事
件
と
公
訴
権
濫
用
論
」
一
橋
論
叢
七
一
巻
一
号
(
一
九
七
四
年
)
な
ど
。

わ
が
国
で
は
起
訴
便
宜
主
義
を
採
る
以
上
、
八
ム
訴
権
が
当
該
起
訴
の
対
象
と
な
っ
た
行
為
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
周
辺
の
事
情
を
勘
案
し
な

が
ら
行
使
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
と
り
わ
け
組
合
活
動
や
政
治
活
動
な
ど
の
事
案
に
絡
ん
だ
場
合
に
は
被
告
人
側
か
ら
検
察
官

の
裁
量
に
恋
意
的
、
抑
圧
的
な
意
図
あ
り
と
の
批
判
を
受
け
る
事
態
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
裁
量
行
為
へ
の
抑
制
の
問
題
が
、
「
戦

後
の
民
主
化
」
に
含
ま
れ
な
か
っ
た
検
察
官
制
度
に
対
す
る
問
題
意
識
か
ら
敷
一
附
さ
れ
た
結
果
、
必
然
的
に
学
界
の
態
度
決
定
を
迫
る
こ
と
と

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
小
田
中
聴
樹
「
検
察
の
民
主
化
と
検
察
官
の
良
心
」
『
現
代
の
検
察
』
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
総
合
特
集
シ
リ
ー

ズ
一
六
巻
(
一
九
八
一
年
)
九
三
七
頁
以
下
参
照
。

(
7
)
最
高
裁
昭
和
二
四
年
二
一
月
一

O
日
判
決
・
刑
集
三
巻
二
号
一
九
一
一
一
一
一
一
頁
。
「
公
訴
提
起
の
手
続
が
適
法
に
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
裁
判
所
と

し
て
は
、
そ
の
公
訴
を
不
適
法
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
。
田
宮
、
前
掲
註
同
(
一
九
六
九
年
)
一
一
一
九
|
三

O
頁
参
照
。

(
8
)
田
宮
裕
「
公
訴
権
の
運
用
と
裁
判
官
」
『
中
野
次
雄
判
事
還
暦
祝
賀
・
刑
事
裁
判
の
課
題
』
(
一
九
七
二
年
)
六
四
|
五
頁
参
照
。

(9)
刑
集
三
四
巻
七
号
六
七
六
頁
。

(
叩
)
河
上
・
前
掲
註
間
(
一
九
八
一
年
)
参
照
。

(
日
)
「
公
訴
権
濫
用
論
と
公
訴
権
濫
用
論
の
類
型
を
め
ぐ
る
議
論
は
ま
だ
ま
だ
多
く
の
も
の
が
あ
り
、
す
べ
て
が
形
成
中
の
未
定
稿
で
あ
っ
て
、
今

後
さ
ら
に
多
様
化
し
て
い
く
も
の
」
と
の
発
展
的
な
展
望
を
伺
わ
せ
る
も
の
も
あ
っ
た
が
(
岡
部
・
前
掲
註
附
「
公
訴
権
の
濫
用
と
そ
の
抑
制
」

論
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刑事訴訟における手続打切り(1)

一
O
九
頁
)
、
本
項
註
附
に
挙
げ
ら
れ
た
諸
論
稿
の
う
ち
、
一
九
八
四
年
を
境
に
「
濫
用
論
」
を
取
り
扱
っ
た
数
は
激
減
す
る
。
こ
う
し
た
現
状

を
打
破
す
る
必
要
を
説
い
た
も
の
と
し
て
、
小
田
中
聴
樹
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
(
下
)
』
(
一
九
八
八
年
)
一
一
一

O

一
頁
が
あ
る
。

(
ロ
)
最
高
裁
昭
和
四
七
年
二
一
月
二

O
日
大
法
廷
判
決
・
刑
集
二
六
巻
一

O
号
六
三
一
t

具。

(
日
)
庭
山
・
前
掲
註
同
参
照
。
ま
た
、
井
戸
田
・
前
掲
註
間
三
八
六
頁
以
下
な
ど
は
「
起
訴
猶
予
す
べ
き
事
実
の
不
存
在
」
と
い
う
訴
訟
条
件
を

設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
こ
に
全
て
の
事
情
を
勘
案
す
る
根
拠
を
置
く
。

(
日
比
)
こ
の
指
摘
は
田
宮
教
授
に
よ
る
。
前
掲
註
附
(
一
九
八
七
年
)
五
七
頁
参
照
。
逆
に
、
公
訴
権
濫
用
論
否
認
論
者
か
ら
は
、
当
理
論
の
「
立

法
論
的
」
な
部
分
を
批
判
し
、
ま
さ
に
「
濫
用
論
」
が
懸
念
す
る
事
態
に
つ
い
て
は
直
接
立
法
に
よ
っ
て
解
決
す
る
(
た
と
え
ば
予
審
制
度
を

復
活
さ
せ
る
、
宣
告
猶
予
や
絶
対
的
釈
放
制
度
を
設
け
る
、
な
ど
)
こ
と
を
妥
当
と
す
る
旨
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
平
野
竜

一
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
実
体
判
決
請
求
権
説
|
|
い
わ
ゆ
る
修
正
さ
れ
た
札
間
捜
査
を
め
ぐ
っ
て
」
『
捜
査
と
人
権
・
刑
事
法
研
究
第
三
巻
』

(
一
九
八
一
年
)
〔
『
兼
子
博
士
還
暦
記
念
・
裁
判
法
の
諸
問
題
(
下
)
』
(
一
九
七

O
年
)
初
出
〕
一
九
三
頁
参
照
。

(
日
)
公
訴
権
濫
用
論
の
理
論
的
支
柱
に
「
非
犯
罪
化
の
要
請
L

を
示
す
の
は
、
田
宮
教
授
で
あ
る
。
前
掲
註
附
八
五
七
頁
参
照
。

(
日
)
本
稿
第
三
章
第
一
節
に
お
い
て
詳
細
に
学
説
史
が
描
か
れ
る
。
論
者
に
よ
っ
て
「
手
続
打
切
り
論
」
の
内
容
は
様
々
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
、

早
く
か
ら
こ
の
問
題
に
言
及
さ
れ
て
き
た
鈴
木
茂
嗣
教
授
の
論
稿
が
参
考
に
な
ろ
う
。
「
公
訴
権
の
濫
用
と
可
罰
性
の
理
論
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三

五
四
号
(
一
九
七
八
年
)
一
一
一
一
頁
特
に
四
一
頁
以
下
、
同
・
前
掲
註
間
(
一
九
八

O
年
)
一
ム
ハ
六
頁
以
下
な
ど
。

(
げ
)
検
察
官
司
法
を
め
ぐ
る
問
題
を
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
小
田
中
・
前
掲
註
川
、
同
『
現
代
刑
事
訴
訟
法
論
』
第
三
章
三
節
「
検
察
官
論
の

視
点
」
、
四
節
「
日
本
検
察
官
論
」
(
一
九
七
七
年
)
な
ど
参
照
。

(
四
)
学
界
に
お
け
る
理
論
的
な
関
心
は
、
公
訴
権
濫
用
論
の
出
発
点
と
し
て
「
嫌
疑
な
き
起
訴
」
を
そ
の
類
型
に
含
め
る
か
否
か
の
と
こ
ろ
に
集

中
し
て
い
た
が
、
実
務
上
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
は
、
根
拠
に
つ
い
て
は
刑
事
訴
訟
法
、
同
規
則
、
憲
法
な
ど
様
々
で
あ
れ
、
ほ
と
ん
ど
は
「
訴

追
裁
量
の
誤
り
」
を
訴
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(
四
)
こ
れ
を
訴
訟
条
件
の
性
質
を
め
ぐ
る
論
議
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
形
式
裁
判
の
持
つ
「
検
察
官
に
対
す
る
批
判
性
」
の
要
・
不
要
の
問
題

と
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
鈴
木
・
前
掲
註
同
(
一
九
八

O
年
)
一
六
六
頁
以
下
等
参
照
。

(
却
)
旧
来
の
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
観
念
へ
の
疑
問
点
を
明
ら
か
に
し
、
手
続
打
切
り
論
の
方
向
性
を
示
唆
し
た
鈴
木
・
同
右
参
照
。
他
に
研
究

会
「
川
本
事
件
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
七
号
四
三
頁
の
三
井
誠
教
授
や
、
研
究
会
「
公
訴
権
の
運
用
を
め
ぐ
っ
て
」
判
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説

例
タ
イ
ム
ズ
三
五
四
号
六
三
頁
の
松
尾
治
也
教
授
の
発
言
を
参
照
。
他
方
、
手
続
打
切
り
論
の
方
向
性
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、
阿
部
・
前

掲
註
附
「
違
法
捜
査
と
公
訴
提
起
の
効
力
」
二
O
二
|
三
頁
な
ど
参
照
。

(
幻
)
後
藤
・
前
掲
註
削
は
公
訴
権
濫
用
論
か
ら
の
離
脱
を
強
く
主
張
し
、
「
濫
用
」
と
い
う
言
葉
が
事
案
の
本
質
を
媛
小
化
さ
せ
る
こ
と
を
危
慎
す

る
。
同
書
五
O
|
一
一
良
参
照
。

(m)
後
藤
・
前
掲
註
間
五
O
頁
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
公
訴
棄
却
論
は
、
被
告
人
の
眼
か
ら
見
れ
ば
公
訴
提
起
そ
の
も
の
に
対
す
る
デ
フ
エ

ン
ス
で
あ
る
。
法
全
体
か
ら
見
れ
ば
、
公
訴
提
起
を
、
憲
法
を
頂
点
と
す
る
法
体
系
の
下
に
お
け
る
、
行
政
権
力
に
よ
る
一
つ
の
処
分
と
し
て
、

違
法
な
公
訴
提
起
そ
の
も
の
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
当
該
検
察
官
が
そ
の
権
限
を
濫
用
し
な
か
っ
た
の
か

は
直
接
に
は
か
か
わ
り
の
な
い
こ
と
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
副
次
的
評
価
を
与
え
ら
れ
れ
ば
十
分
の
も
の
で
あ
る
」
と
。
ま
た
、
公
訴
権
濫
用
論

に
つ
い
て
当
時
の
学
説
状
況
で
は
「
テ
ク
ニ
ァ
ク
と
し
て
は
そ
れ
し
か
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す
る
声
も
、
ポ
ス
ト
公
訴
権
濫
用
論
の
必
要
を
感

じ
さ
せ
る
。
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
四
号
(
一
九
七
七
年
)
七
六
頁
の
西
垣
弁
護
士
の
発
言
参
照
。

(
お
)
最
高
裁
昭
和
五
六
年
六
月
二
六
日
第
二
小
法
廷
判
決
・
刑
集
三
五
巻
四
号
四
二
六
頁
。

(
剖
)
こ
の
よ
う
な
タ

l
ム
を
掲
げ
た
論
稿
と
し
て
、
た
と
え
ば
小
田
中
・
前
掲
註
同
(
一
九
八
二
年
)
お
よ
び
寺
崎
・
前
掲
註
削
(
一
九
八
八
年
)

が
あ
る
。
小
田
中
教
授
は
「
不
当
公
訴
抑
制
の
問
題
」
領
域
を
設
定
し
た
う
え
で
、
「
公
訴
権
濫
用
論
」
を
「
公
訴
抑
制
の
理
論
」
と
捉
え
な
お

し
、
包
括
的
な
問
題
の
解
決
を
目
指
し
て
い
た
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
能
勢
弘
之
『
刑
事
訴
訟
法
二
五
講
』
(
一
九
八
七
年
)
一
一
一
九
、
一
八
九
頁
な
ど
、
ま
た
福
井
厚
『
刑
事
訴
訟
法
』
(
一
九
八
九
年
)

二ハ一二
l
四
頁
参
照
。

(
お
)
鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
権
濫
用
ー
ー
そ
の
要
件
と
審
理
手
続
」

L
S
五
号
二
九
七
九
年
)
一
一
一
一
一
l
l
四
頁
参
照
。

(
幻
)
た
と
え
ば
、
阿
部
泰
昌
「
刑
事
手
続
と
障
害
者
の
人
権
保
障
(
上
・
下
)
」
判
例
時
報
二
一
七
O
、
四
号
(
一
九
八
八
年
)
な
ど
で
は
「
憲
法

的
形
式
裁
判
」
と
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
「
新
し
い
訴
訟
条
件
論
」
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
田
宮
前
掲
註

(
3
)
(
一
九
八
七
年
)
参
照
。

(
犯
と
た
と
え
ば
、
阿
部
泰
目
回
「
訴
訟
条
件
論
の
新
し
い
動
向
に
対
す
る
考
察
(
上
・
下
)
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
O
八
、
九
号
(
一
九
七
四
年
)
、

松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
法
を
学
ぶ
間
」
法
学
教
室
二
五
号
(
一
九
八
二
年
)
一
一

0
1
一
頁
を
参
照
。

(
却
)
こ
の
点
、
形
式
裁
判
の
類
型
論
と
し
て
今
後
「
手
続
打
切
り
論
」
が
展
開
す
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
田
宮
・
前
掲
註
凶

::/:.恥
員岡
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( 1 ) 

八
O
年
)
二
二

O
頁
を
参
照
。
ま
た
研
究
会
・
前
掲
註
間
(
一
九
八
一
年
)
四
三
頁
で
は
田
宮
教
授
が
「
も
し
:
:
:
公
訴
権
濫
用
論
が
終
罵
を

迎
え
た
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
打
切
り
論
が
学
界
で
出
て
く
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
「
予
言
」
を
一
不
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
泊
三
川
崎
英
明
「
違
法
捜
査
と
訴
訟
障
害
ー
ー
ー
西
ド
イ
ツ
訴
訟
障
害
論
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
」
島
大
法
学
三
一
巻
三
号
(
一
九
八
八
年
)
、

寺
崎
前
掲
注

(
3
)
、
川
口
浩
一
「
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
法
に
お
け
る
訴
訟
遅
延
と
訴
訟
障
害
山
」
奈
良
法
学
会
雑
誌
四
巻
一
号
(
一
九
九
一
年
)

な
ど
。

(
却
)
た
と
え
ば
、
井
上
正
仁
「
犯
罪
の
非
刑
罰
的
処
理
|
|
デ
ィ
ヴ
ァ

1
ジ
ョ
ン
の
観
点
を
手
掛
か
り
に
し
て
」
『
岩
波
講
座
基
本
法
学
八
・
紛
争
』

(
一
九
八
三
年
)
を
参
照
。

(
幻
)
微
罪
処
分
(
犯
罪
捜
査
規
範
一
九
五
一
九
七
条
)
、
起
訴
猶
予
制
度
(
刑
訴
法
二
四
六
条
)
、
少
年
手
続
に
お
け
る
試
験
観
察
制
度
(
少
年

法
二
五
条
)
な
ど
。
微
罪
処
分
の
実
情
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
吉
岡
一
男
『
刑
事
学
』
(
一
九
七
七
年
)
二
二

O
頁
以
下
を
参
照
。

(
辺
)
こ
の
問
題
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
拙
稿
「
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
訴
追
の
打
切
り
制
度
・
そ
の

1
1
1
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
微
罪
(
己
巾

E
E
S
3
5同『
R
Z
S
M
)
打
切
り
規
定
を
め
ぐ
っ
て
l
|
」
北
大
法
学
論
集
四
一
巻
二
号
(
一
九
九

O
年
)
を
参
照
。

(
お
)
「
犯
罪
の
軽
微
な
場
合
」
に
つ
い
て
公
訴
権
濫
用
論
の
適
用
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
三
井
誠
「
検
察
官
の
起
訴
猶
予
裁
量
川
」
神
戸
法
学

一
一
一
巻
一
・
二
号
(
一
九
七
一
年
)
九
一
頁
な
ど
を
参
照
。
ま
た
デ
ィ
ヴ

7
l
ジ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
、
現
行
法
の
「
公
訴
取
消
」
制
度
を
活
用
し
、

公
判
前
介
入
型
の
デ
ィ
ヴ

7
1
ジ
ョ
ン
が
我
が
法
に
も
可
能
で
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
、
宮
沢
節
生
「
公
判
前
デ
ィ
ヴ
ァ

l
ジ
ョ
ン
|
l
制
度

改
革
の
試
論
と
実
証
的
課
題

|
l
」
犯
罪
社
会
学
研
究
八
号
(
一
九
八
三
年
)
を
参
照
。

(
弘
)
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
(
上
)
〔
補
正
版
〕
』
(
一
九
八
四
年
)
一
四
一
一
一
o
i
l
s

四
頁
。

(
お
)
な
お
同
右
一
四
六
頁
に
お
い
て
、
松
尾
教
授
自
身
も
「
手
続
打
切
り
は
「
公
訴
権
の
濫
用
」
と
い
う
わ
く
を
超
え
て
、
「
公
訴
の
維
持
な
い
し

続
行
が
著
し
く
不
当
な
場
合
」
に
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
公
訴
権
濫
用
論
の
限
界
を
率
直
に
認
め
て
「
手
続
打
切
り
」

論
の
展
望
を
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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説

研
究
の
対
象
と
そ
の
視
点

自命

以
上
の
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
本
稿
で
は
「
手
続
打
切
り
論
」
を
比
較
法
的
な
視
点
で
捉
え
直
し
、

さ
ら
に
そ
の
理
論
的
な
基
礎
付

け
と
新
し
い
枠
組
み
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
従
来
「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
特
殊
日
本
的
な
問
題
で
あ
る

と
把
握
す
る
傾
向
が
あ
り
、
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
な
議
論
の
活
性
化
に
比
し
て
、
差
別
的
(
不
平
等
)
起
訴
の
研
究
な
ど
を
除
く
と
比
較

法
研
究
に
乏
し
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
当
事
者
主
義
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
原
理
と
い
っ
た
戦
後
わ

が
国
の
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
に
お
い
て
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
諸
原
理
と
合
致
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
空
白
を
埋
め
て
新
た
な
視
座
を
提

供
す
る
よ
う
な
豊
富
な
「
手
続
打
切
り
」

の
実
績
を
持
つ
素
材
と
し
て
ア
メ
リ
カ
法
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
視

角
か
ら
「
公
訴
権
濫
用
論
」
が
担
お
う
と
し
た
不
当
な
訴
追
へ
の
異
議
申
立
て
と
い
う
観
点
を
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
観

点
を
も
含
ん
だ
幅
広
い
「
打
切
り
」
を
行
う
理
論
構
成
の
あ
り
方
を
探
り
、
比
較
法
的
資
料
を
示
す
こ
と
が
ま
ず
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。

さ
て
、

そ
の
ア
メ
リ
カ
法
に
あ
っ
て
も
、

と
り
わ
け
長
い
制
定
法
史
と
裁
判
実
務
を
経
て
い
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
、
我
々
に
対
し
て
打

切
り
H
U
Z
呂
田
印
包
〔
本
稿
で
扱
う
「
手
続
打
切
り
」
に
対
応
す
る
観
念
〕

に
関
す
る
豊
富
な
議
論
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
次
の
英
文
は
、
一
九
六
八
年
一

O
月
一

O
日
付
け
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
三
二
頁
最
上
段
に
掲
げ
ら
れ
た
見
出
し
で
あ
る
。

』
ロ
仏
間
巾
己
目
的
呂
田
帥
印
巾
凹
わ
何
回
目
巾
印
刷
〉
何
回

E
M円
∞
斗
∞
門
戸
田
門
】
巾
ロ

g
m伊
丹
わ

O
E
B
σ
3
0
2
w匂

F

丹

市

吾

巾

Oσ
な
2
5ロ
印

C
同
司
『
。
田
市
門
口
円
。
「

(
裁
判
官
は
、
検
察
官
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
学
生
八
七
人
に
対
す
る
訴
追
を
打
ち
切
っ
た
)

北法43(1・16)16



豆
町
〈

hhE〉
Z
の
署
名
入
り
記
事
は
、
前
日
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
刑
事
裁
判
所
の
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル
ク
裁
判
官
が
、
不
法
侵
入
罪
(
円
コ
ヨ
呂
田
-

円
「
巾
印
宮
印
日
)
で
起
訴
さ
れ
て
い
た
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
学
生
八
七
人
に
対
す
る
訴
追
を
打
ち
切
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
事
件
は
、
同
年

春
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
起
こ
っ
た
大
学
紛
争
中
、
学
生
た
ち
が
大
学
の
建
物
を
占
拠
し
、
そ
の
結
果
合
計
四

O
O
人
の
学
生
が
起
訴
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
た
。
分
離
公
判
の
一
つ
と
し
て
聞
か
れ
た
本
裁
判
に
お
い
て
、
ゴ
ー
ル
ド
ベ
ル
ク
裁
判
官
は
、
自
分
の
判
断
が
「
決
し
て
被
告

人
ら
の
行
為
を
適
当
で
あ
っ
た
と
か
、
合
法
で
あ
っ
た
と
か
判
示
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、

そ
し
て
彼
ら
の
行
為
を
無
罪
と
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
」
を
警
告
し
つ
つ
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
刑
事
訴
訟
法
(
当
時
)
六
七
一
条
の
言
葉
を
引
用
し
て
「
正
義
の
増
進
の
た
め
に
(
百

E
ユz
q
E
2
0ご
5
Z
2
)
」
被
告
人
ら
を
自
由
に
す
る
と
語
っ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
検
察
官
は
、
「
大
量
の
仏

E
E
Z
は、

コ
ミ
、
ュ
ニ
-
ア

ィ
や
、
刑
事
司
法
制
度
に
危
険
を
も
た
ら
す
こ
と
、

ま
た
本
件
に
よ
る
大
学
の
損
害
は
三

O
万
ド
ル
と
い
う
多
額
で
あ
っ
て
、
四
五
人
の
警

官
が
負
傷
し
た
重
大
な
事
案
で
あ
る
こ
と
」
を
根
拠
に
打
切
り
に
強
く
反
対
し
て
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
は
自
ら
の
裁
量

に
よ
っ
て
裁
判
を
打
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
。

刑事訴訟における手続打切り(1)

我
々
が
ア
プ
ロ
ー
チ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

「
手
続
の
打
切
り
」
を
行
う
州
は
他
に
も
あ
る
が
、
右
の
ケ

l
ス
の
よ
う
に
非
類
型
的
な

2 訴
追
の
打
切
り
制
度
を
実
体
法
上
有
し
、

そ
れ
が
一

O
O年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
実
際
に
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
制
定
法
を
め
ぐ
る

豊
富
な
判
例
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、

そ
の
中
で
判
例
、
立
法
の
基
準
や
要
件
の
整
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
検
討
に
値
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
、

な
ど
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
選
ば
せ
た
原
因
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

具
体
的
に
は
、
ま
ず
第
一
章
で
、
こ
の
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
事
件
で
裁
判
官
が
手
続
を
打
ち
切
る
際
に
用
い
た
、
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の

訴
追
の
打
切
り
」
と
い
う
権
限
が
ど
の
よ
う
な
沿
革
の
下
に
誕
生
し
た
か
を
ア
メ
リ
カ
法
全
体
の
流
れ
の
う
ち
に
眺
め
る
。
す
な
わ
ち
、

モ
ン
・
ロ

1
上
の
検
察
官
の
打
切
り
権
限
を
抑
制
す
る
必
要
か
ら
生
ま
れ
た
裁
判
所
の
打
切
り
権
、

そ
し
て
被
告
人
の
打
切
り
申
立
て
権
の コ

北法43(1・17)17



吉見

承
認

と
続
く
法
理
の
形
成
過
程
を
ト
レ
ー
ス
し
、

こ
の
発
展
段
階
を
「

U
E
E
Z包
の
法
理
」

の
形
成
過
程
と
し
て
取
り
扱
い
、

そ
の
特

~~i去43(1 ・ 18)18

質
を
か
い
つ
ま
ん
で
学
ぶ
。
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
「

U
Z
E∞
E
-
の
法
理
」
が
不
起
訴
方
向
に
対
す
る
抑
制
か
ら
起
訴
方
向
に
対
す
る

吾とお
日間

抑
制
へ
と
展
開
し
た
経
緯
は
、

ま
さ
し
く
わ
が
国
に
お
け
る
戦
前
の
起
訴
猶
予
制
度
に
対
す
る
抑
制
問
題
が
、
戦
後
に
至
る
と
公
訴
抑
制
の

問
題
に
変
質
し
た
と
い
う
、
公
訴
権
の
運
用
を
め
ぐ
る
学
界
の
理
論
的
課
題
の
変
遷
と
パ
ラ
レ
ル
な
様
相
を
示
し
て
い
て
、
大
き
な
示
唆
を

与
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
章
で
は
、
か
か
る

0
5呂
田
巳
が
ど
の
よ
う
な
立
法
の
下
で
運
用
さ
れ
、
ま
た
判
例
が
こ
れ
を
ど
う
解
釈
し
て
い
る
の
か
、
を
ニ
ュ

l

ヨ
ー
ク
州
を
素
材
に
し
て
分
析
す
る
。
旧
法
時
代
と
一
九
七

O
年
の
新
法
制
定
後
、

そ
し
て
七
九
年
の
改
正
後
、

の
三
つ
の
時
期
区
分
に
従

る
こ
と
、

ぃ
、
で
き
る
だ
け
詳
細
に
事
件
を
描
き
な
が
ら
判
例
の
動
向
を
捕
捉
し
た
い
。
判
例
の
積
み
重
ね
が
新
た
な
法
理
の
展
開
を
可
能
に
し
て
い

ま
た
そ
の
個
々
の
事
案
の
解
決
を
見
る
こ
と
に
ア
メ
リ
カ
法
を
学
ぶ
意
味
が
あ
る
こ
と
は
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、

「
手
続
打
切
り
」
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
個
々
の
事
案
に
現
れ
た
打
切
り
を
招
来
す
べ
き
個
別
具
体
的
な
事
情
を
見
て
い
く
こ
と
が
き
わ

め
て
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

と
り
わ
け
「
正
義
の
増
進
の
た
め
に
」
と
い
う
目
的
を
掲
げ
る
ア
メ
リ
カ
法
独
特
の
論
拠
に
つ
い
て

各
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
、

ま
た
ど
う
い
っ
た
基
準
に
よ
っ
て
打
切
り
を
正
当
化
し
た
か
、
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。

そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
こ
の
「
正
義
の
原
理
」
と
本
稿
で
呼
ば
れ
て
い
る
法
原
理
の
解
明
が
本
稿
の
負
っ
て
い
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
課
題
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
第
三
章
で
、

ア
メ
リ
カ
法
へ
の
知
見
に
基
づ
き
、
あ
る
べ
き
手
続
の
打
切
り
を
支
え
る
理
論
的
基
盤
を
考
察
す
る
。
い
わ
ば
「
手

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
示
す
こ
と
、
こ
れ
が
本
章
の
課
題
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
以
上
、
で
き
る
だ
け
多
角
的
な
基
礎
を
「
打
切
り

続
打
切
り
論
」

論
」
に
提
供
す
る
よ
う
努
め
、

わ
が
国
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
議
論
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
今
後
の
立
法
論
、
運
用
論
の

一
助
と
な
り
う
る
提
案
を
自
説
と
し
て
示
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。



本
稿
は
以
上
の
よ
う
な
視
点
と
そ
れ
に
従
っ
た
構
成
で
書
か
れ
た
。

3 

他
方
、
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
と
い
う
連
邦
外
の
管
轄
か
ら
研
究
の
対
象
を
求
め
る
意
味
は
、
右
の
よ
う
な
法
制
度
の
持
つ
特
殊
性
の

日
常
の
刑

み
な
ら
ず
、

そ
れ
以
外
の
理
由
に
依
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
軽
微
な
事
案
で
あ
る
と
か
、

高
裁
判
例
の
研
究
よ
り
も
、

の
観
点
か
ら
す
る
と
、
憲
法
論
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
合
衆
国
最

ま
ず
こ
う
し
た
州
法
領
域
で
の
研
究
が
不
可
欠
な
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、

法
犯
の
ほ
と
ん
ど
が
州
法
に
よ
っ
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
「
手
続
打
切
り
」

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
ア
メ
リ
カ
法

全
体
の
実
務
に
大
き
な
影
響
力
を
有
し
て
お
り
、
各
州
が
別
個
の
法
体
系
を
有
す
る
も
の
の
相
対
的
な
重
要
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三

に
、
世
界
有
数
の
犯
罪
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
を
抱
え
る
地
域
管
轄
で
あ
る
た
め
、
ア
メ
リ
カ
を
代
表
す
る
に
足
る
問
題
状
況
を
反
映
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
点
は
、
逆
説
的
に
は
平
均
的
ア
メ
リ
カ
法
の
姿
を
反
映
し
て
い
な
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
り
、
特
殊
な

治
安
事
情
も
加
味
し
た
評
価
が
求
め
ら
れ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

刑事訴訟における手続打切り(1)

最
後
に
訳
語
の
問
題
に
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
従
来
、

と
り
わ
け
刑
事
法
の
分
野
で
の

U
U
吉
岡
田
凹
¥
色

2
5
3巳
の
訳

ア
メ
リ
カ
法
、

を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
な
誤
解
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
特
に
「
形
式
裁
判
」
の
一
類
型
と
し
て
、
我
が
法
で
の
「
公
訴

棄
却
」
と
同
義
に
理
解
す
る
向
き
が
多
か
っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
詳
し
く
は
第
一
章
に
お
い
て
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ア
メ

リ
カ
法
に
あ
っ
て
は
、
全
∞
呂
田
印
包
と
い
う
語
は
、
公
判
前
段
階
で
は
検
察
官
が
訴
追
を
取
り
下
げ
る
場
合
や
大
陪
審
が
起
訴
状
を
却
下
す

る
場
合
、
起
訴
後
公
判
開
始
前
で
は
裁
判
所
が
法
定
上
の
訴
訟
条
件
が
満
た
さ
れ
な
い
と
き
に
当
該
起
訴
を
打
ち
切
る
場
合
、
さ
ら
に
は
公

判
開
始
後
で
あ
っ
て
も
審
理
中
に
手
続
を
打
ち
切
る
場
合
や
控
訴
を
棄
却
す
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
多
義

的
な
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
た
う
え
で
、
本
稿
で
は
、
円
四
回
目
ヨ
ロ
∞
胃
O
凹巾円
E
t
g
あ
る
い
は

a
E
E
∞
乙

EF円
5
2円
。
「
百
円
。
「
呂
田

Z
S
に
つ

い
て
は
「
訴
追
の
打
切
り
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
、

北法43(1・19)19

一
般
的
に
斗
広
ヨ
あ
印
¥
丘
印
吉
田
国
主
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
単
に
「
打
切
る
/
打



説

切
り
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
る
こ
と
に
し
た
。
た
だ
し
、
立
法
を
め
ぐ
っ
て
使
わ
れ
る
場
合
な
ど
適
宜
原
語
の
ま
ま
で
用
い
て
い
る
。
こ
う

を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
門
日
目
印
呂
田
印
¥
門
宏
呂
田
印
白
-
と
は
何
か
、

と
い
っ
た
基
本
的
な
疑
問
の
解
明
も
本
稿
の
課
題
の
ひ
と
つ
で

北法43(1・20)20

雪ム
ロ岡

し
た
「
打
切
り
」
を
示
す
用
語
の
正
確
な
把
握
に
基
づ
い
て
、
初
め
て
「
手
続
打
切
り
論
」
の
比
較
法
的
な
基
盤
が
整
え
ら
れ
る
の
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
、
こ
れ
ま
で
無
批
判
に
用
い
ら
れ
て
き
た
用
語
に
つ
い
て
の
反
省
に
立
っ
て
「
手
続
打
切
り
論
」
の
議
論

あ
る
と
考
え
る
。

註(
l
)

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
た
と
え
ば
鈴
木
義
男
元
検
事
の
発
言
な
ど
に
現
れ
て
い
る
。
「
日
本
の
風
土
か
ら
言
い
ま
す
と
、
起
訴
の
平
等
と
い
う

の
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
だ
と
私
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
公
訴
権
濫
用
論
と
い
う
日
本
独
特
の
理
論
も
出
て
き
た
ん
だ
と
思
う
ん

で
す
。
」
『
現
代
の
検
察
』
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
・
総
合
特
集
シ
リ
ー
ズ
一
六
巻
(
一
九
八
一
年
)
五
九
頁
な
ど
実
務
家
か
ら
の
意
見
に
多
く
(
同

「
刑
事
手
続
に
お
け
る
平
等
志
向
」
『
刑
事
法
ノ
ー
ト
2
』
(
一
九
八
三
年
)
一
頁
も
同
旨
)
、
刑
事
法
を
め
ぐ
る
日
本
的
特
色
と
し
て
語
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
訴
提
起
な
ら
び
に
維
持
の
適
・
不
適
を
め
ぐ
る
問
題
は
ど
の
国
に
も
共
通
の
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
風
土
論
な
ど
へ
の
媛
小
化
は
適
切
で
な
か
ろ
う
。

(
2
)
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
最
高
裁
を
素
材
に
論
じ
る
も
の
は
数
多
い
が
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
松
本
時
夫
「
刑
罰
法
令
の
差
別
的
運
用
と
法
の

平
等
保
護
の
原
則
|
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
と
理
論
」
法
律
時
報
四

O
巻
三
号
(
一
九
六
八
年
)
、
石
川
才
額
「
公
訴
権
の
差
別
的
運
用
と

平
等
保
護
原
則
の
展
開
」
刑
法
雑
誌
一
六
巻
二
H

四
号
(
一
九
六
八
年
)
な
ど
。

(
3
)
そ
う
し
た
中
で
、
小
山
雅
亀
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

1
1
近
年
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
理
論
を
中
心
に
1
l
」

阪
大
法
学
二
二

O
号
(
一
九
八
四
年
)
は
、
不
平
等
起
訴
の
問
題
に
加
え
て
「
報
復
的
起
訴
」
の
問
題
を
も
扱
っ
て
お
り
貴
重
で
あ
る
。
ま
た

近
時
、
西
ド
イ
ツ
法
の
手
続
打
切
り
の
事
例
を
参
考
に
論
じ
る
も
の
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
米
田
泰
邦
『
犯
罪
と
可
罰
的
評
価
』
(
一
九
八
三
一
年
)

コ
二
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

(
4
)

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
不
法
侵
入
事
件
を
含
め
、
当
大
学
で
の
紛
争
の
経
緯
と
、
当
時
の
学
生
運
動
全
般
の
動
き
を
追
っ
た
も
の
と
し
て
、
た
と



刑事訴訟における手続打切り(1)

え
ば
、
越
智
道
雄
『
ア
メ
リ
カ
「
六

0
年
代
」
へ
の
旅
』
一
五
六
六
人
頁
(
朝
日
選
書
一
一
一
五

0
・
一
九
人
八
年
)
を
参
照
。

(
5
)
本
件
に
つ
い
て
は
判
例
集
で
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
た
め
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
不
法
侵
入
罪
は

A
級
な
い
し
は

B
級
軽
罪
ま

た
は
秩
序
違
反
行
為
に
あ
た
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
、
A
級
軽
罪
に
は
一
年
以
下
の
拘
禁
刑
な
い
し
は
一

0
0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
、

B

級
軽
罪
に
は
コ
一
ヵ
月
以
下
の
拘
禁
刑
な
い
し
は
五

0
0
ド
ル
以
下
の
罰
金
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
同
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
大
学
学
長
が
大
学

の
規
律
に
し
た
が
っ
て
学
生
の
処
分
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
た
こ
と
が
、
裁
判
長
に
打
切
り
を
行
わ
せ
た
大
き
な
要
因
と
な
っ
た
よ
う

で
あ
る
。

(
6
)
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
制
度
を
公
訴
権
濫
用
論
と
の
か
か
わ
り
か
ら

触
れ
た
も
の
は
筆
者
の
確
認
し
た
限
り
で
は
、
鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
権
の
濫
用
と
可
罰
性
の
理
論
|
!
チ
ッ
ソ
水
俣
病
川
本
事
件
控
訴
審
判
決
を

め
ぐ
っ
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
五
四
号
(
一
九
七
八
年
)
四
六
頁
と
、
『
最
高
裁
判
例
解
説
(
刑
事
篇
)
昭
和
五
五
年
』
〔
渡
部
保
夫
〕
四
一
八

頁
註
(
凶
)
が
あ
る
。

5
2
2
F
2
8
2
0ご
5
2
2
の
語
に
つ
い
て
、
鈴
木
教
授
は
「
正
義
の
推
進
」
と
訳
さ
れ
、
渡
部
教
授
は
「
正
義
の
増
進
」

と
の
訳
語
を
当
て
ら
れ
て
い
た
。
本
稿
は
後
者
に
従
っ
て
い
る
。
ま
た
翻
訳
だ
が
、

A
-
s
・
ゴ
ー
ル
ド
シ
エ
テ
ィ
ン
・
渥
美
東
洋
監
修
・
椎

橋
隆
幸
他
訳
『
控
え
目
な
裁
判
所
1

1

検
察
官
の
裁
量
と
有
罪
答
弁
』
(
一
九
七
八
年
)
四
六
頁
に
は
「
正
義
の
促
進
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
。

(
7
)
戦
前
、
戦
後
の
問
題
状
況
の
変
還
を
端
的
に
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
田
宮
裕
「
訴
追
裁
量
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

l
l
公
訴
権
の
濫
用

に
つ
い
て

l
|
」
立
教
法
学
一
一
号
(
一
九
六
九
年
)
一
五
七
頁
の
「
起
訴
便
宜
主
義
の
発
展
」
以
下
参
照
。

(
8
)

こ
の
点
に
つ
き
た
と
え
ば
、
判
例
法
学
習
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
、
伊
藤
正
己
・
木
下
毅
『
新
版
・
ア
メ
リ
カ
法
入
門
』
(
一
九
八
一
年
)
五

ー
二
一
頁
な
ど
参
照
。

(
9
)
こ
う
し
た
意
味
で
、
本
稿
は
近
時
の
「
正
義
論
」
の
実
質
的
な
意
味
付
け
を
め
ぐ
る
論
争
を
参
考
に
す
る
こ
と
に
な
る
(
第
二
章
五
節
を
参
照
)
。

こ
の
こ
と
は
従
来
の
価
値
相
対
主
義
の
持
つ
正
義
論
へ
の
懐
疑
的
な
態
度
を
再
考
す
る
意
味
を
含
ん
で
い
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
哲
学
や

実
践
哲
学
の
持
つ
巨
大
な
こ
の
問
題
領
域
に
か
か
わ
る
こ
と
は
本
稿
の
能
力
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
あ
り
、
単
に
ア
プ
ロ
ー
チ
の
筋
道
を

示
す
に
止
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
断
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
叩
)
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
中
山
茂
編
著
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
再
考
』
(
一
九
八
四
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
日
)
ア
メ
リ
カ
法
研
究
に
お
け
る
州
法
研
究
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
荒
木
伸
恰
『
裁
判
ー
ー
そ
の
機
能
的
考
察
』
二
九

八
八
年
)
四
九

l
五
O
頁
参
照
。
依
然
と
し
て
圧
倒
的
な
連
邦
中
心
の
研
究
の
趨
勢
は
衰
え
て
い
な
い
が
、
八

0
年
代
か
ら
連
邦
最
高
裁
の
保

北法43(1・21)21 



説

守
化
傾
向
に
拍
車
が
か
か
っ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
中
心
の
研
究
は
見
直
す
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
な
ど
を
は
じ
め
各
州
最
高
裁
の
方
が
、
よ
り
人
権
保
護
に
厚
い
判
決
を
出
し
て
い
る
現
状
は
、
州
法
領
域
の
重
要
性
の
理
由
と
な
ろ
う
o

ME-
ヨ
』
∞
『

Z
E
E
-
コ
芯
思
【
【
局
、

3
h
p門的
U
M
E同
町
内
室
皇
室
町
H

室

2
C
Eミ
H

霊
的
。
H
U
5
3
K
Fミ
ヨ
h
r
p
g
z
J円

-rz何回
〉

F
}
H
C
(巴
∞
叶
)

(
ロ
)
と
り
た
て
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
優
位
性
を
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
性
は
な
い
と
も
言
え
る
が
、
刑
事
法
の
分
野
で
は
犯
罪
の
多

さ
と
も
関
係
し
て
、
同
州
、
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
が
ひ
と
つ
の
「
モ
デ
ル
化
」
し
て
い
る
現
実
は
否
め
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
成
果
と

し
て
、
た
と
え
ば
重
罪
事
件
へ
の
処
理
を
扱
っ
た
ヴ
エ
ラ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ

l
ト
に
よ
る
研
究
調
査
(
〈
ミ
出

E
S
Z
Z
D
ご
=
E
R
-
F
5
2

〉
回
目
何
百
日
叶

Z巴目

2
0印開
24-oz
白

E

P
唱
。
印
ヨ

0
2
5
Z
E
J「
C
Z
R
P
1印
(U054(EE))
や
、
累
犯
に
関
す
る
研
究
(
周
忌
巾
ユ
古
田

F
E
E
-
n
E
'

z
-
E
F
F
E
)
-
E
Z
E
Z
E
J「。
E

Dコ
、
〉
ロ
ロ
〈
田
宮
山
門
問
。
ロ

oご
Z
E
E
2
0『

F
Z
Z
E
C
Cロ
自
己

U
F
2
3
5ロ
∞
巾
『
三
円
。
印
(
巴
コ
)
)
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
よ
う
。

(
日
)
犯
罪
都
市
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
描
い
た
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
上
原
正
夫
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
に
お
け
る
少
年
非
行
と
そ
の
対
策
」
判
例

タ
イ
ム
ズ
四
六
六
号
(
一
九
八
二
年
)
六

O
頁
、
同
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
刑
事
裁
判
所

i
l
め
っ
た
に
聞
か
れ
な
い
裁
判
所
」
判
例
タ
イ
ム
ズ

五

O
三
号
(
一
九
八
三
年
)
五
八
頁
な
ど
参
照
。
特
に
後
者
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
に
よ
る
刑
事
裁
判
の
危
機
的
状
況
を
め
ぐ
る

レ
ポ
ー
ト
を
紹
介
す
る
。
~
町
内

F
Z
E
d
-
c田
岡
寸
吉
田
。
・
N
G
-
N
∞・

ω
。・叶

N
・
5
∞
ω・

(日

a
)
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
を
対
象
に
し
た
刑
事
司
法
研
究
の
特
殊
性
と
一
般
性
を
簡
潔
に
記
し
た
も
の
と
し
て
、
}
河
口
ミ

F
。
E
v
-
-
z
R
『

2
-
E

同ロ

Z
何
者
〈
。
問
問

n-↓J
デ

]

戸

]

{

k

H

(

]

戸

市

wω
。)・

(
日
)
た
と
え
ば
法
務
長
官
官
房
渉
外
諜
・
法
務
庁
検
務
局
総
務
課
共
訳
『
斗

z
n
o含
え
の
『

5
-
E
-
F
R
E
E『
内
』
(
一
九
四
九
年
)
で
は
一
一
一
一
一
一
八
、

三
三
九
条
の
「
公
訴
棄
却
」
を
斗
E
E
Z
と
訳
し
て
い
る
。
た
し
か
に
形
式
裁
判
に
よ
る
裁
判
の
打
切
り
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
丘
印
呂
田
訟
に
よ

る
が
、
任
回

E
2
4八
ム
訴
棄
却
と
い
う
単
純
な
図
式
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

邦
文
に
現
れ
た
訳
語
だ
け
を
い
く
つ
か
拾
っ
て
み
て
も
、

①
検
察
官
が
訴
追
を
取
り
や
め
る
段
階
で
は

「
公
訴
の
取
下
」
(
ゴ
ー
ル
ド
シ
ユ
テ
ィ
ン
・
前
掲
註

(
6
)

一
一
頁
参
照
)
や
「
公
訴
取
消
」
(
三
井
誠
「
検
察
官
の
起
訴
猶
予
裁
量
川
ー
ー

そ
の
訴
訟
法
的
お
よ
び
比
較
法
制
的
考
察

|
i
」
神
戸
法
学
一
一
一
巻
一

H
二
号
(
一
九
七
一
年
)
八
三
頁
)
、
「
不
起
訴
」
(
樋
口
範
雄
「
検
察
官

に
よ
る
不
起
訴
の
決
定
と
引
き
換
え
に
、
公
務
員
に
よ
る
人
権
侵
害
に
基
づ
く
賠
償
請
求
訴
訟
の
提
起
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
容
と
す
る

論

北法43(1・22)22



刑事訴訟における手続打切り(1)

ム
口
音
叫
(
『
丘
町
白
印
巾
己
E
B
】目的由一釦間「巾巾ヨ巾ロ丹)

②
裁
判
所
が
手
続
を
打
切
る
段
階
で
は

「
公
訴
の
棄
却
」
(
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
と
デ
ュ

i
・
プ
ロ
セ
ス
』
(
一
九
七
二
年
)
三

O
二
貝
)
、
「
起
訴
状
却
下
」
(
『
米
連
邦
刑
事
訴
訟
手
続
、

米
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
』
司
法
研
究
報
告
書
二
巻
四
号
(
一
九
四
九
年
)
)
、
「
公
訴
却
下
」
(
瀧
賢
太
郎
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
刑
事
訴
訟
規

則
概
説
(
そ
の
六
)
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
六
八
七
号
(
一
九
八
九
年
)
一
一
一
頁
)
と
い
っ
た
言
葉
が
当
て
ら
れ
て
お
り
、
百
家
争
鳴
の
感
が
あ
る
。

(
日
)
近
時
、
こ
の

ι
E出
回
目
的
¥
全
開

g
a
g
-
の
用
語
の
多
義
性
に
配
慮
し
た
訳
語
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
訴
追
の
打
切
り
」
の
誇
を
含

ま
せ
て
「
公
訴
棄
却
」
と
と
も
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、

L
-
M
・
リ
l
ド
、
井
上
正
仁
、
山
室
恵
『
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
手
続
』
(
一
九
八
七
年
)

一
四
六
頁
以
下
が
あ
る
。

(
日
)
早
く
か
ら
任
回
目
窃
白
色
を
「
手
続
打
切
り
」
と
明
示
さ
れ
た
荒
木
伸
恰
「
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
に
つ
き
、
量
刑
に
お
け
る
軒
酌

で
は
不
充
分
で
あ
り
、
手
続
打
切
り
の
み
が
唯
一
の
救
済
策
で
あ
る
と
さ
れ
た
事
例
笠
『
=
ロ
宵
〈
-
C
E
Z巳
巴
え
g
-
E
N
C
-
∞
会
品
(
呂
叶
ω)」

ア
メ
リ
カ
法
一
九
七
五

!
I
(
一
九
七
五
年
)
二
一
二
頁
ゃ
、
同
「
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
川
」
立
教
法
学
一
五
号
二
九
七
六
年
)
一

O
四
、
二
一
四
頁
等
を
参
照
。
こ
の
ほ
か
色
目
E
Z
¥
門回目的
E
Zと
の
訳
語
に
「
手
続
き
打
切
り
」
を
当
て
た
、
松
尾
浩
也
「
迅
速
な
裁
判
」
『
法

協
百
年
論
集
・
二
巻
』
(
一
九
八
三
年
)
六

O
五
頁
、
酒
巻
匡
『
刑
事
証
拠
開
示
の
研
究
』
(
一
九
八
八
年
)
一
一
一
一
頁
ゃ
、
「
訴
追
の
打
切
り
」

を
当
て
た
、
井
上
正
仁
「
犯
罪
の
非
刑
罰
的
処
理
1
1
デ
ィ
ヴ

7
1
ジ
ョ
ン
の
観
念
を
手
懸
か
り
に
し
て
|
|
」
『
岩
波
講
座
・
基
本
法
学
八
|

|
紛
争
』
(
一
九
八
三
年
)
三
九
八
頁
な
ど
が
あ
る
。

(
げ
)
既
に
(
西
)
ド
イ
ツ
法
に
つ
い
て
は
何
回
口
印

R
=
E聞
の
訳
語
と
し
て
「
打
切
り
」
あ
る
い
は
「
手
続
打
切
り
」
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
が
対
照

的
で
あ
ろ
う
。
∞
も
O
-
宮
町
ω
・
5
ω
?
?
?
且咽巾・

5
ι
・
5
0
e
N
C日
'
N
o
r
-
N
O
叶
σ
-
N
S
ω

な
ど
を
参
照
。
特
に
一
五
三
条

a
の
間
遠
か
ら
論

じ
た
も
の
と
し
て
、
松
尾
浩
也
「
起
訴
法
定
主
義
の
動
向
|
|
西
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
に
関
す
る
一
つ
の
∞

q
E戸
門
|
|
」
『
団
藤
重
光
博
士
古
稀

祝
賀
論
文
集
第
四
巻
』
(
一
九
八
五
年
)
一
九
七
戸
、
を
、
二

O
六
条
a
と
二
六

O
条
の
打
切
り
規
定
か
ら
お
と
り
捜
査
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と

し
て
、
川
崎
英
明
「
違
法
捜
査
と
訴
訟
障
害

l
|
西
ド
イ
ツ
訴
訟
障
害
論
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
|
|
」
島
大
法
学
三
一
巻
三
号
(
一
九
八

八
年
)
、
迅
速
な
裁
判
と
の
関
連
か
ら
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
川
口
浩
一
「
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
法
に
お
け
る
訴
訟
遅
延
と
訴
訟
障
害
川
」
奈
良
法

学
会
雑
誌
四
巻
一
号
二
九
九
一
年
)
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。
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の
有
効
性
を
認
め
た
事
例
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
八
九

E
(
一
九
九
O
年
)

四
一
四
頁
、



説

第
一
章

訴
追
の
打
切
り
制
度
の
沿
革
と
概
要

吾ι
E岡

本
章
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
手
続
を
打
切
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る

E
0
5日
目
的
印
¥
己
Z

E
虫
色
=
制
度
の
沿
革
を
知
る
た
め
に
、
コ
モ
ン
・

ロ
ー
の
時
代
ま
で
遡
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、

U
Z
吉
田

g-
が
単
な
る
ア
メ
リ
カ
の
制
定
法
上
の
発
明
で
は
な
く
、

コ
モ
ン
・
ロ

i
に
お

い
て
法
務
総
裁

2
2
0「
ロ
ミ
の
巾
口
市
「
曲
一
)
の
独
占
的
な
裁
量
に
よ
り
用
い
ら
れ
て
い
た
「
訴
追
の
中
止

20-r
胃

2
2
5
)
」

の
権
限
を
起
源
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
現
在
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

U
3
E
Z包
の
全
体
像
を
描
く
た
め
、
以
下
第
一
節
に
お
い
て
、
〈
一
〉

は
コ
モ
ン
・
ロ

l
以
来
の
歴
史
的
な
沿
革
を
、
〈
二
〉

で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

U
Z
E
Z巳
を
め
ぐ
る
立
法
の
変
遷
を
示
す
。
そ
し
て
第

二
節
で
は
そ
の
発
達
過
程
を
「

0
5
5
目
印
包
の
法
理
」

の
展
開
と
し
て
整
理
す
る
。

こ
の
法
理
は
、
当
初
に
お
い
て
は
検
察
官
に
よ
る
訴
追
の
中
止
権
限
の
濫
用
を
抑
制
す
る
た
め
に
始
ま
り
、
続
い
て
裁
判
所
自
身
の
打
切

り
権
限
存
否
の
問
題
へ
と
移
行
す
る
。
更
に
こ
の
問
題
は
、
訴
追
を
打
ち
切
る
よ
う
申
し
立
て
る
被
告
人
の
権
利
の
存
否
を
問
う
段
階
に
進

む
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は
憲
法
的
刑
事
訴
訟
法
の
発
展
と
無
縁
で
は
な
い
。
特
に
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
へ
の
権
利
が
認
識
さ
れ
る
に
つ

れ
、
現
実
の
裁
判
過
程
に
お
い
て
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
を
保
障
す
る
と
き
被
告
人
が
求
め
る
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
決
こ
そ
訴
訟
の
打

切
り
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
打
切
り
問
題
の
変
遷
を

0
2
呂
田
∞
と
の
法
理
の
展
開
と
し
て
位
置
づ
け
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
と
り
わ
け
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る

「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
に
至
る

U
Z
E
g
と
制
度
は
右
法
理
の
展
開

を
明
白
に
辿
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
が
、

そ
れ
こ
そ
本
稿
の
考
察
の
対
象
と
し
て
同
州
の
刑
事
手
続
を
選
ん
だ
理
由
で
あ
る
の
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
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第
一
節

訴
追
の
中
止
(
Z

。-
Z
胃

2
2
5
か
ら
訴
追
の
打
切
り
へ

，戸、ー

一、、〆'

訴
追
の
中
止

コ
モ
ン
・
口
l
に
お
け
る
「
訴
追
の
中
止
」

一
八
八
一
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
刑
事
訴
訟
法
典
の
六
七
二
条
で
は
、
六
七
一
条
に
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り

(
U
Z
B
E

E
P『
手
巾
『
自
門
巾
。
ご

5
E円
巾
)
」
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
「

S
F
旬。∞

2
5
の
提
起
は
廃
さ
れ
る
」
と
宣
言
さ
れ
た
。
右
立
法
に
つ
い

刑事訴訟における手続打切り(1)

て
判
例
は
、
「
訴
追
の
中
止
を
廃
止
し
た
六
七
二
条
に
鑑
み
て
、
本
規
定
(
六
七
一
条
)
は
、
外
見
上
以
前
の
実
務
に
お
け
る
訴
追
の
中
止

の
単
な
る
代
わ
り
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
の
見
解
を
示
し
、
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
が
訴
追
の
中
止

を
起
源
に
し
た
制
度
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
以
後
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
判
例
に
お
い
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ

て
い
る
し
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
み
な
ら
ず
他
州
に
も
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

zo--巾同)『
2
2
5
と
は
、
元
来
、
訴
追
側
が
自
発
的
に
訴
追
を
取
り
下
げ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
連
邦
裁
判
所
の
判
例
は
、
こ
れ
を
、
文

言
上
「
訴
追
の
意
思
の
な
い
こ
と
」
と
解
し
て
い
る
。
「
不
訴
追
宣
言
」
と
か
「
訴
追
の
取
下
げ
」
と
い
っ
た
訳
語
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
も

多
い
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
を
「
訴
追
の
中
止
」
と
訳
す
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
訴
訟
行
為
は
、

も
と
も
と
私
人
訴
追
主
義
の
国
で
あ
っ
た
イ

ギ
リ
ス
で
、
私
人
に
よ
る
訴
追
を
公
的
見
地
よ
り
統
制
す
る
目
的
か
ら
法
務
総
裁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
現
在
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
か
か

る
手
続
は
め
っ
た
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
そ
れ
は
私
人
訴
追
そ
の
も
の
が
当
初
の
形
態
を
失
っ
て
い
る
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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説

訴
追
の
中
止
が
い
つ
ご
ろ
生
ま
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
法
制
史
上
、
明
確
な
資
料
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、

一
六
四
四

言命

一
五
五
五
年
に
議
会
議
員
三
九
人
に
対
す
る
訴
追
が
取
り
下
げ
ら
れ
た
旨
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

制
度
に
関
す
る
最
も
古
い
記
述
と
言
わ
れ
て
い
る
。

年
に
出
版
さ
れ
た
コ

l
ク
の
文
献
に
は
、

他
方
、

一
七

O
四
年
の
ゴ
ッ
ダ

l
ド
事
件
に
お
い
て
、
法
務
総
裁
に
よ
る
手
続
の
打
切
り
(
門
ミ
呂
田

E
C
S
え
官
。

判
例
に
お
い
て
は
、

と
判
示
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
「
王
の

名
に
お
い
て
開
始
さ
れ
た
手
続
は
、
王
の
意
思
に
お
け
る
打
切
り
に
服
す
べ
き
で
あ
る
」
と
の
原
理
に
求
め
ら
れ
る
。
訴
追
の
中
止
が
無
罪

門
町
内
全
国
間
的
)
が
訴
追
の
中
止
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
こ
と
に
つ
き
、
こ
れ
を
無
罪
と
し
て
扱
わ
な
い
、

と
さ
れ
な
い
以
上
、
再
訴
の
可
能
性
が
問
題
と
な
る
が
、
打
切
り
が
同
一
犯
罪
へ
の
再
訴
を
妨
げ
な
い
こ
と
は
、

事
件
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

一
七
一
一
一
年
の
リ
ド
パ
ス

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
「
訴
追
の
中
止
」

コ
モ
ン
・
ロ

l
を
継
受
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
な
か
っ
た
「
公
衆
訴
追
主
義
」
に
基
づ
き
、

官
制
度
を
有
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
私
人
訴
追
」
主
義
は
主
流
と
な
ら
ず
、
大
陪
審
制
度
を
維
持
し
つ
つ
も

各
州
、
各
地
区
(
ロ
ー
カ
ル
)
に
置
か
れ
た
検
察
官
に
よ
る
官
吏
訴
追
が
採
り
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
検
察
官
制
度
の
成
立
と

一
見
す
る
と
大
陸
法
的
な
検
察

共
に
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
例
外
的
な
官
吏
訴
追
の
担
い
手
で
あ
っ
た
法
務
総
裁
に
よ
る
「
訴
追
中
止
」
権
限
も
各
検
察
官
に
与
え
ら
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
は
、
本
国
の
よ
う
な
、
私
人
訴
追
の
制
限
な
い
し
抑
制
と
い
っ
た
当
初
の
制
度
的
目
的
を
持
た
な
い

ま
ま
、
訴
追
を
自
由
に
打
ち
切
る
権
限
を
獲
得
し
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
権
限
に
つ
い
て
独
立
後
の
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
所
が
意
見
を
示
し
た
の
は
、

一
八

O
六
年
の
州
対
ウ
ィ

l
ラ

l
事
件
が
最
初
と
さ
れ
て
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い
る
。

マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
裁
判
所
の
パ

i
ス
ン
ズ
裁
判
官
は
、
「
最
高
裁
判
所
も
、
事
実
審
裁
判
所
も
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
訴
追
の

中
止
の
提
起
を
助
言
す
る
権
限
は
な
く
、

〔
そ
の
権
限
は
〕
検
察
官
の
裁
量
に
お
い
て
の
み
行
使
さ
れ
る
」
こ
と
、

さ
ら
に
「
訴
追
中
止
を

お
こ
な
う
権
限
は
政
府
を
代
表
し
て
訴
追
を
行
う
検
察
官
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

そ
の
行
使
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
の
は
当

該
検
察
官
の
み
で
あ
る
」
こ
と
を
明
示
し
た
。

一
八
二
四
年
に
は
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
州
の
裁
判
所
も
、
「
訴
追
の
中
止
は
決
し
て
裁
判
所
に

よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
法
務
総
裁
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
と
確
認
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
訴
追
中
止
」
権
の
不
可
侵
性
を
承

認
す
る
見
解
は
、
以
後
の
ア
メ
リ
カ
各
州
の
通
説
と
な
り
、
連
邦
に
お
い
て
も
一
八
六
八
年
の
の

g
r
n目
c
g
p認
で
初
め
て
、
訴
追
の

中
止
が
検
察
官
の
独
占
的
な
支
配
下
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

右
ウ
ィ

l
ラ
l
事
件
の
判
決
も
指
摘
す
る
と
お
り
、

ア
メ
リ
カ
で
も
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
伝
統
的
な
解
釈
が
守
ら
れ
、
当
初
は
裁
判
所
は
全

く
訴
追
の
中
止
権
限
に
介
入
で
き
な
い
と
す
る
消
極
説
が
多
数
で
あ
っ
た
。
変
わ
っ
た
こ
と
と
言
え
ば
、

一
七

O
四
年
の
ゴ
ッ
ダ

l
ド
事
件

で
言
わ
れ
た
「
王
の
名
に
お
い
て
」
と
い
う
文
言
が
「
政
府
を
代
表
し
て
」
と
さ
れ
た
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
務
は
、
消
極
説
を
採
っ
た

刑事訴訟における手続打切り(1)

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
立
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
な
い
二
つ
の
大
き
な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
一
は
、
検
察
官
の
訴
追
中
止
が
不
当
、
違
法
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
時
に
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
取
り
消
せ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
(
抑
制
権
問
題
H
第
一
テ

l
ゼ
)

第
二
は
、
検
察
官
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
に
訴
追
を
独
自
に
打
ち
切
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
打
切
り
権
問
題
H
第
二
テ

l
ゼ
)

こ
の
問
題
は
ど
ち
ら
も
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
対
す
る
裁
判
所
の
統
制
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
起
訴
方
向
、
不
起
訴
方
向
両
面
の

抑
制
論
と
考
え
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
第
二
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
は
、
起
訴
手
続
に
類
型
的
、
法
定
的
な
液
庇
が
あ
る
場
合
の
、
形
式
的
な
訴
訟

障
害
を
理
由
と
す
る
形
式
裁
判
と
し
て
の
「
打
切
り
」
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
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説

2 

ま
ず
第
一
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、

一
八
七
五
年
に
ニ
ュ

l
ハ
ン
プ
シ
ャ

l
の
裁
判
所
が
、
「
検
察
官
が
訴
追
を
中
止
す
る
場
合
で
も
、

の
制
度
は
私
人
訴
追
に
対
す
る
公
共
の
側
か
ら
の
抑
制
策
で
あ
っ
た
。
〔
と
こ
ろ
が
〕

と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
た
こ
と
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
追
中
止
権
に
対
す
る
統
制
の
問
題
が
大
き
な
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
。

い
ま
や
訴
追
中
止
は
:
:
:
抑
制
を
必
要
と
す
る
権
限

北法43(1・28)28

音ム
ロ岡

極
端
な
事
例
に
あ
っ
て
は
裁
判
所
は
そ
の
申
立
て
を
却
下
す
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
述
べ
て
、
検
察
官
の
裁
量
に
裁
判
所
の
抑
制
が
働
く
こ

と
を
承
認
し
た
こ
と
に
よ
り
具
体
的
に
意
識
さ
れ
始
め
た
。
さ
ら
に
一
九
三

O
年、

ロ
ス
コ

l
・
バ
ウ
ン
ド
が
「
も
と
も
と
こ
の
訴
追
中
止

た
と
え
ば
、
当
時
の
司
法
改
革
ム

l
ド
の
中
で
、
積
極
的
に
こ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
た
ミ
ネ
ソ
タ
犯
罪
委
員
会

2
5
2
2
z
nコ
ヨ
巾
め
C
目。

呂
田
色
。
ロ
)
は
、
一
九
二
七
年
の
報
告
書
に
お
い
て
、
訴
追
中
止
に
際
し
て
「
書
面
で
理
由
を
提
示
す
る
こ
と
」
を
求
め
て
一
定
の
制
限
を
試

み
て
い
る
。
こ
う
し
た
主
張
は
多
く
の
論
者
に
も
支
持
さ
れ
、
ま
た
実
際
に
全
米
で
=
二
の
州
が
、
立
法
に
よ
っ
て
こ
の
第
一
テ

l
ゼ
の
解

決
を
試
み
た
の
で
あ
っ
た
。
多
く
の
州
は
、
訴
追
の
中
止
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
裁
判
所
の
同
意
や
書
面
で
の
理
由
の
開
示
を
法
律
に
定
め

た
。
こ
の
動
き
は
連
邦
に
も
波
及
し
、
第
一
次
連
邦
刑
事
訴
訟
法
案
四
四
条
で
は
「
書
面
で
の
理
由
の
明
示
」
お
よ
び
「
被
告
人
の
同
意
」

の
要
請
を
「
検
察
官
に
よ
る
打
切
り
」
の
条
文
中
に
加
え
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
第
一
の
「
裁
判
所
の
訴
追
中
止
に
対
す
る
抑
制
権
の
存
否
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
解
釈
を
尊
重
す
る
立
場

か
ら
、
立
法
の
解
決
に
待
つ
と
い
う
姿
勢
が
主
流
を
占
め
た
と
言
え
よ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
訴
追
の
中
止
に
あ
た
っ
て
裁
判
所
の
同

意
を
要
件
と
し
た
一
八
二
八
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
立
法
が
貴
重
な
先
鞭
と
な
っ
た
。

「
今
後
、
検
察
官
は
、
当
該
訴
追
に
つ
い
て
訴
追
の
中
止
を
提
起
す
る
場
合
、

ま
た
は
他
の
い
か
な
る
方
法
で
も
当
該
訴
追
を
打
ち
切

、
、
、
、
、
、

っ
た
り
廃
止
し
た
り
す
る
場
合
、
訴
状
が
提
起
さ
れ
起
訴
さ
れ
て
い
る
犯
罪
を
審
理
す
る
管
轄
を
持
っ
て
い
る
裁
判
所
の
同
意
な
し
に

は
、
こ
れ
を
お
こ
な
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」
(
傍
点
筆
者
)

こ
の
法
律
が
そ
の
後
、
先
に
紹
介
さ
れ
た
一
八
八
一
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
刑
事
訴
訟
法
に
引
き
継
が
れ
、
訴
追
の
中
止
と
い
う
言
葉
が



消
滅
し
て

U
U
E
Z
と
い
う
用
語
に
代
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
、
第
二
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
は
、
訴
追
中
止
の
権
限
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
裁
判
所
は
自
ら
訴
追
を
打
ち
切
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ず
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い
て
も
、
他
州
に
お
い
て
も
、
判
例
は
伝
統
的
、
消
極
的
解
釈
の
枠
を
超
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
被
告
人
の
打
切

3 り
へ
の
申
立
て
権
に
つ
い
て
は
こ
の
段
階
で
は
当
然
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
立
法
に
よ
っ
て
「
訴
追
中
止
」

へ
の
裁

の 判
考所
えの
方統
に制
つ が
な認
が め
つら

てれ
いた
る8か
。ら

と
し当

っ
て

そ
れ
が
直
ち
に
裁
判
所
へ
の
訴
追
の
中
止
権
限
の
委
譲
を
承
認
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と

も
っ
と
も
、
解
釈
論
と
し
て
は
、
裁
判
所
は
訴
追
を
打
ち
切
る
よ
う
検
察
官
に
勧
告
で
き
る
と
す
る
考
え
方
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
慣

例
的
に
検
察
官
が
裁
判
所
の
指
示
に
応
じ
な
い
こ
と
は
ま
れ
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
一
八
四
七
年
の
ハ
リ
ス
判
決
に
代
表
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
抑
制
権
問
題
(
第
一
テ
ー
ゼ
)
に
関
し
て
裁
判
所
が
検
察
官
の
「
中
止
」
裁
量
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
出
来
な
い
、
と
し
て
も
、
打

の
範
障
に
含
ま
れ
る
打
切
り
勧
告
は
尊
重
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
希
望
的
観
測
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

切
り
権
問
題
(
第
二
テ

l
ゼ
)

刑事訴訟における手続打切り(1)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
論
は
、

そ
も
そ
も
中
止
の
裁
量
に
介
入
す
る
権
限
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
権
限
を
代
行
で
き
る
と
い
う
飛

躍
を
慣
例
に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
ず
、
論
理
的
に
弱
い
。
や
は
り
第
二
テ

i
ゼ
を
認
め
る
以
上
は
、
明
確
な
打
切
り
権
限
の
移
行
を
示
す

必
要
が
あ
っ
た
。

よ
り
積
綾
的
な
見
解
と
し
て
、
テ
キ
サ
ス
州
の
裁
判
所
が
一
九
二
九
年
に
「
訴
追
を
打
ち
切
る
権
利
は
、
裁
判
所
の
独
立
性
あ
る
地
位
に

と
述
べ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
た
だ
し
本
判
例
が
、
「
検
察
官
の
反
対
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら

打
ち
切
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
ま
で
述
べ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
あ
る
点
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
と
は
い
え
、
こ
う
い

固
有
の
も
の
で
あ
る
」
(
傍
線
筆
者
)

北法43(1・29)29

っ
た
「
固
有
権
」
に
解
釈
上
の
根
拠
を
求
め
て
裁
判
所
の
権
限
を
認
め
よ
う
と
す
る
裁
判
例
は
、
以
後
の
判
例
の
積
極
的
な
態
度
を
予
想
さ

せ
る
も
の
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
多
く
の
裁
判
所
は
、
第
一
テ

l
ゼ
と
同
じ
く
立
法
上
の
解
決
に
委
ね
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
、
訴



説

追
の
中
止
を
め
ぐ
っ
て
は
「
立
法
の
定
め
の
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
は
介
入
し
な
い
」
と
す
る
多
く
の
消
極
判
例
の
文
言
に
明
ら
か
で
あ
ろ

、「ノ。

自命

こ
の
よ
う
な
立
法
待
望
論
(
裁
判
所
の
権
限
に
関
す
る
消
極
説
)
に
代
表
さ
れ
る
「
打
切
り
」
権
限
へ
の
消
極
的
な
姿
勢
は
、

九

4 O
年
の
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
主
口
・
〉

B
q
R
E
E耳
目
白
M
Z
Z
Z
)
刑
事
手
続
法
案
に
以
下
の
よ
う
な
条
文
を
盛
り
込
ま
せ
る
こ
と
に
な
っ

た。
二
九
五
条

正
式
起
訴
状
も
し
く
は
略
式
起
訴
状
の
訴
追
に
対
す
る
打
切
り

(
u
z
g
F印印白-o同匂『。印巾門
E
E
O
ロ
σ可

E
E
2
g巾
ロ
円
。
『
百
円
。
『
旨
白
2
0
ロ)

裁
判
所
は
、
検
察
官
の
申
請
に
よ
り
、

ま
た
は
自
ら
、
十
分
な
理
由
(
向
。
。
己
門
田

5
巾
)
に
基
づ
く
裁
量
に
よ
っ
て
、
正
式
起
訴
状
な
い

し
は
略
式
起
訴
状
に
よ
る
訴
追
を
打
ち
切
る
S
U
E
-
∞
印
)
ょ
う
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

協
会
案
は
、
既
に
同
旨
の
規
定
を
定
め
た
諸
州
の
立
法
を
参
考
に
し
て
作
成
さ
れ
、
連
邦
に
お
け
る
手
続
法
典
の
制
定
を
最
終
的
な
目
標

に
し
て
定
め
ら
れ
た
。
本
条
は
、
先
の
第
二
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
は
、
訴
追
の
打
切
り
権
を
法
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
委
譲
す
る
こ
と
で
問
題
を

解
決
し
た
も
の
の
、
第
一
テ

1
ゼ
に
つ
い
て
は
、

な
お
解
釈
上
の
争
い
を
残
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
検
察
官
の
申
立
て
を
却
下
す
る
権
限
を

積
極
的
に
認
め
る
立
場
と
、
消
極
的
に
解
す
る
立
場
の
対
立
で
あ
る
。
後
者
の
見
解
に
立
て
ば
、
依
然
第
一
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
法
的
な
解
決

が
行
わ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
立
法
状
況
の
進
展
と
と
も
に
「
打
切
り
」
権
限
の
問
題
は
、

も
と
検
察
官
に
よ
る
公
訴
の
取
消
権
を
意
味
し
た
訴
追
の
中
止
に
関
す
る
問
題
か
ら
離
れ
て
、
裁
判
所
の
「
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
」

権
限
の
有
無
と
い
っ
た
問
題
に
発
展
し
、

そ
の
結
果
、
「
宮
田
B
Z∞
巳
(
訴
追
の
打
切
り
)
」

の
権
限
を
行
使
す
る
主
体
に
か
か
わ
る
議
論
へ

至
る
と
い
う
経
過
を
た
ど
っ
た
。

」
の
こ
と
は
、
二
九
五
条
の
解
説
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、

一
九
三

O
年
現
在
で
「
訴
追
の
中
止
」
を
廃
止
し
、
検
察
、
裁
判
所
双
方
に
打
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も
と



切
り
を
認
め
た
一
四
州
と
、
検
察
が
裁
判
所
の
同
意
に
よ
っ
て
の
み
打
切
り
を
行
え
る
と
し
た
一
二
州
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て

裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
、
第
一
テ

I
ゼ
の
「
抑
制
権
」
に
つ
き
積
極
的
な
法
律
を
有
し
て
い
た
の
は
、

ア
l
カ
ン
ソ

l
、

ラ
ド
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、

ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
、

オ
ハ
イ
オ
、

ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
、

テ
ネ
シ
ー
、
テ
キ
サ

ノ
l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
、

ス
、
ヴ
ァ

l
モ
ン
ト
、

ア
リ
ゾ
ナ
、

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
の
各
州
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
テ

l
ゼ
の
「
打
切
り
権
」
を
明
示
し
た
の
は
、

カ
リ
フ

オ
ル
ニ
ア
、
ア
イ
ダ
ホ
、
ミ
ネ
ソ
タ
、
モ
ン
タ
ナ
、
ネ
パ
ダ
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、
ノ

l
ス
・
ダ
コ
夕
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
、
オ
レ
ゴ
ン
、
サ
ウ
ス
・

ワ
シ
ン
ト
ン
の
各
州
で
あ
る
。

ダ
コ
夕
、

ユ
夕
、

こ
れ
ら
の
各
州
が
一
様
に
採
っ
た
解
決
方
法
は
、
訴
追
の
中
止
を
廃
止
す
る
と
と
も
に
、
「
打
切
り

(
U
Z
B
回
目
的
)
」
規
定
の
中
に
同
様
の
機

能
を
位
置
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
先
例
は
、

一
八
七
二
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
、

一
八
二
八
年
の
旧
々
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
に
求

め
ら
れ
よ
う
。
例
え
ば
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
刑
事
法
典
第
一

O
章
八
項
に
「
訴
追
の
打
切
り

5
5
5
2丘
三
門
町
内
白
色
。
ロ
『
。
『
巧
釦
三

刑事訴訟における手続打切り(1)

。
『
官
。
∞
巾
2
E
C
ロ
C
『
O
S
R吉
宮
)
」
を
定
め
た
が
、
そ
れ
以
前
(
一
八
五
一
年
法
)
に
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
裁
判
官
の
打
切
り
権
限
を
認

{
却
)

め
る
形
に
法
を
改
正
し
て
い
る
。
こ
の
法
改
正
前
に
は
、
た
と
え
ば
一
八
六
四
年
の
ブ
ル

l
ゾ
事
件
が
、
「
一
八
五
一
年
法
な
い
し
は
コ
モ
ン
・

ロ
l
の
下
で
は
裁
判
所
は
被
告
人
に
対
し
て
訴
追
を
打
ち
切
る
権
限
を
有
し
て
い
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
打
切
り
権
限
が
い
ま

A

却
)

だ
判
例
上
も
立
法
上
も
、
裁
判
所
に
委
譲
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
州
の
立
法
に
よ
る
「
訴
追
の
中
止
」
権
の
「
U
Z
呂
田
印
印
巳
規
定
」

へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
初
め
て
裁
判
所
は
「
打
切
り
権
」

を
一
般
的
に
獲
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
訴
追
の
中
止
」

へ
の
規
制
は
「
ロ
Z
B
Z
回
三
を
め
ぐ
る
問
題
」
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
う
し
た
変
遷
を
特
に
本
稿
で
は
「
U
Z
B
呂
田
白
-
の
法
理
」

の
発
展
と
し
て
取
り
扱
う
。

こ
の
立
法
化
を
行
っ
た
グ
ル
ー
プ
と
は
反
対
に
、
残
り
の
州
に
つ
い
て
は
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
を
維
持
し
た
結
果
、
訴
追
の
打
切
り
を

「U
U
E
回
目
白
-
の
可
否
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
訴
追
中
止
の
可
否
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
る
ほ
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
先

コ
ロ
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説

の
抑
制
権
に
関
す
る
解
決
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
は
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
管
轄
に
つ
い
て
は
多
く
を
触
れ
ず
、

つ
ば
ら
「
手
続
打
切
り
」
に
関
す
る
比
較
法
的
観
点
か
ら
、
立
法
化
を
行
っ
た
州
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
中
心
に
見
て
い
く
こ
と
に
し

E命

'・

3

0

ナ
ム
し以

上
に
述
べ
た
り

Z
E
Z巳
の
主
体
に
関
す
る
議
論
は
、
訴
訟
法
原
理
に
つ
い
て
も
、

ま
た
手
続
自
体
の
性
格
ひ
い
て
は
訴
追
原
理
に
つ

い
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
と
い
う
の
は
、
近
代
の
英
米
法
が
持
つ

「
当
事
者
的
司
法
」
「
当
事
者
追
行
主
義
」
(
邑
〈
巾
『
的
白
『
可

ヨ
丘
町
田
)
の
特
徴
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
刑
事
司
法
に
あ
っ
て
当
事
者
の
訴
訟
活
動
が
訴
訟
の
形
成
に
お
い
て
中
心
に
置
か
れ
る
思
想
の

も
と
で
は
、
訴
訟
を
取
り
下
げ
る
と
い
う
の
は
も
っ
ぱ
ら
一
方
当
事
者
の
権
限
に
属
す
る
も
の
と
い
う
考
え
が
主
流
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
打
切
り
権
限
」
が
裁
判
所
に
委
譲
さ
れ
た
と
な
れ
ば
、
こ
れ
は
当
事
者
的
な
刑
事
司
法
が
批
判
す
る
、
職
権
主

義
的
な
刑
事
司
法
に
そ
の
考
え
を
転
換
し
た
と
い
う
結
論
に
導
か
れ
か
ね
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
U
Z
E
Z巳
の
法
理
」

へ
の
評
価

は
妥
当
と
は
言
え
な
い
。
な
に
ゆ
え
、

ア
メ
リ
カ
で
は
立
法
に
よ
っ
て
検
察
官
の
権
限
を
裁
判
所
へ
と
委
譲
さ
せ
、

さ
ら
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

州
に
あ
っ
て
は
被
告
人
に
お
い
て
申
立
て
の
権
利
ま
で
認
め
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
せ
ず
し
て
、
手
続
打
切
り

と
司
法
の
在
り
方
を
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
右
の
法
理
を
支
え
る
「
手
続
の
打
切
り
を
行

う
裁
判
形
式
」
と
し
て
の
り
岡
山
吉
自
己
そ
の
も
の
の
発
展
を
整
理
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

ozヨ
-mg一
へ
の
吸
収

U
U
E
Z
¥

門
田

E
E印
印
白
-
と
い
う
言
葉
は
多
義
的
で
あ
る
。
法
律
の
世
界
に
お
い
て
も
、
労
働
法
で
は
「
解
雇
」
を
意
味
す
る
し
、
裁
判
法 も
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で
は
L
L
訴
の
「
棄
却
」

ゃ
、
各
種
の
申
立
て
の
「
却
下
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。

os翌
日
目
巳
は
元
々
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
用
語
で
は
な
く
、
衡
平
法
の
の
2
2
0同(い}岡田ロ
2
『
吋
(
大
法
官
府
裁
判
所
)
か
ら
借
り
て
き
た
概
念

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
実
務
上
、
大
法
官
府
裁
判
所
は
請
求
を
拒
否
す
る
際
に
こ
の
語
を
用
い
て
い
た
。
刑
事
訴
訟
な
い
し
、
刑
事
司
法
に
お

け
る

0
2
5
Z
は
、
公
判
法
の
領
域
で
は
管
轄
違
い
や
大
陪
審
の
手
続
上
の
暇
庇
等
の
類
型
的
な
訴
訟
障
害
を
理
由
と
し
た
手
続
の
終
了
、

す
な
わ
ち
形
式
裁
判
の
言
渡
し
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。
さ
ら
に
公
判
前
手
続
に
お
い
て
は
、
検
察
官
が
訴
追
を
取
り
下
げ
た
り
、
大
陪
審

が
告
発
状
を
却
下
す
る
際
に
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
る
。
形
式
裁
判
の
例
と
し
て
は
、

た
と
え
ば
わ
が
国
の
刑
事
訴
訟
法
の
英
文
を
見
る
と
、

三
三
八
条
な
ら
び
に
三
三
九
条
の
「
公
訴
棄
却
」
が
己
目
的
呂
田
ヨ
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
の
場
合
に
は
、
現
行
の
地
区

刑
事
手
続
規
則
二
一
条
の
中
に
打
切
り
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
申
立
て
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

*
「
公
判
審
理
前
の
主
張
お
よ
び
申
立
て
並
び
に
防
御
方
法
お
よ
び
異
議

(a) 

主
張
お
よ
び
申
立
て

(
2
2
E口
問
自
己

ζ
2
5ロ)

刑事訴訟における手続打切り(1)

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
主
張
は
、
起
訴
お
よ
び
通
告
並
び
に
無
罪
、
有
罪
お
よ
び
不
抗
争
の
答
弁
(
口
三

0
2ロ
Z
E
2巾
)
と
す
る
。
そ
の
他

の
全
て
の
答
弁
、
抗
弁
お
よ
び
訴
追
の
取
消
の
申
立
て
(
自

o
z
o
D
g
a
E∞F
)

は
こ
れ
を
廃
止
し
:
:
:
公
判
審
理
前
に
提
出
さ
れ
る
防
御
方

法
お
よ
び
異
議
は
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
打
切
り
申
立
て
(
ヨ
2
5ロ丹
O
E回
目
抗
日
)
ま
た
は
相
当
な
救
済
を
求
め
る
申
立

て

(gocoロ円
C

問
E
E
右目}「
C
U
「
gzz-戸
市
町
)
に
よ
っ
て
の
み
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
0
 

(
 
公
判
前
申
立
て
(
句

2

E
国ご

ggD)

一
般
的
な
争
点
(
伺
巾
ロ
巾
『
白
ご
印
印
巴
巾
)
の
審
理
を
経
な
い
で
判
断
す
る
こ
と
が
出
来
る
抗
弁
三
え

2
5
、
異
議
(
。
Z
2
3
、
救
済
(
『
巾

-E)
は、

公
判
前
申
立
て
に
よ
り
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
申
立
て
は
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
り
、
書
面
、

口
頭
ど
ち
ら
に
よ
っ
て
も
可
能

で
あ
る
。
以
下
の
も
の
は
公
判
前
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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説

(2) (1) 

ま
た
は
公
訴
事
実
を
記
載

訴
追
の
提
起
に
関
す
る
暇
抗
に
基
づ
く
抗
弁
お
よ
び
異
議
、

略
式
起
訴
状
の
暇
痕
に
基
づ
く
抗
弁
お
よ
び
異
議
(
裁
判
所
に
管
轄
権
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
さ
ず
、

高命

し
な
い
も
の
を
除
い
て
て

(5) (4) (3) 

証
拠
禁
止
の
申
立
て
、

一
六
条
に
基
づ
く
証
拠
開
示
の
申
請
、

-
担
)

一
四
条
に
基
づ
く
公
訴
事
実
な
い
し
は
被
告
人
の
分
離
の
申
請
。
:
・
以
下
略
。
」

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
で
は
一
九
四
六
年
に
刑
事
手
続
規
則
が
制
定
さ
れ
た
際
に
、
起
訴
状
を
い
か
な
る
場
合
に
却
下
す
る
か
と
い
っ
た
、

日
本
法
で
は
訴
訟
障
害
発
生
の
場
合
の
裁
判
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
手
続
を
打
切
る
裁
判
所
の
行
為
を

0
5
2
目
的
色
規
定
(
傍
線
部
分
参

照
)
に
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

一
方
、

コ
モ
ン
・
ロ

1
に
お
い
て
は
、
公
判
前
の
申
立
て
に
お
い
て
、
①
管
轄
権
に
対
す
る
抗
弁
(
白

Z
S
Z
Eユ
邑

5
5ロ
)
、
②
訴
訟

却
下
の
抗
弁
(
申
立

2
5
与
丘
町
田
岡
巾
豆
、
③
公
訴
却
下
の
申
立
て
(
由
ヨ

E
S
Z
宮
山
田
町
)
、
④
正
式
起
訴
状
に
対
す
る
妨
訴
抗
弁

2
2ロ『「巾『

(
回
}

丹

ostz-n富
市
豆
、
⑤
棄
却
抗
弁
(
立

g
印
』
ロ
宮
「
)
の
五
つ
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
右
一
一
一
条
例
が
示
す
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ

l

上
広
く
行
わ
れ
て
い
た
各
種
の
答
弁
は
廃
止
さ
れ
、
全
て
こ
の
規
則
に
統
一
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
い

て
も
、
旧
法
(
一
八
八
一
年
法
)
時
代
、
妨
訴
抗
弁

3
2
5『
「
巾
「
)
(
一
三
二
条
以
下
三
二
二
条
)
、
訴
追
の
却
下
す
2
2
E巾
F
m
E
E
2
t

(
剖
}

な
ど
多
様
な
打
切
り
事
由
が
コ
モ
ン
・
ロ

l
を
受
け
継
い
で
混
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
旧
来
の

ヨ

g円
)
(
二
二
三
条
以
下
三
二

O
条
ま
で
)

訴
追
の
中
止
に
代
わ
る
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
打
切
り
」
に
つ
い
て
も
別
に
規
定
さ
れ
、
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
規
定
を
も
有
し
て

お
り
、
系
統
的
、
包
括
的
に
整
理
さ
れ
た
打
切
り
規
定
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
七

O
年
法
の
制
定
に
よ
り
、
こ
れ
ら
は
り
お
吉
田
∞
の
名

の
下
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
打
切
り
事
由
」
が
一
括
し
て
規
定
さ
れ
、
手
続
面
で
の
整
備
を
み
た
。
も
ち
ろ
ん
、
「
正
義
の
増
進
の
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た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い

(
こ
の
点
は
次
の
立
法
に
関
す
る
箇
所
で
述
べ
る
)
。

〆州、、

一
、、〆'

訴
追
の
打
切
り
の
立
法
化

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則

以
上
、
抑
制
権
、
お
よ
び
打
切
り
権
に
関
し
て
両
問
題
領
域
で
立
法
化
が
求
め
ら
れ
た
結
果
、
各
州
は
こ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
を
余
儀

無
く
さ
れ
、
結
果
的
に
訴
追
の
中
止
が
「

o
z
g
Z凹
包
規
定
」
に
解
消
さ
れ
る
経
緯
を
見
た
。

一
方
、
連
邦
で
は
、
こ
う
し
た
非
類
型
的
な

訴
追
の
打
切
り
と
い
う
司
法
に
よ
る
介
入
を
刑
事
手
続
に
認
め
る
こ
と
に
慎
重
で
あ
っ
た
が
、
第
一
の
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
、
先
の
連
邦
地
区

(1) 

裁
判
所
刑
事
訴
訟
規
則
を
制
定
す
る
に
当
た
り
、
第
四
八
条
同
で
「
検
察
官
な
い
し
は
司
法
長
官
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て
(
ぎ
一

g〈
巾

。
ご
。
=
『
門
)
訴
追
の
打
切
り
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
消
極
的
な
が
ら
司
法
の
統
制
が
及
ぶ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
裁
判
所
に

よ
る
打
切
り
権
の
発
動
に
つ
い
て
は
、
同
条
川
で
「
大
陪
審
へ
の
不
必
要
な
遅
延
が
あ
っ
た
場
合
」
に
の
み
可
能
と
し
た
。

四
八
条
は
、
前
述
の

A
L
I
の
模
範
法
典
を
モ
デ
ル
に
し
て
、
裁
判
所
を
訴
追
の
打
切
り
の
主
体
と
し
、
検
察
官
、
裁
判
所
両
者
に
申
立

刑事訴訟における手続打切り

て
権
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
草
案
段
階
で
は
「
裁
判
所
の
同
意
に
よ
っ
て
」
と
い
う
文
言
は
見
ら
れ
ず
、
最
終
的
な
法
案
制
定

時
に
よ
う
や
く
右
文
言
が
示
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
制
限
に
関
し
て
は
、
検
察
官
に
よ
る
「
訴
追
の
打
切
り
」
が
実
際
は
殆
ど
無
制
限
に

い
か
な
る
要
件
の
も
と
で
裁
判
所
の
承
認
が
「
得
ら
れ
な
い
の
か
」
、
す
な
わ
ち
「
抑
制
権
」

の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て

認
め
ら
れ
た
た
め
に
、

解
釈
上
の
争
い
が
残
っ
た
。

本
規
則
の
制
定
後
、
初
め
て
抑
制
権
が
争
わ
れ
た
の
は
、

一
九
五
一
年
の
合
衆
国
対
ド
ゥ

l
事
件
で
あ
る
。

コ
ネ
チ
カ
ッ
ト
地
区
連
邦

2 
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E見

地
方
裁
判
所
の
ヒ
ン
ク
ス
裁
判
官
は
、
「
少
な
く
と
も
、
政
府
が
訴
追
を
保
障
す
る
に
足
り
る
十
分
な
証
拠
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

裁
判
官
に
十
分
説
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
被
告
人
に
対
す
る
公
訴
の
提
起
さ
れ
た
事
件
全
体
を
打
ち
切
る
処
分
に
裁
判
官
が
承
認
を
与
え
る

'2.6、
同岡

こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
の
が
、
法
律
に
か
な
っ
た
態
度
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
検
察
官
訴
追
で
な
く
、
大
陪
審
の
答
申
を
経
て
な
さ
れ
た

訴
追
に
よ
っ
て
裁
判
所
に
事
件
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
裁
判
所
が
打
切
り
申
立
て
へ
の
介
入
権
を
有
す
る
こ

ム
担
}

と
を
、
法
が
認
め
て
い
る
と
解
し
た
。
ま
た
こ
こ
で
、
裁
判
所
が
特
に
正
式
起
訴
(
大
陪
審
に
よ
る
起
訴
)
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
は
、

単
な
る
検
察
官
に
よ
る
裁
量
へ
の
抑
制
と
い
っ
た
観
点
の
み
な
ら
ず
、
公
衆
の
代
表
で
あ
る
陪
審
員
が
訴
追
を
決
定
し
た
事
件
を
落
と
す
よ

と
い
っ
た
制
度
的
な
観
点
を
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。

う
な
検
察
官
の
裁
量
は
、
公
衆
訴
追
主
義
へ
の
重
大
な
侵
害
を
行
っ
て
い
る
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
裁
判
所
の
権
限
に
つ
い
て
、
「
三
権
分
立
原
理
」

見
解
を
示
し
た
第
五
巡
回
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
問
題
は
複
雑
に
な
っ
て
き
た
。

へ
の
侵
害
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
抑
制
権
に
消
極
的
な

一
九
六
五
年
の
コ
ッ
ク
ス
事
件
で
の
多
数
意
見
に
よ
れ

ば
、
「
刑
事
訴
追
を
開
始
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
権
限
は
行
政
部
の
裁
量
事
項
で
あ
っ
て
、

{
甜
}

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

そ
の
裁
量
を
裁
判
所
が
強
制
し
た
り
、
審
査

い
わ
ゆ
る
三
権
分
立
問
題
に
関
す
る
「
厳
格
解
釈
説
」
を
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
こ
の

見
解
に
対
し
て
少
数
意
見
は
、
「
裁
判
所
は
自
ら
の
職
権
に
よ
っ
て
、

ま
た
正
義
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
検
察
官
の
善
意
の
証

明
を
求
め
、
訴
追
の
打
切
り
に
つ
い
て
何
ら
か
の
合
理
的
な
理
由
を
述
べ
る
よ
う
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
て
、
司
法
に
よ
る
「
訴
追

の
中
止
」
権
限
へ
の
抑
制
を
支
持
し
た
。

連
邦
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
一
応
の
解
決
を
与
え
た
の
は
、

一
九
七
四
年
の
コ

l
ワ
ン
事
件
で
あ
る
。
本
事
件
は
、
検
察
側
が
「
答
弁
取

引
」
の
た
め
訴
追
を
取
り
下
げ
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
検
察
官
は
、
テ
キ
サ
ス
州
の
ジ
ヤ
ツ
ク
・
ジ
エ
イ
コ
ブ
ソ
ン
に
対
す
る
銀
行

詐
欺
お
よ
び
偽
証
に
か
か
わ
る
訴
因
を
全
て
取
り
下
げ
る
旨
を
申
し
立
て
た
が
、
こ
れ
は
ジ
エ
イ
コ
ブ
ソ
ン
が
、

コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
に
係

属
し
て
い
る
自
己
な
ら
び
に
ジ
ョ
ン
・
コ
ノ
リ
ー
の
賄
賂
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
答
弁
を
し
、

さ
ら
に
コ
ノ
リ
ー
に
不
利
な
証
言
を
す
る
約
束
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が
成
立
し
た
た
め
で
あ
る
。

事
実
審
の
ヒ
ル
裁
判
官
は
、
「
裁
判
所
に
固
有
の
権
限
」
に
基
づ
い
て
訴
追
の
打
切
り
を
認
め
ず
、
特
別
検
察
官
を
任
命
し
て
訴
追
の
継

続
を
指
示
し
た
。
し
か
し
、
上
訴
を
受
け
た
第
五
巡
回
裁
判
所
は
、
こ
の
命
令
を
破
棄
し
て
、
「
本
件
に
は
訴
追
を
打
ち
切
る
合
理
的
な
根

拠
が
存
在
す
る
」
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
裁
判
所
は
常
に
寸
公
益

(
U
5
z
tロ

丹
市

2
2
)
を
考
慮
し
て
」
打
切
り
の
可
否

を
判
断
す
る
と
し
た
が
、
行
政
部
の
裁
量
は
、
「
公
益
に
反
す
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
司
法
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
な
い
」
と
さ
れ
、
第
一
テ
ー

ゼ
自
体
を
承
認
し
た
も
の
の
、
結
果
的
に
は
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
て
し
ま
っ
た
。
以
後
、
判
例
は
コ

l
ワ
ン
判
決
の
言
、
つ
「
公
益
」
論

を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一
方
、
第
二
テ

1
ゼ
の
打
切
り
権
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
連
邦
は
非
類
型
的
な
打
ち
切
り
規
定
を
置
か
ず
、
「
迅
速
裁
判
権
」

の
み
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
草
案
段
階
で
も
特
に
注
目
す
べ
き
議
論
は
見
ら
れ
な
い
。

の
侵
害

3 

( 1 )、

そ
の
理
由
は
第
一
に
、
連
邦
と
い
う
管
轄
の
特
殊
性
で
あ
る
。
「
序
」
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
各
種
暴
力
犯
な
ど
の
一
般
的
な

そ
う
し
た
事
件
の
多
様
性
に
対
処
す
る
立
法
が
必
要
で
な
か
っ
た
こ
と
、
第
二
に
非

事
件
が
主
に
州
法
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
結
果
、

一
般
に
打
切
り
が
「
憲
法
問
題
」
と
し
て
論
議
さ
れ
た
こ
と
、
を

類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
が
必
要
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
後
の
段
階
で
も
、

指
摘
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
判
例
法
上
「
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
侵
害
」
を
理
由
に
、
「
お
と
り
捜
査
」
寸
不
平
等
訴
追
」
「
報
復
的
訴
追
」

等
々
の
被
告
人
を
擁
護
す
る
理
論
構
成
が
、
「
打
切
り
」
と
い
う
救
済
措
置
を
求
め
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
理
論
は
、

刑事訴訟における手続打切り

も
っ
ぱ
ら
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
論
を
背
景
に
構
成
さ
れ
、
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
の
内
容
を
実
質
化
す
る
華
々
し
い
議
論
と
し
て
展
開
さ
れ
て

き
た
。
こ
う
し
た
問
題
領
域
に
つ
い
て
は
、
既
に
わ
が
国
に
お
い
て
も
多
く
の
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
現
在
、
包
括
的
に
「
検
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察
官
の
不
正
行
為
(
甲
2
2
5
0
コ白}豆∞円
S
E
2
)
の
法
理
」
と
し
て
再
構
成
さ
れ
、

論
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

わ
が
国
に
お
け
る
「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
該
当
す
る
議



説

本
稿
で
は
直
接
こ
れ
ら
の
判
例
動
向
に
言
及
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
「
お
と
り
捜
査
」
に
関
す
る
、
合
衆
国
対
ラ
ッ
セ
ル
事
件
、

「
不
平
等
訴
追
」
に
関
す
る
著
名
な
ウ
ィ
ッ
ク
・
ウ
ォ

l
対
ホ
プ
キ
ン
ス
事
件
、
「
報
復
的
訴
追
」
に
つ
い
て
は
合
衆
国
対
グ
ッ
ド
ウ
ィ
ン
事

件
な
ど
が
あ
り
、
大
陪
審
手
続
等
で
の
「
検
察
官
の
不
正
行
為
」
に
つ
い
て
は
最
近
、
非
憲
法
領
域
に
つ
い
て
合
衆
国
対
ノ
ヴ
ァ
・
ス
コ
テ

ィ
ア
銀
行
事
件
が
現
わ
れ
て
い
る
。

自命

州
法
に
お
け
る
「
訴
追
の
中
止
」
の
廃
止

先
に

A
L
I
の
草
案
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
各
州
は
立
法
化
を
通
し
て
第
一
な
ら
び
に
第
二
の
テ

l
ゼ
に
つ
き
解
決
の
道
を
探
っ
て

い
た
。
第
一
の
「
抑
制
権
」
に
関
し
、
打
切
り
に
際
し
て
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
と
定
め
た
州
は
、

一
九
三

O
年
に
お
い
て
は

州
、
裁
判
所
の
「
打
切
り
権
」
を
定
め
た
の
は
一
四
州
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
定
法
が
立
法
に
あ
た
っ
て
参
考
と
し
た
の
は
、
先
に
紹
介
さ

一
八
八
一
年
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
が
置
い
た
規
定
で
あ
っ
た
。

れ
た
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
法
と
並
ん
で
、

こ
の
立
法
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
旧
刑
事
訴
訟
法
典
六
七
一
条
)

は
、
「
訴
追
の
中
止
」
を
廃
止
し
、
裁
判
所
の
み
が
打
切
り
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
、

そ
れ
は
検
察
側
と
裁
判
所
自
ら
の
申
立
て
に
基
づ
く
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
に
「
正
義
の
増
進
の
た
め
に
(
弓

片
町
内
『
ロ
ユ
F
巾
E
ロ
門
巾
。
ご

E
C円
巾
)
」
と
い
う
要
請
を
示
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
っ
た

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
も
同
様
で

あ
る
)
。
ま
た
本
法
に
従
え
ば
、
打
切
り
が
検
察
官
固
有
の
裁
量
事
項
と
し
て
で
は
な
く
、
裁
判
所
の
裁
量
事
項
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
れ
と
同
種
の
規
定
を
置
く
管
轄
は
、
第
二
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
は
立
法
上
の
解
決
を
得
た
こ
と
に
な
り
、
少
な
く
と
も
そ
の
後
の
展

聞
は
判
例
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、

{
叩
}

れ
ぞ
れ
同
様
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。

オ
ク
ラ
ホ
マ
州
は
一
九
一

O
年
に
、

モ
ン
タ
ナ
州
も
一
九
一
一
一
年
に
、

北法43(1・38)38
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そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
紹
介
さ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
打
切
り
権
限
を
め
ぐ
る
立
法
動
向
は
、

お
お
よ
そ
二
つ
の
方
向
に
ま
と
め
る

こ
と
が
出
来
よ
う
。
第
一
は
、
連
邦
型
の
立
法
で
、
①
打
切
り
権
限
は
「
訴
追
の
中
止
」
の
権
限
を
中
心
に
構
成
さ
れ
、
あ
く
ま
で
裁
判
所

の
統
制
の
問
題
が
議
論
さ
れ
る
、
が
、
②
裁
判
所
の
打
切
り
権
限
に
は
非
類
型
的
な
も
の
を
認
め
な
い
、
と
す
る
。
第
二
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル

一ア、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
型
の
立
法
で
あ
り
、
①
打
ち
切
り
権
限
は
「
訴
追
の
中
止
」
と
の
関
連
で
は
議
論
さ
れ
ず
、
あ
く
ま
で
裁
判
所
に

申
し
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
打
切
り
が
認
め
ら
れ
る
が
、
②
裁
判
所
の
打
切
り
権
限
に
、
自
由
裁
量
に
よ
る
非
類
型
的
な
も
の
を
認
め
る
。

こ
こ
で
い
う
「
非
類
型
的
な
打
切
り
」
と
は
、
連
邦
規
別
で
あ
れ
ば
四
八
条
川
の
「
迅
速
裁
判
権
の
侵
害
」
の
場
合
ゃ
、
ま
た
一
般
的
に
は
、

大
陪
審
手
続
の
暇
庇
と
か
、
起
訴
状
の
暇
庇
と
い
っ
た
起
訴
手
続
に
お
け
る
形
式
的
、
類
型
的
な
訴
訟
障
害
(
連
邦
規
則
一
二
条
川
)
を
理

由
と
す
る
場
合
以
外
を
指
し
て
い
る
。

2 

以
上
に
ま
と
め
ら
れ
た
、

0
5
E
回
目
白
-
を
め
と
る
立
法
、
お
よ
び
判
例
の
動
向
を
見
た
場
合
、
連
邦
型
の
も
の
は
、
第
一
テ

1
ゼ
の
「
抑

制
権
」
問
題
に
つ
い
て
は
積
極
的
だ
が
、
第
二
テ

l
ゼ
の
「
打
切
り
権
」
問
題
に
つ
い
て
は
制
定
法
を
み
る
限
り
消
極
的
な
立
場
を
採
っ
て

刑事訴訟における手続打切り(1)

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
連
邦
と
同
様
、
全
く
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
が
行
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
判

例
法
に
よ
っ
て
憲
法
上
の
権
利
侵
害
の
発
生
や
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
が
存
在
し
た
場
合
に
つ
い
て
打
切
り
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
が
拡
大

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
型
は
、
両
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
積
極
的
な
立
場
を
採
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
制
定
法
上
の
可

さ
れ
つ
つ
あ
る
。
他
方
、

能
性
に
関
す
る
議
論
で
あ
っ
て
、
実
際
に
こ
れ
ら
の
権
限
が
ど
う
機
能
し
て
い
る
か
は
別
個
に
確
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
さ
し

く
、
本
論
文
の
目
的
も
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
し
、
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
規
定
を
設
け
た
後
者
の
型
の
リ

l
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー

ス
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
そ
の
考
察
の
対
照
に
掲
げ
た
の
も
こ
う
し
た
理
由
に
よ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
上
「
訴
追
の
中
止
」
権
を
有
し
て
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
法
務
総
裁
は
、
以
後
も
こ
の
権
限
を
保
持
す
る
こ
と
に

な
る
。
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
私
人
訴
追
が
衰
退
し
た
た
め
に
元
々
の
私
人
訴
追
の
抑
制
機
能
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
に
な

北i去43(1・39)39



説

っ
た
も
の
の
、
こ
う
し
た
権
限
が
、
法
廷
に
お
い
て
訴
追
を
取
り
下
げ
る
権
限
と
し
て
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
と

同
様
で
あ
っ
た
。

首市

判
例
上
、
法
務
総
裁
な
い
し
は
公
訴
局
長
(
ロ
弓

2
g「
え

Eσ-呂
田
ギ

2
2
z
gロ
)
の
取
下
げ
を
裁
判
所
が
阻
止
し
う
る
か
争
い
が
あ

4

日

}

{

臼

)

っ

た

も

の

の

、

(

二

三

条

)

八

ム

訴

官

に

よ

る

手

続

打

切

り

一
九
八
五
年
の
犯
罪
訴
追
法
の
制
定
に
よ
り

U
F
印
円
。
ロ
巴
ロ
口
市
出
ロ
円
巾
)

が
認
め

ら
れ
た
。
条
文
上
は
裁
判
所
の
同
意
が
求
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
取
下
げ
は
公
訴
官
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と

見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

被
告
人
の
打
切
り
申
立
て
権

右
に
見
た
第
二
テ
ー
ゼ
の
「
打
切
り
権
」
問
題
に
関
す
る
論
議
は
、
単
に
裁
判
所
が
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
訴
追
打
切
り
を
行
う
権
限

を
有
す
る
か
と
い
う
問
題
の
み
な
ら
ず
、
「
打
切
り
権
限
を
発
動
さ
せ
る
被
告
人
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
か
」
と
い
っ
た
問
題
に
発
展
し
て

い
く
。
そ
こ
で
我
々
は
こ
れ
を
「
被
告
人
の
打
切
り
申
立
て
権
」
問
題

H
第
三
テ

l
ゼ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
の
打
切
り
権
限
は
次
第
に
立
法
で
承
認
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
制
定
法
は
「
裁
判

所
自
ら
の
申
立
て
に
よ
る
」
打
切
り
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
訴
追
の
打
ち
切
り
を
求
め
る
「
被
告
人
の
打
切
り
申
し
立
て
権
」
が
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
。

A
L
I
の
調
査
に
依
れ
ば
、
三

O
年
当
時
こ
の
問
題
に
つ
い
て
唯
一
の
例
外
は
コ
ネ
チ
カ

y
ト
州

の
規
定
で
あ
る
。

上
級
裁
判
所
は
:
:
:
被
告
人
の
申
立
て
に
基
づ
き
、

い
か
な
る
時
点
で
も
略
式
起
訴
を
打
ち
切
る
こ
と
が
出
来
る
し
、

ま
た
裁
判
所
の

意
見
に
よ
っ
て
、
被
告
人
を
公
判
に
付
す
こ
と
、
ま
た
は
当
該
略
式
起
訴
を
継
続
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
十
分
な
証
拠
が
な
い
場
合
、
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被
告
人
を
釈
放
す
る
よ
う
命
じ
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
の
条
文
は
略
式
起
訴
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
正
式
起
訴
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
規
定
は
存
し
な
い
。
け
れ
ど
も
一
般
の
州
で
は
古
く

か
ら
多
く
の
判
例
が
、
裁
判
所
は
検
察
官
の
同
意
な
し
に
訴
追
を
打
ち
切
る
権
限
を
有
し
な
い
と
解
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
一
九
三

O
年
の

テ
キ
サ
ス
州
で
の
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
事
件
が
こ
の
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
の
主
た
る
根
拠
と
さ
れ
る
の
は
、
制
定
法
の
定
め

が
な
い
か
ぎ
り
コ
モ
ン
・
ロ

l
の
原
則
に
従
う
と
い
う
一
般
的
な
要
請
で
あ
る
。
こ
の
要
請
か
ら
す
れ
ば
、
訴
追
の
中
止
の
権
限
を
裁
判
所

が
受
け
取
っ
た
と
い
う
立
法
が
な
い
以
上
、
訴
追
側
の
反
対
を
排
し
て
裁
判
所
が
打
切
り
を
命
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

ぅ
。
更
に
、
テ
キ
サ
ス
州
が
連
邦
型
の
立
法
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
、
こ
れ
は
、

判
所
の
打
切
り
権
」
を
認
め
て
い
な
い
趣
旨
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

そ
う
し
た
タ
イ
プ
の
法
律
が
先
の
第
二
の
問
題
「
裁

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
型
へ
立
法
改
正
を
行
う
州
は
、
裁
判
所
へ
の
打
切
り
権
限
の
委
譲
を
認
め
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
非
類
型
的
な

打
切
り
の
承
認
を
求
め
て
裁
判
所
の
権
限
を
発
動
さ
せ
る
、
被
告
人
の
申
立
て
権
の
存
否
と
い
う
新
た
な
問
題
に
直
面
す
る
。

2 

さ
て
、

刑事訴訟における手続打切り(1)

実
務
に
お
い
て
は
、
制
定
法
上
明
文
で
「
被
告
人
の
申
立
て
適
格
(
ス
ダ
ン
デ
ィ
ン
グ
)
」
が
一
不
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
非

類
型
的
な
打
切
り
に
も
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
申
立
て
を
実
質
的
に
認
め
る
措
置
が
し
ば
し
ば
採
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
手
続
上
、
裁
判
所
自

ら
の
申
立
て
と
い
う
形
で
扱
わ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
よ
う
な
手
続
は
裁
判
所
に
対
し
て
被
告
人
側
か
ら
請
求
さ
れ
て
い
た
の
が
実
態
で
あ
っ

た
。
古
く
は
、

一
八
九
七
年
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ボ

l
ガ
ン
事
件
で
、

「
訴
追
は
、
被
告
人
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
「
(
裁
判
所
)
自
ら
の
:
:
:
正
義
の
増
進
の
た
め
の
」
打
切
り
を
裁
判
所
に
認
め
た
六
七

{
詰
}

一
条
の
下
で
、
当
該
訴
追
を
支
持
す
る
に
十
分
な
証
拠
が
大
陪
審
の
前
に
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
打
ち
切
ら
れ
る
」

北法43(1・41)41

と
の
判
示
が
見
ら
れ
た
し
、

一
九
七
一
年
の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
の
リ
ッ
チ
工
事
件
で
も
、

「
被
告
人
は
裁
判
所
が
打
切
り
を
考
慮
す
る
よ
う
非
公
式
に
C
E
O
『
ヨ
巳
)
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
、
裁
判
所
が
独
自
に



説

そ
の
提
起
を
採
用
し
う
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」

雪ム
"冊

し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
が
こ
う
し
た
自
ら
の
裁
量
に
基
づ
い
て
打
切
り
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
、

か
か
る
事
実
審
の
裁
量
行
為

北法43(1・42)42

と
裁
判
所
は
述
べ
て
い
る
。

の
適
否
を
め
ぐ
っ
て
上
級
審
で
争
わ
れ
る
事
態
が
生
じ
る
。
こ
の
場
合
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
で
被
告
人
の
申
立
て
を
審
理
し
て
い
た

と
す
れ
ば
、
全
く
記
録
が
残
ら
ず
、
上
訴
審
は
事
実
審
裁
判
所
の
裁
量
を
正
し
く
審
査
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
事
情

{
印
}

フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
へ
の
要
請
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。

か
ら
、

3 

立
法
史
の
上
で
、
正
式
起
訴
犯
罪
に
関
し
て
合
衆
国
に
お
い
て
初
め
て
被
告
人
の
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
申
立
て
権
(
ス
タ
ン
デ

ィ
ン
グ
)

に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
の
は
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
一
九
七

O
年
法
(
現
行
法
)

二
一

0
・
四

O
条
お
よ
び
一
七

0
・
四

O
条

で
あ
っ
た
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
は
、
旧
法
で
裁
判
所
に
打
切
り
権
を
認
め
、
訴
追
の
打
切
り
の
主
体
を
裁
判
所
と
し
て
各
州
に
先
駆
け
て
模

範
的
な
法
典
を
採
用
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
が
、
約
九

O
年
後
に
は
、
第
三
テ

i
ゼ
に
関
し
て
も
ま
た
新
た
な
立
法
例
を
提
示
す
る
こ
と
に
な

っ
た
|
|
こ
う
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
の
歴
史
的
な
展
開
は
、
第
二
章
で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
る
。

立
て
に
関
す
る
)

一
九
七
二
年
の
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
の
ソ
ン
ラ
ン
ド
事
件
が
、
被
告
人
の

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
な
い
事
実
を
露
に
し
て
い
る
。
事
案
は
、
免
責
取
引
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
被
告

人
が
、
裁
判
所
と
検
察
官
の
申
立
て
に
よ
っ
て
訴
追
を
打
ち
切
る
と
定
め
た
制
定
法
に
従
っ
て
、
打
切
り
を
申
し
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
ワ

他
方
、

そ
の
他
の
多
く
の
州
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

(
打
切
り
申

シ
ン
ト
ン
州
は
多
く
の
州
と
同
様
に
「
訴
追
の
中
止
」
を
廃
止
し
て
新
た
に
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
規
定
を
設
け
、

そ

の
命
令
は
裁
判
所
自
ら
の
ま
た
は
検
察
官
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
裁
判
所
が
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
。
ワ
シ
ン
ト
ン
州
に
は
か
か
る
手
続

を
発
動
さ
せ
る
被
告
人
の
権
限
な
い
し
は
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
め
ぐ
る
判
例
は
存
在
せ
ず
、
初
め
て
の
判
断
が
求
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
っ
た

が
、
裁
判
所
は
本
件
被
告
人
か
ら
の
申
立
て
を
認
め
て
、
訴
追
を
打
ち
切
り
、
州
最
高
裁
判
所
も
こ
れ
を
支
持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う



に
、
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
判
例
に
よ
る
被
告
人
の
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
の
確
認
が
行
わ
れ
、
立
法
が
手
当
を
し
て
い
な
い
第
三
テ

l
ゼ
の
領
域

に
解
決
を
示
す
こ
と
と
な
っ
た
。
ー
ー
諸
州
の
動
向
に
つ
い
て
も
、
第
二
章
第
六
節
で
概
観
さ
れ
る
。

四

権
利
侵
害
に
対
す
る
訴
追
の
打
切
り

で
は
、
制
定
法
で
打
切
り
権
問
題
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
管
轄
、
す
な
わ
ち
連
邦
型
に
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
型
に
も
立
法
を
求
め
な
か
っ

た
州
で
は
訴
追
の
打
切
り
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
な
事
態
が
制
定
法
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
州
法
域
で
は
、

っ
て
、
制
定
法
が
な
く
と
も
裁
判
所
に
よ
る
打
切
り
権
の
発
動
を
許
容
し
よ
う
と
い
う
判
例
が
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
。

一
九
六

0
年
代
か
ら
、
被
疑
者
に
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が
発
生
し
た
こ
と
に
つ
い
て
証
明
が
な
さ
れ
た
場
合
に
か
ぎ

コ
ネ
チ
カ
ッ

刑事訴訟における手続打切り(1) 

ト
で
は
、
弁
護
人
依
頼
権
の
侵
害
で
あ
る
と
か
、
迅
速
裁
判
違
反
あ
る
い
は
不
法
な
逮
捕
に
基
づ
く
訴
追
を
理
由
に
、
手
続
が
打
ち
切
ら
れ

(
出
)

る
と
判
示
さ
れ
た
。
こ
の
動
向
は
他
の
州
に
も
波
及
し
、
七

0
年
代
か
ら
八

0
年
代
に
か
け
て
、
被
告
人
に
憲
法
上
の
権
利
侵
害
が
認
め
ら

{
剖
)

れ
た
場
合
の
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
の
打
切
り
が
一
般
論
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
く
。
先
の

U
Z
E
広
三
の
法
理
に
関
し
て
第
一

(
統
制
権
問

い
ず
れ
の
テ

1
ゼ
に
つ
い
て
も
消
極
的
な
立
場
を
採
っ
て
い
た
イ
リ
ノ
イ
州
ま
で
も
、
憲
法
上
の
被
告
人

の
権
利
侵
害
の
発
生
を
理
由
に
、
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
の
打
切
り
を
認
め
る
裁
判
例
が
出
て
い
る
。
こ
う
し
た
判
例
に
影
響
を
与
え
た
の
は
、

題
)
、
第
二
(
打
切
り
権
問
題
)

六

0
年
代
か
ら
七

0
年
代
に
か
け
て
出
さ
れ
た
連
邦
最
高
裁
の
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
革
命
と
も
呼
ば
れ
た
一
連
の
刑
事
手
続
に
関
す
る
裁
判

例
と
思
わ
れ
る
が
、
権
利
侵
害
の
発
生
の
結
果
の
処
理
に
つ
い
て
は
訴
追
を
打
ち
切
る
こ
と
が
法
執
行
機
関
に
対
す
る
最
も
厳
し
い
制
裁
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、

ウ
ォ

l
レ
ン
・
コ

l
ト
は
そ
の
道
筋
を
各
州
に
も
示
し
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
本
稿
で
は
詳
し
く
触
れ
な
い
が
、

一
九
八

0
年
代
以
降
イ
ギ
リ
ス
や
カ
ナ
ダ
な
ど
に
お
い
て
も
同
じ
よ
う
に
、
検
察
官
に
認
め
ら

北法43(1・43)43



説

れ
て
い
た
訴
追
の
打
切
り
権
限
を
裁
判
所
が
行
使
で
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
争
わ
れ
、
限
定
的
に
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
こ
れ
を
積
極
的

{
回
)

に
解
す
る
判
例
が
確
立
さ
れ
て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
訴
追
側
に
手
続
の
濫
用
が
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
例
外
的

(
曲
}

に
訴
追
の
打
切
り
す

g可
C
同

匂

g∞
町
内

E
C
。
ロ
)
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
カ
ナ
ダ
で
も
一
九
八
五
年
の
刑
事
法
典
に
お
い
て
検
察
官
の
裁
量
に
よ
る

手
続
の
打
切
り
宮
宅
三
官
。
円
巾
包
吉
岡
印
)
規
定
を
置
い
た
が
、
権
利
章
典
の
二
四
条
を
基
礎
に
し
て
被
告
人
の
権
利
を
救
済
し
な
け
れ
ば
な

-
刊
)

ら
な
い
場
合
に
限
り
こ
の
権
限
を
裁
判
所
も
行
使
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、

北法43(1・44)44

ず!

日間

コ
モ
ン
・
ロ
l
圏
で
の
手
続
打
切
り
の
法
理
が
一
般
的
に
承
認

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
。

註(
l
)
円Uoι
冊
。
問
。
ュ
ヨ
百
回

-
3・0
門
町
門
田
口
「
戸
川
町
。
斗
H

(

Z
・J

ご・

(
2
)
司

g三
冊
〈
・
4
司
王
広
巾
片
手
・
印
N
Z
'
J
円

ω
∞
C
∞
(
同
∞
。
∞
)
・

(
3
)
第
二
章
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
お
け
る
訴
追
の
打
切
り
制
度
」
の
中
で
紹
介
さ
れ
る
多
数
の
判
例
も
、
。
百
三
お
と
の
ル
|
ツ
と
し
て
訴
追
の

中
止
を
示
唆
す
る
。
例
え
ば
ク
イ
ル
事
件
で
も
「
六
七
一
条
は
以
前
の
訴
追
の
中
止
の
権
限
に
つ
い
て
制
定
法
で
定
め
た
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

め
E
N
-
-
v
冊
。
立
町
〈
-
C
E
-
-
-
H寸
寸

Z
・ベ・

ω
N
ι
ω
∞
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回
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∞
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4
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Z
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2
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S
司
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E
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5
0
3
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=
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Eム
ヨ
な
お
、
訴
追
の
中
止
に
つ
い
て
は
以
下
の
も
の
を
参
照
。
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四
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三

O
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程
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刑事訴訟における手続打切り(1 ) 

(
5
a
)
一
九
七
六
年
に
は
四
回
、
七
七
年
に
六
回
行
使
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る

2
・
。
・
0
各二

g
-
2
m
g
-
5
1
5
-
司
与
-
N
4
-
5
4
∞
)
。

ま
た
最
近
で
も
、
国
立
劇
場
で
の
ホ
モ
・
セ
ク
シ
ャ
ル
の
レ
イ
プ
シ
l
ン
に
つ
き
、
あ
る
婦
人
が
猿
裂
罪
で
私
人
訴
追
し
た
も
の
を
中
止
し
た

例
が
あ
る
。
め
2
・
↓
E
4
E
E
0
2
N
P
Z
Z
N
斗
・
5
∞
。
一
玄
白
『
円
E
N
O
-
-
∞
∞
N
(
国
(
V

・
0
与
〈
O

一N0・田町『・。・
8
一-Nω
叶

INω∞-Y白血『円FNN・

]
F
C

∞N
)
 

(
6
)
現
行
の
イ
ギ
リ
ス
刑
事
訴
追
制
度
に
つ
い
て
、
邦
文
で
は
次
の
も
の
を
参
照
。
総
越
溢
弘
「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
お
よ
び
ウ
ェ

i
ル
ズ
に
お
け
る

公
訴
官
制
度
の
創
設
に
つ
い
て
」
法
政
理
論
二

O
巻
一
号
(
一
九
八
七
年
)
。

「
訴
追
の
中
止
」
権
限
は
、
公
訴
局
長
に
判
例
上
受
け
継
が
れ
(
河
ミ
ヨ
C
ロ
ヰ
〈
〉
の
一
5
m
g
o
∞
∞
ω
三
、
一
九
八
五
年
法
(
p
o月
2
5
ロ
え

Q
Pロ
円
虫
〉
2
・
5
∞
印
)
に
よ
る
公
訴
官
制
度
の
発
足
に
と
も
な
い
、
打
切
り
権
限
が
各
公
訴
官
に
与
え
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
後
に
見
る
ア
メ
リ

カ
と
同
様
、
裁
判
官
に
か
か
る
打
切
り
申
立
て
を
拒
否
す
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
な
お
問
題
は
残
る
。
例
え
ば
一
九
七
四
年
の
ブ
ロ
ー
ド
事

件
(
河
〈
・
回
『
S
E
S
斗
∞

)
g
n『・〉
3
・
周
回
話
回
)
で
は
、
裁
判
所
が
打
切
り
申
立
て
を
却
下
し
、
手
続
を
継
続
し
て
有
罪
を
言
い
渡
し
た
。
か
か

る
裁
判
所
の
権
限
に
批
判
的
な
見
解
と
し
て
次
の
も
の
を
参
照
。
』
・
』
E
垣
担
『
邑
夕
、
『
E
〉
ゴ
ヨ
Z
2
C
E
g
-
-
2
5
a】
2
〉
Z
ロ
↓
E
F
E
「
R
Z

↓何回何回叶・品品品。(]{匂∞
A
H
)

・

(
7
)
Z
c
g
・
2
a
白
鳥
、
さ
的
問
屯
S-
一
H
m
w
叩
∞
一
円
い
『
F
m
-
印
4
N
-
印
、
~
N
a
ω

(
8
)
。
。
註
恒
三
〈
・
ω
E
門
戸
。
玄
邑
-
N
E
一
H
H
Y
向
。
ι
・
2
本
件
は
、
相
当
な
理
由
な
く
訴
訟
教
唆
罪
(
U
R
Z
可
可
)
で
悪
意
の
訴
追
を
さ
れ
た
被
告
人

に
つ
き
、
法
務
総
裁
が
訴
追
を
中
止
す
る
よ
う
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

(
9
)
河
・
〈
見
E
E
5
・
5
玄
邑
E
N
(
コ
ロ
)
・
本
件
は
、
文
書
に
よ
る
名
誉
段
損
罪
(
Z
Z
-
)
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
に
対
す
る
訴
追
を
法
務
総
裁
が

取
り
下
げ
た
事
案
で
あ
る
。

(
叩
)
ア
メ
リ
カ
の
検
察
官
制
度
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
合
衆
国
検
察
官
制
度
成
立
史
序
説
l
|
公
衆
訴
追
主
義
の
成
立
と
そ
の
意
義
|
|
」

北
大
法
学
論
集
三
九
巻
四
号
(
一
九
八
九
年
)
参
照
。

(
日
)
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
テ
ィ
ン
・
前
掲
註
同
一
五
頁
参
照
。
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
検
察
官
の
権
限
が
イ
ギ
リ
ス
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
拙
稿
前
掲
註
(
叩
)
第
二
章
第
一
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
欧
文
は
右
論
文
で
の
各
註
中
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
一
般
的

な
も
の
と
し
て
以
下
の
も
の
を
挙
げ
て
お
く
。
出
C
耳
出
「
E
ι
p
a
旬=芯
ε司守吋さお口go門芯巾印.包乞門ω匂主h

品H

川匂山一z(のリ=呂E『

(H呂ωω斗ご)プ一河詞.(のυCgc}z巾ミ山可、噂』、可苫《弘母出どh常門
2
包
3
。ミ¥町
§r常偽~可己1ぷぬミ弘含ぬミ可EQミ目ヘ
hA
円ロshε。芸
ミ
C
む
ぬ
室s芝向ミ守
s巳三』?
.
N
〉
z.
』
同
F
、
国
-
2
u
o
品
(
呂
印
∞
)
-
m
宍

Z
B
q
h昨

Z
-
∞
お
岡
町
一
-
コ
芯
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説吾品
目岡

み
な
。
ョ
ミ

C
Sミ
と
ミ

br-stst
円芝、
A

き
さ
ミ
の
き
ミ
ミ
ミ
h
p
内
生
ミ
ミ
'
同
町
ミ
2
・
0
巴
再
開
「
]
印

MX(回
。
。
。
)

(ロ
)
(
v
c
g
B
C
ロ宅
E
P
F
〈
-
g
E
2
-
2・N
玄
白
日
出
回
叶
N

{
同
∞
。
。
)
翌
一
八

O
七
年
の
ア
ン
ド
リ
ュ

l
ス
事
件
に
お
い
て
も
裁
判
所
は
「
法
廷
は
検
察
側

に
よ
る
遂
行
な
し
に
、
訴
追
の
中
止
を
検
察
官
に
勧
告
す
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
o
h
c
g
g
g当
2
1
F
〈
〉

E
Z耳目
-
N

玄曲目的・

8
。

(

]

{

∞

C
叶
)

a

(
日
)
〉
拘
ロ
巾
耳
〈
e

(

リ
ロ
ヨ
ぴ
巾
ユ
田
口
円
凶
行
。
=
ロ
ミ

-HNω
巾「間
'
h
r

月

(

句

MF)ωkH(
同∞

N
3・

(
U
)
(
U
O
ロロ印
E
C
C
ロ
n
g夕
立

己

ω・品目品

(
5
2
)
検
察
官
の
独
占
的
な
取
下
げ
権
限
を
支
持
す
る
論
考
と
し
て
た
と
え
ば
、

(
U
E
え
吉
田
片
山
口
市
何
回
戸

I

国『可岨的
H
h

』官、白ロ
0
4
戸内品・伊丹回。。・

(日

)
ω
S門
司
〈
、
『
E
P印・印。

Z
Z
H
ω
叶
-Hω
匂(同∞叶印)・

(
日
)
問
。
凶
g
m
F
E
E
-
n
E
Z
E
R
P
2
-
2
-
z
〉
E
E
E
-
-∞
叶
(
呂

ω。
)
ア
メ
リ
カ
で
は
訴
追
の
提
起
に
大
陪
審
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
犯
罪
が
多

く
な
る
に
つ
れ
公
判
の
能
力
を
上
回
る
訴
追
が
行
わ
れ
な
い
よ
う
検
察
官
の
裁
量
権
限
が
広
く
行
使
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
バ
ウ
ン
ド
は
、
こ

れ
を
統
制
す
る
必
要
を
説
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
政
治
的
圧
力
(
公
選
制
を
指
す
)
か
ら
の
解
放
、
中
央
集
権
的
な
訴
追
制
度
の
確
立
、
統

一
さ
れ
た
州
の
訴
追
機
関
の
設
立
等
の
改
革
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
特
に
イ
ギ
リ
ス
の

D
P
P
制
(
U
弓

R
Z「
え
宮
乞
田
円

買
3
2
5
5凹
)
を
-
評
価
し
、
連
邦
の
司
法
制
度
は
こ
の
方
向
を
採
っ
て
い
る
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
州
が
同
様
の
統
一
化
、
集
権
化
に
向
か
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

h
k
-

三
回
∞
吋
∞
・

ま
た
、
バ
ウ
ン
ド
が
指
摘
し
た
訴
追
の
中
止
の
濫
用
的
運
用
を
実
証
し
た
調
査
報
告
と
し
て
、

Z
え
5
E一
nDEB-印包
O
E
O問問、白老

O
σ
2
2
5
3

自
己
何
ミ
ミ
2
E
E
?
河
唱
。
司

O
Z
2
8
2
2
5
z・
2
l
H
O
O
-
叶
田
玄
巾
コ
・

2
8
H
)・
が
貴
重
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
二
六
年
当
時
、
シ
カ
ゴ

で
は
全
事
件
の
二
五
・
五
%
が
訴
追
の
中
止
に
よ
っ
て
終
了
し
て
い
た
。
ち
な
み
に
一
九
二
五
年
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
訴
追
の
中
止
は
わ
ず
か
二

件
で
き
わ
め
て
謙
抑
的
に
運
用
さ
れ
て
い
る
。

(
口
)
玄
5
口市目。

z
nコ
自
内
。
。
ョ
E
2
2
0
口周巾
U
O
『円(同ゆ
N
斗

)ω
「

(
国
)
宅
問
『
口
内
吋
白
ロ
ι

(

U

与
c
こ
巴
吉
田
〉
E

C
垣
見
開
明
。
国
F
N
2
5
ω
め)一

D
5
5目こ
5
Z
2
5
n
r
Z
E
E
-
N
O叶・

ω
3・
ωめ∞
(ENN)・
特
に
、
合
衆
国

の
検
察
官
制
度
へ
の
包
括
的
な
調
査
に
基
づ
き
一
連
の
論
稿
を
著
し
た
、
ベ
イ
カ

l
教
授
の
、

Z
.
司.∞回美宵宮巾句「戸.吋コ』
H

芯句、さ臼足悶円

=ε円な札富〉と町

、h曲拘
角
も
L

官官尽号円円な伺
Aミ『三町
sPξ
偽ヱ門s以逗凡ミ、
HR門2R翁戸.
N

。]目(わ
υ
E玄.円
F「、?.∞宏品

J

叶刊コ(同
5一ゆwω
。ε)
参昭照…。

(
日
)
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
テ
ィ
ン
・
前
掲
註
附
参
照
。
各
州
の
詳
細
な
規
定
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
章
第
一
節
註
(
日
)
(
担
)
参
照
。
連
邦
草
案
に
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h
司
(
ド
寸
【
)
的
司
山
鳩
山
山
一
山

。;二 ν'!!' L. B. Orfield， CRIMINAL PROCEDURE FROM ARREST TO ApPEAL (1947) p. 340.343， n. 289.302. ; W. M. Whitman， 

FEDERAL CRIMINAL PROCEDURE (1950) p. 381.4; M. S. Rhodes， 6 ORFIELD'S CRIMINAL PROCEDURE UNDER THE FEDERAL RULES， 250.1 

(1987) 'Il<J' ~'.2撚 1 -h<l時総(園田延長'.2のニ ν，1 DRAFTlNG HISTORY OF THE FEDERAL RULES OF CRlMINAL PROCEDURE. Ed. by 

M. Wilken and N. Triffin， 190.2 (1991)山総匹。

(2) Section 54 (part N， ch. n， tit. N) of the Revised Statutes of New York (1829). 

(~) Commissioners' Report On Code of Criminal Procedure [1850[， ch. vn. p. 341 込'訴事1主題叩E;' .\:ζ~.>:'~単~E;'~ポエ手手足せて}SE

諜Jν'分i告主同E;':::気回相会}穏エνユト9。

(~) .) E;'l[]~' 69 American Law Reports Annotated (hereinafter cited as ALR)， 240.2. 王寺平~..>J....l ν{! .lJ吋~' State v. Hickling， 

45 N.1. L. 152 (1883); State v. Mathews， 98 Mo. 125， 10 S. W. 144. 11 S. W. 1135 (1888); People v. Beckwith， 2 N. Y 

Crim. Rep. 29 (1884); State v. Frazier， 52 La. Ann. 1305，27 So. 799 (1900) 

(ロ) ト民人 ι 『言~t瞭4議案Hト撰』百三1静穏穿J鉱石主 1~日や( I長田長年t) 111gj 1回総匹。

(~) People v. Harris， 1 Edm. Sel. Cas. 453 (1847). iai:聴ト鴇ト占111gj1 1眠、;>1@:濃E;' ~lìさせd 嬬.'( r-Q 0 

(自)Ex parte Barganier， Tex. Crim. Rep..， 23 S. W. (2d) 365 (1929). .) E;'盤長斗 0エν'!!'ALR. supra note 22. at 243. 

(お) People v. McLeord， 25 Wend. (N. Y.) 483， 37 Am. Dec. 328 (1841); People v. Bennett， 49 N. Y. 137 (1872); ALR， supra 

note 22， at 241.3. E;'持軍E主総gjo

(日)The American Law Institute (hereinafter cited as ALI). CODE OF CRIMINAL PROCEDURE， OFFICIAL DRAFT (1930). 

(お)需にぬ去な見~.>:'草壁掛'.2 0 ニ νtγ 織11制首長同湿や理念杓与~r-Q。

(gj) ~='Î\ 告企 11 トミミ票制醤;1111< 同様。

i#議案1主'!!'佃札工、'怖-¥.，!'!!:1$1膝{ll.ITE;'岳鰹ピム~ ('1 ν' 同縦E;'翌F柑E;'-\"!-Q'.2'治畑、いに-li'~r-Q吋小司g'1帆令{H) 心込坦4栄子<.l J

(宕)People v. Bruzzo， 24 Cal. 41 (1864). 

(お)Ballentine's Law Dictionary 3rd ed.， p 357 (1969) 

(~) Federal Rules of Criminal Procedure ~12. 綜穏当官溌宮駅穏~[j.11網目恥( 1・民団長叶)，建制収益「トス='~.qD帳固刑者主

~tゆi格制~im(露経(時J E;' 1() J雰窓々、ャ..:j'K1くく与J 日い (1~<~社) 1111眠~トせてj総監。

(
日

)

E

尽
に
媛
県
時
土
持
け
?
稲
稔
跡
震



至急ふ
口問 説

(
お
)
瀧
前
掲
註
(
沼
)
二
三
頁
、
さ
Z
E
E
-
言、
S
E
R
E
'
主

宰

l
・

(
担
)
旧
法
下
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
公
判
前
申
立
て
に
関
す
る
邦
語
文
献
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
↓

r
n
g∞C
Z
己主

a
E耳
目
。
『

Z
2

J
「

C

「
宵
〉
口
口
D
E
E
閣官。
ω∞
叶
な
ど
参
照
。

(
お
)
君
主
C
H
E
F
S可
否
ロ
C

丹市

5
・三

ω∞ケ
ω
L
Z
c
F
Oミ
~
室
内
ミ
(
リ
ミ
向
。
¥
(
リ
コ
苦
言
三
』
U
3
2
k
s
R
H
N
〉
∞
-
〉
・
]
め
句
。

(HmwNめ)・

(お

)
C
E
Z且
∞
円
三
巾
印
〈

O
O
P
E
-
司
∞
Z宅・

8閉
山

(
5
2
)・
判
文
か
ら
は
事
案
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
被
告
人
は
贈
収
賄
事
件
に
関
与
し
て
い
た
罪

を
問
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

(
幻
)
公
衆
訴
追
主
義
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
前
掲
註
(
叩
)
第
三
章
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
公
衆
訴
追
主
義
の
論
者
に
よ
る
多
義
性
が
指

摘
さ
れ
た
(
同
稿
第
一
章
参
照
)
。
筆
者
は
公
衆
訴
追
主
義
を
「
私
人
訴
追
主
義
一
、
国
家
訴
追
主
義
と
区
別
さ
れ
、
大
陪
審
と
併
用
さ
れ
る
検
察

官
制
度
を
持
ち
、
公
選
制
に
よ
る
検
察
官
の
選
出
方
法
が
備
え
ら
れ
て
い
る
公
衆
の
意
思
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
を
支
え
る
思
想
」
と
理

解
し
て
い
る
。
拙
稿
「
合
衆
国
検
察
官
概
念
の
発
展
|
|
二

O
世
紀
に
お
け
る
合
衆
国
検
察
官
の
概
念
化
の
分
析
|
|
」
北
大
法
学
論
集
三
七

巻
六
号
(
一
九
八
七
年
)
、
一

O
九
頁
註

(
4
)
参
照
。

(
羽
)
己
巳
門
主

ω
S円巾印〈
-ncH-ωAFN
明，

N己
広

三

5
2
)・
本
件
は
、
一
九
六
四
年
一

O
月
一
一
一
一
日
、
ミ
シ
シ
y
ピ
南
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
コ

y

ク

ス
判
事
が
、
検
察
官
が
大
陪
審
を
綬
た
起
訴
状
に
署
名
し
な
か
っ
た
こ
と
を
裁
判
所
侮
辱
罪
に
あ
た
る
と
し
て
検
察
官
の
身
柄
拘
束
を
命
じ
た

も
の
の
、
上
訴
審
に
よ
っ
て
右
命
令
が
破
棄
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
七
条
例
川
に
よ
れ
ば
、
合
衆
国
検
察
官
ま
た
は
司
法

長
官
の
署
名
の
な
い
起
訴
状
は
、
手
続
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

(却
)
H
t
・
白
門
戸
叶
匂
近
年
の
議
論
を
包
括
し
た
も
の
と
し
て
、
例
え
ば
、

F
g
r
-『ロ巾『
r
Z
5
2・
』
ぎ
た
S
な
言
ミ
(
U
3

苦言白』
(
U
宮
司
的
・
司
君
、
問
問
H
同町苦言問

s
k
h
E
R
S
-
、
室
、
ミ
ミ
町
内
F
N
印
〉
Z
-
P
-
F
-
H
g
-
N
2
(
H
U∞
叶
)
を
参
照
。

(的

)
C
E
Z己的
g
g帥
〈
・
。
。
耳
田
口
・

ω∞
H
勺

ω高
司
-
N
H
A
(呂
手
)
・
ヒ
ル
裁
判
官
は
、
検
察
官
の
処
分
に
は
「
事
実
的
基
礎
」
が
欠
け
て
お
り
、
「
公
訴

事
実
を
取
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
義
が
ど
う
し
て
達
成
さ
れ
る
の
か
を
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
し
て
申
立
て
を
却
下
し
た
。

(HU)
己
E
Z
ι
ω
E
2
〈
-
P
Sロ・

ω
g
-
Y
∞
口
署
∞
。
ω
(
5
2
)
特
別
検
察
官
の
任
命
は
、
裁
判
所
の
固
有
の
権
限
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
特
に
不
訴

追
へ
の
司
法
的
抑
制
手
段
と
し
て
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
州
を
中
心
に
こ
れ
が
三
権
分
立
の
原
則
を
侵
す
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

F
R
E
E偶
者

c
c
ι
2
2
2
E
E問
。
。
E
=・・
ωN
品
〉

N
P
H
(
Z・』・

5
立ー

)
-
F
D℃
貯
〈
-

ζ
E
E宮
2
2
2
3
e
r
y
E
ω
めと

-
E可
。
品
目

2
3
N
E
U
M印
丹
呂
叶
N)
一
玄
ロ
ヨ
芝
〈
・

5

5
・
ω品
∞
〉
-N品∞
ω叶
(
冨
己
〉
署
・

5
叶
印
)
・
特
別
検

北法43(1・48)48



刑事訴訟における手続打切り(1)

察
官
制
度
に
つ
い
て
は
、

z
o
z・
3-二
習
を
ま
提
言
問
3
3
H
p
m
bぎ
と
め
宮
町
内
章
、

HH
〉
Z-P-z
「
問
問
〈
・
印
ゴ
(
呂
斗
ω)
一
z
o
F
言
。
宇
号
色

町
富
ミ

h
3
2ミ
ミ
旬
、
ミ
ミ

hvshgぎ
F

∞
斗
ペ
〉

E
F・』

HGmwN(早
斗
∞
)
一
玄
白
『

r
F
Z
C
N
N
f
p司
-
Q
S
H
S
h
E
S
4
2
」
ぎ
吉
町
宮
、
A

弘司君主的

gR喜
久

守
的
円
台
向
日
町
宮
』
室
内
ミ

h
p
h
b且町三旬、内町民自』
H
4
8
Rミ
ミ
・
。
斗
]
巴
ロ

-2↓巴国間

H0・
お
め
(
呂
∞
品
)
・
を
参
照
。

ま
た
こ
の
問
題
と
は
異
な
る
が
、
近
時
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
が
特
別
検
察
官
(
独
立
検
察
官

(
g
r胃
E
s
=
o
Eロ
印
巾
-
)
)
の
任
命
に
関
す
る

事
案
で
一
つ
の
合
憲
判
決
を
下
し
て
い
る
。
最
高
裁
は
、
大
統
領
が
有
す
る
検
察
官
の
任
命
権
限
を
、
議
会
の
特
別
部
が
奪
う
こ
と
は
必
ず
し

も
権
力
分
立
原
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

h
号
、
冨
C

『『戸印ロロ〈・

0
2
0
P
E
∞
∞
ハ
リ
円

N
S叶
(
円
。
∞
∞
)
・
こ
の
判
決
に
つ
き
、
横
藤
田
誠
、

ア
メ
リ
カ
法
一
九
八
九

l
E
・
三
七
五
頁
参
照
。

(
位

)
C
E広
島
伊
巳

2
〈・ゎ
0
4〈

E-
印N
品
司
宮
町
。
品
(
呂
斗
印
)
-
3
2・
ι
2・
お
印

C
ω
・
。
ご
(
呂
、
日
)
-
本
件
に
つ
い
て
の
文
献
は
多
数
に
上
る
が
、
た

と
え
ば
、
ゴ
ー
ル
ド
シ
ュ
テ
ィ
ン
・
前
掲
註

(
5
)
二
七
l
八
頁
、
お
よ
び
同
註

(ω)
の
諸
文
献
を
参
照
。
ま
た
以
下
の
も
の

o
Z
〉
自
の
『

F・
河
内
〈
・
∞
早
(
早
試
)
・
品
目
。
。
。
石
市
者
同
日

F
E悶
HDEF・
-N2・
N
S
(巴
ゴ
)

(
位

a)
こ
れ
は
、
微
罪

2
2出
5
5
3
g同『白
2
5ロ
)
不
処
罰
の
規
定
が
州
の
み
に
お
い
て
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
照
ら
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

微
罪
打
切
り
制
度
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
軽
微
な
犯
罪
に
対
す
る
訴
追
の
打
切
り
制
度
・
そ
の
1
|
|
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
微
罪
打
切
り
制
度
」

北
大
法
学
論
集
四
一
巻
二
号
(
一
九
九

O
年
)
参
照
。

(
時
)
た
と
え
ば
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
と
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
』
(
一
九
七
二
年
)
一
七
二
|
二

O
一
頁
が
合
衆
国
に
お
け
る
デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
法

理
を
め
ぐ
る
連
邦
判
例
を
中
心
に
概
括
的
に
描
く
。
近
時
の
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
見
〉

--2
除
問
。
}
ハ

Z
E
E
-
n
oロ目立円
Z
E
E
-
p
-
E
E
-

F
R
E
R
p
n
E司
・
日
(
呂
∞
∞
)
等
を
参
照
。

(
叫
)
∞
円
。
巾
『
印

F
E
E
-
-
ν
g
n
n
E
g『
互
互
訪

g
E
5
Z
S∞斗)・ペ
i
ス
・
ロ

l
・
ス
ク
ー
ル
教
授
で
あ
る
筆
者
の
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
初
め
て

の
「
検
察
官
の
不
正
行
為
」
に
関
す
る
包
括
的
な
著
作
が
本
書
で
あ
る
。
従
来
よ
り
ゲ
ル
シ
ュ
マ
ン
教
授
も
含
め
て
か
か
る
問
題
領
域
に
関
す

る
議
論
は
活
発
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
著
作
に
よ
っ
て
論
点
が
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
、
行
き
届
い
た
整
理
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
単
な

る
不
当
行
為
類
型
の
列
挙
に
止
ま
ら
ず
、
最
終
章
に
お
い
て
「
制
裁
」
に
つ
い
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
ア

メ
リ
カ
に
お
い
て
も
近
時
、
強
大
な
権
限
を
持
つ
検
察
官
へ
の
司
法
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
実
効
性
の
希
薄
と
、
制
裁
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
教
授
の
本
問
題
に
関
す
る
論
稿
と
し
て
、
た
と
え
ば
以
下
の
も
の
を
参
照
。
、
吋
町
。
∞
巴
『
町
内
『
(
リ

2
2
自
己
宇

8
2
E
2
E

E
M
gロ
E
2・NHmvEF-
∞
巴
「
「
号
室

NH叶
(
目
。
∞
印
)
一
項
耳
目
》
「
C印巾円
z
g
g
宮戸田町内

E
Z
-
N
N
(
U
E
F
回巴「「耳目

Z
E
H
(呂∞め)・
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5見

(
日
目
)
己
ロ
再
開
己

ω
S丹
巾
印
〈
阿
古
田
印
巾
=
-
t
H
C
∞
品

Nω(呂
叶

ω)
本
件
は
、
被
告
人
が
以
前
か
ら
違
法
な
薬
物
の
製
造
を
行
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
捜
査
官

が
そ
の
製
造
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
材
料
を
提
供
し
て
薬
物
を
製
造
さ
せ
た
う
え
で
こ
れ
を
購
入
し
た
、
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
最
高
裁

は
わ
な
の
抗
弁
を
認
め
た
控
訴
裁
判
所
の
判
断
を
退
け
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
「
我
々
は
い
つ
か
、
法
執
行
官
の
活
動
が
あ
ま
り
に
法
外
で
あ
っ

て
、
適
正
手
続
原
理
が
、
有
罪
判
決
を
獲
得
す
る
た
め
に
政
府
が
司
法
手
続
に
依
存
す
る
こ
と
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
よ
う
な
情
況
に
直
面
す

る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
。
本
件
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
渡
辺
修
「
図
捜
査
と
毘
の
抗
弁
|

l
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
判
例

を
中
心
に

l
l
」
法
学
論
叢
一

O
五
巻
一
号
(
一
九
七
九
年
)
参
照
。

(必
)
J
E円
r
t
ξ
C

〈
-
Z
8
Eロ印唱

H
H
∞
C目

ω・
ω印
。
(
同
∞
∞
合
)
中
国
系
移
民
で
あ
る
被
告
人
が
、
市
条
例
に
従
い
木
造
家
屋
で
の
洗
濯
業
の
許
可
を
市
参

事
会
に
求
め
た
と
こ
ろ
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
木
造
家
屋
で
営
業
す
る
業
者
は
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
市
に
コ
二

O
軒
あ
り
、
そ
の
う
ち
二
四

O

軒
は
中
国
系
の
者
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
こ

O
O軒
に
は
許
可
が
下
り
ず
、
他
方
中
国
系
以
外
の
八
一
軒
の
う
ち
許
可
が
下
り
な
か
っ
た
の
は
一

軒
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
法
令
違
反
で
逮
捕
、
起
訴
さ
れ
罰
金
未
納
の
た
め
換
刑
処
分
を
受
け
た
。
そ
の
際
連
邦
へ
人
身
保
護
令
状
を

出
し
た
と
こ
ろ
、
最
高
裁
が
か
か
る
処
分
を
憲
法
の
平
等
原
則
に
反
す
る
と
し
て
違
憲
無
効
の
判
断
を
下
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
件
に
つ
い

て
触
れ
た
文
献
は
邦
文
、
欧
文
を
問
わ
ず
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
た
と
え
ば
、
松
本
時
夫
「
刑
罰
法
令
の
差
別
的
運
用
と
法
の
平
等
保
護
の
原
則

i

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
判
例
と
理
論
」
法
律
時
報
四

O
巻
三
号
(
一
九
六
八
年
)
、
小
山
雅
亀
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

阪
大
法
学
二
二

O
巻
(
一
九
八
四
年
)
一
一
九
頁
以
下
等
が
詳
し
い
。

(
U
)
己『岡田丹色∞

g
円巾印〈・。

sι
ヨ
ロ
・
岳
、
吋
戸
∞

ω
め
∞
(
呂
∞
N
)

被
告
人
は
警
察
官
と
路
上
で
格
闘
を
し
た
結
果
、
軽
罪
で
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
に
付
さ

れ
た
が
逃
亡
し
た
。
三
年
後
に
発
見
さ
れ
、
検
察
官
は
二
つ
の
重
罪
を
含
む
正
式
起
訴
を
行
っ
た
。
以
前
の
刑
の
上
限
は
三
五

0
0
ド
ル
の
罰

金
ま
た
は
二
八
か
月
の
拘
禁
刑
で
あ
っ
た
が
、
今
回
の
場
合
一
一
、
五

0
0
ド
ル
の
罰
金
ま
た
は
一
五
年
の
拘
禁
刑
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
被
告

人
は
検
察
官
の
「
報
復
的
活
動
(
〈

E
E
5
2
5
gご
を
主
張
し
、
地
裁
は
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
も
の
の
、
第
四
控
訴
裁
判
所
が
こ
の
訴
え
を

認
め
た
た
め
、
最
高
裁
判
所
に
お
い
て
争
わ
れ
た
結
果
、
破
棄
・
差
し
戻
し
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
本
件
で
は
報
復
的
活
動
が
推
認
さ
れ
ず
、

デ
ュ

l
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
が
立
証
さ
れ
て
い
な
い
と
判
一
不
さ
れ
た
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
山
・
前
掲
註
(
剖
)
に
詳
し
い
。

(
特
)
叶
『
巾
∞
自
r
o『

Z
D
〈即

ω
2
5
〈
a
C
ロ芹

E
g巳
2
-
S一

4

C
∞
-N印
(
)
(
呂
∞
∞
)
本
件
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
大
陪
審
手
続
に
お
け
る
検
察
官
に
よ

る
エ
ラ
!
と
手
続
を
打
ち
切
る
司
法
の
監
督
権
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
二

l
Iを
参
照
。

(
刊
)
一
八
八
一
年
法
に
つ
い
て
は
、
後
述
第
二
章
第
一
節
参
照
。

言命
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刑事訴訟における手続打切り(1)

(
印
)
宅
問

2
-∞
〉
z
z
-
d
E
F
h
o口開閉
HU
∞
印
(
門
〉
「
)
・
前
掲
註
(
却
)
参
照
。
こ
れ
ら
の
州
法
の
動
向
は
、
〉
亡
-
E
V
E
g
g
N
斗
・
巳
∞
mvml
。
・
そ
の
他
、

ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
、
ミ
シ
ガ
ン
、
カ
ン
サ
ス
を
素
材
と
し
て
訴
追
の
中
止
な
ら
び
に
訴
追
裁
量
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
句
者
玄
回
一
-2・句目
ce

出向ロ
c
d
c
z
(
回
。
。
。
)
が
あ
る
。
「
正
義
の
増
進
」
に
つ
い
て
諸
州
の
立
法
動
向
に
も
触
れ
て
い
る
(
句
界
三

ωω
十
)
o
n
z
z
q
∞
・
特
に
H
Y
2
N
ロ

で
は
訴
追
の
中
止
権
限
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

(
日
)
不
訴
追
な
い
し
訴
追
決
定
へ
の
介
入
を
包
括
的
に
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
呂
=
巾
「
・
言
、
司
自
ロ
c
g
印C
-

三
回
ω吋。

(
臼
)
前
掲
註
仙
川
参
照
。

(日
)

U
可
目
。
ロ
〈
・
〉
-
C

一戸。
HH
一
回
目
(
∞
・
品
H
0
・

(
日
)
犯
罪
訴
追
法
二
三
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
(
法
務
資
料
第
四
四
七
号
参
照
)
。

「
第
二
三
条
治
安
裁
判
所
に
お
け
る
手
続
の
打
切
り
百
戸
印
2
2
5
5
2
2
0『
望
2
2
E
話
回
)
川
、
問
、
略
。

問
手
続
の
予
備
段
階
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
長
官
が
本
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
裁
判
所
の
書
記
官
に
手
続
の
続
行
を
望
ま
な
い
旨

を
通
告
し
た
時
は
、
そ
の
手
続
は
、
通
告
に
よ
っ
て
た
だ
ち
に
打
ち
切
ら
れ
る

(σ
巾
去
完
E
C
E
E
)
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
七
項
の
規
定
に
よ

り
被
訴
追
者
が
行
う
通
告
に
よ
り
そ
の
手
続
を
再
開
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
。

凶
以
下
略
。
」

す
な
わ
ち
、
公
訴
官
が
訴
追
を
打
ち
切
る
意
思
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
妨
げ
る
の
は
、
裁
判
所
で
は
な
く
被
訴
追
者
(
被
告
人
)
の
通
告
の

み
で
あ
る
。

(
日
)
こ
の
点
、
〉
・
∞

E
r
a
-
h
a
h
s
kも

s
eミ
守
童
話
、
さ
之
内
g
h
Sお

'
P
3
5可一呂∞
2
n
E
-
F
'
周

忌
-NH4
参
照
。

(
日
)
〉
巳
-
M
H
a』

V
S
ロ
o
Z
N
叶
・
巳
∞
mv
叶
h
o
ロ
ロ
巾
向
丘
町
三
ー
の
2
ω
Z
?
回。
ω
。-∞
R
a
A山

AH
品叶-

(
貯
)
∞
S
Z
〈・〉
E
2
8ロ-
N
∞∞
-
t弓
E
N
己
口
品
(
H
S
C
)

(
白
川

)
T
m
o
Z
巾
〈
・
〈
由
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第
二
節

「
口
広
呂
田

Z-
の
法
理
」

の
形
成

以
上

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
非
類
型
的
な
打
切
り
を
め
ぐ
る
沿
革
を
振
り
返
っ
た
が
、

そ
れ
は
、
検
察
官
の
訴
追
の
中
止
権
限
に
対
す
る

抑
制
の
是
非
か
ら
、
裁
判
官
の
打
切
り
権
の
存
否
へ
と
問
題
の
中
イ
が
移
行
し
て
い
っ
た
過
程
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、

こ
う
し
た
歩
み
を
「
U
Z
E
Z巳
の
法
理
」
と
い
う
打
切
り

(
U
Z
E
Z
と
に
か
か
わ
る
法
理
の
発
展
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な

い
か
、
と
の
観
点
か
ら
今
一
度
整
理
し
直
し
て
み
た
い
。
以
下
、
各
州
の
立
法
形
態
の
変
遷
を
テ

l
ゼ
の
発
展
段
階
に
対
応
さ
せ
て
検
討
し
、

ア
メ
リ
カ
全
体
の
動
向
を
概
観
す
る
が
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
含
め
た
立
法
の
進
展
状
況
を
明
ら
か
に

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、

し
う
る
と
思
わ
れ
る
。

刑事訴訟における手続打切り(1 ) 

不
訴
追
に
対
す
る
裁
判
所
の
審
査

ま
ず
第
一
段
階
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
「
訴
追
の
中
止
」
が
継
受
さ
れ
、

そ
の
権
限
が
検
察
官
に
独
占
さ
れ
、
こ
の
「
訴
追
中
止
」

権
を
行
使
す
る
検
察
官
の
打
切
り
裁
量
へ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
問
題
と
す
る
時
期
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
第
一
テ

l
ゼ
の
「
訴
追
裁
量
へ
の
裁

判
所
に
よ
る
統
制
の
如
何
」
と
し
て
前
節
で
紹
介
さ
れ
た
議
論
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
多
く
の
州
が
、
訴
追
の
中
止
を
廃
止
し
、
制
定

法
に
お
い
て
U
Z
E
Z
(
訴
追
の
打
切
り
)
に
関
す
る
規
定
を
新
た
に
設
け
る
か
、
ロ
3
B
訪
日
規
定
の
な
い
州
に
あ
っ
て
は
、
端
的
に
訴
追
中

止
に
裁
判
所
の
承
認
を
制
定
法
上
明
記
し
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
立
法
は
、
何
ら
か
の
打
切
り
権
限
へ
の
規
制
を
設
け
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
大
き
く
三
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
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説

第
一
は
「
訴
追
中
止
」
を
検
察
官
の
権
限
と
し
て
認
め
て
、
申
立
て
は
検
察
官
の
み
に
許
さ
れ
る
と
し
た
う
え
、
書
面
に
よ
る
理
由
の
提
示

を
求
め
た
り

(
た
と
え
ば
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
(
一
九
二
二
年
)
、

ア
l
カ
ン
ソ

l
州
(
一
九
二
一
年
)

な
ど
て
裁
判
所
の
同
意
を
要
件

論

(
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
一
八
二
八
年
法
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
(
一
九
二
八
年
)
)
も
の
で
あ
る
。

と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
州
法
(
一
九
二
七
年
刑
事
規
則
二
四
三
条
)
で
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

に
置
く

一
応
こ
こ
で
は
「
同
意
型
」

「
州
を
代
理
す
る
検
察
官
は
、
裁
判
所
の
許
可
を
得
て

(き円
F

目)巾コ国】∞色。ロ
C

ご
『
巾
円
。
ロ
『
門
)
、
事
件
が
最
終
的
に
陪
審
に
送
ら
れ
る

以
前
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て
も
、
被
告
人
の
全
て
ま
た
は
訴
因
の
一
部
に
対
す
る
訴
追
を
打
ち
切
る
こ
と
が
出
来
る
」

2 

第
二
は
、
「
訴
追
中
止
」

な(
どZた
)と

の
概
念
自
体
を
廃
し
、
裁
判
所
と
検
察
官
が
ど
ち
ら
も
訴
追
を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
か

え
ば
連
邦
規
則
(
一
九
四
六
年
)
)
、
裁
判
所
の
命
令
以
外
に
打
切
り
を
認
め
な
い
も
の

(
た
と
え
ば
ア
ラ
パ
マ
州
(
一
九
二
三
年
)

が
あ
る
。
こ
れ
は
「
分
離
型
」
と
呼
ぶ
。
た
だ
し
連
邦
規
則
の
場
合
に
は
「
同
意
型
L

の
規
定
と
併
置
し
て
、
裁
判
所
の
独
自
の
「
迅
速
な

裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
」
に
打
切
り
が
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
正
確
に
は
「
同
意
・
分
離
型
」
と
い
う
併
合
し
た
形
式

を
採
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
連
邦
刑
事
裁
判
規
則
四
八
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

同
検
察
官
に
よ
る
訴
追
の
打
切
り

(
0
2
5∞
Z
-
Z
ω
5
2ミ
『
ミ
同
0
2
5ヨ
2
3

検
事
総
長
ま
た
は
連
邦
検
察
官
は
、
裁
判
所
の
承
認
を
得
て
、
起
訴
状
、
略
式
起
訴
状
ま
た
は
告
発
状
の
取
消
書
を
提
出
す
る
こ
と

が
で
き
、
訴
追
は
こ
れ
に
よ
り
終
結
す
る
。

こ
の
取
消
書
は
、
公
判
審
理
の
継
続
中
は
、
被
告
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
こ
れ
を
提
出
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

川
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
の
打
切
り

(05ヨ
zz-zgz『同)

地
方
裁
判
所
に
お
い
て
応
訴
す
る
こ
と
を
言
い
渡
さ
れ
た
被
疑
者
に
対
し
て
、
大
陪
審
に
起
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
、

ま
た
は
裁
判

所
に
略
式
起
訴
状
を
提
出
す
る
こ
と
が
不
当
に
遅
延
し
た
場
合
、

ま
た
は
被
告
人
を
公
判
の
審
理
に
付
す
こ
と
が
不
当
に
遅
延
し
た
場
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合
に
は
、
裁
判
所
は
、
起
訴
状
、
略
式
起
訴
状
ま
た
は
告
発
状
を
却
下
す
る

{
3
}
 

門
田
お
呂
呂
田
)
こ
と
が
で
き
る
。
」

第
三
は
、
裁
判
所
が
訴
追
を
打
ち
切
る
主
体
で
あ
る
と
規
定
し
、
検
察
官
が
訴
追
を
打
ち
切
る
と
き
に
は
裁
判
所
に
申
し
立
て
、
こ
れ

に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
打
切
り
を
命
ず
る
タ
イ
プ
で
あ
る
(
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
一
八
八
一
年
法
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
一
八
七
二
年
法
な
ど
)
。

3 こ
れ
を
「
監
督
型
」
と
呼
ん
で
お
く
が
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
刑
法
二
二
八
五
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
。

「
裁
判
所
は
自
ら
、

な
い
し
は
検
察
官
の
申
請
に
よ
っ
て
、

か
つ
正
義
を
増
進
す
る
た
め
に
、
訴
追
を
打
ち
切
る
こ
と
が
出
来
る
。

打
切
り
の
理
由
は
覚
書

(
E
E
Z印
)
に
明
記
さ
れ
た
命
令
に
お
い
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

そ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
検
察
官
の
専
権
事
項
で
あ
っ
た
訴
追
の
打
切
り
権
限
に
つ
き
、
何
ら
か
の
理
由
を
も
っ
て
打
切
り

い
ず
れ
に
せ
よ
、

を
認
め
る
こ
と
を
不
当
と
考
え
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
が
審
査
し
た
う
え
で
打
切
り
を
拒
否
し
よ
う
と
い
う
訴
追
裁
量
抑
制
の
政
策
的
見
地

に
立
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
立
法
の
形
式
を
見
る
と
、
「
同
意
型
」
や
「
分
離
型
」
が
実
質
的
に
抑
制
機
能
を
ど
の
程
度
果
た
し
う
る
か

は
疑
問
と
さ
れ
、
「
監
督
型
」
が
そ
の
点
で
第
一
の
テ

l
ゼ
に
最
も
忠
実
な
解
決
を
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
に
し

刑事訴訟における手続打切り(1)

て
も
「
同
意
型
」
と
同
じ
よ
う
に
機
械
的
な
同
意
、
承
認
を
与
え
る
こ
と
と
な
れ
ば
、
実
際
は
訴
追
中
止
の
時
代
と
全
く
変
わ
り
は
な
く
な

る
。
こ
れ
が
先
に
触
れ
た
バ
ウ
ン
ド
ら
の
懐
疑
論
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

裁
判
所
独
自
の
打
切
り
権
限

先
の
「
監
督
型
」

の
立
法
類
型
は
、
第
二
段
階
の
問
題
と
大
き
く
関
連
し
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
「
D
E
B
-
∞
回
国
一
の
法
理
」

の
第
二
段
階

で
は
、
第
一
テ

l
ゼ
と
と
も
に
第
二
テ

l
ゼ
で
あ
る
「
裁
判
所
自
ら
に
よ
る
、
訴
追
の
打
切
り
権
の
存
在
の
如
何
」
が
議
論
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

つ
ま
り
公
訴
権
の
行
使
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
に
し
て
も
、
第
一
テ
1

ゼ
が
不
起
訴
方
向
に
対
す
る
抑
制
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
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E見

第
二
テ

I
ゼ
は
起
訴
方
向
に
対
す
る
抑
制
を
求
め
て
お
り
、
法
的
効
果
は
ま
っ
た
く
逆
の
も
の
を
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
公

訴
権
濫
用
論
」
と
同
様
、
「
救
済
の
法
理
」
を
形
成
す
る
。
そ
う
す
る
と

「
監
督
型
」
に
属
す
る
立
法
の
み
が
、
こ
の
点
に
つ
き
解
決
を
見

幸子'b、

日間

た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
打
切
り
が
常
に
裁
判
所
の
命
令
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
理
論
上
「
打
切
り
権
限
」
は
司
法
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
下
に
置
か
れ
、

な
お
か
っ
、
裁
判
所
も
自
ら
の
判
断
で
打
切
り
権
を
発
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

他
方
、
「
同
意
型
」
は
第
一
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
は
「
訴
追
中
止
」

へ
の
同
意
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
統
制
を
行
え
る
が
、
独
自
の
打
切
り
権

の
存
在
(
第
二
テ

i
ゼ
)

に
は
消
極
的
で
あ
る
し
、

ま
た
「
分
離
型
」
の
立
法
を
持
つ
場
合
、
第
二
テ
ー
ゼ
は
認
め
て
も
反
対
に
第
一
テ

l

ゼ
の
統
制
問
題
に
は
無
力
と
な
っ
て
し
ま
う
。

や
は
り
「
O
Z
E
Z巳
の
法
理
」
か
ら
み
る
と
、

ど
ち
ら
も
ま
だ
「
司
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
」

を
完
全
に
実
現
す
る
に
は
程
遠
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
裁
判
所
に
固
有
の
権
限
と
し
て
打
切
り
権
限
を
認
め
、

な
お
か
つ
訴
追
の

行
使
の
適
正
さ
を
司
法
が
監
督
し
て
い
く
と
い
う
思
考
の
確
認
、

す
な
わ
ち
「

U
Z
E
g巳
の
法
理
」

の
第
一
段
階
と
第
二
段
階
と
の
境
界

線
を
超
え
よ
う
と
い
う
視
座
が
、

ま
だ
十
分
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
理
由
に
、
理
論
上
の
障
害
と
し
て
「
三
権
分
立
」
問
題
が
あ
る
こ
と
が
前
項
で
紹
介
さ
れ
た
判
例
の
沿
革
か
ら
理
解
さ
れ
よ
う
。
七

四
年
の
コ
!
ワ
ン
事
件
の
法
廷
意
見
は
、
行
政
部
の
裁
量
が
「
公
共
の
利
益
に
明
白
に
反
す
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
妨

害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
見
て
、
「
豆
∞
E
Z曲
目
の
法
理
」
を
あ
く
ま
で
「
検
察
官
の
裁
量

捉
え
て
い
な
か
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
も
と
で
は
憲
法
論
争
が
生
じ
る
こ
と
は
不
可
避
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

文す

裁
判
所
の
統
制
」
と
い
う
図
式
で
し
か

し
か
し
な
が
ら
、

「U
U
g
z
z
-
の
法
理
」
の
問
題
は
単
な
る
「
検
察
官
の
訴
追
裁
量
」
を
め
ぐ
る
も
の
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
所
に
固
有
の
、

非
類
型
的
な
「
打
切
り
権
限
」

論
点
が
意
識
さ
れ
始
め
た
の
が
第
二
段
階
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
般
が
承
認
さ
れ
る
か
、

と
い
う
第
二
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
解
決
が
同
時
に
必
要
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
こ
の

2 

連
邦
は
こ
う
し
た
第
二
テ

l
ゼ
に
つ
い
て
の
立
法
を
持
た
な
か
っ
た
た
め
に
、
残
念
な
こ
と
に
「
0
5呂
田
印
印
と
の
法
理
」

の
展
開
の
道
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を
自
ら
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
迅
速
裁
判
違
反
」
に
関
す
る
連
邦
規
則
四
八
条
は
そ
れ
と
し
て
、

判
例
に
よ
っ
て
「
お
と
り
捜
査
」
「
不
平
等
訴
追
」
「
検
察
官
の
不
正
行
為
」
等
へ
の
、
日
本
法
で
こ
れ
ま
で
「
八
ム
訴
権
濫
用
論
」
の
範
鴎
で

議
論
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
諸
々
の
手
続
上
の
違
法
、
不
当
な
行
為
に
つ
い
て
被
告
人
に
対
す
る
「
訴
追
の
打
切
り
」
に
よ
る
救
済
の
道
を
開

く
努
力
が
、
下
級
審
を
中
心
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
0
5
5
訟
の
論
拠
を
め
ぐ
っ
て
は
立
法
が
「
非
類
型
的
打
切
り
」
を
定
め
る
州
と
、
定
め
な
い
連
邦
と
の
間
で
理
論
構
成
に
相

違
を
見
せ
る
こ
と
に
な
る
。
連
邦
や
若
干
の
州
で
は
、
「
検
察
官
の
不
正
行
為
」
論
等
を
中
心
と
し
た
憲
法
論
に
よ
っ
て
、
州
に
お
い
て
は
(
特

に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
)
、
豆
回
目

-Z巳
の
法
理
(
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
)
と
し
て
、
構
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
者
に
お
い
て
も
、

打
切
り
が
い
か
な
る
場
合
に
可
能
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
当
然
被
告
人
の
憲
法
上
の
権
利
侵
害
ゃ
、
検
察
官
の
不
正
行
為
を
媒
介
項
と
し

て
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
既
に
我
が
学
界
で
は
こ
う
し
た
「
U
Z
E
Zと
の
法
理
」

の
各
論
部
分
に
あ

刑事訴訟における手続打切り(1)

た
る
研
究
に
つ
い
て
は
、
連
邦
を
中
心
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
た
め
(
た
と
え
ば
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
の
手
続
の

打
切
り
で
あ
る
と
か
、
不
平
等
な
起
訴
に
基
づ
く
手
続
の
打
切
り
で
あ
る
と
か
)
そ
れ
ら
に
譲
り
、
本
稿
で
は
特
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
に
つ

い
て
包
括
的
に
第
二
章
で
紹
介
、
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
も
ち
ろ
ん
、
手
続
打
切
り
論
の
観
点
か
ら
一
言
う
な
ら
ば
未
だ
連
邦
に
つ
い
て

も
十
分
な
打
切
り
論
の
資
料
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
別
稿
を
も
っ
て
論
ず
る
こ
と
に
し
、

本
稿
は
出
来
る
か
ぎ
り
打
切
り
論
の
全
体
像
を
描
き
出
す
た
め
に
「

U
5
5
Z巳
の
法
理
」

の
展
開
を
中
心
に
論
を
進
め
、
連
邦
に
つ
い
て

は
必
要
に
応
じ
て
参
照
す
る
に
止
め
る
こ
と
に
す
る
。
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説

打
切
り
を
申
し
立
て
る
被
告
人
の
権
利

ー記為
自岡

以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
第
二
テ

l
ゼ
に
関
し
て
、
立
法
上
は
裁
判
所
が
打
切
り
権
を
発
動
し
え
る
こ
と
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

実
際
に
は
検
察
官
の
申
立
て
を
自
動
的
に
承
認
し
、
審
査
も
十
分
に
行
わ
れ
ず
、

ま
た
非
類
型
的
な
裁
判
所
自
身
に
よ
る
打
切
り
権
の
行
使

に
も
消
極
的
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
の
打
切
り
権
は
発
動
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
い
っ

た
諸
州
を
リ
ー
ド
す
る
州
の
立
法
状
況
が
第
二
段
階
ま
で
進
み
、

ま
た
諸
州
も
こ
れ
に
な
ら
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
事
実
上
の
運
営
が
ど
う
な

っ
て
い
た
の
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
懸
念
さ
れ
る
司
法
消
極
主
義
的
態
度
を
打
開
す
る
た
め
に
は
、
か
か
る
権
限
を
裁
判
所
に
発
動
さ
せ

る
権
利
を
被
告
人
に
与
え
る
他
は
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
さ
に
当
事
者
主
義
の
母
国
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
観

点
を
実
定
法
に
盛
り
込
む
こ
と
に
は
長
い
道
の
り
を
要
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
権
利
の
承
認
が
、
第
三
テ

l
ゼ
で
あ
る
「
被
告
人
の
申
立
て
権
(
ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
)

の
有
無
L

の
問
題
で
あ
る
が
、

そ
の
解
決
を
行
う
た
め
に
は
「
U
Z
B
H
目
的
色
の
法
理
」
が
第
三
の
段
階
ま
で
進
ん
で
き
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
先
に
第
一
節
で
概

観
さ
れ
た
よ
う
に
、
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
訴
追
の
中
止
に
始
ま
り
、
制
定
法
上
の

U
Z
E
訟
の
規
定
に
至

る
変
遷
が
、
最
終
的
に
「
被
告
人
の
権
利
と
し
て
の
豆
∞
呂
田
」
の
問
題
へ
土
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
権
利

性
に
こ
そ
、
非
類
型
的
な
打
切
り
を
認
め
、
起
訴
抑
制
な
い
し
起
訴
無
効
の
法
理
を
発
動
さ
せ
る
「
手
続
打
切
り
論
」

の
進
む
べ
き
道
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
訴
追
を
打
ち
切
る
よ
う
「
申
し
立
て
る
権
利
」
を
被
告
人
に
認
め
た
立
法
を
こ
こ
で
は

「
権
利
型
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
の
立
法
の
形
式
と
テ

i
ゼ
へ
の
承
認
を
表
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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権監分間 立
法

利督離意 の
形

型型型型 式

第
一

o 0 x 0 ア

ゼ

第

一
000  x ア

ゼ

第

o x × × ア

ゼ

一一一一
九八九八
七八四二

立O 一六八
年年年年
ニニ連ニ

法ユユ邦ユ

ヨ ヨ ヨ
例

ク ク ク
外|州 ナ卜|

2 

最
終
的
に
第
三
段
階
に
ま
で
達
す
る
と
、
「
権
利
型
」
の
法
律
は
、
当
然
検
察
官
と
は
別
個
に
打
切
り
権
を
発
動
で
き
る
の
で
「
分
離
型
」

を
含
む
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
検
察
官
の
打
切
り
申
立
て
を
審
査
で
き
る
た
め
「
監
督
型
」
を
も
含
ん
だ
法
形
式
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
本
稿
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
を
研
究
の
素
材
に
選
ん
だ
の
も
、
こ
れ
ま
で
示
さ
れ
て
き
た
法
理
の
発
展
性
に
基
づ
く
こ
と
、
す
な

わ
ち
こ
の
表
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
打
切
り
を
め
ぐ
る
「
法
理
」
の
第
一
段
階
か
ら
第
三
段
階
ま
で
の
展
開
が
十
分
に
辿
れ
、
加
え
て

刑事訴訟における手続打切り(1)

全
て
の
問
題
領
域
(
第
一
テ
ー
ゼ
か
ら
第
三
テ

l
ゼ
ま
で
)
に
対
応
可
能
で
あ
る
こ
と
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
法
理
を
完
成

さ
せ
た
の
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
み
で
あ
り
、
非
類
型
的
な
訴
追
の
打
切
り
制
度
を
立
法
と
豊
富
な
判
例
に
よ
っ
て
検
証
す
る
こ
と
が
出
来

る
こ
と
が
主
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
「
序
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
我
が
法
に
お
い
て
「
公
訴
権
濫
用
論
」
か
ら
「
手
続
打
切
り
論
」

へ
の
展
開
を
不
可
避
の
問
題
と
し
て

捉
え
る
筆
者
の
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
「
検
察
官
の
不
正
行
為
」

の
抑
制
と
い
っ
た
議
論
の
立
て
方
が
「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
相
似
し
て
い
る

こ
と
を
十
分
に
了
解
し
つ
つ
も
、
こ
れ
で
は
「
救
済
の
法
理
」
に
止
ま
る
だ
け
な
の
で
、
む
し
ろ
、
「
打
切
り
事
由
」
を
限
定
せ
ず
広
範
な
「
手

続
打
切
り
」

へ
の
議
論
の
可
能
性
を
含
ん
だ
「
正
義
の
増
進
の
た
め
の
訴
追
の
打
切
り
」
制
度
を
比
較
法
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
素
材
と
す
る
こ

と
の
方
が
我
々
の
問
題
意
識
に
合
致
し
、
「
政
策
の
法
理
」
を
も
含
ん
だ
考
察
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

~t法43(1 ・ 59)59



説論

註(
1
)
裁
判
所
の
同
意
を
必
要
と
す
る
管
轄
は
以
下
の
と
お
り
。

ω
2・〉
F
F
h
o口
開
。

zυ目安
-zR
司

Z
E
E
-
。
司
E
戸

0
2
3
-
∞
ま
(
呂

ω。)

e

・
ア

i
カ
ン
ソ

l
(
U
G・0
『∞
g
f
H
m
w
N「
師
免

ω。
。
同
)

-
コ
ロ
ラ
ド
(
。
。
居
間
)
「
目
4
3
・
H
m
w
N
Y
2
n・吋()吋∞一
.. 
(
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
)
申
立
て
は
、
簡
潔
に
理
由
を
述
べ
る
書
面
に
よ
っ
て
裏
付
け

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
)

-
ジ
ョ
ー
ジ
ア

(
p
p
E
N。・

3
ロ

P
P
M
R
-
S
N
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
事
件
の
調
査
の
後
、
陪
審
に
付
さ
れ
る
前
に
、
∞
O
P
E
C円

。
2
2巳
は
、
裁
判
所
の
同
意
を
得
て
訴
追
の
中
止
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
事
件
が
陪
審
に
付
さ
れ
た
後
は
、
被
告
人
の
同
意
に
依
ら
ず

し
て
訴
追
の
中
止
は
提
出
で
き
な
い
。
)

-
ケ
ン
タ
ッ
キ
ー
合
同
「

(UOB2・
5
N斗・の『
FE--uEnJ
印
R
N品∞)

・
ミ
シ
シ
ッ

J

ビ
(
国
冊
目

'no己タ]戸市
V
N
叶・凹巾円・]戸
ω
印∞)

・
ノ

l
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ

(ncロ
MO--W白
?
回
。
同
市
Y
M
2
士
山
品
目
)

-
オ
ハ
イ
オ
(
わ
邑
巾

-
E
ω
0・
ω
2・
5
2叶
φ
N
検
察
官
は
、
公
開
の
法
廷
で
示
さ
れ
た
正
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
裁
判
所
の
承
認
に
依
ら
ず
し

て
い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
訴
追
の
中
止
を
提
起
し
て
は
な
ら
な
い
。
本
条
に
依
ら
な
い
場
合
は
、
無
効
と
さ
れ
る
。
)

-
ペ
ン
シ
ル
パ
ニ
ア
(
巧
巾
2
4日
ω
g
f
E
N
C・
2
a
s
s
-
m
w
o
E
)

-
テ
ネ
シ
ー

(
ω
F
E
-
(
u
a
p
Hゆ回、戸田
2
・
叶
目
印
品
)

・
テ
キ
サ
ス
(
河
内
〈

P
忠
良
二

E
N印
-
O
P
-
-
R
F
可
叶
ハ
(
本
条
項
は
)
打
切
り
の
判
断
に
必
要
と
さ
れ
る
根
拠
を
示
す
よ
う
な
、
事
件
に
関

す
る
書
面
の
提
出
に
基
づ
い
て
、
(
裁
判
所
の
同
意
を
も
っ
て
打
ち
切
る
こ
と
を
検
察
官
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
)
)

・
ヴ
ァ
モ
ン
ト
(
の
巾
ロ
・
「
田
項
目
・
同
市
WH
叶.回巾円・
N

印
十
件
)

-
ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
(
わ
D
E
u・
ω
g
f
E
N
C・日
2
・
2!日
ω・
検
察
官
の
申
立
て
に
基
づ
く
裁
判
所
の
命
令
に
依
ら
ず
し
て
は
、
か
か
る
申
立
て
は
書

面
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
の
理
由
は
、
命
令
が
下
さ
れ
る
前
に
当
該
申
立
て
の
中
で
示
さ
れ
公
開
の
法
廷
で
読
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
)

(
2
)
〉
巴
b
も
さ
目
。

z
r
同門∞匂

mw-
ア
ラ
パ
マ

(no島市・同市
WNω-za-
品目山印

()-KH
印
印
ド
)
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
(
∞
ミ
ロ
印

ω
S
F
-
H
ゆ
NAT
印巾円

N岡市山
N)
、
カ
ン

サ
ス
(
河

2
・
ω
g
f
E
N
ω
・印

2
・
NH
印
N)
、
ニ
ュ

l
ジ
ャ
ー
ジ
ー
ち
=
ョ
・

ω
E
3
J
S
N
Kア凹
2
・印

ωー吋{)・)。

北法43(1・60)60



S
(同
坦
・
円
)
円
四
可
制
~
一
H
T

(的)Fed. Rules of Crim. Proced. ~48. 

(司) ALI， supra note 1， at 895. 11 叶 -m-~ミ;8~鴬 (Cr. Pro.， sec. 671) 8 ~-R' トτデトト (Rev.Code， 1928， sec目 5260.)， 余

士、ト 4マ弐 11T--(Pen. Code， 1925， secs. 1385， 1386.) ， トャ~長 (Comp. Stat.， 1919， secs. 9179， 9180.) ， トャ 4マひ (Code，

1927， sec. 14027.)' ((('1キ>-~ (Mason's Stat.， 1927， sec. 10725)' 時J入々 、小 (Rev.Codes， 1921， secs. 12227， 12228.)' '1キ之

、(Rev.Laws， 1919， sec. 7399; Rev. Laws， 1912， sec. 7400)'ヘ-K • ~ fl ~ (Comp. Laws， 1913， secs. 11169， 11170.) ， 

令号、小長1>(Comp. Stat.， 1921， secs. 2916， 2917.) ，→マム 'fl，¥(Code， 1930， secs. 13.1605， 13.1606.)' 中心 K'~、 fl~

(Rev. Code， 1919， secs. 4810， 481 1.)'吋~ (Comp. Laws， 1917， secs. 9348， 9349.)' t ，入入ム入 (Rem.Comp. Stat.， 1922， 

sec. 2314.) 8持まや時時。

(凶) ~iii!掻制(出)総監。

(∞) United States v. Cowan， 524 F. 2d 504 (1975). 

(ド)製桝Hト~..y 8 トキ同!と時点j 尉恒.J..J..J~ rに尽0J拠隠P記事選.J..J..JνUnited States v. Omni Int'l Corp・， 634F. Supp. 1414 

(0. C. Md. 1986) ; United States v. Caputo， 633 F. Supp. 1479 (E. O. Pa. 1986) ; United States v. Morrison， 449 U. S. 361 

(1981); United States v. Russell， 411 U. S. 423 (1973).刻伊ゐ時時。

+<~1備や 8~喜怒H回 8~ト同!と然保j 割モEL41 Iζ~0 '\ld*台記事選.J..J..J ν， United States v. Basurto， 497 F. 2d 781 (9th Cir. 

1974); United States v. Provenzano， 440 F. Supp. 561 (S. O. N. Y. 1977); United States v. Gal1o， 394 F. Supp. 310 (0. Conn. 

1975); United States v. Oe Rosa， 783 F. 2d 1401 (9th Cir. 1986)給与込時時。

舎も)8~' ~際(凶 e トキ矧ぷ 11住烈ど 8~*'\ld.![1l~:g; êlW エ~.，;:> 8 '\ld$堕:杓ヰヰ~ .:; 0 See， W. R. LaFave & J. H. Israel. CRIMINAL 

PHOCEDUHE 2d， ~13. 4， 5 (1992) 

(∞)ドト1や排精子製el(¥ニν:!!'→らヨ提唱居「祭場HtllI8l格烈縦E同elt;-¥ホト{lfl入ムロー士ミ」盛+<対幹 11110 (1 ~<国社)' ~ rj削Eミ

21稔!'O.J..J);ト制作悲純国正EZ2」田健対~rt- I <唱。gja]t>(1兵<-1(叶)，斥!予担保訴事j:'\ld似合崎製~8m区制rrêl (¥ .:;ν:!!'阪*をえ[]r月1

1頃ヤ様写字、l<J1{Þ(:!:ごt-Q~豊言~2J 州立話誕糾 11吋 Eト (1~与J -1(社)昨今l<J総監。

(∞) []]トv 会♂主挙制〈止に~0岳判 ν製品}市委稲Jν':;~8:!!fl ，tキャト 4そトムミミヤ→~ (' ~ (Gen. Stat.、1930，sec. 6447) 0 ~ヰ~ --.JI' 

重~1式取1稔 8~.QDêl~当化工、￡ ν 二時。
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SUMMARY OF  CONTENTS 

A Study of Dismissal in Criminal Procedure 

一‘Dismissalin fu此heranceof justice' in New Y ork State -

Makoto IBUSUKI' 

Introduction 

Part 1: An outline of dismissal prosecution 

1. From Nolle Prosequi to dismissal 

2. Dismissal Doctorine (in this volume) 

Part 2:‘Dismissal in furtherance of justice' in New York State 

1. Section 671 in Code of Criminal Procedur巴

2. Criminal Procedure Law of 1970 

3. The cases in CPL 

4‘ The cases and rivision after 1979 

5. The meaning and function of‘A theory of justice' 

6. Dismissal in each state 

Part 3: A theory of dismissal in criminal procedure 

1. From prosecutorial abuse doctrine to dismissal 

2. Fundamental approaches to dismissal 

3.‘A theory of justice' and dismissal 

Summary 

In Japan， if there are unlawful conducts or violations of constitutional 

rights of a defendant， we apply what we generally call the 'prosecutorial 

misconducts doctrine'. The practice of this theory， howev巴r，has been 

criticized because it cannot be applied to certain situations， such as when a 

'The author is Associate Professor of Kagoshima University. Ph. D. (Hokkaido 

Univ. 1991)， LL. M. (Kanazawa Univ. 1984) 
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judge does not find any unlawful conduct but thinks it is better to terminate 

the procedure 

Another shortcoming of this doctorine is that with the need for the concept 

or policy of de-criminalization or diversion， it makes the use of this doctrine 

uneffective. In the U. S. a system of dismissal has been used since the 

common law era. One state in particular， New York， has established a strong 

view of terminating criminal procedure based on un-typical causes of 

dismissal 

The New York State system， which is a model for other states in the U. S 

because of its long history of many dismissal cases， has clear statutes and a 

strong veiw of terminating criminal procedure based on motion by the 

defendant. 

In this thesis， extensive reference and use of the dismissal rules in the 

state of New York have been used. It is hoped that it will be useful in the 

future construction of Japanese dismissal rules. Throughout this thesis some 

CHARACTERISTICS of efficient dismissal rules become clear. Three main 

points are: (1) The flexibility of application to cases， for the statute permits 

the motion based on un-typical causes for dismissal‘in furtherance of 

justice' or 'in the interest of justice¥(2) Simplicity for the court to determine 

dismissal of the case， for the court has judicial discretion in a dismissal 

proceeding. (3) The wide extent to which a judge has power in court. 

We should observe this system with attention focused on two main points. 

The first， is the release of a defendant when there are violations in the 

proceeding. The second， is a view of criminal policy through de 

criminalization or diversion. Usually， we argue these topics separately， but 

in regards to the dismissal procedure， we can explain criminal law and 

procedure together in full 

Also， in this paper， is the offering of a suggestion to Japanese laws makers 

and scholars in regards to legislative solution and legal interpretation. Both 

are discussed in comparison with published Japanese articles from the past 

twenty years. Ironically， these past articles suggest that the institution of 

the dismissal rule is an urgent matter. Although previous articles and books 

have been written about this problem， the need for a new theory for 

terminating criminal procedure has been great 

The author hop巴sthat with the solution offered in this thesis， it can lead to 
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the begining of a new dimension in the termination in criminal procedure in 

Japan. 
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