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一

は
じ
め
に

刑
訴
法
三
一
三
条
一
項
は
、「
裁
判
所
は
、
適
当
と
認
め
る
と
き
は
、
検
察
官
、
被
告
人
若
し
く
は
弁
護
人
の
請
求
に
よ
り
又
は
職

権
で
、
決
定
を
以
て
、
弁
論
を
分
離
し
若
し
く
は
併
合
し
、
又
は
終
結
し
た
弁
論
を
再
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、

こ
の
う
ち
、
弁
論
の
再
開
に
つ
い
て
、
従
来
の
学
説
に
よ
れ
ば
そ
の
法
意
は
次
の
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
論
の
再
開
が

認
め
ら
れ
る
の
は
、
一
度
弁
論
を
閉
じ
た
以
上
、
必
ず
そ
の
当
時
の
訴
因
に
基
づ
き
、
そ
の
時
ま
で
に
取
り
調
べ
ら
れ
た
証
拠
に
よ
っ

て
の
み
裁
判
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
が
余
り
に
も
硬
直
に
過
ぎ
、
真
実
発
見
の
理
想
に
も
と
り
、
訴
訟
経
済
の
原
則
に
も
反
す

新
た
な
量
刑
事
情
の
発
生
と
弁
論
の
再
開島

田

良

一

一

は
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に

二

弁
論
の
再
開
を
め
ぐ
る
我
が
国
の
判
例

三

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
審
理
の
延
長
と
量
刑
事
情
を
め
ぐ
る
状
況

四
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メ
リ
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唆
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る
の
み
な
ら
ず
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
官
の
死
亡
等
の
事
情
に
よ
る
裁
判
の
不
能
と
な
る
危
険
を
防
止
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
た
め
で
あ（
１
）

る
。
具
体
的
に
は
、
弁
論
終
結
後
に
新
た
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
た
場
合
、
訴
因
の
追
加
ま
た
は
変
更
を
す
る
必
要
が
生

じ
た
場
合
、
終
結
時
の
裁
判
官
が
死
亡
し
た
場
合
、
審
理
不
尽
に
気
付
い
た
場
合
等
に
弁
論
の
再
開
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る（
２
）

が
、
こ
れ
は
、
結
局
、
後
に
控
訴
審
で
審
理
す
る
に
し
て
も
そ
れ
に
は
様
々
な
制
約
が
あ
る
こ
と
や
審
理
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
な
が
ら
判
決
す
る
の
も
無
駄
で
あ
る
こ（
３
）

と
、
判
決
後
の
控
訴
審
で
新
た
に
主
張
、
立
証
す
る
よ
り
も
時
間
と
手
間
を
省
け
る
こ

（
４
）

と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
右
に
挙
げ
ら
れ
た
具
体
例
の
う
ち
、
弁
論
終
結
時
に
お
け
る
裁
判
官
の
死
亡
と
い

っ
た
よ
う
な
事
情
が
生
じ
る
可
能
性
は
、
新
た
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
た
場
合
や
訴
因
の
追
加
ま
た
は
変
更
を
す
る
必
要
が
生
じ
た
場
合

と
比
べ
て
、
か
な
り
低
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
そ
の
適
否
が
問
題
と
な
る
の
は
真
実
発
見
や
訴
訟
経
済
と
い
っ
た

事
情
に
よ
っ
て
弁
論
が
再
開
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
学
説
の
上
で
は
、
弁
論
再
開
の
目
的
は
主
に
真
実
発
見
と
訴
訟
経
済
の
点
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
一
方
で
、
弁
論
再
開
が
な
さ
れ
る
場
合
は
右
の
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
結
審
後
に
被
告
人

と
被
害
者
と
の
間
に
示
談
が
成
立
し
た
よ
う
な
場
合
に
、
か
か
る
示
談
に
関
す
る
証
拠
、
す
な
わ
ち
量
刑
事
情
に
関
す
る
証
拠
が
新
た

に
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
、
一
般
に
、
裁
判
所
の
措
置
と
し
て
は
、
い
っ
た
ん
こ
れ

を
当
事
者
に
返
還
し
、
そ
の
上
で
当
事
者
か
ら
か
か
る
事
実
に
関
す
る
証
拠
に
つ
い
て
の
取
り
調
べ
を
理
由
と
し
た
弁
論
再
開
の
請
求

が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
じ
め
て
弁
論
を
再
開
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
さ
れ（
５
）

る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
弁
論
再
開
の
目
的
は
真

実
発
見
あ
る
い
は
訴
訟
経
済
の
い
ず
れ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
に
つ
き
、
例
え
ば
、
弁
論
再
開

が
行
わ
れ
る
他
の
具
体
的
状
況
と
し
て
は
、
傷
害
罪
に
お
け
る
被
害
者
の
傷
害
の
程
度
の
悪
化
と
い
っ
た
よ
う
な
事
実
が
発
生
し
た
り

結
審
前
に
生
じ
て
い
た
事
実
に
つ
き
新
た
に
重
要
な
証
拠
が
発
見
さ
れ
た
り
し
た
場
合
が
多
い
と
さ
れ
る（
６
）

が
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
真

論 説
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実
発
見
、
訴
訟
経
済
と
い
っ
た
目
的
に
適
う
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
た
な
量
刑
事
情
に
つ
い
て
の
立
証
に
つ

い
て
言
え
ば
、
確
か
に
、
こ
う
し
た
事
実
に
つ
い
て
改
め
て
証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
も
真
実
発
見
、
訴
訟
経
済
と
い
っ
た
目
的
と
全
く

相
容
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
犯
行
の
動
機
や
手
段
方
法
、
被
害
の
程
度
と
い
っ
た
よ
う
な
犯
罪
事
実
に
属
す
る
も
の
を
除

け
ば
、
原
則
と
し
て
量
刑
事
情
の
立
証
が
犯
罪
事
実
の
認
定
と
結
び
つ
く
こ
と
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
量
刑
事
情
、
と
り

わ
け
情
状
事
実
の
立
証
を
め
ぐ
る
弁
論
再
開
の
目
的
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
真
実
発
見
、
訴
訟
経
済
と
い
う
点
だ
け
か
ら
で
は
な
く
、

別
の
視
点
か
ら
も
説
明
し
う
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
情
状
事
実
の
立
証
を
め
ぐ
る
弁
論
再
開
の
意
義
に
つ
い
て
、
我
が
国
及
び
ア

メ
リ
カ
の
判
例
を
参
考
に
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
す（
７
）

る
。

二

弁
論
の
再
開
を
め
ぐ
る
我
が
国
の
判
例

１

弁
論
の
再
開
に
関
す
る
判
例
の
う
ち
、
そ
の
必
要
性
に
関
す
る
見
解
を
示
し
た
判
例
と
し
て
は
、
ま
ず
昭
和
五
五
年
五
月
六
日

の
東
京
高
裁
判（
８
）

決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
、
公
務
執
行
妨
害
被
告
事
件
に
つ
き
、
原
審
が
弁
論
終
結
後
、
検
察
官
か
ら
な

さ
れ
た
補
充
立
証
を
理
由
と
す
る
弁
論
再
開
請
求
を
却
下
し
直
ち
に
無
罪
判
決
を
言
渡
し
た
措
置
に
対
し
て
、
控
訴
審
裁
判
所
が
か
か

る
措
置
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
原
判
決
を
破
棄
差
戻
し
た
事
案
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
控
訴
審
裁
判
所
は
次
に
よ
う
に
判
示

し
た
。
す
な
わ
ち
、「
検
察
官
の
弁
論
再
開
申
請
は
、
そ
の
時
機
が
若
干
遅
き
に
過
ぎ
た
嫌
い
が
な
い
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ま
で
の
審

理
の
経
過
に
照
ら
し
生
じ
た
基
本
的
な
事
実
に
関
す
る
証
拠
間
の
矛
盾
を
解
明
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
、
立
証
事
項
の
重
要
性
及
び

必
要
性
が
高
度
の
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
右
の
補
充
立
証
を
許
す
こ
と
に
し
て
も
そ
れ
ほ
ど
長
時
日
を
要
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
こ

と
に
か
ん
が
み
る
と
、
こ
れ
を
容
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
れ
を
却
下
し
直
ち
に
被
告
人
を
無
罪
と
す
る
判
決
を

新たな量刑事情の発生と弁論の再開
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言
渡
し
た
原
審
の
措
置
は
、
弁
論
再
開
の
要
否
に
関
す
る
裁
判
所
の
合
理
的
裁
量
の
範
囲
を
著
し
く
逸
脱
し
、
刑
訴
法
一
条
・
三
一
三

条
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
」。

さ
ら
に
、
最
近
の
事
案
と
し
て
、
平
成
一
四
年
一
二
月
一
九
日
の
広
島
高
裁
判（
９
）

決
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
、
検
察
官
が
、

道
路
交
通
法
違
反
被
告
事
件
に
お
い
て
、
被
告
人
が
無
免
許
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
立
証
す
る
証
拠
を
請
求
し
た
際
に
証
拠
等
関
係
カ

ー
ド
の
立
証
趣
旨
欄
に
誤
記
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
是
正
し
て
右
事
実
に
関
す
る
証
拠
の
不
足
を
補
う
た
め
に
、
判
決

宣
告
期
日
に
弁
論
の
再
開
を
請
求
し
た
も
の
の
、
原
裁
判
所
は
こ
れ
を
却
下
し
、
こ
れ
に
対
す
る
検
察
官
か
ら
の
異
議
申
立
て
に
つ
い

て
も
棄
却
し
て
、
直
ち
に
無
罪
判
決
を
言
渡
し
た
事
案
の
控
訴
審
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
控
訴
審
は
、
概
ね
次
の
よ
う
に
判
示

し
、
原
審
を
破
棄
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
検
察
官
の
本
件
弁
論
の
再
開
請
求
は
、
無
免
許
運
転
の
罪
に
お
け
る
無
免
許
の
事
実
と
い
う

基
本
的
な
事
実
に
つ
い
て
、
証
拠
の
不
足
を
補
い
、
ま
た
、
自
白
を
内
容
と
す
る
被
告
人
の
警
察
官
調
書
に
つ
い
て
、
証
明
の
対
象
と

な
る
公
訴
事
実
の
取
り
違
え
を
是
正
す
る
た
め
の
補
充
立
証
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
証
事
項
の
重
要
性
及
び

必
要
性
が
高
度
で
あ
る
こ
と
、
補
充
立
証
の
方
法
と
し
て
は
、
書
証
の
取
調
べ
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
短
時
間
で
済
ま
せ
る
こ
と
が
で

き
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
弁
論
の
再
開
は
、
裁
判
所
の
裁
量
に
係
る
事
項
で
あ
る
が
、
刑
訴
法

一
条
の
目
的
に
照
ら
し
、
全
く
無
限
定
の
も
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
本
件
事
案
の
内
容
・
審
理
の
経
過
、
証
拠
関
係
、
再

開
後
に
予
想
さ
れ
る
手
続
の
内
容
な
ど
に
か
ん
が
み
る
と
、
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
弁
論
を
再
開
し
て
、
検
察
官
に

補
充
立
証
を
行
わ
せ
る
高
度
の
必
要
性
が
肯
定
さ
れ
、
他
方
、
そ
の
相
当
性
を
欠
く
よ
う
な
事
情
は
な
い
か
ら
、
検
察
官
の
し
た
弁
論

の
再
開
請
求
を
容
認
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
裁
判
所
は
、
弁
論
の
再
開
請
求
を
却
下

し
て
、
直
ち
に
本
件
各
公
訴
事
実
に
つ
い
て
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
て
お
り
、
弁
論
の
再
開
に
関
す
る
合
理
的
裁
量
権
の
範
囲
を
著
し

く
逸
脱
し
、
刑
訴
法
三
一
三
条
一
項
に
違
反
し
た
訴
訟
手
続
の
違
法
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」。

論 説
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こ
の
よ
う
に
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
弁
論
再
開
の
決
定
は
裁
判
所
の
自
由
な
裁
量
に
よ
る
が
、
そ
れ
は
全
く
の
無
制
限
で
は
な
く
、
刑

訴
法
一
条
の
目
的
に
沿
う
よ
う
な
合
理
的
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て
も
、「
証
拠

間
の
矛
盾
を
解
明
し
、
真
実
の
発
見
に
資
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
弁
論
を
再
開
す
る
た
め
の
「
必
要
性
」
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、「
検
察
官
の
弁
論
再
開
請
求
の
タ
イ
ミ
ン
グ
、
弁
論
再
開
後
の
証
拠
調
べ
に
要
す
る
日
時
・
時
間
」
と
い
っ
た
よ
う
な
点
に
つ

い
て
、
弁
論
再
開
の
「
相
当
性
」
を
欠
く
事
情
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
弁
論
を
再
開
し
な
か
っ
た
裁
判

所
の
判
断
は
、
そ
の
合
理
的
裁
量
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

３

と
こ
ろ
で
、
右
に
挙
げ
た
判
例
に
あ
っ
て
は
、
特
に
犯
罪
事
実
の
存
否
が
問
題
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
事

案
解
明
の
点
が
弁
論
再
開
の
必
要
性
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、
判
例
上
、
弁
論
再
開
の
必
要
性
は
必
ず
し
も
こ
の
点

の
み
に
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一
二
日
の
東
京
高
裁
判（
１０
）

決
は
、
第
一
審
の
判
決
宣
告
期
日

に
お
い
て
、
検
察
官
が
論
告
の
補
充
を
し
た
い
と
の
理
由
で
弁
論
の
再
開
を
請
求
し
、
原
審
裁
判
所
は
こ
れ
を
容
れ
て
弁
論
を
再
開
し

た
と
こ
ろ
、
検
察
官
は
特
に
証
拠
請
求
等
は
せ
ず
、
論
告
だ
け
を
補
充
訂
正
し
て
弁
論
再
開
前
よ
り
も
重
く
求
刑
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

何
ら
違
法
な
点
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

本
件
被
告
人
の
弁
護
人
は
、
原
審
に
お
け
る
右
手
続
の
経
過
に
つ
き
、
弁
護
人
及
び
被
告
人
に
対
す
る
不
意
打
ち
に
な
る
と
い
う
意

味
で
も
、
ま
た
、
論
告
が
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
た
証
拠
関
係
を
前
提
に
し
た
検
察
官
の
評
価
な
い
し
意
見
で
あ
っ
て
変
更
や
撤
回
が

考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
不
当
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
告
の
や
り
直
し
の
み
を
目
的
と
し
て
弁
論
の
再
開
を

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
、
原
審
の
訴
訟
手
続
に
は
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
明
ら
か
な
法
令
違
反
が
あ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
控
訴
審
は
、
論
告
・
求
刑
は
、
検
察
官
が
、
証
拠
調
べ
終
了
後
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
に
形
成
さ
れ
た

証
拠
関
係
等
を
も
と
に
、
事
実
及
び
法
律
の
適
用
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
、
い
わ
ば
訴
追
側
の
訴
訟
行
為
の
集
大
成
と
い
う
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べ
き
も
の
で
あ
り
、
弁
護
人
や
被
告
人
の
弁
論
等
も
主
と
し
て
こ
れ
に
対
す
る
反
論
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の

重
要
性
は
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
く
、
証
拠
関
係
等
に
何
の
変
化
も
な
い
の
に
軽
々
に
こ
れ
を
変
更
す
る
の
が
相
当
で
な
い
と
し

な
が
ら
も
、「
論
告
・
求
刑
は
、
以
上
の
如
く
検
察
官
が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
な
す
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
明
ら
か
に

誤
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
証
拠
関
係
に
変
化
が
な
い
限
り
、
こ
れ
を
補
正
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
そ

の
よ
う
な
と
き
は
、
検
察
官
と
し
て
は
、
む
し
ろ
こ
れ
を
補
正
し
て
適
正
な
も
の
に
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
結
果
、
論
告
・
求
刑
が
従
前
の
も
の
に
比
べ
て
被
告
人
に
不
利
な
も
の
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
誤
っ
て
な
さ

れ
た
論
告
・
求
刑
が
是
正
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
に
不
当
な
不
利
益
を
課
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
蓋
し
や
む

を
得
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
控
訴
を
棄
却
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
右
判
決
は
、
検
察
官
に
よ
る
論
告
・
求
刑
の
公
益
性
を
重
視
し
、
そ
れ
が
不
適
正
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
補
正
す

る
義
務
が
あ
る
と
し
て
お
り
、
判
決
中
に
は
明
示
的
に
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
右
の
よ
う
な
点
も
刑
訴
法
一
条
の
要
請
に
含
ま

れ
る
も
の
と
し
て
弁
論
再
開
の
必
要
性
に
な
り
う
る
と
判
断
し
た
点
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
判
決
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、
こ
の
判
決
に
は
も
う
ひ
と
つ
注
目
す
べ
き
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
判
決
が
、
か
か
る
検
察
官
に
論
告
・
求
刑
の
補
正
義
務
と
い

う
弁
論
再
開
の
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
弁
論
再
開
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
同
裁
判
所
は
、
本
件
に
お
け
る
検
察
官
の
当
初
の
求
刑
意
見
が
、
近
時
の
同
種
事
犯
に
対
す
る
科
刑
状
況
等
に
照
ら
し
、

著
し
く
軽
き
に
す
ぎ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
が
こ
れ
を
補
正
し
よ
う
と
し
て
弁
論
の
再
開
請
求
を
し

た
の
は
当
然
で
あ
り
、
原
審
裁
判
所
が
右
請
求
を
容
れ
て
弁
論
を
再
開
し
た
こ
と
に
つ
い
て
も
何
ら
違
法
な
点
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、

「
原
審
の
弁
護
人
や
被
告
人
は
、
検
察
官
の
論
告
・
求
刑
変
更
後
、
当
該
期
日
に
お
い
て
直
ち
に
異
議
な
く
弁
論
等
に
応
じ
て
い
る
の

で
あ
り
、
右
の
論
告
・
求
刑
の
変
更
が
弁
護
人
や
被
告
人
に
不
当
な
不
意
打
ち
を
与
え
た
と
も
認
め
ら
れ
な
い
」
と
判
示
し
、
検
察
官
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に
よ
る
論
告
・
求
刑
の
変
更
が
弁
護
人
や
被
告
人
に
不
当
な
不
意
打
ち
を
与
え
、
そ
の
防
禦
権
を
不
当
に
制
限
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な

か
っ
た
か
と
い
う
点
も
右
訴
訟
手
続
の
適
法
性
を
判
断
す
る
上
で
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
案
で
は
、
論
告
求
刑
の
み
が
変
更
さ
れ
た
に
過
ぎ
ず
、
前
出
の
二
つ
の
裁
判
で
弁
論
再
開
の
相
当
性
を
問
う
判
断
材
料
と
さ

れ
た
事
情
の
う
ち
、
検
察
官
の
弁
論
再
開
請
求
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て
言
え
ば
若
干
批
判
の
余
地
が
残
さ
れ
る
も
の
の
、
弁
論
再
開

請
求
の
理
由
が
新
た
な
証
拠
の
提
出
を
伴
わ
な
い
論
告
補
充
の
た
め
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
そ
れ
自
体
と
し
て
は
必

ず
し
も
不
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
弁
論
再
開
後
に
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
予
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
要
す
る

日
時
・
時
間
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
は
相
当
性
の
判
断
材
料
と
は
な
り
え
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、

む
し
ろ
よ
り
直
接
的
な
表
現
で
、
こ
う
し
た
論
告
求
刑
の
変
更
が
弁
護
人
や
被
告
人
に
と
っ
て
「
不
当
な
不
意
打
ち
」
と
な
る
か
ど
う

か
を
弁
論
再
開
の
相
当
性
を
問
う
事
情
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
も
ま
た
弁
論
再
開
の
要
件
を
考
え
る
上
で
注
目

す
べ
き
点
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

４

以
上
が
、
我
が
国
に
お
け
る
弁
論
再
開
に
関
す
る
主
な
判
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
従
来
の
判
決
の
背
後
に
あ
る
発
想
を
探
っ
て

み
る
と
、
そ
れ
は
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
論
再
開
の
可
否
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
訴
法

一
条
を
ひ
と
つ
の
準
則
と
し
た
上
で
、
こ
れ
に
則
っ
て
そ
の
必
要
性
と
相
当
性
が
問
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
真
実
発
見
」
あ
る
い
は

「
論
告
求
刑
の
修
正
」
と
い
っ
た
よ
う
な
「
公
益
性
」
の
高
い
事
情
（
す
な
わ
ち
、
弁
論
再
開
の
必
要
性
）
が
あ
る
と
き
に
、
そ
の
請

求
の
タ
イ
ミ
ン
グ
や
再
開
後
の
証
拠
調
べ
に
要
す
る
時
間
、
あ
る
い
は
弁
論
の
再
開
が
当
事
者
に
不
意
打
ち
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か

と
い
っ
た
よ
う
な
点
に
つ
い
て
相
当
性
を
減
ず
る
事
情
が
な
い
場
合
に
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
従
来
の
判

例
に
お
い
て
、
弁
論
再
開
の
必
要
性
は
、「
公
益
性
」
あ
る
い
は
「
公
共
の
利
益
」
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う

し
た
理
解
は
、「
弁
論
の
再
開
は
、
主
に
、
訴
訟
経
済
と
真
実
発
見
そ
し
て
裁
判
不
能
と
い
う
事
態
の
防
止
と
い
う
、
い
わ
ば
公
共
の
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利
益
に
重
点
を
置
い
た
制
度
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
学
説
に
お
け
る
評
価
と
も
一
致
す
る
と
い
え
よ（
１１
）

う
。

し
か
し
な
が
ら
、
弁
論
の
再
開
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、
必
ず
し
も
右
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
冒
頭

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
弁
論
の
再
開
は
、
情
状
に
関
し
て
新
た
な
事
実
が
発
生
し
た
よ
う
な
場
合
に
も
ま
た
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

が
、
そ
の
場
合
、
弁
論
再
開
の
必
要
性
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
き
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う

に
、
学
説
・
判
例
上
、
弁
論
の
再
開
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
主
に
真
実
発
見
と
訴
訟
経
済
の
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
共
の
利
益
を

重
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
新
た
な
事
実
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
弁
論
を
再
開
す
べ
き
理
由
は
、
そ
の
事

実
を
取
り
調
べ
る
こ
と
が
真
実
発
見
に
つ
な
が
る
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
そ
の
こ
と
が
公
共
の
利
益
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
点
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
情
状
に
関
係
す
る
新
た
な
事
実
が
発
生
し
た
場
合
、
こ
れ
を
取
り
調
べ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
公
共

の
利
益
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
公
共
の
利
益
と
い
う
側
面
か
ら
説
明
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
れ

は
す
べ
て
真
実
発
見
や
訴
訟
経
済
と
い
っ
た
点
に
帰
納
し
て
理
解
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
情
状
事
実
に
つ
い

て
い
え
ば
、
そ
れ
は
真
実
発
見
と
い
う
公
共
の
利
益
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
当
事
者
自
身
の
利
益
と
い
う
側
面
の
方
が
強
い
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
弁
論
再
開
に
関
す
る
従
来
の
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
場
合
の
弁
論
再
開
は
必
要
性
の
点
に
お
い
て
必

ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
と
い
う
結
論
も
成
り
立
ち
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
そ
の
一
方
で
、
一
部
の
判
例
に
お
い
て
「
論
告
求

刑
の
修
正
」
と
い
う
こ
と
も
「
公
益
性
」
の
高
い
事
情
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、「
公
益
性
」
と
い
う
点
に
つ
い
て

も
真
実
発
見
や
訴
訟
経
済
と
い
っ
た
点
に
と
ら
わ
れ
ず
に
も
う
少
し
幅
広
く
理
解
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、
判
例
に
お
い
て
は
、
弁
論
再
開
そ
れ
自
体
に
起
因
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
当
事
者
に
対
す

る
不
意
打
ち
と
い
っ
た
よ
う
な
事
情
も
、
何
ら
か
の
弁
論
再
開
の
必
要
性
が
存
す
る
場
合
に
、
そ
れ
で
も
な
お
弁
論
再
開
を
す
る
こ
と
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が
妥
当
か
ど
う
か
そ
の
相
当
性
を
判
断
す
る
材
料
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
刑
訴
法
一
条
が
「
公
共
の
福
祉
の
維
持
と
個
人
の
基
本

的
人
権
の
保
障
と
を
全
う
し
つ
つ
、
事
案
の
真
相
を
明
ら
か
に
」
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
こ

の
こ
と
自
体
は
妥
当
な
見
解
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
一
方
で
、
か
か
る
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
が
刑
訴
法
一
条
の
目
的
と
相
応

す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
こ
の
点
を
弁
論
再
開
の
相
当
性
を
検
討
す
る
事
情
に
限
定
す
る
必
然
性
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
弁
論
再
開
の
必
要
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
事
者
に
よ
る
攻
撃
防
禦
の
機
会
を

確
保
す
る
こ
と
を
弁
論
再
開
の
目
的
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
弁

論
再
開
に
関
す
る
判
例
自
体
が
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
当
事
者
に
対
す
る
不
意
打
ち
の
有
無
と
い
う
点
を
弁
論
再
開
の
必
要
性
と
し

て
理
解
す
る
こ
と
の
可
否
を
論
じ
た
判
例
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
及
び
連
邦
控
訴

裁
判
所
に
お
け
る
判
例
を
素
材
に
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
そ
こ
で
扱
う
判
例
は
、
正
確
に
言
え
ば
、

弁
論
再
開
で
は
な
く
審
理
の
延
長
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
と
さ
れ
て
い
る
状
況
は
類
似
し
て
お
り
、
本
稿
に
お
け
る
問
題
関

心
に
つ
い
て
何
ら
か
の
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
審
理
の
延
長
と
量
刑
事
情
を
め
ぐ
る
状
況

１

ア
メ
リ
カ
の
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
主
に
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
及
び
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
第
六
章
に
量
刑

手
続
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
刑
の
量
定
に
関
し
て
争
点
が
生
じ
た
場
合
、
主
に
以
下
の
規
定
に
則
っ
て
そ
の

解
決
が
図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
二
〇
〇
三
年
度
版
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
呼
ぶ
）§

6
A

1.3
(a)

は
、「
量
刑
に
と
っ

て
重
要
な
事
情
に
つ
き
合
理
的
な
争
い
が
あ
る
場
合
、
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
事
情
に
関
す
る
情
報
を
提
出
す
る
十
分
な
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機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、§

6
A

1.3(b)

も
「
裁
判
所
は
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�

に
従
い
、
量
刑
審
に
お
い
て
、
量
刑
事
情
に
関
す
る
争
い
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
な
お
、
こ
こ
で
、§

6

A
1.3

(b)

に
は
「
三
二
条
�
�
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
項
は
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
改
正
に
よ
り
三
二
条
�
に

改
編
さ
れ
て
お
り
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
も
二
〇
〇
四
年
度
版
に
お
い
て
こ
れ
に
適
合
す
る
よ
う
に
改
正
さ
れ
る
予
定
で
あ（
１２
）

る
。
そ
こ

で
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
を
見
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
ま
ず
総
論
と
し
て
次
の
よ
う
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
量
刑
審
に
お
い
て
、
被
告
人
と
そ
の
弁
護
人
が
判
決
前
調
査
書(presen

ten
ce

report)

及
び
そ
の
補

遺(adden
du

m
)

を
閲
読
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
し
た
か
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ（
１３
）

る
。
そ
し
て
、
被
告
人
と
検
察

官(th
e

defen
dan

t
an

d
an

attorn
ey

for
th

e
govern

m
en

t)

に
対
し
て
は
、
同
条
�
�
に
基
づ
い
て
除
外
さ
れ
る
情
報
を
除
き
、

裁
判
所
が
刑
の
量
定
に
お
い
て
依
拠
し
よ
う
と
す
る
あ
ら
ゆ
る
情
報
の
要
旨
を
記
し
た
書
面
を
交
付
す
る
か
、
非
公
開
で
こ
れ
を
要
約

し
、
右
情
報
に
関
し
て
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ（
１４
）

れ
、
さ
ら
に
、
被
告
人
の
弁
護
人
及
び
検
察
官

(th
e

parties’attorn
eys)

に
対
し
て
は
、
保
護
監
察
官
の
判
断
及
び
適
切
な
量
刑
に
関
す
る
他
の
事
項
に
関
し
て
意
見
を
陳
述
す
る

機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ（
１５
）

る
。
ま
た
、
裁
判
所
が
相
当
と
認
め
る
と
き
は(for

good
cau

se)

、
判
決
を
宣
告
す
る
前

に
、
当
事
者
が
新
た
な
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い（
１６
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
レ
ベ
ル
に
お
け
る
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
証
拠
法
則
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
多

種
多
様
な
量
刑
資
料
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
反（
１７
）

面
、
当
事
者
に
は
、
一
部
の
資
料
を
除
き
、
量
刑
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
意

見
を
陳
述
す
る
機
会
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
量
刑
裁
判
所
の
要
請
を
受
け
て
保
護
監
察
官
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
判
決
前
調
査

書
に
つ
い
て
も
、
一
定
期
間
内
に
当
事
者
に
開
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
当
事
者
は
、
保
護
観
察
官
に
よ
る
刑
の
勧
告

(recom
m

en
dation

)

を
除
い
て
判
決
前
調
査
書
を
事
前
に
閲
読
す
る
こ
と
が
で
き（
１８
）

る
。
そ
し
て
、
当
事
者
は
、
こ
の
開
示
を
も
と
に
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判
決
前
調
査
書
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
、
異
議
の
あ
る
場
合
は
そ
の
旨
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、

相
対
す
る
当
事
者
及
び
保
護
監
察
官
に
そ
の
異
議
を
記
し
た
書
面
の
写
し
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い（
１９
）

る
。
一
方
で
、

保
護
観
察
官
も
こ
う
し
た
異
議
が
表
明
さ
れ
た
場
合
に
は
、
争
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
べ
く
当
事
者
と
接
触
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
ほ

か
、
さ
ら
な
る
調
査
や
調
査
書
の
修
正
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い（
２０
）

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
当
該
争
点
に
つ
き
解

決
が
図
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
保
護
観
察
官
は
当
該
争
点
や
そ
の
理
由
、
争
点
に
関
す
る
所
見
な
ど
を
説
明
し
た
補
遺
を
作
成
し
、
判

決
前
調
査
書
に
添
付
し
て
裁
判
所
に
送
付
す
る
こ
と
に
な（
２１
）

る
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
原
則
的
に
は
、
当
事
者
は
、
量
刑
審
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
事
前
に
量
刑
事
情
と
な
る
事
実
を
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
、
い
か
な
る
事
実
に
つ
い
て
当
事
者
間
や
あ
る
い
は
保
護
観
察
官
と
の
間
で
見
解
の
相
違
が
あ
る
か
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
か
か
る
見
解
の
相
違
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
量
刑
審
に
入
っ
た
と
し
て
も
、
当
事
者
は
十
分
な
準
備
を

し
た
上
で
こ
の
点
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
た
り
、
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
相
当
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は
反
証
を
提
出
し
た
り
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い（
２２
）

る
。

２

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
量
刑
審
に
入
っ
て
か
ら
刑
の
量
定
過
程
に
お
い
て
、
あ
る
事
実
が
当
事
者
の
不
意
を
衝
く
よ
う
な

形
で
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
が
発
生
す
る
こ
と
も
あ
り
、
量
刑
審
に
お
け
る
当
事
者
の
手
続
的
保
障
が
十
分
に
行

き
届
か
な
い
よ
う
な
場
合
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
採
り
上
げ
る
第
七
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
よ
るU

n
ited

S
tates

v.

S
ien

kow
ski

（
２３
）

も
こ
の
よ
う
な
場
合
に
関
す
る
事
案
で
あ
る
。

本
件
は
、
原
審
が
当
事
者
間
で
争
わ
れ
て
い
な
い
量
刑
事
情
（
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

3
B

1.1
(b)

に
基
づ
く
、
被
告
人
の
犯
罪

行
為
に
お
け
る
指
導
的
役
割
に
関
す
る
加
重
事
由
。
以
下
、
役
割
加
重
と
い
う
）
を
職
権
で(su

a
spon

te)

量
刑
上
考
慮
し
よ
う
と

し
た
際
、
そ
の
こ
と
を
当
事
者
に
事
前
に
告
知
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
当
事
者
（
検
察
官
）
に
と
っ
て
は
不
意
を
衝
か
れ
た
よ
う
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な
形
に
な
っ
た
た
め
、
検
察
官
が
補
強
立
証
を
す
る
べ
く
被
告
人
の
仲
間
を
証
人
と
し
て
喚
問
す
る
た
め
に
審
理
の
延
長
を
請
求
し
た

と
こ
ろ
、
原
審
が
、
検
察
官
が
証
人
か
ら
有
益
な
証
言
を
引
き
出
し
う
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
念
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、「
現
代
の
連
邦

刑
事
実
務
に
お
け
る
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
判
断
の
突
出(th

e
prom

in
en

ce
of

th
e

sen
ten

cin
g

gu
idelin

e
determ

in
ation

)

を

考
え
る
な
ら
ば
」
審
理
を
延
長
し
証
人
喚
問
す
る
こ
と
は
被
告
人
に
と
っ
て
不
公
平
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
理
由（
２４
）

に
、
検
察
官

の
右
請
求
を
却
下
し
、
補
強
立
証
の
機
会
を
与
え
な
い
ま
ま
刑
の
量
定
を
行
っ
た
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
原
審
の
措
置
の
適
否
に
つ
い

て
争
わ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3
(a)

は
、「
量
刑
に
と
っ
て
重
要
な
事
情
に
つ
き
合

理
的
な
争
い
が
あ
る
場
合
、
当
事
者
は
、
裁
判
所
に
対
し
て
当
該
事
情
に
関
す
る
資
料
を
提
出
す
る
十
分
な
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、§

6
A

1.3
(b)

も
、「
裁
判
所
は
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
に
従
い
、
量
刑
審
に
お

い
て
、
量
刑
事
情
に
関
す
る
争
い
を
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
で
は
右
の
よ
う
な
原
審
の
措
置
が

量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

に
違
背
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３

こ
れ
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
、
か
か
る
原
審
の
措
置
は
裁
量
の
濫
用
に
あ
た
る
と
し
て
原
判
決
の
破
棄

差
戻
し
を
言
渡
し（
２５
）

た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、「
本
裁
判
所
の
過
去
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

は
、
裁
判

所
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
証
拠
審
理(an

eviden
tiary

h
earin

g)

で
は
な
く
て
も
よ
い
が
、
量
刑
に
関
す
る
争
点
に
つ
い
て
自
己
の

主
張
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
一
定
の
手
続
を
当
事
者
に
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
こ
で

必
要
と
さ
れ
る
手
続
は
争
い
の
性
質
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
量
刑
裁
判
所
は
必
要
と
さ
れ
る
手
続
に
つ
い
て
判

断
す
る
裁
量
を
有
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
制
定
法
及
び
判
例
法
を
見
る
限
り
、
当
事
者
が
量
刑
上
の
争
点
に
つ
い
て
告
知
お
よ
び
聴

聞
の
機
会
を
受
け
る
資
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ（
２６
）

る
」
と
し
て
、
本
件
に
お
い
て
も
、
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、
量

刑
上
の
争
点
に
関
す
る
告
知
お
よ
び
聴
聞
の
機
会
が
当
事
者
に
対
し
て
付
与
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
を
問
う
。
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そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
原
審
が
役
割
加
重
の
適
用
を
立
証
す
る
証
拠
が
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
原
審
独
自
の
見
解
を
提
起
す
る
ま
で

は
、
役
割
加
重
が
当
事
者
間
の
争
点
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
着
目
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
す
な
わ
ち
、
裁

判
所
は
、
判
決
前
調
査
書
の
中
に
は
被
告
人
を
犯
罪
行
為
の
監
督
者
あ
る
い
は
指
導
者
で
あ
っ
た
と
す
る
内
容
（
加
重
事
由
）
が
含
ま

れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
対
し
て
被
告
人
か
ら
は
争
い
は
な
く
、
量
刑
審
に
入
る
前
に
当
事
者
間
で
同
意(agree)

が
な
さ
れ
て
こ
と

を
重
視
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
原
審
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
提
起
す
る
よ
り
以
前
に
役
割
加
重
の
問
題
が
争
点
と
な
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
お
そ
ら
く
、
い
ず
れ
の
当
事
者
も
証
拠
を
提
出
す
る
準
備
を
し
て
量
刑
審
に
臨
み
、
判
決
前
調
査
書
に
含
ま
れ
る
事
実
に
つ
い
て

各
々
の
見
解
を
唱
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
か
ら
の
告
知
が
な
け
れ
ば
、
当
事
者
（
本
件
に
お
い
て
は
検

察
官
）
に
と
っ
て
、
役
割
加
重
の
点
に
関
し
て
争
点
が
生
じ
よ
う
な
ど
と
は
予
想
し
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ（
２７
）

る
。

も
っ
と
も
、
裁
判
所
も
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
適
切
な
適
用
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
量
刑
裁
判
所
が
当
事
者
間
の
同
意

(agreem
en

t)

に
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
は
認
め
て
い
る
。
だ
が
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
同
意
を
裁
判
所
自
身
が
事
実
上
の
争
点
と
す
る

こ
と
を
当
事
者
に
告
知
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、§

6
A

1.3

の
手
続
的
要
求
及
び
手

続
全
体
の
効
率
性
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ（
２８
）

る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
、
判
決
前
調
査
書
の
内
容
に
つ
き
特
に
争
点

が
な
く
、
当
事
者
間
で
量
刑
の
調
整
に
つ
い
て
同
意
が
な
さ
れ
た
場
合
、
当
事
者
は
、
そ
の
同
意
の
根
拠
を
証
明
す
る
の
に
必
要
な
証

言
や
書
証
、
物
証
を
準
備
す
る
こ
と
な
く
裁
判
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
裁
判
所
が
職
権
で
判
断
し
う
る
問
題
が
す
べ
て
公
判
記

録
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
裁
判
所
は
、
こ
う
し
た
事
情
を
踏
ま
え
て
、
あ
る
特
定
の
量
刑
加
重
に
つ
い
て
当
事
者

間
で
同
意
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
裁
判
所
は
、
公
判
記
録
中
の
事
実
で
は
そ
の
よ
う
な
加
重
を
立
証
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
と
認

定
し
た
場
合
、
両
当
事
者
に
対
し
て
、
量
刑
審
に
入
る
前
に
、
か
か
る
量
刑
加
重
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
こ
と
を
告
知
す
る
か
、
あ

る
い
は
、
量
刑
審
の
際
に
、
そ
の
点
に
関
し
て
補
強
立
証
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
当
事
者
に
対
し
て
は
審
理
の
延
長
を
認
め
る
べ
き
で

新たな量刑事情の発生と弁論の再開
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あ
る
と
説
示
す
る
の
で
あ（
２９
）

る
。

そ
の
上
で
、
裁
判
所
は
、
告
知
の
時
期
に
つ
い
て
、
過
去
の
判
例(U

n
ited

S
tates

v.
Jackso

（
３０
）

n
)

を
引
用
し
、
裁
判
所
が
判
決
前

調
査
書
の
中
に
も
検
察
官
の
勧
告
の
中
に
も
な
い
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
の
量
刑
事
情
に
依
拠
す
る
場
合
、
量
刑
審
の
進
行
と
同
時
に

裁
判
所
が
加
重
を
検
討
し
て
い
る
旨
を
並
行
し
て
告
知
す
る
こ
と(con

tem
poran

eou
s

n
otice)

は
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条

及
び
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

の
要
求
を
充
た
す
も
の
で
は
な
い
旨
判
示
す（
３１
）

る
。
こ
れ
は
、
連
邦
最
高
裁
裁
判
所
に
よ
る

B
u

rn
s

v.
U

n
ited

S
tate

（
３２
）

s

に
依
拠
し
た
判
決
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
あ
る
判
断
を
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
意
図
が
知
ら
さ
れ
て
い

な
い
限
り(u

n
less

on
e

is
in

form
ed

th
at

a
decision

is
con

tem
plated)

、
聴
聞
し
て
も
ら
う
権
利
が
現
実
性
な
い
し
価
値
を

有
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
こ
と
が
明
白
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
本
件
に
も
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
が
、
判
決
前
調
査

書
の
中
で
勧
告
さ
れ
、
か
つ
、
当
事
者
に
よ
っ
て
同
意
に
至
っ
た
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
の
量
刑
加
重
を
立
証
す
る
証
拠
が
不
十
分
で

あ
る
と
考
え
た
場
合
、
量
刑
審
に
お
い
て
そ
の
不
十
分
を
告
知
す
る
だ
け
で
は
当
事
者
に
十
分
な
聴
聞
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
件
及
びJackson

判
決
の
い
ず
れ
の
状
況
に
お
い
て
も
、
当
事
者
は
、
そ
の
問
題
が
争
点
と
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
何
ら
前
も
っ
て
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
証
人
を
準
備
し
喚
問
す
る
機
会
の
請
求
を
裁
判
所
が
却
下
す
る
な
ら
ば
、
量
刑
上
の
争
点
に

つ
い
て
争
う
当
事
者
の
権
利
は
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ（
３３
）

る
。

そ
し
て
、
本
件
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
さ
に
か
か
る
事
前
の
告
知
が
欠
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
検
察
官
は
、

判
決
前
調
査
書
を
通
じ
て
、
犯
罪
行
為
へ
の
被
告
人
の
関
与
に
関
す
る
広
範
な
諸
事
実
の
存
在
を
裁
判
所
に
対
し
て
提
供
し
て
お
り
、

原
審
が
こ
れ
ら
の
諸
事
実
だ
け
で
は
役
割
加
重
を
認
定
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
以
上
、
検
察
官
が
有
し
て
い
る
詳
細

論 説
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に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
証
拠
を
積
極
的
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
検
察
側
の
証
人
は
、
被
告
人
よ
り
上
位
の
立
場
に
い
た
者
で

あ
り
、
自
分
の
側
近
で
あ
っ
た
被
告
人
の
役
割
や
そ
の
特
別
な
行
動
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
加
え
て
、
右
証
人

は
判
決
前
調
査
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
他
の
情
報
の
主
要
な
情
報
源
で
も
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
原
審
が
事
実
上
正
確
か
つ
信
頼
で

き
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
検
察
官
が
十
分
な
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
と
原
審
が
判
断
し
た
点
に
つ
い
て
も
、
そ
う
信
ず
る
に
足
る
十
分
な
理
由
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
原
審
は
検
察
官
に
よ
る
審
理
延
長

の
請
求
を
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
あ（
３４
）

る
。

４

こ
の
よ
う
に
、S

ien
kow

ski

判
決
に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
不
意
打
ち
と
な
る
証
拠
に
基
づ
い
て
刑
の
量
定
を
行
う

場
合
、
裁
判
所
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

に
則
っ
て
、
当
事
者
に
そ
の
こ
と
を
告
知
し
、
か
か
る
証
拠
に
つ
い
て
十
分
に

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
う
し
た
機
会
が
十
分
に
提
供
さ
れ
な
い
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
当
事
者
か
ら
審
理

延
長
の
請
求
が
な
さ
れ
た
と
き
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
本
判
決
中
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
裁
判
所
が
刑
の
量
定
に
お
い
て
考
慮
し
よ
う
と
す
る
点
を
当
事
者

に
対
し
て
告
知
す
る
場
合
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
量
刑
審
と
並
行
し
て
告
知
が
な
さ

れ
る
よ
う
な
場
合
な
ど
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
時
機
を
逸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
当
事
者
が
意
見
を
述
べ
る
に
し
て
も
十
分
な

準
備
を
行
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
り
、
ま
し
て
や
、
反
駁
の
た
め
に
証
拠
を
提
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
あ
る
。S

ien
kow

ski

判
決
に
お
い
て
、
検
察
官
に
よ
る
審
理
延
長
の
請
求
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
さ
れ
た

の
も
、
告
知
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が
適
切
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
当
初
予
定
さ
れ
て
い
た
量
刑
審
だ
け
で
は
当
事
者
に
十
分
な
意
見

陳
述
の
機
会
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
審
理
を
延
長
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

同
判
決
は
、「
量
刑
審
に
お
い
て
そ
（
量
刑
事
情
立
証
の
た
め
の
証
拠
）
の
不
十
分
を
告
知
す
る
だ
け
で
は
当
事
者
に
十
分
な
聴
聞
の

新たな量刑事情の発生と弁論の再開
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機
会
を
与
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
こ
と
を
指
摘
す（
３５
）

る
。
こ
れ
は
、
判
決
中
で
も
引
用
さ
れ
て
い
たJackson

判
決
に
依
拠
し
た

も
の
で
あ
る
。Jackson

判
決
で
は
、S

ien
kow

ski

判
決
と
同
様
に
、
当
事
者
（
被
告
人
）
が
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
証
拠
に
よ
っ

て
刑
の
量
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
及
び
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3

が
「
量
刑
に
関
連
す
る
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
陳
述
す
る
機
会
」
を
保
障
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
て
、
か
か
る
機
会
を
保
障
す
る
た
め

に
必
要
な
告
知
の
特
性
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

Jackson

判
決
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
そ
の
出
発
点
は
、
被
告
人
は
正
確
な
情
報
に
基
づ
い
て
刑
を
量
定
さ
れ
る
権
利
を
有
し
て
い
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
さ
れ（
３６
）

る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
、「
量
刑
審
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
が
自
己
に
不
利
に

使
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
権
利
」
を
含
む
も
の
と
さ
れ（
３７
）

る
。
こ
れ
は
、B

u
rn

s

判
決
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

裁
判
所
が
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
範
囲
か
ら
逸
脱(departu

re)

し
た
刑
の
量
定
を
な
す
と
き
、
そ
の
こ
と
を
事
前
に
当
事
者
に
告
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ（
３８
）

た
。
本
件
で
は
、B

u
rn

s

判
決
と
は
異
な
り
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
範
囲
内
に
お
け
る
加
重
減
軽

の
調
整(adju

stm
en

t)

が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、B

u
rn

s

判
決
に
お
け
る
告
知
の
要
求
が
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

範
囲
内
に
お
け
る
調
整
に
も
適
用
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
言
明
し
た
判
例
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
過
去
の
判
例
を
見
る
限
り
、

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
が
刑
の
加
重
の
可
能
性
に
つ
い
て
被
告
人
に
「
相
当
の(som

e)

」
告
知
を
与
え
る
こ
と
を
要
求
し
て
き

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
う
し
た
告
知
は
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
の
逸
脱
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
そ
の
枠
内
に
お
け
る
基
礎
犯

罪
レ
ベ
ル
の
調
整
の
た
め
に
も
要
求
さ
れ
る
と
す
る
判
例
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
す（
３９
）

る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
告
知
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
当
事
者
が
認
識
し
て
い
な
い
量
刑
事
情
に
つ
い
て
で
あ
り
、
判
決
前

調
査
書
な
ど
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
た
根
拠
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
適
用
し
う
る
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
範
囲
内
で
す
る
量
刑
判
断
に
つ

い
て
告
知
を
す
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
本
裁
判
所
も
こ
れ
を
認
め
て
い（
４０
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
告
知
の
必
要
性

論 説
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を
問
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
は
、
あ
る
量
刑
事
情
を
考
慮
す
る
こ
と
が
当
事
者
に
と
っ
て
不
意
打
ち
に
な
る
か
否
か
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
、
本
件
で
は
、
裁
判
所
は
、
記
録
上
、
被
告
人
が
加
重
事
由
に
関
す
る
量
刑
事
情
に
つ
い
て
認
識
し
て

い
た
か
、
あ
る
い
は
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
す
証
拠
は
何
ら
存
在
し
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
量
刑
審

の
最
中
に
、
突
然
、
裁
判
所
が
加
重
事
由
に
つ
い
て
量
形
上
考
慮
す
る
旨
を
被
告
人
の
弁
護
人
に
伝
え
た
と
し
て
も
、
弁
護
人
は
防
禦

の
準
備
を
す
る
た
め
の
十
分
な
時
間
的
余
裕
は
な
く
、
事
実
上
、
弁
解
や
反
駁
を
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
と
さ
れ（
４１
）

た
。

こ
う
し
て
、
同
判
決
に
よ
れ
ば
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
及
び
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が§

6
A

1.3

に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る

「
合
理
的
に
争
わ
れ
て
い
る
事
実
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
る
機
会
」
を
現
実
の
も
の
と
し
て
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
当
事
者
が
、

そ
の
事
実
が
量
刑
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
実
質
的
な
認
識
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
認
識
を
有
し
て
初
め
て
当
事
者
は
刑
の
加
重
に
つ
い
て
反
駁
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、（
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
理
念
で
も
あ
る
）
量
刑
手
続
の
確
実
性
、
公
正
性
に
つ
い
て
も
保
障
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
の
で
あ（
４２
）

る
。

四

ア
メ
リ
カ
法
か
ら
の
示
唆

１

連
邦
裁
判
所
に
よ
る
以
上
の
判
例
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
、
あ
る
量
刑
事
情
が
刑
の
量
定
の
際
に
考
慮
の

対
象
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
当
事
者
が
認
識
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
、
量
刑
手
続
上
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
実
施
に
よ
り
、
所
与
の
量
刑
事
情
が
量
刑
に
明
確
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
九
八
四
年
量
刑
改
革
法
に
基
づ
き
量
刑
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
量

刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
制
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定
以
前
の
裁
量
的
量
刑
に
お
い
て
生
じ
て
い
た
量

新たな量刑事情の発生と弁論の再開
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刑
較
差
を
解
消
す
る
こ
と
を
主
目
的
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
方
策
と
し
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

に
基
づ
い
て
犯
罪
ご
と
の
個
々
の
量
刑
事
情
を
量
刑
基
準
表
に
当
て
は
め
て
刑
期
に
換
算
す
る
方
法
が
採
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
従
来
の
量
刑
に
お
け
る
裁
判
官
の
広
範
な
裁
量
は
縮
減
さ
れ
、
個
々
の
量
刑
事
情
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
を
中
心
と

し
た
手
続
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
あ
る
量
刑
事
情
の
存
否
が
そ
の
ま
ま
刑
量
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な

り
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
量
刑
事
情
に
つ
い
て
そ
れ
が
争
点
と
な
っ
て
い
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
裁
判
所
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
は
量
刑
を
左
右
す
る
重
要
な
事
項
と
な
る
の
で
あ（
４３
）

る
。

２

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
制
度
上
の
差
異
こ
そ
あ
る
も
の
の
、
あ
る
量
刑
事
情
に
対
し
て
当
事
者
に
十
分
な
攻
撃
防
禦
を
尽
く
さ

せ
る
た
め
に
、
か
か
る
量
刑
事
情
の
存
在
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
刑
の
量
定
上
、
裁
判
所
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
の
告
知
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
に
は
量
刑
審
理
自
体
を
延
長
し
て
当
事
者
の
攻
撃
防
禦
の
機
会

を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
発
想
は
、
我
が
国
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
も
十
分
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

量
刑
手
続
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
当
事
者
に
対
し
て
い
か
な
る
量
刑
事
情
が
刑
の
量
定
上
考
慮
さ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

た
上
で
、
こ
れ
に
対
し
て
十
分
な
攻
撃
防
禦
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
あ
る
量
刑

事
情
に
つ
い
て
当
事
者
間
に
争
い
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
当
事
者
に
対
し
て
十
分
な
攻
撃
防
禦
の
機
会
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
状
況
が
存
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
自
体
を
理
由
と
し
て
弁
論
の
再
開
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
論
拠
は
、
ア
メ
リ
カ
法
と
同
様
に
、
量
刑
手
続
の
確
実
性
、
公
正
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、B

u
rn

s

判
決
に
お
い
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
度
創
設
の
狙
い
が
量
刑
手
続
の
「
確
実
性
と
公

正
性(certain

ty
an

d
fairn

ess)

」
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
の
目
的

が
、「
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
基
づ
く
適
切
な
量
刑
判
断
に
関
連
す
る
事
実
及
び
法
律
上
の
争
点
に
対
す
る
、
集
中
的
な
当
事
者
に
よ
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る

解

決(focu
sed,

adversarial
developm

en
t

of
th

e
factu

al
an

d
legal

issu
es

relevan
t

to
determ

in
in

g
th

e
appro-

priate
G

u
idelin

es
sen

ten
ce)

」
を
助
長
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
同
条
が
、
当
事
者
に
「
保
護
監
察
官
の
決
定
及
び
適

切
な
量
刑
に
関
す
る
他
の
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
機
会
」
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
示
し
て
い（
４４
）

る
。

す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
判
所
は
、
量
刑
手
続
の
確
実
性
及
び
公
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
量
刑
審
理
の
場
、
つ
ま
り
公
判
廷
に
お
い

て
、
量
刑
上
の
争
点
に
つ
き
当
事
者
に
十
分
な
攻
撃
防
禦
の
機
会
を
与
え
、
集
中
的
な
吟
味
を
尽
く
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
論

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
う
し
た
機
会
を
十
分
に
保
障
す
べ
く
審
理
の
延
長
が
な
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
目
的
は
、
詰
ま

る
と
こ
ろ
、
量
刑
手
続
の
確
実
性
及
び
公
正
性
の
確
保
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
ま
さ
し

く
公
益
性
に
関
す
る
事
情
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
法
の
発
想
を
参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、

当
事
者
に
と
っ
て
不
意
打
ち
と
な
る
情
状
事
実
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
、
そ
の
こ
と
を
当
事
者
に
告
知
し
た
上
で
十
分
な
攻

撃
防
禦
の
機
会
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
量
刑
手
続
の
確
実
性
及
び
公
正
性
を
確
保
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
公
益
に
資
す
る
と
い
え

る
の
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
、
刑
訴
法
一
条
の
理
念
と
も
合
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
右
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
弁
論
再

開
の
必
要
性
も
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
結
審
後
に
新
た
な
情
状
事
実
が
顕
在
化
し
た
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
弁
論
再
開
の
意
義
に
つ
い
て
そ
の
必
要
性

の
観
点
か
ら
論
じ
て
き
た
。
確
か
に
、
従
来
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
、
真
実
発
見
及
び
訴
訟
経
済
と
い
っ
た
点
に
弁
論
再
開
の

意
義
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
別
段
何
ら
か
の
不
都
合
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
法
を

参
考
に
す
る
な
ら
ば
、
弁
論
再
開
の
目
的
は
右
の
よ
う
な
点
だ
け
で
な
く
、
手
続
の
公
正
性
、
確
実
性
と
い
っ
た
点
に
も
求
め
る
こ
と
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が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
点
を
保
障
す
る
こ
と
は
刑
訴
法
一
条
の
理
念
と
も
一
致
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
弁
論
再
開
の
た
め
の
必
要
性
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
最
後
に
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
う
少
し
触
れ
て
お
く
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
に
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
弁
論
再
開
の
要

件
に
関
す
る
従
来
の
学
説
・
判
例
と
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
、
公
判
廷
に
お
い
て
当
事
者
に
十
分

な
攻
撃
防
禦
の
機
会
を
与
え
、
集
中
的
な
吟
味
を
尽
く
さ
せ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
情
状
事
実
の
み
な
ら
ず
犯
罪
事
実
そ
れ
自
体
に

関
す
る
新
た
な
証
拠
が
出
現
し
た
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
（
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
こ
そ
）、
か
か
る
発
想
自
体

は
意
味
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
情
状
事
実
を
め
ぐ
る
弁
論
再
開
を
中
心
に
論
じ
て
き
た
こ
と
も

あ
り
、
弁
論
再
開
全
体
に
渡
る
十
分
な
検
討
を
す
る
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
他
日
に
期
し
た
い
と
思
う
。

（
１
）

正
田
満
三
郎
「
弁
論
」
法
律
実
務
講
座
刑
事
編
第
六
巻
〔
団
藤
重
光
編
〕（
有
斐
閣
、
昭
三
〇
）
一
四
三
三
頁
。

（
２
）

山
西
晃
「
刑
事
訴
訟
事
件
に
お
け
る
併
合
・
分
離
・
再
開
に
関
す
る
書
記
官
実
務
の
研
究
」
昭
和
五
三
年
度
書
記
官
実
務
研
究
（
裁
判

所
書
記
官
研
修
所
、
昭
五
四
）
九
六
頁
以
下
。

（
３
）

米
田
�
邦
「
弁
論
の
分
離
、
併
合
、
再
開
」『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
』〔
高
田
卓
爾
、
小
野
慶
二
編
〕（
青
林
書
院
新
社
、
昭
五
〇
）
二
九

四
頁
以
下
。

（
４
）

横
山
晃
一
郎
・
安
部
光
春
『
講
義
刑
事
訴
訟
法
』〔
能
勢
弘
之
ほ
か
編
〕（
青
林
書
院
、
昭
五
九
）
一
九
七
頁
以
下
。

（
５
）

田
宮
裕
・
多
田
辰
也
『
セ
ミ
ナ
ー
刑
事
訴
訟
法
・
証
拠
編
』（
平
九
、
啓
正
社
）
二
六
六
頁
。

（
６
）

神
垣
英
郎
ほ
か
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
』
四
巻
（
立
花
書
房
、
新
版
、
平
九
）
四
一
六
頁
。

（
７
）

こ
う
し
た
点
が
問
題
と
な
る
具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
被
害
者
等
に
よ
る
意
見
陳
述
制
度
（
刑
訴
法
二
九
二
条
の
二
）
が
考
え
ら
れ
よ

う
。
そ
こ
で
は
、
被
害
者
等
に
よ
っ
て
陳
述
さ
れ
た
意
見
は
量
刑
資
料
と
し
て
斟
酌
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
さ
れ
る
一
方
で
、
意
見
陳
述

が
行
わ
れ
る
時
期
に
つ
い
て
は
、
意
見
陳
述
の
犯
罪
事
実
認
定
へ
の
影
響
を
排
除
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
証
拠
調
べ
終
了
後
が
適
当
で

あ
る
と
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
り
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
場
合
で
も
基
本
的
に
証
拠
調
べ
を
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
な
い
よ
う
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な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
酒
巻
匡
「
犯
罪
被
害
者
等
に
よ
る
意
見
の
陳
述
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
五
二
巻
一
一
号
（
平
一
二
）
二
八
頁
、

椎
橋
隆
幸
「
被
害
者
等
の
心
情
そ
の
他
の
意
見
陳
述
権
」
現
代
刑
事
法
二
巻
一
一
号
（
平
一
二
）
四
四
頁
。
そ
れ
ゆ
え
、
意
見
陳
述
の
内
容

に
つ
い
て
争
い
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
弁
論
再
開
が
な
し
う
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
は
、
当
事
者
、
特
に
被
告
人
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と

な
り
う
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
も
鑑
み
れ
ば
、
弁
論
再
開
の
目
的
に
つ
い
て
再
検
討
す
る

こ
と
は
な
お
有
意
義
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
８
）

東
京
高
判
昭
五
五
年
五
月
六
日
高
刑
集
三
三
巻
一
七
六
頁
、
判
タ
四
二
六
号
一
九
九
頁
。

（
９
）

広
島
高
判
平
一
四
年
一
二
月
一
九
日
高
刑
速
（
平
一
四
）
一
六
二
頁
。

（
１０
）

東
京
高
判
平
一
〇
年
一
〇
月
一
二
日
東
高
刑
時
報
四
九
巻
六
二
頁
、
判
時
一
六
六
二
号
一
六
〇
頁
。

（
１１
）

小
山
雅
亀
「
証
拠
調
べ
を
理
由
と
す
る
弁
論
再
開
の
限
界
」
同
志
社
法
学
三
四
巻
一
号
（
昭
五
七
）
一
三
五
頁
。

（
１２
）

U
n

ited
S

tates
S

en
ten

cin
g

C
om

m
ission

,[h
ttp//w

w
w

.u
ssc.gov/gu

idelin
.h

tm
].

な
お
、
二
〇
〇
四
年
度
版
は
、
二
〇
〇
四

年
一
一
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

（
１３
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
�
。

（
１４
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
�
。

（
１５
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
�
。

（
１６
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
�
。

（
１７
）

例
え
ば
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3
(a)

は
、「
量
刑
決
定
に
と
っ
て
重
要
な
事
情
に
関
す
る
争
い
を
解
決
す
る
際
、
裁
判

所
は
、
そ
の
事
情
に
関
連
す
る
資
料
が
正
確
で
あ
る
こ
と
の
蓋
然
性
を
十
分
に
裏
付
け
る
信
頼
性
の
徴
憑
を
有
す
る
限
り
、
事
実
審
（
罪
責

認
定
手
続
）
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
証
拠
法
上
の
許
容
性
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
お
り
、
伝
聞
証
拠

な
ど
事
実
審
で
は
許
容
さ
れ
な
い
よ
う
な
証
拠
に
つ
い
て
も
一
定
の
条
件
付
き
で
こ
れ
を
量
刑
事
情
と
し
て
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

を
明
示
し
て
い
る
。

（
１８
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
。

（
１９
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
、
	
。

（
２０
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
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（
２１
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
。

（
２２
）

連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�
。
ま
た
、
同
条
�
�
に
よ
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
判
決
前
調
査
書
及
び
そ
の
他
の
事
項
に
お
け
る
争
点

が
解
決
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
そ
こ
で
争
わ
れ
て
い
る
各
事
実
に
つ
き
、
こ
れ
を
認
定
す
る
か
あ
る
い
は
当
該
事
実
が
量
刑
に
考
慮
さ
れ
な

い
か
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
認
定
は
不
要
で
あ
る
か
の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
２３
）

U
n

ited
S

tates
v.S

ien
kow

ski,359
F

.3
d

463
(7

th
C

ir.2004).

（
２４
）

U
n

ited
S

tates
v.S

ien
kow

ski,252
F

.S
u

pp.2
d

780,784

―786
(E

.D
.W

isc.2003).

（
２５
）

S
ien

kow
ski,359

F
.3

d
at

466

―467.

な
お
、
本
判
決
は
、
こ
の
点
に
加
え
て
、
原
審
が
「
現
代
の
連
邦
刑
事
実
務
に
お
け
る
量
刑

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
判
断
の
突
出
を
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
に
お
け
る
審
理
の
延
長
は
適
切
で
は
な
い
」
と
判
断
し
た
こ
と
に
つ

い
て
、
原
審
が
、「（
有
罪
答
弁
が
増
加
し
た
結
果
、）
現
代
の
連
邦
刑
事
実
務
に
お
い
て
は
、
量
刑
審
が
本
質
的
に
ト
ラ
イ
ア
ル
（
事
実

審
）
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
被
告
人
に
与
え
ら
れ
る
防
禦
権
は
ト
ラ
イ
ア
ル
で
与
え
ら
れ
る
防
禦
権
の
は
る
か
足
元
に
も

及
ば
な
い
」
こ
と
に
つ
い
て
懸
念
を
抱
い
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
今
回
の
判
決
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
と
推
量
し
た
上
で
、
裁
判
所
が

連
邦
法
に
同
意
で
き
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
望
む
結
果
を
達
成
す
る
た
め
に
司
法
裁
量
を
用
い
る
べ
き
で
は
な
く
、
裁
判
所
は

そ
の
本
質
的
目
標
で
あ
る
中
立
性
を
損
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。Id

.
at

469

―470.

こ
の
点
は
、
本
稿
に
お
け
る
主
要
な
関

心
事
と
は
離
れ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
制
度
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
問
題
点
を
示
唆
す
る
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２６
）

Id
.

at
467.

（
２７
）

Id
.

at
468.

（
２８
）

Id
.

at
468.

（
２９
）

Id
.

at
468.

（
３０
）

U
n

ited
S

tates
v.Jackson

,32
F

.3
d

1101
(7

th
C

ir.1994).

（
３１
）

S
ien

kow
ski,359

F
.3

d
at

469.

（
３２
）

B
u

rn
s

v.U
n

ited
S

tates,501
U

.S
.129

(1991).

（
３３
）

S
ien

kow
ski,359

F
.3

d
at

469.

（
３４
）

Id
.

at
469.

論 説
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（
３５
）

Id
.

at
469.

（
３６
）

「
被
告
人
が
正
確
な
情
報
に
基
づ
い
て
刑
を
量
定
さ
れ
る
権
利
を
有
し
て
い
る
」
こ
と
に
つ
い
て
、
本
判
決
が
直
接
引
用
し
て
い
る
の

は
、U

n
ited

S
tates

v.P
less,982

F
.2

d
1118

(7
th

C
ir.1992)

で
あ
る
が
、
同
判
決
もU

n
ited

S
tates

v.E
sch

w
eiler,782

F
.2

d
1385

(7
th

C
ir.1985)

を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
に
よ
るT

ow
n

sen
d

v.B
u

rke,

334
U

.S
.736

(1948)

及
びU

n
ited

S
tates

v.T
u

cker,404
U

.S
.443

(1972)

を
指
し
な
が
ら
、
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
三
二
条
�
�

�
（
一
九
九
四
年
及
び
二
〇
〇
二
年
の
改
正
を
経
て
現
在
は
三
二
条
�
�
と
な
っ
て
い
る
）
の
目
的
の
ひ
と
つ
が
、「
公
正
な
量
刑
手
続
を

受
け
る
被
告
人
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
上
の
権
利
、
と
り
わ
け
正
確
な
情
報
に
基
づ
い
て
刑
を
量
定
さ
れ
る
権
利
の
保
護
」
に
あ
る
こ
と
が
説

示
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
右
の
二
つ
の
連
邦
最
高
裁
判
所
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
説
明
・
反
駁
の
機
会

に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
五
二
巻
六
号
（
平
一
五
）
二
四
六
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
３７
）

Jackson
,32

F
.3

d
at

1105.

（
３８
）

な
お
、
こ
の
判
旨
は
、
二
〇
〇
二
年
の
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
の
改
正
に
よ
り
新
た
に
三
二
条
�
と
し
て
明
文
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
三
年
度
版
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
お
い
て
も
、§

6
A

1.2

の
注
釈
で
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
二
〇
〇
四
年
度
版

で
は
新
た
に§

6
A

1.4

と
し
て
独
立
し
た
条
項
に
な
る
予
定
で
あ
る
。

（
３９
）

Jackson
,32

F
.3

d
at

1106.

な
お
、
同
判
決
中
で
例
示
さ
れ
たU

n
ited

S
tates

v.B
rady,928

F
.2

d
844

(9
th

C
ir.1991)

は
、
量
刑
調
整
に
関
す
る
事
項
も
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン§

6
A

1.3
(a)

に
お
け
る
「
量
刑
に
と
っ
て
重
要
な
事
情
」
で
あ
り
、
当
事
者
に
は

裁
判
所
に
対
し
て
当
該
事
情
に
関
す
る
情
報
を
提
出
す
る
十
分
な
機
会
が
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。Id

.
at

847
n

.3.

（
４０
）

Jackson
,32

F
.3

d
at

1106.

（
４１
）

Id
.

at
1107.

（
４２
）

Id
.

at
1108.

な
お
、
裁
判
所
は
、
こ
の
点
を
捉
え
て
、「
当
事
者
が
自
己
に
不
利
な
事
実
と
主
張
を
知
る
権
利
は
、
刑
事
司
法
の
礎
石

で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
４３
）

D
eborah

Y
ou

n
g

,
F

act-F
in

d
in

g
at

F
ed

eral
S

en
ten

cin
g

:
W

h
y

th
e

G
u

id
elin

es
S

h
ou

ld
M

eet
th

e
R

u
les,

79

C
O

R
N

E
L

L
L

.R
E

V .299,300
(1994).

（
４４
）

B
u

rn
s,501

U
.S

.at
134.
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