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刑
事
訴
訟
法

A

三
二
－
条
－
項
は
、
「
裁
判
刈
は
、
検
察
，
一
円
の
請
求
、
が
あ
る
と
き
は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
許
し
な
い
限
度
に

お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
、
撒
同
λ
は
変
更
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
定
め
る
。

同
規
定
の
「
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
、
撤
凶
又
は
変
－吏
」
は
、

一
般
に
、

（
広
義
の
）
「
訴
因
の
変
更
」
と
総
称
さ
れ
、
そ
の
「
山
崎

界
」
を
画
す
る
概
念
で
あ
る
「
公
訴
事
実
の
け
一
性
」
を
め
ぐ
っ
て
は
、
学
説
土
、
「
訴
因
と
の
関
係
が
議
論
さ
れ
る
と
と
も
に
、

訴
同
変
更
の
「
可
不
門
」
の
判
断
基
準
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
結
果
、
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
牧
」
を
め
ぐ
る
学
説
上

の
議
論
は
、
「
多
分
に
観
念
的
な
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
「
必
ず
し
も
務
ち
着
き
先
を
日
比
川
し
待
て
い
な
い
よ
う
に
見
え

る
」
と
も
指
摘
さ
れ
る
。

(2i 

こ
の
よ
う
に
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
作
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
、
「
人
f

な
お
錯
雑
さ
を
椋
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
因
の
－

つ
は
、
従
米
の
学
説
が
と
っ
て
き
た
こ
の
問
題
の
検
討
枠
組
ぞ
れ
白
体
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
里
わ
れ
る
。
す
な
わ
ら
、
よ
り
具
体
的

に
は
、
そ
の
原
同
は
、
学
説
が
、
「
公
訴
事
実
の
同
‘
性
に
つ
い
て
、
む
刑
訴
法
一
ム
－
－
－
一
条
一
項
の
趣
旨
ー
ー
す
な
わ
ち
、
同
規
定

（阪大法学）(j() (2 85) :.;21〔2010.7〕
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が
一
亦
因
の
変
更
可
能
仕
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
範
囲
を
「
公
一
跡
事
実
の
同
－
性
を
宰
一
什
し
な
い
限
度
」
に
留
め
て
い
る
趣
日
ー
ー
と
の
関

前

係
を
明
篠
に
立
識
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
概
念
論
ー
ー
す
な
わ
ち
、
「
そ
も
そ
も

「公
訴
事
実
」
と
は
何
か
、
ま
た
そ
れ
は

事
実
主
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
と
い
う
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
ー
ー
に
終
始
し
て
き
た
こ
と
、
ま
た
、
①
そ
の
概
念
論
に
つ
い
て
も
、

「訴
因
」

こ
れ
を
ヤ
と
し
て
「
審
判
対
象
論
」
の
丈
脈
に
お
い
て
反
目
し
て
き
た
た
め
に
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
問
題
が
、
「
審
判
の
対
象

事
実
」
の
同
－
性
の
問
題
で
あ
る
以
前
に
、
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
の
同
－
性
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
手
間
視
き
れ
る
傾
向

が
あ
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

u

た
し
か
に
、
「
公
一
跡
事
字
己
な
い
し
つ
公
訴
事
実
の
司
一
性
L

の
概
念
を
、

と
り
わ
け
「
訴
因
」
と
の
閲
係
に
お
い
て
解
叫
す
る
こ

と
は
、
訴
圃
変
更
の
「
－
川
－
台
」
判
断
の
基
準
な
い
し
方
法
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
重
安
な
意
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
現
行
川
訴
法
の
解
釈
論
と
し
て
展
開
き
れ
る
以
上
、
同
町
に
、
訴
因
変
更
の
限
界
が
同
法

A

一
二
一
一
条
今
頃
に
よ
り
「
公
訴
事
実
の

同
一
性
」
に
求
め
ら
れ
て
い
る
趣
骨
と

一
目
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
c

ま
た
、
従
米
の
学
説
は
、

ム
般
に
、
一
品
囚
変
更
の
「
限
界
な
い
し
「
可
汗
」

の
問
題
を
、
「
審
判
対
象
論
」
の
‘
環
と
し
て
扱
つ

て
き
し
た
。
と
の
こ
と
は
、
学
説
上
、
一
掛
川
変
更
の

「
可
肖
」

の
問
題
が
、
「
公
訴
事
実
：
な
い
し
「
公
訴
事
実
の
日
一
性
」
概
念
と

「
一
詐
因
」
の
関
係
論
と
し
て
抜
わ
れ
て
き
し
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
そ
も
そ
も
同
問
題
と

「
審
判
対
象
論
し

の
聞
に
い
か
な
る
理
論
的
関
述
け
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
も
十
分
な
解
明
が
な
さ
れ
て
き
た
と
は
再
い
難
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
じ
た
し
か
に
、
訴
判
制
v
伎
の
も
と
で
、
裁
判
所
に
よ
る

「
審
判
の
対
象
」
が
訴
固
に
限
定
き
れ
る
と
す
れ
ば
、
「
審
判

の
対
象
」
は
「
公
訴
の
対
象
」
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
心
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、
直
接
に
は
あ
く
ま
で
「
審
判
の
対
象
が

訴
同
に
限
定
き
れ
る
こ
と
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
訴
因
変
更
の
限
界
を
商
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
問
題
は
、
そ

の
丈
一古
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
実
質
的
に
も
、
第

一
義
的
に
は
、
つ
公
一
品
の
対
象
事
実
の
同

一
性
」

の
問
題
と
し
て
珂
解
さ
れ
る
べ
き

｛田正大法学160 (2 86) :022 :zo10. 7: 



で
は
な
い
か
。

13) 

「
公
訴
事
実
の
同
一
一
忙
し
を
め
ぐ
る
従
来
の
学
説
の
議
論
枠
制
に
以
上
の
よ
う
な
問
題
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

「
審
判
対
象
論
」
に
お
け
る
「
訴
困
対
象
説
L

の
通
説
化
と
需
接
に
悶
迷
ず
る
も
の
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の

実
際
、
か
つ
て
は
、
刑
訴
法
一
一
．
一
一
条
‘
項
に
つ
い
て
は
、
同
胤
定
、
が
、
「
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
因
又
は
罰
条
の
追
加
、
撤
回

又
は
変
更
を
持
」
す
と
同
時
に
、
そ
の
「
山
川
後
を
通
じ
て
公
訴
事
実
の
同
－
性
は
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
定
め
て
い
る
の

は
、
「
公
訴
事
実
が
別
例
の
も
の
と
な
れ
ば
、
被
告
事
件
そ
の
も
の
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
新
な
起
訴
の

手
続
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
き
た
っ
す
な
わ
ら
、
川
訴
法
一
二
‘

条
一
一
瓜
が
、
一
跡
因
の
変
史
を

「
公
一
跡
事
実
の
同
一
性
を
告
し
な
い
限
度
に
お
い
て
し
の
み
許
し
て
い
る
の
は
、
「
公
訴
の
効
力
は
、
公
訴
事
実
、
す
な
は
ち
検
察
行

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

の
起
訴
状
に
お
い
て
指
定
し
た
犯
罪
事
実
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
」
、
「
検
察
刊
の
指
定
し
た
公
訴
事
実
以
外
に
は
及
ば
な
い
」
と
い
う
立

味
に
お
い
て
、
公
訴
提
過
の
効
果
の
「
物
的
限
界
」
を
確
認
す
る
趣
U
H
に
珂
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
訴
因
v

公
吏
の
川
否
の
問
題
は
、
「
審
判
の
対
象
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
公
訴
の
効
力
」
が
及
ぶ
間
同
の
問
題
と

し
て
拠
え
ら
れ
る
と
日
時
に
、
刑
訴
法
－
二
‘
二
条
一
境
、
が
、
訴
肉
変
更
の
限
界
を
「
公
訴
事
実
の
同
‘
性
」
に
よ
っ
て
一
附
し
て
い
る
魁

旨
は
、
公
訴
は
、
そ
の
刻
象
者
に
つ
い
て
、
「
検
察
官
の
指
定
し
た
被
告
人
以
外
の
者
に
そ
の
効
力
を
及
ぼ
さ
な
い

と
同
様
、
そ
の
対
象
事
実
に
つ
い
て
も
、
一
品
川
変
－
吏
が
許
さ
れ
る
と
し
て
も
、
他
の
刑
罰
権
の
発
生
原
因
と
な
る
よ
う
な
事
実
に
は
及

（二
四
九
条
）
の

び
え
な
い
U
H
を
明
ら
か
に
す
る
胤
，ど
と
し
て
珂
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
じ

(4i 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、

い
わ
ゆ
る
「
審
判
対
象
論
L

に
お
い
て
通
説
化
し
た
「
訴
同
対
象
説
」

の
も
と
で
、
「
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
を
読
因
変
更
の
限
界
を
商
ず
る
「
機
能
概
念
」
と
し
て
理
併
す
る
品
解
が
有
心
化
す
る
に
と
も
な
い
、
一
掛
川
従
更
の

「
限
界
」

な
い
し

「
可
汗
」
を
、
「
訴
訟
上
の
合
口
的
性
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
見
方
が
一
般
化
す
る
こ
と
に
な
る
、

（阪大法学JGo (2 87) :.;z：.； 〔2010.7〕



~l1. 

こ
れ
を
代
表
す
る
の
が
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
定
は
、
「
訴
因
・
罰
条
を
変
史
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
、

一
事
不
山
汁
理
の
効

前

力
に
よ
っ
て
山
皮
の
起
訴
を
阻
止
す
る
場
合
と
で
は
、
検
察
官
と
被
害
人
と
の
利
牢
げ
が
逆
転
す
る
｜
｜
同
性
を
広
く
認
め
る
守
つ
が
、
げ

前
者
で
は
検
察
山
刊
に
有
利
、
後
者
で
は
、
被
古
人
に
有
利
、
同
一
性
を
認
め
る
範
囲
を
狭
く
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
逆
に
な
る
｜
｜
の
で
、
’
訳
、凋斗・

あ
ら
か
じ
め
そ
の
一
向
而
を
視
野
に
入
れ
て
、
九
休
的
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
（
傍
点
引
凶
者
〕
」
ず
、
「
同
一
性
の
判
断
は
、
：
：
：
検
問Q

O
 

察
官
と
被
告
人
の
同
の
対
立
利
椛
を
比
較
考
量
し
て
決
定
さ
れ
る
」
も
の
と
す
る
見
解
で
あ
る

4
自
（
4
J

f
J止

し
人え

伊
川
れ

（子
続
的
利
椛
牟
呈
説）
ο

し
か
し
な
が
ら
、
「
－
事
木
再
珂
の
効
刈
」
の
及
ぶ
範
囚
が

「
公
訴
事
実
の
同

－
性
」
に
よ

っ
て
凶
き
れ
る
珂
南
は
、

一
般
に
、
月

概
念
に
よ
っ
て
「
訴
肉
食
更
の
限
界
」
が
一
幽
さ
れ
る
と
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
後
者
は
前
者
の
「
前
提
問
題
」
と
し
て
位
置
づ

け
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
一
誹
肉
変
更
の
限
界
し

が

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ

っ
て
凶

さ
れ
る
趣
巴
H

・
根
拠
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
理
論
上
は
、
「
一
事
不
咋
瑳
の
効
力
」
の
範
阿
の
問
題
と
は
別
伺
に
論
ず
る
必
要
が

あ
る
と
い
う
‘
べ
き
で
は
な
い
か
じ
実
際
、
と
れ
ら
の
問
題
を
「
検
察
官
と
被
告
人
の
聞
の
対
’
札
利
μ
仙
の
比
較
考
量
」

の
名
の
も
と
に
同

一
次
一
川
で
扱
う
こ
と
は
、
訴
川
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
つ
り
否
」
と
い
う
「
前
提
問
題
」
に
つ
い
て
、
そ
の
「
結
論
」
で
あ
る
「
－

事
不
再
却
の
効
刈
」
を
最
初
か
ら
織
り
込
ん
で
論
ず
る
こ
と
を
志
味
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
「
公
訴
事
実
の
同
－
性
↓

の
判
断
に
過

度
に
政
策
的
な
性
格
を
付
与
し
、
ま
た
、
そ
の
内
零
に
よ
っ
て
は
、
同
判
断
を
個
別
事
案
ご
と
の
抑
の

「
利
益
考
量
」
に
委
ね
る
と
と

に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
お
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
最
近
で
は
、
「
公
訴
事
支
の
同
一
性
L

を
、
「
刑
事
千
続
に
よ
る
つ
の
刑
罰
搾
（
実
体
法
）

の
具
体
的
実
現
に
際
し
て
、

別
訴
で
一
つ
以
上
の
有
罪
判
決
が
併
存
し
二
重
処
罰
の
文
也
が
や
じ
る
の
を
回
避
す
る
た
め
の
道
具
概
念
」
と
し
て
理
解
す
べ
き
だ
と

す
る
地
解
も
有
力
化
し
て
い
る
ι

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
川
訴
法
会
一
二
一
一
条
一
段
の
趨
百
は
、
「
‘
罪
の
関
係
に
あ
る
訴
同
」
や
「
別

一
昨
で
同
時
に
じ
射
針
と
す
る
こ
と
が
－
例
の
刑
罰
権
に
対
す
る
二
重

（
多
重
）
処
罰
の
実
質
を
布
す
る
訴
因
に
つ
い
て
、

「
別
訴
そ
の



も
の
を
許
さ
ず
、
訴
囚
会
更
に
よ
る
一
一
問
的
処
即
を
図
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
、
「
実
質
的
な
一
‘
重
処
出
状
態
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
生
じ
る
訴
阿
を
別
訴
で
で
張
す
る
こ
と
肉
体
を
許
さ
な
い
と
す
る
、し

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
ぎ
れ

る

主
処
罰
凪
避
説
）
。

こ
の
見
解
は
、
訴
川
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
「
可
台
」
を
「
訴
訟
上
の
ん
u
E的
性
」
の
問
題
と
し
て
捉
え
つ
つ
も
、
一
一
五
処
罰

の
実
質
が
弁
ず
る
の
を
同
避
す
る
」
と
い
う
実
休
法
的
観
点
か
ら
刑
訴
法
一
：
二
条
一
唱
の
趣
旨
を
説
明
す
る
点
に
お
い
て
、
上
述
の

手
続
的
利
引
考
量
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
批
判
か
ら
は
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
u

し
か
し
、
こ
の
見
解
も
、
少
な
く

と
も
、
刑
訴
法
一
t

－
一
－
条
一
ん
川
恨
の
桝
釈
論
と
し
て
は
安
当
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
胤
定
の
、

τた
る

問
題
周
心
は
、
そ
の
丈
－
一
凶
か
ら
し
て
も

－
M
で
一
亦
肉
の
会
吏
可
能
性
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
範
阿
を
「
同
一
性
を
脅
し
な
い
限
度
L

に
山
間
め
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
と
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、

一
‘
主
処
剖
凶
遊
説
は
、
当
初
の
一
亦
閃
と
の
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
ー
が

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

認
め
ら
れ
る
訴
囚
に
よ
る
別
訴
が
禁
じ
ら
れ
る
環
向
、
そ
し
て
、
そ
の
範
囲
で
訴
同
変
更
に
よ
る
一
凶
的
処
叫
が
図
ら
れ
る

べ
b
c

迎
山
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
「
公
訴
事
実
の
同
－
件
」
を
害
す
る
訴
因
変
更
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
こ
れ
を
禁
ず
る
珂

山
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
「
公
訴
事
実
の
け
一
性
」
を
告
す
る
一
点
同
女
－
史
、
が
な
さ
れ
え
た
と
し
て
も
、
「
－

個
の
刑
罰
権
し
か
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
一
一
例
以
卜
．の
右
折
判
決
が
卜
き
れ
る
こ
と
を
阿
避
す
る
」
に
は
と
く
に
．小
都
合
は
な
い
と
い

う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
同
趣
旨
説
明
の
－
卜
で
は
と
く
に
こ
れ
を
禁
ず
る
意
味
は
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

(5! 

と
こ
ろ
で
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
め
ぐ
る
従
来
の
学
説
卜
の
議
論
に
、
卜
記
①
お
よ
び
②
の
よ
う
な
問
題
が
認
め
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
濡
判
の
対
象
」
を
め
ぐ
る
訣
前
に
お
い
て
訴
困
対
象
説
が
有
力
化
す
る
な
か
で
、
「
公

訴
事
実
の
同

．
件
」
が
「
機
能
概
念
L

と
し
て
珂
解
さ
れ
、
同
概
念
が
叫
す
る
訴
閃
v
仲
良
－
史
の
「
限
界
l

な
い
し
「

J

刊
．台
」
の
判
断
基
弘

を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
も
、
同
概
念
の
も
っ
そ
の
他
の
手
続
上
の
機
能
、
と
り
わ
け
、

一
市
中
木
山
門
理
効
や
二
重
一

（多
重
）
起
訴
禁
止
の

（阪大法学）(j() (2 8日）:.;zs〔2010.7〕
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範
同
を
幽
す
る
機
能
が
予
め
考
慮
に
入
れ
ら
れ
て
き
た
と
の
事
伯
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ

ア
・
プ
り
オ
リ

7

と
は
、
従
米
の
学
説
、が、

一
志
凶
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
「
吋
否
し
を
、
そ
の
珂
・
怖
を
十
分
に
検
討
し
な
い
ま
ま
ほ
と
ん
ど
川
前
提
に
、
レ

（「
八
ム
訴
刻
象
論
」
の
問
題
と
し
て
で
は
な
く
）
「
審
判
対
象
論
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
き
た
と
と
と
も
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
’
訳
、

に
忠
わ
れ
る
G

山

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
ま
た
は

「
可
台
」

の
問
題
に
悶
す
る
長
近

引

の
布
力
説
で
あ
る
手
続
的
利
栄
考
呈
説
お
よ
び
二
重
処
罰
同
避
説
に
つ
い
て
、
刑
訴
法
三
一

．
一
条
一
項
の
趨
旨
説
明
と
し
て
の
妥
当
性

ω

を
検
討
し
つ

つ
、
同
問
題
と

「
審
判
対
象
論
」
と
の
関
連
性
、
そ
し
て
、
川
訴
法
一
－
－
二
‘
条
一

項
の
趣
旨
を
改
め
て
確
認
し
た
う
え
で
、
学f

J止
し
人え

伊
川
れ

「
単
一
性
」
の
区
別
の
意
義
、
そ
し
て
、

そ
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
試
論
を
反
問
す
る
こ
と

前

公
訴
事
実
の
「
（狭
義
の
）
同
一
性
し
と

に
し
た
い
。

松
尾
治
也

『刑
事
訴
ぷ
法
ト
』
（弘
文
堂
、
新
版
、

会
九
九
九
年
）
一

一六
七
兵

9

鈴
木
茂
嗣
「
公
訴
事
実
の
同
一
件
」
松
尾
治
也
汁
上
正
「
編

『刑
事
訴
訟
払
の
争
点
」

鈴
木
・
前
掲
UR

（2
プ
・

A
A
Eo

（
4
）
鈴
木

・
前
掲
許
｛
2
）
会
会
千
川
円。

（
己
）
小
肝
消

一
郎

『新
刑
事
訴
訟
法
概
論
一

｛法
文
社
、
－
九
判
八
年
）
二
4
八
民
以
下
P

（6
）

小
好
・
崎
掲
前
（5
）
二
五
八
頁
は
、
こ
の
乙
と
は
、
「
－
品
不
以
下
設
の
版
刷
ト
ム当
然
に
要
話
さ
れ
る
も
の
ー
で
あ
る
と
す
る
コ

（7
」
こ
の
山
…
、
小
野
・
前
回
均
一
正
（
5
）
二
芥
八
良
以
卜
は
、
川
訴
法
二
叫
ん
条
が
、
「
公
訴
は
、
検
察
官
の
指
定
し
た
被
汗
人
以
外
の
者
に
そ
の

幼
心
を
及
ほ
さ
な
い
」
と
じ
て
、
「
公
訴
提
起
の
効
果
の
「
人
的
限
界
」
を
定
め
る
の
と
対
比
レ
て
扱
っ
て
い
る
c

（8
－

ーキ
野
誼

一
『川
事
訴
八
仏
法
一
（’有
斐
闘
、
一
九
五
八
年
ぜ
一
一
九
五

G

（9
）

松
尾
・
前
掲
杭
（
l
）
二
六
凶
頁
以
卜
。

（川山
）
酒
巻
医
い
「
公
訴
の
提
起

・
追
行
と
訴
凶
川
」
法
学
教
室
」
六
－T
一円h
J

（二
0
0
1
年
）『
八四一
H
a

ヘ
1

｝

（

2
」

（

3
）
 

（有
斐
閥
、
一

0
0
二
年
）

二
百
。
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法
学
教
牢

第
九
阿

七
二
号
（
二

c
o
－－ιl）
八
一
人
民
。

党
せ
い
剤
使
川
岸
の
戸
静
岡
の
特
｛
一
止
法
川
γ
教
一
主
一
一
一
一
一
一
号

（
一C
C七

大
淳
日
仏
間
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
単

性

「下
」

長
沼
純
良
l

池
阿
修

t

対
話
で
ハ
子
ぶ
刑
訴
法
判
例

－
O
一
頁
以
下
〔
長
沼
発
言
）
。

川｛川白栴

『刑
事
訴
ぷ
法
』
へゐ
変
閣
、
新
版
、

一
九
九
六
年
）

。
五
一
見

刑
訴
法
二
一
‘
一
－
条
一
一
項
の
趣
骨
説
明
に
関
す
る
従
来
の
学
説
の
検
討

山
「
公
訴
事
実
の
同
‘
性
L

、
あ
る
い
は
、
一
昨
因
変
史
の
「
限
界
ー
な
い
し
「
可
否
ー
を
め
ぐ
る
従
来
の
学
説
に
つ
い
て
は
、
「
さ

な
が
ら
覇
を
競
う
が
ご
と
く
多
彩
に
オ
ン
パ
レ
j
ド
を
く
り
ひ
ろ
げ
て
い
る
の
観
が
あ
る
し
と
持
摘
き
れ
、
こ
れ
ま
で
も
級
々
な
分
類

が
試
み
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

刑
訴
法
一
：
二
－
条
一
項
の
趣
旨
説
明
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
大
き
く、

①
手
続
的
利
抗
考
量

説
、
②
－
一
重
処
罰
日
避
説
、
①
沙
猟
的
処
罰
規
内
探
索
禁
止
説
と
で
も
咋
ぶ
べ
き
で
－
つ
の

ι坊
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
忠

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

わ
れ
る
。

111 

JIU 
訴
の
ょ
っ

訴
因靖之
主ζ

更
と
し、

つ
手
合ょ

が
な
L、
場
ム
門

（ま

（阪大法学）(j() (2 91) :.;27〔2010.7〕

本
節
で
は
、
こ
の
う
ち
、
①
お
よ
び
②
の
見
解
の
内
容
お
よ
び
そ
の
妥
当
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
と
に
し
た
い
。

121 

ま
ず
、
①
手
続
的
利
持
一
考
呈
説
は
、
川
訴
法
一
－
－
二
‘
条
一
一
項
が
、
訴
因
変
更
の
範
桝
を
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
り
－山
す

る
趣
U
H
を、

「
検
察
官
と
被
告
人
の
聞
の
対
立
利
採
の
比
較
考
量
」
と
い
う
「
訴
訟
上
の
合
目
的
性
」
に
求
め
る
目
札
場
で
あ
る
。

」
の
収
場
を
代
表
す
る
の
が
、
川

「
検
察
ハ
け
の
立
場
か
ら
見
た
場
合
、
同

会
品川
の
範
囲
を
扶
く
す
る
と
、
訴
閃
の
変
史
が
で
き
ず
、

一
度
川
罪
の
判
決
を
受
け
て
、

再
起
訴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
レ
と
い
う
手
数
が
か
か
る
c

同

一
性
を
広
く
解
す
る
と、

一
亦
肉
の
変
更
は

で
き
る
が
、
他
ん
既
判
点
、
が
及
ぶ
た
め
、
訴
因
を
v

従
更
せ
ず
に
無
罪
判
決
を
受
け
た
と
き
は
、
再
起
訴
で
き
な
い
不
利
拾
が
あ
る
心
被

告
人
の
・
帆
場
か
ら
み
る
と
そ
の
利
害
は
お
お
む
ね
逆
で
あ
る
ν

さ
ら
に
、



~l1. 

公
一
跡
事
実
の
同
－
性
を
扶
く
解
し
な
い
と
、
被
告
人
の
防
禦
に
不
利
祈
で
あ
る
が
、
一
叫
川
変
更
と
い
う
制
度
が
為
れ
ば
、
準
備
の
期
間

を
与
え
さ
え
す
れ
ば
、
広
く
解
し
て
も
被
害
人
の
防
禦
の
利
併
を
拝
す
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
考
慮
の
結
果
、
（
新
旧
訴
閃
問

前

に
「
八
ム
訴
弔
実
の
同
一
性
L

を
認
め
る
た
め
に
は
〕
現
行
法
で
は
基
木
部
分
、
が
同
一
で
あ
れ
ば
足
り
、
そ
の
大
部
分
が
同
一
で
あ
る
必

什ど

焚
は
な
い
l

と
す
る
見
解
で
あ
る
c

こ
の
見
解
は
、
「
審
判
対
象
論
」
に
お
け
る
訴
困
対
象
説
を
前
提
に
、

と
り
わ
け
、
「
公
訴
事
実
の
同
－
性
を
、
「
起
訴
状
に
存
か

れ
た
公
訴
事
実
（
詳
凡
）
を
廿
照
準
に
こ
れ
を
変
更
す
る
の
が
安
市
ー
な
純
阿
、
し
た
が
っ
て
一
事
不
持
郊
の
働
く
範
囚
は
ど
の
程
度
が
妥

「

5

当
か
と
い
う
機
能
概
念
（
相
閃
概
念
こ
と
し
て
連
解
す
る
点
坊
と
糾
和
性
を
も
つ
も
の
と
さ
れ
る
、
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
え
む

は
、
「
問
に
刻
し
て
聞
で
答
え
て
い
る
よ
う
な
も
の
し
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
υ

な
ぜ
な
ら
、

ん
Z
こ
、
「

事
不
山
叶
理

の
効
力
、
が
「
公
訴
事
実
の
同
会
慨
」
の
範
囚
に
及
ぶ
も
の
と
さ
れ
る
坪
一
山
は
、
ま
さ
し
く
、
同
概
念
に
よ
っ
て
「
訴
因
変

更
の
限
界
が
凶
き
れ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
理
論
的
に
は
、
後
者
は
前
者
の
「
前
提
問
題
」

と
し
て
、
前
者
と
は
別
刷
の
理
由
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
c

実
際
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
「
検
察
官
と
被
告
人
の
聞
の
対

ι利
訴
の
比
較
考
量
」
の
ち
の
も
と
に
同
－
次
一
冗
で
扱
う
こ
と
は
、
訴
因

変
更
の
限
界
な
い
し
可
台
と
い
う
「
日
川
提
問
題
」
に
つ
い
て
、
そ
の

「
結
論
」
で
あ
る
一
事
不
持
理
効
の
範
囲
を
最
初
か
ら
織
わ
込
ん

で
論
ず
る
こ
と
を
志
味
し
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
に
過
度
に
政
策
的
な
性
格
を
付
与
し
、
ま
た
、
そ
の
内
’
W

什
に
よ
っ
て
は
、

－0
0
 

同
判
断
を
個
別
事
案
ご
と
の
裸
の
「
利
品
考
量
」
に
委
ね
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
妥
当
で
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
c

(3i 

も
っ
と
も
、
刑
訴
法
三
一

・
一
条
一
項
を
当
事
者
の
手
続
的
な
利
託
を
問
題
と
す
る
規
定
と
し
て
周
解
す
る
立
場
の
な
か
に
は
、

、川
説
以
外
に
も
、
山
「
立
計
過
科
の
論
争
f．誌
の
允
支
」
、
あ
る
い
は
、
「
審
却
、
一
掛
川
審
ん
λ

の
充
実
を
図
り
、
被
告
人
に
十
分
な
訴
因

批
判
を
認
め
て
、
認
定
過
程
の
合
坪
性
を
担
保
」
す
る
と
い
う
一
昨
河
制
度
導
入
の
珂
念
か
ら
、
「
証
明
結
果
の
同
一
性
」
を
車
視
し
、

｛田正大法学160 (2 92) :028 :zo10. 7 : 



「
前
の
訴
因
の
構
成
要
件
該
当
↑
事
実

が
後
の
訴
囚
の
構
成
↑
事
実

と
な
る
と
き
に
、
（
公
訴
事
実
の
〕
川
市
一
件
・
同
一
性
の
問

題
が
生
じ
、

（
刊

U
）

見
解
や
、
川
「
公
訴
事
実
の
阿

A

性
」
判
断
に
お
け
る
「
訴
因
ど
う
し
の
比
・
収
に
お
い
て
与
慮
き
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
：
；
：
一

M
の
川

ん
の
証
明
結
果
が
後
者
の
事
実
の
存
在
を
J

も’

υ
証
し
う
る
と
き
に
、
公
一
跡
事
実
が
同
で
あ
る
こ
と
に
な
る
し
と
す
る

事
訴
訟
に
よ
っ
て
解
決
を
凶
る
べ
き
範
同
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、
「
そ
の
場
合
の
考
慮
安
川
は
少
な
く
な
い
が
、
訴
因
の
機
能
か

ら
も
わ
か
る
通
り
：
：
：
、
主
本
は
訴
因
を
変
更
し
て
も
当
初
の
訴
因
が
も
っ
告
知
機
能
を
さ
ず
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
、
彼
古
人
の
防

｛
均
一

｛

引

、

禦
範
阿
に
実
質
的
な
差
異
は
な
い
か
に
お
く
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
見
解
も
提
－
不
さ
れ
て
い
る
み

こ
れ
ら
の
見
解
は
、
で
事
不
再
川
崎
効
」
の
純
阿
を
利
五
V
4
4
量
の
際
の
考
慮
市
北
岡
と
し
て
挙
げ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

は、

川
説
に
対
す
る
卜
記
批
判
か
ら
は
免
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
む
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

μ
解
が
、
「
公
訴
事
実
の
同
－

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

性
」
判
断
を
、
「
証
明
結
果
」
や
「
防
御
示
範
阿
↓
と
い
っ
た
、
そ
の
性
質
卜
、
具
体
的
な
訴
訟
の
進
展
状
出
と
切
り
離
し
て
論
じ
る
こ

と
の
で
き
な
い
手
続
よ
の
事
情
に
委
ね
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
訴
因
変
更
の
サ
否
の
判
断
を
過
度
に
－
小
安
定
な
も
の
と
す
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
つ
ま
た
、
と
わ
わ
け
、

川
説
に
対
し
て
は
、
刑
訴
法
一
：
二
久
市
四
項
、
が
、
－
森
川
変
更
に
よ
り

「
被
告
人
の
防
禦
に
完
質
的
な
不
利
訴
を
生
ず
る
阜
、
が
為
る
」
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
公
判
千
続
の
停
止
で
対
応
す
る
こ
と
を
予
定
し

民
礼
一

て
い
る
こ
と
と
も
整
合
牧
を
欠
く
と
の
批
判
も
安
中
ー
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

14) 

つ
ぎ
に
、
①
二
重
処
罰
同
避
説
を
代
表
す
る
の
は
、
刑
訴
法
一
二
二
久
本
一
項
の
趣
己
H
を
、
「
一
罪
の
悶
係
に
あ
る
訴
閃
し
お
よ

び
「
別
訴
で
同
時
に
有
記
と
す
る
乙
と
が
州
の
刑
罰
権
に
対
す
る
二
重

（多
重
一
）
処
罰
の
実
質
を
有
す
る
訴
阿
L

に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
「
一
罪
に
対
す
る
一
個
以
上
の
布
罪
判
決
と
い
う
実
体
法
的
に
見
て
整
合
性
に
欠
け
る
裁
判
」
お
よ
び
「
一
個
の
刑
出
棒
し
か
作

在
し
な
い
と
こ
ろ
に
二
例
以
上
の
有
罪
判
決
が
下
き
れ
る
」
と
い
う
事
態
を
同
避
す
る
た
め
に
、
「
別
訴
そ
の
も
の
を
許
さ
ず
、
訴
因

幻

一

一

泊

変
更
に
よ
る
‘
目
的
処
却
を
図
る
こ
と
と
い
う
「
訴
訟
上
の
合
片
的
性
」
に
ぶ
め
る
見
解
で
あ
る
c

（阪大法学J60 (2 D:1) :129〔2010.7〕



~l1. 

こ
の
見
解
を
採
川
市
な
い
し
支
持
す
る
論
者
に
よ
れ
ば
、
川
訴
法
一
一
一
一
一
条
一
項
を
支
え
る
の
は
、
「
‘
つ
の
刑
罰
権
に
つ
い
て
は
－

前

つ
の
有
罪
判
決
が
判
応
し
て
こ
れ
を
一
凶
だ
け
具
体
的
に
実
説
ず
べ
き
で
あ
旬
、
実
質
的
な

A

一
重
処
罰
状
態
の
発
年
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
げ

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
生
じ
る
訴
因
を
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
門
体
を
沖
さ
な
い
と
す
る
こ
と
が
、
干
続
の
存
り
方
と
し
て
合
理
的
な
’
訳
、

方
μ
別
で
あ
る
ー
と
こ
ろ
、
「
そ
の
た
め
に
は
、
併
存
す
れ
ば
二
重
処
罰
の
実
質
を
持
つ
よ
う
な
両
立
し
伴
な
い
関
係
に
あ
る
訴
州
問
に
問

お
い
て
は
別
訴
を
許
さ
ず
、
当
訟
訴
訟
手
続
に
お
い
て
訴
閃
の
変
更
に
よ
り
処
聞
を
図
る
こ
と
が
安
請
さ
れ
る
、
」
と
い
う
発
組
で
あ
り
、
引

ま
た
、
同
規
定
が
、
「
こ
の
訴
訟
内
で
の
決
着
を
許
容
し
、
以
而
で
別
一
昨
で
の
処
理
を
認
め
な
い
趨
旨
」
は
、
「
一
つ
の
刑
制
権
に
つ
い

ω

て
複
数
の
実
体
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
凶
避
す
る
た
め
の
確
実
な
仕
組
み
を
用
志
し
て
お
く
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
υ

学f
J止

し
人え

伊
川
れ

一
重
処
罰
凶
遊
説
は
、
こ
の
よ
う
に
、
川
訴
法
一
－
－
二
－
条
一
項
を
、
当
初
の
訴
肉
と
の
聞
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
し
が
認
め
ら
れ

る
一
訴
因
に
よ
る
別
訴
を
許
さ
ず
、
訴
因
変
更
に
よ
る
一
阿
前
処
理
を
阿
る
こ
と
に
主
眼
を
お
く
規
主
と
し
て
捉
え
る
も
の
と
い
う
と
と

が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
要
請
は
、
そ
れ
門
体
、
当
初
の
訴
閃
と
の
聞
に
「
八
ム
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ

な
い
訴
因
へ

の
変
更
が
許
さ
れ
な
い
理
由
を
何
ら
蛇
一
ポ
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら、

か
り

に
「
公
訴
事
実
の
け
一
性
」
を
告
す
る
訴
因
変
更
が
計
き
れ
た
と
し
て
も
、
「
一
‘
重
一
処
罰
の
実
質
が
生
じ
る
」
お
そ
れ
は
と
く
に
認
め

ら
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
と
れ
を
禁
ず
る
こ
と
は
「
実
質
的
な
二
亘
処
罰
状
態
の
発
止
し
」
の
防
止
に
は
役
・
げ
た
な
い
と

い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
閲
し
て
は
、
「
一
同
の
刑
事
手
続
に
よ
り
一
度
だ
け
処
出
す
れ
ば
足
り
る
と
い
う
意
味
で
両
立
し
え
な
い
閑

係
に
あ
る
訴
阿
の
問
で
は
門
誌
訴
訟
手
続
内
で
訴
因
の
変
史
を
認
め
、
同
時
に
一
訴
追
処
理
を
は
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

が、

「他

方
、
惚
数
の
有
罪
判
決
が
併
存
し
て
も
二
重
処
罰
に
な
ら
な
い
問
係
に
あ
る
事
実
に
対
す
る
刑
罰
格
の
実
現
は
、
別
訴
に
拠
ら
な
け
れ

4
4
工
、
コ
よ
、

’l
’Aγ
’
’v
チ
J

’1
V

の
で
あ
り
、
「
こ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
手
続
の
安
定
と
実
体
法
の
具
体
的
適
胤
実
呪
と
い
う
刑
事
手
続
の
日
的
が
、



適
切
に
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
」
と
の
説
明
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
子
続
の
安
定
↑

の
説
明
滑
に
つ
い
て
は
、

「
一
個
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
凶
処
罰
す
れ
ば
足
わ
る
関
係
に
あ
る
事
実
の
主
張
を
超
え
た
訴
因
変
更
を
許
せ
ば
、
本
来
別
個
の
川

事
手
続
に
よ
る
べ
き
刑
罰
権
の
実
現
過
科
に
悩
乱
が
生
じ
、
子
続
の
安
定
、
が
著
し
く
宍
さ
れ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
訴
判
の
変
更
は
許

さ
れ
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
が
、
そ
の
共
体
的
内
容
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
し
て
J

へ
「
二
重
処
出
の
支
質

が
牛
ず
る
の
を
回
避
す
る
」
要
請
と
は
災
な
る
別
何
の
要
請
と
し
て
杭
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
刑
訴
法
一

一
条
一
一
唄
は
、
「
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
公
訴
事
実
の
同
‘
件
を
苦
し
な
い

限
度
に
お
い
て
、
起
訴
状
に
記
載
さ
れ
た
訴
囚
又
は
罰
条
の
追
加
、
撒
凶
又
は
生
更
を
討
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
｛
一
止
め
る
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
文
言
か
ら
し
て
も
、
一
誹
肉
の
変
更
可
能
性
を
認
め
る
一
五
で
、
そ
の
範
囲
を
、
「
公
訴
事
実
り
同
一
性
を
害
し
な
い
限

度
」
に
悼
め
る
己
口
の
規
定
と
し
て
理
解
す
る
の
が
素
直
で
あ
り
（
逆
に
、
そ
の
丈
百
か
ら
は
、
中
1
初
の
訴
因
と
の
聞
に
「
八
ム
訴
事
実
の

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
訴
附
に
よ
る
別
訴
を
詐
さ
ず
、
あ
－
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
訴
附
に
つ
い
て
は
訴
囚
変
更
に
よ
り
一
一
凹
的
処
珂

を
図
る
U
H
の
出
火
請
を
同
規
ど
に
直
接
読
み
込
む
の
は
川
型
が
あ
る
よ
う
に
也
わ
れ
る
て
そ
の
志
昧
で
、
同
脱
走
が
「
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
概
念
を
援
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
「
害
す
る
」
一
昨
囚
従
更
を
禁
止
す
る
と
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
と

い
う
べ
き
で
は
な
い
か
り

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
胤
定
の
趣
巴
H
説
明
と
し
て
は
、
｜
｜
中lJ初
の
訴
因
と
の
聞
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
一
位
」
が
認
め
ら
れ
る

一
亦
判
に
つ
い
て
、
「
別
訴
そ
の
も
の
を
読
さ
ず
、
訴
因
変
更
に
よ
る
凶
的
処
珂
を
凶
る
こ
と
L

が
要
請
さ
れ
る
珂
白
で
は
な
く
｜
｜

ま
さ
し
く
、
「
一
例
の
訴
訟
手
続
に
お
い
て
一
同
処
罰
す
れ
ば
足
り
る
関
係
に
あ
る
窓
口
実
の
、
五
張
を
起
え
た
訴
因
」
に
よ
る
刑
罰
維
の

実
現
が
、
な
ぜ
「
本
来
別
個
の
刑
事
手
続
l

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
、
そ
の
理
由
こ
そ
が
抗
一
ぶ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
現
行
法
上
、
当
初
の
一
昨
同
と
の
閥
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
事
実
に
よ
る
訴
追

（阪大法学）(j() (2 %) :-i:-n〔2010.7〕
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に
つ
い
て
、
別
訴
で
は
な
く
、
一
訴
因
変
更
に
よ
っ
て
刻
処
す
る
こ
と
が
一
袋
詰
き
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
直
接
に
は
、
刑
訴
法
ム
て
－

一
宇
条
一
一
項
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

（多
重
）
起
訴
禁
止

（あ
る
い
は
、
刑
訴
法
会
一
一
二
八
条
一
－
d
勺
お
よ
び
一
一
一
J

一
九
条
町

重

前

ヤ
札
口
す
）

り
反
射
的
効
果
と
し
て
理
断
き
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

｛ら｝

以
上
、
①
手
続
的
利
訴
考
量
説
と
①
二
重
処
罰
同
避
説
の
内
容
を
検
討
し
て
き
た
が
、
こ
の
二
つ
の
見
解
は
、
そ
の
具
体
的
な

主
張
内
容
が
」
叫
に
し
て
い
る
も
の
の
、
共
通
の
問
題
関
心
を
出
発
点
と
し
て
お
り
、
J

仙
に
指
摘
し
た
よ
う
な
珂
見
解
の
問
題
点
は
、
ま

さ
し
く
、
こ
の
吋
け
ん
解
が
共
有
す
る
問
題
関
心
に
起
珂
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
u

ぞ
れ
は
、
す
な
わ
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
審

判
対
象
論
に
お
け
る
訴
困
対
象
説
を
前
制
宛
と
し
て
、
「
公
訴
事
実
の
同
‘
性
を
訴
同
変
更
の
「
限
界
」
を
－幽
す
る
「
機
能
概
念
」

と
し
て
理
解
し
た
う
え
で
、
そ
の
判
断
基
準
を
、
同
概
念
に
一
事
不
山
叶
瑚
な
い
し
て
重
起
訴
禁
止
の
効
力
の
範
囲
を
両
す
る
と
い
う
他

の
手
続
的
機
能
が
認
め
ら
れ
る
瑳
由
と
整
合
す
る
か
た
ち
で
提
不
し
よ
う
と
い
う
問
題
関
心
で
あ
る

G

そ
の
結
果
、
両
見
解
は
、
訴
同
変
更
の
「
恨
界
」
な
い
し
「
可
否
」
を
、
「
公
訴
」
そ
れ
白
体
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、

一
事
不
特
別
一
や
二
重
処
罰
の
祭
止
と
い
っ

た
、
本
来
的
に
は
「
裁
判
」
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
問
題
と
関
連
づ
け
て
論
ず
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
一
－
つ
の
見
解
が
、
両
国
変
更
の
「
限
界
↑
な
い
し
「
可
否
を
、
悲
本
的
に
、
「
審
判

刻
象
論
」
の
問
題
と
し
て
扱
い
、
し
た
が
っ
て
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
位
」
の
問
題
を
、
ま
さ
し
く
、
「
審
判
対
象
の
同
一
位
」
の
問
題

と
し
て
理
解
し
て
き
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
「
公
訴
事
実
の
同
一
位
」
は
、
そ
の
文
一
古
か
ら
し
て
も
、
ま
た
、
そ
の
内
存
か
ら
し
て
も
、
信
義
的
に
は
、
「
審

刊
の
対
象
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
「
公
訴
の
対
象
」

の
問
題
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か

G

た
し
か
に
、
訴
川
門
会
吏

の

「
限
界
ー
は
「
審
判
の
対
象
」
の
限
界
で
も
あ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
、
ま
き
し
く
、
訴
同
制
度
の
も
と
で

「
審
判
」
の
範
阿
が

「公

一昨」

の
範
阿
に
限
定
さ
れ
る
結
果
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
「
可

｛田正大法学l60 (2 96) :B2 '.2010. 7: 



否
」
に
つ
い
て
は
、
「
者
刊
対
象
論
」

の
問
題
と
し
て
扱
う
以
前
に
、

ま
ず
は
、
「
公
訴
対
象
論
」
｜
｜
あ
る
い
は
、
「
公
訴
」
の
効
力

の
物
的
範
阿
｜
｜
の
問
題
と
し
て
検
討
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
節
に
お
い
て
は
、
以
卜
の
よ
う
な
問
題
関
心
か
ら
、
訴
判
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
「
可
否
」
の
問
題
と
い
わ
ゆ
る
「
審
判
対
象

論
」
の
悶
連
性
に
つ
い
て
改
め
て
検
討
を
く
わ
え
つ
つ
、
刑
訴
法
一
二
二
条
．
項
の
趣
旨
説
明
を
－
件
構
成
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
c

刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

A
H
H

）
I

半
mu
・
前
抱
一
占
（8
三
」
一
九
向
ぺ
そ
の
ほ
か
、
能
勢
弘
之
「
刑
事
一
昨
ふ
法
二
I
1
4講
』
（青
林
吉
院
、
一
九
八
七
年
）
九
七
民
以
卜
、
松

尼
・
前
判
註
へ1
一二
六
川
負
以
下
、
小
凶
巾
聴
樹

『ゼ
ミ
ナ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
上
）
争
点
編
』
一
合
変
閥
、
会
九
八
七
年
一
－
一
－
O
員、

中
山
隆
夫

l

一
品
肉
｜
｜
裁
判
の
立
場
か
ら
」
一
二
井
誠
ほ
か
編
新
刑
事
子
続
上
」

へ筑
摩
書
一
民
、
九
八
八
年
）
二
O
二
良
等
。

へ
日
）
山
間
｛
日
照
的

『刑
事
訴
訟
法
I
｜
｜
段
査
・
公
訴
の
現
代
的
展
開
』
へ
右
斐
関
、
九
七
究
年
）
六
O
六一只。

（
は
叫
）
川
宮
術

『刑
事
訴
ぷ
法
入
門
』
｛有

μ堂
町
文
社
、
一
二
一
」
訂
版
、
一
九
八
二
年
｝
一
石
一
頁
～

｛
門
以
）
こ
の
点
、
田
川
円
・
前
拘
『
市
」
『
ハ
（
）
六
向
日
は
、

l

八
ム
訴
事
尖
の
川
一
位
L

は
、
「
ど
の
範
囲
で
訴
凶
変
史
を
許
1

て
－

U
の
訴
訟
で
事
件
を
併

決
し
、
一
事
巴
小
川
避
の
効
力
の
発
斗
を
許
す
の
が
合
科
的
か
、
と
い
う
合
目
的
的
判
断
」
で
あ
り
、
「
共
休
的
事
情
を
総
合
評
価
す
る
と
こ
ろ

の
、
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
・
テ
ス
ト
に
よ
る
利
託
較
呈
を
木
質
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
「
乙
れ
で
は
同
に
対
し
て
同
で
符
え
て
い
る
に

等
し
く
、
ト
l
ト
ロ
ギ
l
に
堕
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
l

と
し
て
、
「
一
品
厨
変
更
を
法
が
許
し
た
根
拠
」
を
プ
個
の
刑
罰
関
心
に
対
し
て
は
、

法
は
－
凶
の
訴
訟
を
用
丘
し
れ
ど
こ
と
に
求
め
る
c

（
市
川
）
た
と
え
ば
、
能
勢

・
前
街
許
（
u－
O
一
良
は
、
「
八
ム
訴
事
実
の
同
ム
刊
一
の
判
断
は
、
「
訴
凶
変
史
の
訂
作
に
よ
っ
て
、
そ
の
処
制
の
債

務
名
義
を
も
ら
い
う
る
検
察
官
の
利
訴
と
、
そ
の
処
罰
だ
け
で
け
り
を
つ
け
て
も
ら
い
う
る
被
告
人
の
利
が
と
の
牧
量
と
い
号
、
結
局
は
訴
訟

卜
の
利
益
の
例
別
的
・
共
休
的
比
較
考
量
を
本
質
と
す
る
」
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
巾
山
・
前
掲
註
ヘ
M
J
二
O
一一
JHH
は
、
「
訴
川
川
小
具
一
史
を
ど
の

範
凶
で
認
め
る
か
は
、
社
会
的
に
牛
起
し
た
あ
る
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
一
同
の
刑
事
訴
訟
で
ど
こ
ま
で
併
決
す
る
の
が
妥
巧
か
と
い
う
、
優
れ

て
実
践
的
な
問
題
で
あ
り
、
政
策
的
考
慮
も
必
要
で
あ
る
〔
傍
点
引
川
若
二
と
指
摘
す
る
じ
な
お
、
卜
円
裕
「
公
－
跡
事
実
の
阿
佐
｜
｜
鈴

木
茂
嗣
教
授
の
批
判
に
出
世
し
て
」
法
伴
時
報
七
四
巻
一

ハv
号
（
一

C
O
二
午
）
E

八九一
只
は
、
「
平
野
此
」
に
つ
い
て
、
川
説
が
従
不
す
る
「
公

訴
事
完
の

M
一一性
L

の
判
断
基
準
の
実
質
的
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
「
実
体
法
的
な
評
州
と
い
う
観
点
が
：
－
A

口
崇
を
な
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
」
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と
す
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
見
解
に
関
し
て
は
、
実
体
的
な
一
評
仰
と
い
う
観
点
一
と
刑
訴
法

一
一
一
一
一
条

ム
期
、の
抽
出
汁
説
明
の

問
の
関
連
牲
が
問
わ
れ
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
二

（川口
」

am美
ボ
洋

「川
事
訴
訟
同
嬰
諦
」
「巾
央
大
ヤ
山
版
・
品
、
会
九
仁
川
年
）
二
六
川
頁
、
二
七
－
良
，

そ
の
ほ
か
、
鈴
木
・

前
伺
註
（？
ご
会会

二
川
耳
も
、
訴
因
変
更
の
限
界
基
準
」
と
じ
て
、
犯
罪
の
法
的
河
川
価
に
着
目
し
た
訴
凶
変
史
の
限
界
某
準
」
の
ほ
か
に
、
「
犯
非
の
事
実
認

定
川
に
着
目
し
た
訴
因
変
史
の
限
界
基
準
一
を
も
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
う
え
で
、
前
者
を

「刑
罰
関
心
の
川
一

性

・
尚
仁
川
村
一
に
、

後
者
を
「
二
つ
の
犯
罪
事
実
の
立
祉
に
心
当
た
り
問
題
と
な
る
証
拠
の
共
通
性
」
に
求
め
る
心
そ
し
て
、
「
刑
制
関
心
の
同
‘

性

・

単

位
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
に
も
、
二
つ

の
犯
祥
事
支
の
仁
刊
誌
に
当
た
り
間
也
と
な
る
証
拠
の
共
通
性
が
高
い
場
介
に
は
、
訴
訟
経
済
か
ら
い
っ
て
も
当

事
者
の
使
立
か
ら
い
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
相
有
利
肘
を
4

認
め
て
手
続
卜
一
同
的
に
処
理
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
す
る
，

（初）

会
二
井
誠

『刑
事
子
続
法
H
一
（
ゐ
斐
関
、
一

0
0一
－
年
）
二
一
二
耳
、

（
む
）
そ
の
ほ
か
、
町
制
訴
法
卜
に
お
け
る
学
説
で
あ
る
が
、
車
内
h
式
犬
刑
事
訴
訟
法
に
於
げ
る
事
実
の
川
一
件

へ一
・
完
）」
法
山
口
合
雑
誌

－
六
巻

一
O
D
（
会
九
一
一
一
一
牛
）
七
七
封
以
卜
は
、
「
訴
訟
法
の
事
実
の
同
会
昨
」
は
、

「
茶
木
た
る
け
什
会
現
象
の
同
一
性
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
」
と
し
た
う
え
で
、
そ
の

l

社
会
羽
象
の
川
一
性
l

は
、
訴
べ
，
h

関
係
人
の
利
益
の
政
誌
に
基
づ
い
て

H
的
論
的
に
伏
山
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
こ
ろ、

「
原
告
官
た
る
機
事
の
利
市
仰
は
可
及
的
迅
辿
且
経
済
的
に
川
副
清
水
作
を
実
現
す
る
こ
と
に
存
し
、
被
告
人
の
利
益
は
訴
必
子
続
の

売
展
過
程
に
於
て
不
当
に
防
禦
梓
を
侵
害
さ
れ
な
い
こ
と
に
有
す
る
」
か
ら
、
「
川
－
訴
訟
子
続
に
於
て
広
く
訴
の
変
更
を
認
め
、
速
か
に
利

川
権
を
支
抗
す
る
は
、
訴
ぷ
経
済
な
る
国
家
的
円
的
に
合
致
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
之
が
山
村
に
不
当
に
絞
川
口
人
の
防
御
市
格
を
促
寸
げ
し
て
は
な
ら

ね
」
と
し
て
い
た
、

（
辺
）
も
っ
と
も
、一
－一
井
・
前
掲
註
（初
円
三
三
買
は
、
防
御
ポ
範
囲
が

M

か
f
h
u

か
の
川
断
は
、
旧
訴
因
に
お
け
る
ト
民
・
証
拠
提
出
は
ど
の

よ
う
な
内
容
で
あ
っ
た
か
等
、
州
々
の
訴
ぷ
の
具
休
的
進
展
を
考
慰
し
て
お
と
な
う
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
矧
型
的
・
抽
象
的
な
基
準
で

な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る」

と
す
る
勺
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
「
類
型
的
・
川
象
的
な
基
準

の
具
体
的
内
容
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

t
v
 

へ
お
）
鈴
木

・
前
掲
斗川
（2
一二

二
石
頁
は
、
こ
れ
に
く
わ
え
て
、

た
と
え
被
幹
人
の
防
御
株
へ
の
配
慮
か
ら
一
訴
凶
変
更
の
許
山
特
性
を
限
定
1
v

た

と
し
て
も
、
を
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
別
に
追
起
，訴が
な
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
、
浜
川
変
更
を
許
す
の
と
大
発
な
い
こ
と
に

な
る
」
と
し
て
、

「
利
益
街
量
説
的
見
解
L

を
批
判
す
る
コ

前
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刑事訴兵法二一二条一玖について i-J

（包
）
鈴
木
・
前
掲
誌
な
こ

．瓦
頁
c

（お
）

人
淳
栴
「
公
訴
事
実
の
判
一
性
と
単
一
性
｛
l
J
l

法
学
教
雫
－
七
ひ
サ
一
、二
0
0
一－一牛
）
六
O
民
ο

（
お
）
な
お
、
こ
の
よ
う
な
考
え
ん
の
以
却
は
、
刑
訴
法
一
二
会
二
条
一
一
岐
に
よ
り
、
訴
凶
の
変
更
が
「
公
訴
事
乗
の
同
－
性
が
あ
る
範
凶
内
で
許

さ
れ
て
い
る
一
と
と
に
つ
い
て
、
「
明
ら
か
に
、
岡
山
予
刊
に
属
す
る
二
つ
の
訴
ほ
を
別
一昨
で
訴
追
す
る
こ
と
が
一
唱
起
訴
の
祭
汁
に
触
れ
る

こ
と
に
対
応
す
る
制
度
L

で
あ
一
る
と
持
比
例
す
る
見
解
＝
合
城
敏
隆
「
叫
閃
制
度
の
構
造
l

同

一刑
事
訴
訟
訟
の
情
也
』
（伝
山
社
、
二
0
0五

年
）
－
エ
ハ
川
一
弓
や
、

ー
公
訴
刊
提
起
は

一
叫
ご
と

今一列
閃
を
挺
示
し
て
行
わ
れ
る
。
一
亦
凶
変
更
制
度
の
も
と
で
は
、
検
察
官
の
主
様
で
あ
る
一
品

開
が
変
化
す
る
場
合
、
こ
れ
が
川
一
の
罪
に
関
す
る
、土
一恨
の
変
化
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
川
訴
凶
に
よ
っ
て
開
始
ぎ
れ
た
手
絞
に
お
い
て
新

訴
因
を
審
判
し
て
よ
い
c

新
旧
訴
肉
の
違
い
が

『同

一
事
刊
に
関
す
る
主
張
の
違
い
」
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
引
い
訴
凶
で
開
始
さ
れ
た
手
続
に

よ
っ
て
新
訴
川
を
者
判
す
る
こ
と
が
合
理
的
だ
か
ら
で
あ
る
心
し
た
が
っ
て
、
一
川
一
事
件
に
閉
す
る
異
な
る
主
張
「
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
新

川
訴
阿
の
川
質
性
が
、
公
訴
事
実
の
同

一
件
の
判
断
基
準
で
あ
る
L

と
し
た
う
え
で
、
こ
の

「
一
罪
性
」

の
忘
味
を
、
「
新
旧
訴
閃
で
そ
れ
ぞ

れ
処
制
す
る
こ
と
が
端
的
に
一
岳
地
凶
に
な
る
」
こ
と
に
求
め
る
見
解

（卜
円
裕
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」

光
藤
京
岐
先
ヰ
占
稀
祝
賀
論
ぶ
集

編
集
委
員
会
編

『光
藤
景
仮
先
牛
山
柿
祝
賀
論
『
え
集

l
巻ー

「成
『
え
常
、
二
0
0
一
hE
一ムA

七
九
向
ハ
以
十
）
に
も
見
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
t

（
訂
）
酒
巻

・
前
掲
前
（川
）
六
凶
頁
c

（お
）
長
汎
↓
池
田
・
前
拘
託
（
ロ
二

O
－向（

〔U
K
川旧品ハ比
一－ロ
ー

（却
）
た
と
え
ば
、

（②
説
に
よ
っ
て
も
「
公
訴
事
実
の
同
－
件
」

が
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
）
併
令
罪
関
係
に
あ
る
A
罪
と
B
持
に
つ
い
て
、

仮
に
A
雰
の
訴
凶
へ
の
日
持
の
訴
同
の
「
追
加
」
、
あ
る
い
は
、

A
川
非
の
訴
因
か
ら
日
罪
の
訴
肉
へ
の
「
会
史
」
を
認
め
た
と
し
て
も
、
と
〈

に

「

個
の
刑
罰
権
し
か
’
行
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
例
以
上
の
有
罪
判
決
が
卜
さ
れ
る
一
お
そ
れ
は
生
じ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う

G

（
初
）
酒
巻
・
崎
掲
前
（山川
）
六
五
一
只
ぅ

（
社
」
酒
巻

－u
別
掲
斗
れ
「山山
）六
万
頁
。

（
刊
以
）
酒
巻
広
い
「
八
ム
訴
の
提
起

・
追
行
と
訴
凶
引
」
法
学
教
室
－
二
0
0
2
（二
0
0瓦
年
）

一
一一一一向ハ

C

（お
－
た
と
え
ば
、
②
説
を
一
体
る
桝
巻
・
前
拘
註
（川M
プ
ハ四
県
は
、
「
法
が
訴
川
内
変
先
に
限
界
を
設
定
し
て
い
る
趣
旨

・
目
的
は
何
か
乙
こ
の
川

民
趣
己
H
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
と
か
ら
一

一公
訴
事
実
の
川
一
性
』
と
い
う
訴
凶
変
更
の
限
界
を
阿
す
と
共
に
、

－
一
重
起
訴
の
禁
止
と

一

事
不
－
再
理
の
効
均
が
及
ぶ
範
阿
を
両
す
る
は
概
念
の
意
味
内
科
を
統
一
的
・
笠
ム
ハ
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
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