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一

は
じ
め
に

我
が
国
に
お
い
て
、
量
刑
資
料
た
る
証
拠
の
信
用
性
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
従
来
、「
厳
格
な
証

明
」
と
「
自
由
な
証
明
」
と
い
う
証
明
方
式
の
枠
組
み
の
下
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
学
説
及
び
判
例
に
お
け

る
通
説
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
犯
行
の
動
機
、
手
段
方
法
な
ど
犯
罪
事
実
に
属
す
る
も
の
に
関
し
て
は
厳
格
な
証
明
に
よ
る
と
こ
ろ
と
な

る
一
方
で
、
犯
人
の
経
歴
、
生
活
態
度
、
犯
行
後
の
改
悛
の
情
、
被
害
弁
償
の
有
無
、
被
害
感
情
の
強
弱
や
被
害
者
の
事
件
に
対
す
る

量
刑
手
続
と
被
告
人
の
「
対
面
権
」
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意
見
や
心
情
な
ど
狭
義
の
意
味
で
情
状
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
自
由
な
証
明
で
足
り
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前

者
に
お
い
て
は
、
証
拠
能
力
及
び
適
法
な
証
拠
調
べ
を
経
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
伝
聞
証
拠
な
ど
証
拠
能
力
を
欠
く
証
拠

は
排
除
さ
れ
、
証
人
に
対
し
て
も
尋
問
す
る
な
ど
で
き
る
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
こ
う
し
た
制
限
は
要
求
さ
れ
な

い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
学
説
に
お
い
て
は
、
自
由
な
証
明
と
い
え
ど
も
全
く
無
制
限
で
は
な
く
、
単
な
る
量
刑
事
情
、
す
な
わ

ち
情
状
事
実
に
つ
い
て
も
、
当
事
者
に
対
し
て
十
分
な
防
御
の
機
会
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
有
力
に
論
じ
ら
れ
て
い（
１
）

る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
般
的
に
、
自
由
な
証
明
の
内
容
は
、
手
続
の
種
類
、
証
明
の
対
象
と
な
る
事
実
、
当
事
者
の
要
請
な
ど
に
応
じ
て

個
別
的
に
論
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ（
２
）

り
、「
十
分
な
防
禦
の
機
会
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
必
ず
し
も
一

義
的
な
帰
結
が
得
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な（
３
）

い
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
少
し
別
の
角
度
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
は
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
防
禦
権
の
範
囲
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
憲
法
上
の
規
定
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
解
決
が
図
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
量
刑
資
料
た
る
証
拠
の
信
用
性
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
被
告
人
が

「
対
面
権
」
を
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
憲
法
を
中
心
と
し
た
ア
メ
リ
カ
法
の
発
想
は
、

我
が
国
に
お
け
る
同
様
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
近
時
、
我
が
国

に
お
い
て
も
、
合
衆
国
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
条
項
を
手
掛
か
り
に
憲
法
三
七
条
二
項
の
証
人
審
問
権
に
関
す
る
新
た
な
見
解
が
展
開

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
に
つ
い
て
も
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
際
の
手
掛
か
り
と
し
た
い
。

二

W
illiam

s

判
決
及
びF

atico

判
決

１

こ
こ
で
は
ま
ず
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
「
対
面
権
」
の
有
無
に
関
す
る
裁
判
所
の
見
解
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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現
在
の
と
こ
ろ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
否
定
的
に
解
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
け
る
支
配
的
な
見
解
と
な
っ
て
い
る
が
、
判
例

上
、
最
初
に
こ
れ
を
認
め
た
の
は
一
九
四
九
年
の
連
邦
最
高
裁
に
よ
るW

illiam
s

v.N
ew

Y
or

（
４
）

k

で
あ
る
。

右
判
決
の
概
要
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
被
告
人W

illiam
s

は
、
第
一
審
で
、
第
一
級
謀
殺
罪
で
陪
審
に
よ
っ
て
有
罪
の
評
決
を

受
け
た
。
こ
の
と
き
、
陪
審
は
被
告
人
の
刑
罰
に
つ
い
て
量
刑
裁
判
官
に
終
身
刑
を
勧
告
し
た
が
、
量
刑
裁
判
官
は
判
決
前
調
査
書
の

内
容
を
斟
酌
し
て
被
告
人
に
死
刑
を
宣
告
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
は
、
裁
判
官
が
量
刑
の
際
に
依
拠
し
た
判
決
前
調
査
書
に
情

報
を
提
供
し
た
証
人
に
対
し
て
、
被
告
人
が
対
面
し
、
反
対
尋
問
あ
る
い
は
反
駁
す
る
機
会
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
量
刑
裁

判
官
が
こ
う
し
た
伝
聞
証
拠
に
基
づ
い
て
死
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
こ
と
は
合
衆
国
憲
法
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
（
適
正
手

続
）
条
項
に
違
反
し
て
い
る
と
主
張
し
、
そ
の
こ
と
を
理
由
と
し
てN

ew
Y

ork

州
の
控
訴
裁
判
所
に
上
訴
し
た
。
し
か
し
、
同
裁

判
所
も
当
該
量
刑
手
続
は
州
法
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
と
し
て
第
一
審
の
量
刑
を
維
持
し
た
た
め
、
被
告
人
は
引
き
続

い
て
連
邦
最
高
裁
に
上
訴
し
た
も
の
で
あ
る
。

問
題
と
さ
れ
た
判
決
前
調
査
書
に
は
、
被
告
人
が
近
隣
地
域
及
び
そ
の
周
辺
で
殺
人
を
含
む
三
〇
余
り
の
夜
間
侵
入
盗
を
行
っ
て
い

た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
数
件
に
つ
い
て
は
被
告
人
が
そ
の
犯
行
を
認
め
て
い
た
と
の
情
報
も
記
載
さ

れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
つ
い
て
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
同
調
査
書
に
は
被
告
人
が
病

的
な
性
衝
動
を
も
有
し
て
お
り
、
被
告
人
が
社
会
に
と
っ
て
の
脅
威
で
あ
る
旨
が
記
載
さ
れ
て
い（
５
）

た
。

被
告
人
の
上
訴
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
で
は
植
民
地
時

代
以
来
、
伝
統
的
に
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
事
実
認
定
手
続
の
よ
う
な
当
事
者
主
義
を
採
る
も
の
で
は
な
く
、
裁
判
官
に
広
範
な
裁
量

が
与
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
る
。
そ
し
て
、
被
告
人
の
改
善
更
生
を
主
眼
に
置
い
た
刑
罰
理
念
に
従
っ
て
、
刑
の
量
定
の
た
め
に

は
被
告
人
の
性
格
や
生
活
状
況
等
も
含
む
多
種
多
様
な
資
料
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
事
実
認
定
の
場
合
に
要
求
さ

量刑手続と被告人の「対面権」
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れ
る
よ
う
な
証
拠
法
則
を
厳
格
に
適
用
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
と
説
示
す（
６
）

る
。
そ
し
て
、
判
決
前
調
査
書
に
つ
い
て
も
、
同
調

査
書
の
作
成
者
で
あ
る
保
護
観
察
官
は
被
告
人
の
味
方
で
は
あ
っ
て
も
検
察
官
の
味
方
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
上
で
、
こ
れ
ら
の

調
査
書
は
改
善
更
生
と
い
う
刑
罰
理
念
を
具
現
化
す
る
た
め
の
情
報
源
と
し
て
大
変
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
裁
判
所
は
当
て

推
量
や
不
適
切
な
情
報
に
依
拠
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
こ
と
を
論
じ（
７
）

た
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
被
告
人
に
関
す
る

網
羅
的
な
情
報
の
中
の
あ
る
一
部
分
に
関
し
て
争
い
が
あ
る
た
び
に
保
護
観
察
官
や
情
報
提
供
者
を
証
人
と
し
て
公
判
廷
に
召
喚
し
反

対
尋
問
等
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、
量
刑
審
理
は
小
型
の
事
実
審
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
、
訴
訟
は
遅
延
極
ま
り
な
い
状
態
に
陥
る
で

あ
ろ
う
と
い
う
懸
念
を
示
し（
８
）

た
。
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
、
連
邦
最
高
裁
は
、
量
刑
審
に
お
い
て
は
事
実
審
で
適
用
さ
れ
る
証
拠
法
則
は

適
用
さ
れ
ず
、
判
決
前
調
査
書
な
ど
量
刑
に
関
す
る
資
料
の
内
容
が
伝
聞
法
則
に
抵
触
す
る
場
合
に
お
い
て
も
こ
れ
を
刑
の
量
定
の
た

め
に
考
慮
し
う
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
見
解
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
量

刑
審
に
お
け
る
証
拠
手
続
を
事
実
審
の
型
の
中
に
嵌
め
込
む
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
同
条
項
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
な
ら
ば
刑
事
司
法

の
運
営
を
改
良
す
る
進
歩
的
努
力
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ（
９
）

る
。
要
す
る
に
、
量
刑
審
に
お
い
て
は
、
適
切
な
刑
の
量

定
の
た
め
に
多
種
多
様
な
証
拠
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
有
罪
か
無
罪
を
決
定
す
る
だ
け
の
事
実
審
を
念
頭
に
置
い
た
証
拠

法
則
の
適
用
は
妥
当
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
伝
聞
証
拠
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
証
拠
を
使
用
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
被
告

人
の
対
面
権
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

２

そ
の
後
、
一
九
六
五
年
に
連
邦
最
高
裁
がP

oin
ter

v.T
exa

（
１０
）

s

に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
選
択
的
編
入(selective

in
corporation

)

理
論
に
よ
っ
て
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
権
が
憲
法
修
正
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
介
し
て
州
の
手
続
に
も

適
用
さ
れ
る
旨
判
示
し
て
以
来
、
量
刑
審
に
お
け
る
対
面
権
の
問
題
に
つ
い
て
も
憲
法
修
正
六
条
に
基
づ
く
議
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
に

論 説
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な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
か
ら
初
め
て
こ
の
問
題
に
言
及
し
た
の
が
第
二
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
お
け
るU

n
ited

S
tates

v.F
atic

（
１１
）

o

で
あ
る
。

本
件
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
告
人F

atico

は
共
犯
者
と
と
も
に
武
装
強
盗
罪
で
有
罪
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
量
刑
審
に

お
い
て
、
被
告
人
が
自
己
に
不
利
な
判
決
前
調
査
書
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
た
た
め
、
検
察
官
は
、
当
該
内
容
に
関
し
て
、

被
告
人
が
犯
罪
組
織
で
あ
るC

arlo
G

am
bin

o

一
家
の
仲
間
で
あ
る
と
い
う
連
邦
捜
査
局(

Ｆ
Ｂ
Ｉ)

の
捜
査
官
の
証
言
を
証
拠
と
し

て
申
請
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
証
言
の
内
容
は
、
右
捜
査
官
が
や
は
りC

arlo
G

am
bin

o

一
家
の
一
員
で
あ
る
と
こ
ろ

の
信
頼
し
う
る
が
秘
密
の
情
報
提
供
者(reliable
bu

t
con

fiden
tial

in
form

an
t)

の
供
述
か
ら
得
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

本
件
で
は
、
量
刑
審
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
（
再
）
伝
聞
証
拠
を
許
容
し
う
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
き
、
原
審
のW

ein
stein

裁
判
官
は
、
憲
法
修
正
五
条
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
憲
法
修
正
六
条
に
お
け

る
対
面
条
項
の
双
方
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
同
裁
判
官
は
、
右
Ｆ
Ｂ
Ｉ
捜
査
官
の
証
言
が
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た

場
合
、
被
告
人
側
が
当
該
証
言
の
情
報
提
供
者
の
信
頼
性(credibility)

及
び
そ
の
情
報
自
体
の
信
用
性(reliability)

に
対
し
て
他

の
証
拠
あ
る
い
は
反
対
尋
問
を
通
じ
て
十
分
に
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
憲
法
修
正
五
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条

項
及
び
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
条
項
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
検
察
官
の
証
拠
申
請
を
却
下
し
た
。

W
ein

stein

裁
判
官
は
、
ま
ず
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
つ
い
て
、W

illiam
s

判
決
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
量
刑
手
続
の
歴
史

的
、
実
際
的
側
面
の
重
要
性
に
理
解
を
示
す
一
方
で
、
同
判
決
に
お
い
て
は
、
量
刑
の
た
め
に
使
わ
れ
る
情
報
の
正
確
性
と
信
用
性
に

つ
い
て
は
重
視
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、T

ow
n

sen
d

v.B
u

rk

（
１２
）

e

及
びU

n
ited

S
tates

v.T
u

cke

（
１３
）

r

を
引
用
し
、
誤

情
報
や
誤
解
、
誤
っ
た
推
測
な
ど
の
存
在
す
る
量
刑
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
不
当
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す（
１４
）

る
。

ま
た
、
同
裁
判
官
は
、
パ
ロ
ー
ル
及
び
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
取
消
審
問
や
刑
務
所
の
懲
戒
手
続
に
関
す
る
過
去
の
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、

量刑手続と被告人の「対面権」

（阪大法学）５４（４―１０９）１０６５〔２００４．１１〕



敵
性
証
人
と
対
面
し
反
対
尋
問
を
行
う
権
利
は
、
事
実
審
の
み
な
ら
ず
有
罪
認
定
後
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
全
て
で
は
な
い
が
一
定

の
段
階
に
お
い
て
は
被
告
人
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
最
低
限
の
要
求
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
と
す

（
１５
）

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
判
例
を
検
討
し
、
対
面
権
適
用
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
が
、
被
告
人
の
自
由
の
利
益(liberty

in
terest)

が
危

険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
か
否
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
し
た
上
で
、
量
刑
手
続
も
、
現
在
有
し
て
い
る
自
由
の
喪
失
が
問
題
と
さ
れ
る
と

い
う
点
に
お
い
て
、
パ
ロ
ー
ル
及
び
プ
ロ
ベ
ー
シ
ョ
ン
取
消
審
問
手
続
と
類
似
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
量
刑
手
続
に
お

い
て
も
被
告
人
に
対
面
権
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と（
１６
）（
１７
）

す
る
。

次
に
、
修
正
六
条
の
対
面
条
項
に
関
し
て
、
過
去
の
最
高
裁
判
例
を
引
用
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
裁
判

官
は
、
第
一
に
、
対
面
権
の
重
要
性
に
つ
い
てP

oin
ter

v.T
exas

が
修
正
六
条
に
よ
っ
て
被
告
人
に
与
え
ら
れ
る
敵
性
証
人
と
対
面

す
る
権
利
は
反
対
尋
問
権
を
含
む
も
の
で
あ
り
連
邦
裁
判
所
で
も
州
裁
判
所
に
お
い
て
も
公
正
な
裁
判(fair

trial)

の
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
基
本
的
権
利
で
あ
る
旨
判
示
し
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
に
、C

aliforn
ia

v.G
ree

（
１８
）

n

を
引
用
し
て
、
対
面

権
が
保
護
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、G

reen

判
決
に
よ
れ
ば
、
対
面
は
、
�
供
述
が
宣
誓
の
下
で
な
さ
れ
る
こ

と
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
の
重
大
性
を
証
人
に
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
偽
証
罪
の
適
用
可
能
性
に
よ
っ
て
虚
偽
の
供
述
を
防

ぎ
、
�
「
真
実
発
見
の
た
め
に
発
明
さ
れ
た
最
も
優
れ
た
法
的
手
段
で
あ
る
」
反
対
尋
問
を
受
け
る
こ
と
を
証
人
に
義
務
づ
け
、
�
被

告
人
の
運
命
を
決
す
る
こ
と
に
な
る
陪
審
が
証
人
の
供
述
時
の
態
度
を
観
察
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陪
審
に
よ
る
証
人

の
信
用
性
の
評
価
を
補
助
す
る
、
と
い
う
三
つ
の
重
要
な
目
的
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
慎
重
な
配
慮
を
も
っ
て
保
護
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
対
面
権
が
絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
た
め
に
は
対
面
権
と
競

合
す
る
利
益
を
厳
格
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ（
１９
）

る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
量
刑
手
続
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
る
。

W
ein

stein

裁
判
官
は
、
こ
こ
で
過
去
の
判
例
を
引
用
し
、
量
刑
手
続
は
、「
重
大
な
、
そ
し
て
し
ば
し
ば
最
も
重
大
な
刑
事
裁
判
過

論 説

（阪大法学）５４（４―１１０）１０６６〔２００４．１１〕



程
の
段
階
で
あ（
２０
）

り
」、「
有
罪
認
定
さ
れ
た
犯
罪
者
に
対
す
る
憲
法
上
及
び
証
拠
法
上
の
保
護
の
欠
如
は
、
同
人
が
有
罪
と
さ
れ
る
以
前

に
有
し
て
い
た
保
護
と
著
し
い
対
照
を
な
す
が
、
刑
事
裁
判
で
弁
護
に
携
わ
る
法
律
家
は
皆
、
し
ば
し
ば
有
罪
認
定
は
初
め
か
ら
わ
か

り
き
っ
て
い
る
結
果
で
あ
り
真
の
論
点
は
刑
罰
の
重
さ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い（
２１
）

る
」
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
そ
し
て
、

合
衆
国
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
有
罪
判
決
の
大
多
数
が
有
罪
答
弁
あ
る
い
は
不
抗
争
の
答
弁
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、

こ
う
し
た
見
解
は
当
を
得
て
い
る
と
す（
２２
）

る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
対
面
条
項
の
量
刑
手
続
へ
の
導
入
可
能
性
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、

W
ein

stein

裁
判
官
は
、
修
正
六
条
の
歴
史
も
過
去
の
判
例
も
、
同
条
項
に
よ
っ
て
被
告
人
が
保
護
さ
れ
る
範
囲
を
明
確
に
し
て
は
い

な
い
と
し
な
が
ら
も
、
い
く
つ
か
の
基
本
原
則
は
確
認
で
き
る
と
す
る
。
同
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、G

reen

判
決
か
ら
は
、

伝
聞
法
則
と
対
面
条
項
は
一
般
に
同
種
の
価
値
を
保
護
す
る
こ
と
が
狙
い
と
さ
れ
て
い
る
が
両
者
は
必
ず
し
も
同
一
の
も
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
供
述
が
た
と
え
伝
聞
例
外
の
下
で
許
容
さ
れ
る
場
合
で
も
対
面
権

の
侵
害
が
起
こ
り
う
る
と
連
邦
最
高
裁
が
判
断
し
た
事
例
が
一
度
な
ら
ず
あ
る
一
方
で
、
証
拠
が
長
年
確
立
さ
れ
て
き
た
伝
聞
法
則
を

侵
害
し
て
許
容
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
、
そ
の
こ
と
が
自
動
的
に
対
面
条
項
の
侵
害
と
い
う
結
論
を
導
く
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
に
、

B
erber

v.P
ag

（
２３
）

e

か
ら
は
、
対
面
条
項
は
証
人
を
提
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
検
察
官
に
少
な
く
と
も
誠
意
の
努
力(a

good
faith

effort)

を
科
す
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
再
びG

reen

判
決
か
ら
は
、「
利
用
し
う
る
わ
ず
か
な
情

報
に
よ
れ
ば
、
対
面
条
項
の
目
的
は
、
著
し
い
濫
用
、
悪
意
の
告
発
者
に
よ
る
裁
判
、
在
廷
し
て
い
な
い
証
人
に
対
す
る
防
禦
を
憲
法

化
す
る
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
点
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ（
２４
）

る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、W

ein
stein

裁
判
官
は
、
対
面
条
項
は
少
な
く
と
も
刑
事
手
続
の
重
要
な
段
階
で
、
被
告
人
の
実
質
的
な
自
由

の
利
益(a

su
bstan

tial
liberty

in
terest)

に
直
接
影
響
を
与
え
る
重
要
な
情
報
に
関
し
て
、
供
述
者
の
知
覚(kn

ow
ledge)

が
検

量刑手続と被告人の「対面権」
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察
官
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
場
合
、
検
察
官
は
被
告
人
が
宣
誓
の
下
で
供
述
者
を
吟
味
す
る
こ
と
を
積
極
的
に
妨
げ
る
こ
と
は
で
き
な

い
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
、
原
供
述
者
に
よ
る
情
報
に
被
告
人
が
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は

右
の
よ
う
な
状
況
に
当
た
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
要
求
は
量
刑
手
続
に
対
し
て
不
当
に
負
担
を
か
け
る
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
告
人
に
憲
法
上
要
求
さ
れ
る
対
面
権
の
保
護
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
結
論
に
至（
２５
）

る
。

３

右
の
よ
う
な
原
審
の
判
断
に
対
し
、
検
察
官
が
中
間
控
訴(in

terlocu
tory

appeal)

を
行
っ
た
結
果
、
原
審
は
破
棄
さ
れ
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
、
控
訴
審
は
、
判
決
を
下
す
に
先
立
ち
、
連
邦
証
拠
法
が
原
則
と
し
て
量
刑
手
続
に
は
適
用
さ
れ
な
い
こ（
２６
）

と
及
び

18
U

.S
.C

.§
357

（
２７
）

7

を
踏
ま
え
た
上
で
、
証
拠
の
排
除
に
つ
い
て
は
、
単
に
証
拠
の
伝
聞
的
性
質(h

earsay
n

atu
re)

の
み
な
ら
ず
、

デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
や
対
面
条
項
の
含
意
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
実
質

的
な
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え（
２８
）

る
。

同
判
決
の
法
廷
意
見
を
書
い
たO
akes
裁
判
官
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
関
し
て
、
同
条
項
が
量
刑
に
も
適

用
さ
れ
る
こ
と
は
連
邦
最
高
裁
に
よ
るW

illiam
s

判
決
やT

ow
n

sen
d

判
決
、
及
び
、G

ardn
er

判（
２９
）

決
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、

も
っ
と
も
、
そ
の
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
事
実
審
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
手
続
的
保
護
及
び
厳
格
な
証
拠
法
上
の
制
限
を
量
刑
審

に
お
い
て
も
常
に
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
と
り
わ
け
、
伝
聞
証
拠
の
問
題
に
関
し

て
は
、W

illiam
s

判
決
を
引
用
し
、
刑
の
量
定
の
た
め
に
は
多
様
な
証
拠
が
必
要
で
あ
る
こ
と
や
被
告
人
に
反
対
尋
問
を
認
め
た
場

合
に
訴
訟
が
不
当
に
遅
延
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
量
刑
審
に
お
け
る
証
拠
手
続
を
事

実
審
の
型
の
中
に
嵌
め
込
む
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
同
条
項
を
そ
の
よ
う
に
扱
う
な
ら
ば
刑
事
司
法
の
運
営
を
改
良
す
る
進
歩
的
努

力
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
こ
と
に
触
れ
て
、
被
告
人
が
対
面
も
反
対
尋
問
も
で
き
な
い
証
人
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
た
情
報
に
依
拠

す
る
こ
と
は
量
刑
審
に
お
け
る
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
の
否
定
で
は
な
い
と
さ
れ（
３０
）

る
。
確
か
に
、
過
去
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ

論 説
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ス
が
「
誤
っ
た
情
報
に
よ
っ
て
刑
の
量
定
を
さ
れ
な
い
権
利
」
を
被
告
人
に
保
障
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
、
ま
た
、
誤
情
報
の
可
能
性
が
高
い
場
合
、
量
刑
裁
判
所
が
検
察
官
に
当
該
情
報
の
内
容
を
裏
付
け
る(verify)

こ
と
を
要
求
す

る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
検
察
側
が
提
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
供
述
の
真
実
性(tru

th
)

の
点
に
つ

い
て
被
告
人
側
に
争
い
の
な
い
場
合
や
、
あ
る
い
は
他
の
証
拠
に
よ
っ
て
十
分
に
補
強
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
伝
聞
証
拠
は
量
刑
手

続
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ（
３１
）

る
。

以
上
の
理
由
か
ら
、O

akes

裁
判
官
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、
二
人
の
共
謀
者
に
よ
る
証
言
、
犯
罪
自
体
の
性
質
、G

am
bin

o

一

家
の
構
成
員
と
一
緒
に
い
る
被
告
人
を
見
た
者
の
証
言
か
ら
そ
の
よ
う
な
補
強
証
拠
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
か
か
る
伝

聞
証
拠
に
十
分
な
信
用
性
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
か
ら
そ
の
使
用
は
違
法
で
は
な
い
と
い
う
結
論
を
導
く
の
で
あ（
３２
）

る
。

そ
の
一
方
で
、O

akes

裁
判
官
は
、
対
面
条
項
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
意
見
を
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
は
、
デ
ュ

ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
も
対
面
条
項
も
、
反
対
尋
問
に
よ
る
対
面
権
が
被
告
人
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
刑
事
手
続
の
公
正
さ
を
保
障
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
両
者
は
殊
更
区
別

さ
れ
る
必
要
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ（
３３
）

る
。
こ
う
し
て
、
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
も
対
面
条
項
も
対
面
権
と
い

う
同
じ
権
利
を
保
障
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、W

illiam
s

判
決
に
従
え
ば
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
対
面
権
は
量
刑
審
に

お
い
て
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
が
対
面
条
項
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
結
論
は
同
じ
で
あ
る
と
い
う
判
断

が
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

三

批
判
的
学
説

１

W
illiam

s

判
決
及
びF

atico

控
訴
審
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
判
断
は
、
そ
の
後
、
連
邦
裁
判
所
の
量
刑
手
続
に
お
け
る
量
刑
事

量刑手続と被告人の「対面権」
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情
の
審
理
の
方
向
性
を
決
定
付
け
る
こ
と
に
な（
３４
）

る
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
の
目
的
と
し
て
改
善
更
生
の
理
念
が
支
配
的
な
量
刑
手
続
の
下

で
は
、
被
告
人
の
刑
を
量
定
す
る
た
め
に
役
立
つ
情
報
を
考
慮
す
る
た
め
に
裁
判
官
に
広
範
囲
に
わ
た
る
裁
量
が
認
め
ら
れ
、
な
お
か

つ
、
そ
の
情
報
は
、
被
告
人
の
生
活
や
特
徴
に
関
す
る
可
能
な
限
り
完
全
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
は

被
告
人
の
対
面
権
を
制
限
す
る
こ
と
も
や
む
を
え
な
い
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
対
面
権
保
障
は
、
デ

ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
（
憲
法
修
正
五
条
及
び
一
四
条
）
と
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
条
項
の
い
ず
れ
に
基
づ
い
た
場
合
で
も
否
定
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
学
説
の
中
に
は
、
確
か
に
旧
来
の
量
刑
制
度
の
下
で
は
被
告
人
に
対
面
権
を
与
え
な
く
て

も
問
題
と
は
な
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
連
邦
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
以
下
、
単
に
「
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
と
呼
ぶ
）
の
施

行
以
後
、
量
刑
手
続
の
性
質
が
大
き
く
転
換
し
た
が
ゆ
え
に
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
見
解
が

見
ら
れ（
３５
）

る
。
以
下
で
は
、
そ
の
主
な
論
旨
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

２

ま
ず
、
こ
れ
ら
の
学
説
に
お
い
て
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
と
以
後
の
量
刑
手
続
の
相
違
に
関
す
る
指
摘
が
な
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
が
広
範
な
裁
量
を
有
し
て
い
た
上
に
判
決
に
は

量
刑
の
理
由
を
付
す
必
要
も
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
い
か
な
る
事
実
が
裁
判
官
の
最
終
的
な
量
刑
決
定
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
は
被

告
人
に
と
っ
て
不
明
な
ま
ま
で
あ
っ
た
が
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
事
実
は
具
体
的
で
予
測
し

う
る
結
果
を
有
す
る
こ
と
と
な
り
、
量
刑
事
実
に
つ
い
て
争
う
こ
と
が
被
告
人
の
関
心
事
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、

量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
度
の
下
で
は
、
特
定
の
量
刑
事
実
に
つ
い
て
量
刑
裁
判
官
が
事
実
認
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
、
か
か
る
事
実
の

存
在
が
立
証
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
を
量
刑
基
準
表
に
当
て
は
め
て
刑
期
が
算
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
所
与
の
量
刑
事

実
の
存
在
・
不
存
在
は
被
告
人
の
刑
期
を
直
接
的
に
左
右
す
る
こ
と
と
な
り
、
被
告
人
の
主
要
な
関
心
事
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
第
二
に
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
改
善
更
生
を
達
成
す
る
こ
と
は
、
被
告
人
に
と
っ
て
も
社
会
に
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と
っ
て
も
有
益
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
検
察
官
と
被
告
人
が
共
通
の
利
益
を
有
し
て
い
る
と
「
も
っ
と
も
ら
し
く
」
主
張
さ
れ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
後
、
刑
罰
理
念
と
し
て
の
改
善
更
生
は
否
定
さ
れ
、
検
察
官
は
応
報
と
予
防
目
的
の
た

め
に
被
告
人
に
対
し
て
最
大
限
の
刑
を
要
求
す
る
一
方
で
、
被
告
人
が
最
小
限
の
刑
を
望
む
こ
と
は
い
わ
ば
当
然
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
、
両
者
の
関
係
は
対
立
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
刑
罰
理
念
の
変
化
に
伴
い
、

量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
下
に
お
い
て
は
、
考
慮
さ
れ
る
事
情
が
被
告
人
の
性
格
や
生
活
状
況
な
ど
よ
り
も
む
し
ろ
有
罪
と
さ
れ
た
犯
罪
や

他
の
関
連
す
る
犯
罪
に
関
す
る
も
の
に
変
わ
っ
た
た
め
、T

rial-type

の
証
明
が
よ
り
可
能
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ（
３６
）

る
。

こ
の
よ
う
に
、
学
説
は
、
主
に
右
の
三
点
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
後
の
量
刑
手
続
が
、
裁
判
官
の
広
範

な
裁
量
が
主
体
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
事
実
認
定
を
基
礎
と
し
た
、
よ
り
当
事
者
主
義
的
な
色
彩
の
濃
い
手
続
へ
と
変
化
し
た
こ
と
を

強
調
し
、
そ
の
よ
う
な
手
続
の
下
で
は
被
告
人
の
対
面
権
に
つ
い
て
も
拡
大
し
う
る
余
地
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
事

情
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
学
説
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
下
に
お
け
る
被
告
人
の
対
面
権
保
障
の
是
非
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
の
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
は
、
憲
法
修
正
五
条
及
び
一
四
条
の
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
条
項
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら
れ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
条
項
は
、F

atico

控
訴
審
判
決
の
中
で
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
同
一
の
権
利
（
対
面
権
）
を
保
障
す
る
も

の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
根
拠
と
し
て
殊
更
区
別
し
て
解
釈
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
た
が
、
反
対
に
、
学
説
に
お
い
て
は
、

両
条
項
の
違
い
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
の
上
で
、
改
め
て
い
ず
れ
の
条
項
か
ら
も
量
刑
審
に
お
け
る
対
面
権
の
保
障
を
導
き
出
し
う
る

と
し
て
い（
３７
）

る
。

３

ま
ず
、
対
面
条
項
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
の
利
益
が
単
に
国
家
あ
る
い
は
州(statem

en
t)

の
利
益
よ
り
も
重
要
で
あ
る
か
ど

う
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
個
人
と
国
家
の
利
益
衡
量
の

上
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
対
面
条
項
は
絶
対
的
な
権
利
で
は
な
い
に
し
ろ
そ
れ
自
体
固
有
の
権
利
と
し
て
成
り
立
つ
も

量刑手続と被告人の「対面権」
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の
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ（
３８
）

る
。
そ
の
上
で
、
対
面
条
項
が
量
刑
手
続
に
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
対
面
条
項
の
文
面
、
と
り
わ
け

「
刑
事
訴
追(crim

in
al

procedu
re)

」
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
す
る
。
判
例
で
は
明
白
な
文
言
が
な
い
こ

と
を
理
由
に
対
面
条
項
の
適
用
が
否
定
さ
れ
た
が
、
学
説
で
は
反
対
に
、
最
高
裁
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
判
断
を
下
し
て
は
い
な
い
と

し
た
上
で
、
同
条
項
が
作
り
出
さ
れ
た
当
初
に
お
い
て
は
事
実
審
と
量
刑
審
と
は
区
別
さ
れ
て
お
ら
ず
「
刑
事
訴
追
」
は
単
一
の
手
続

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
本
来
的
に
量
刑
手
続
の
過
程
を
も
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
量
刑
手
続
は
同
条
項
の
保
障
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ（
３９
）

る
。
そ
し
て
、
過
去
の
連
邦
最
高
裁
判（
４０
）

例
に
お
い
て
、
修
正
六
条
の
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利

が
量
刑
手
続
に
お
い
て
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
判
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
引
き
合
い
に
、
修
正
六
条
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
量
刑
手
続
に

適
用
さ
れ
る
の
な
ら
ば
、
残
り
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
さ
れ（
４１
）

る
。

さ
ら
に
、
刑
事
裁
判
と
軍
法
会
議
と
の
異
同
が
問
題
と
さ
れ
た
判（
４２
）

例
か
ら
、
手
続
が
当
事
者
主
義
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
要
件
を
摘
示

し
た
上
で
、
そ
の
中
で
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
下
の
手
続
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
の
は
証
拠
法
則
の
適
用
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
点
を
除
け

ば
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
下
の
量
刑
手
続
は
当
事
者
主
義
的
な
特
徴
を
ほ
ぼ
兼
ね
備
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
対
面
条
項
の
目

的
が
手
続
の
公
平
性
を
保
障
す
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
被
告
人
に
当
事
者
主
義
的
に
争
う
機
会(adversarial

test)

を
保
障

し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
量
刑
手
続
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
当
事
者
主
義
的
な
性
質
の
強
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
対
面
条
項
は
適
用

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ（
４３
）

る
。

４

次
に
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
例
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
二
段

階
審
査
に
よ
っ
て
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
対
面
権
保
障
を
検
討
す
る
と
い
う
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ま
ず
、
第
一

段
階
と
し
て
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
実
質
的
利
益
、
す
な
わ
ち
、
法
律
上
の
強
制
に
対
す
る
「
個
人
の

生
命
、
自
由
、
財
産
の
利
益
」
の
有
無
を
問
い
、
こ
う
し
た
利
益
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
第
二
段
階
と
し
て
、
こ
う
し
た
利
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益
を
保
護
す
る
た
め
に
い
か
な
る
手
続
が
適
正
で
あ
る
か
と
い
う
点
を
問
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
段
階
に
お
け

る
答
え
はM

ath
ew

s
v.E

ldridg

（
４４
）

e

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
法
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る

M
ath

ew
s

test

と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、「
公
的
行
為
に
よ
っ
て
影
響
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
個
人
の
利
益
」、「
そ
の
利
益
が
誤
っ
て
剥
奪

さ
れ
る
危
険
性
及
び
付
加
的
手
続
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
潜
在
的
価
値
」、「
国
家
の
利
益
（
付
加
的
手
続
に
応
ず
る
こ
と
に
よ

っ
て
被
る
負
担
を
含
む
）」
の
三
要
因
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
で
い
か
な
る
手
続
が
適
正
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

量
刑
に
お
け
る
対
面
権
保
障
の
議
論
も
こ
う
し
た
考
え
方
に
沿
っ
て
進
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な（
４５
）

る
。

ま
ず
、
第
一
段
階
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
量
刑
手
続
に
お
い
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
利
益
、
す

な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
自
由
の
利
益(liberty

in
terest)

が
存
す
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
学
説

は
、
確
か
に
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
、
刑
期
の
算
定
に
あ
た
っ
て
裁
判
官
の
裁
量
が
行
使
さ
れ
る
範
囲

が
非
常
に
大
き
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
に
お
い
て
は
、
自
分
が
ど
の
よ
う
な
量
刑
を
受
け
る
か
全
く
予
想
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、

刑
期
に
関
し
て
被
告
人
に
自
由
の
利
益
は
な
か
っ
た
と
し
な
が
ら（
４６
）

も
、
そ
の
一
方
で
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
後
の
手
続
に
お
い
て
は
、

被
告
人
は
自
分
の
受
け
う
る
刑
を
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
量
刑
基
準
表
か
ら
合
理
的
に
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
点
を
重
視
し
、

こ
う
し
た
量
刑
手
続
の
下
に
お
い
て
は
被
告
人
に
自
由
の
利
益
が
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と
理
解
す（
４７
）

る
。

そ
し
て
、
そ
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
自
由
の
利
益
の
法
源
と
し
て
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
そ
れ
自
体
と
制
定

法
の
二
つ
を
認
め
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
連
邦
最
高
裁
判
例
に
よ
っ
て
受
刑
者
や
有
罪
確
定

者
へ
の
適
用
が
否
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
自
由
の
利
益
の
法
源
と
な
り
う
る
の
は
後
者
の
み
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
さ
れ（
４８
）

る
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
制
定
法
が
存
在
す
る
場
合
に
自
由
な
利
益
が
作
り
出
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

と
な
る
。
こ
の
点
、
学
説
は
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
るG

reen
h

oltz
v.In

m
ates

of
th

e
N

eb.P
en

al
&

C
orrection

al
C

om
ple

（
４９
）

x
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に
お
い
て
、
明
白
な
文
言
の
使
用
が
特
定
の
実
質
的
な
予
測
を
要
求
す
る
こ
と
と
結
び
つ
い
た
時
に
、
保
護
さ
れ
る
に
値
す
る
自
由
の

利
益
が
作
り
出
さ
れ
る
旨
判
示
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
州
の
パ
ロ
ー
ル
法
が
自
由
の
利
益
を

作
り
出
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、
制
定
法
の
文
言
を
綿
密
に
読
み
込
ん
だ
。
そ
の
上
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
も
し
受

刑
者
の
行
為
が
一
定
の
基
準
を
満
た
す
な
ら
ば
パ
ロ
ー
ル
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
規
定
は
、
パ
ロ
ー
ル
に
お
い
て
自
由
の
利

益
を
生
み
出
し
て
い
る
と
判
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
特
定
の
明
文
化
さ
れ
た
要
求
的
記
述
」（
す
な
わ
ち
、「
受
刑
者
が
あ
る
一
定
の

基
準
を
満
た
さ
な
い
限
り
」）
と
結
び
つ
い
た
「
明
白
な
指
示
文
言
の
使
用
」（
す
な
わ
ち
、「
自
由
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」）
は
、
自
由
の
利
益
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
帰
結
を
要
求
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

学
説
は
、
こ
う
し
た
判
例
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
そ
の
一
定
の
範
囲
内
に
あ
る
量
刑
を
受
け
る
場
合
に
お
い

て
自
由
の
利
益
を
作
り
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
量
刑
委
員
会
に
よ
っ
て
適
切
に
考
慮
さ
れ
て
い
な

い
加
重
軽
減
事
由
が
な
い
限
り
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
算
定
さ
れ
た
範
囲
内
に
お
い
て
刑
を
科
す
こ
と
を
裁
判
官
に
指
示
し
て
お

り
、
命
令
的
性
質
を
持
つ
文
言
を
通
じ
て
量
刑
裁
判
官
の
裁
量
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
で
あ（
５０
）

る
。

５

こ
の
よ
う
に
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
被
告
人
に
自
由
の
利
益
を
作
り
出
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
続
い
て
、

第
二
段
階
と
し
て
、
こ
の
自
由
の
利
益
に
対
し
て
前
述
のM

ath
ew

s
test

に
よ
る
検
討
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、

M
ath

ew
s

test

に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
三
要
因
を
量
刑
手
続
に
当
て
は
め
る
と
、
ま
ず
、「
個
人
の
利
益
」
が
自
由
の
利
益
と
な
る
こ
と

は
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
と
お
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
国
家
（
州
）
の
利
益
（
付
加
的
手
続
に
応
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
被
る
負
担
を
含
む
）」
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
一
様
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
国
家
（
州
）
は
、
犯
罪
を
統
制

し
、
犯
罪
者
を
罰
す
る
こ
と
に
強
い
利
益
を
有
す
る
の
と
同
時
に
、
長
期
間
に
わ
た
っ
て
犯
罪
者
を
矯
正
施
設
に
収
容
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
コ
ス
ト
も
負
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
政
府
の
利
益
を
考
え
る
際
に
は
、
付
加
的
手
続
に
従
う
こ
と
に
由

論 説
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来
す
る
負
担
に
つ
い
て
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
量
刑
資
料
の
情
報
源
た
る
秘
密
の
情
報
提
供
者
の

使
用
と
も
関
連
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ（
５１
）

る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
人
に
証
人
と
対
面
す
る
権
利
を
与
え
る
こ
と
は
、
被
告
人
が
そ

の
証
人
の
身
許
を
知
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
身
許
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
人
を
復
讐
の
危
険
性
に
さ
ら
す

か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
証
人
を
利
用
し
な
い
か
と
い
う
選
択
を
州
に
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
点
に
加
え
て
、
完
全
な
反
対
尋
問
を
伴
う
審
問
を
開
く
こ
と
に
関
す
る
裁
判
所
の
コ
ス
ト
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
と
さ
れ
て
い（
５２
）

る
。
最
後
に
、「
そ
の
利
益
が
誤
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
危
険
性
及
び
付
加
的
手
続
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
潜

在
的
価
値
」
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
に
単
に
情
報
を
提
出
す
る
機
会
の
み
を
付
与
す
る
現
行
の
制
度
と
量
刑
で
使
わ
れ
る
検
察
側
の
あ

ら
ゆ
る
情
報
源
に
対
し
て
反
対
尋
問
権
を
有
す
る
制
度
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
こ
で
学
説
は
、
反
対
尋
問
権
の
役
割
を

強
調
す
る
。
と
い
う
の
も
、
秘
密
の
あ
る
い
は
身
許
不
明
の
情
報
提
供
者
に
よ
る
情
報
の
信
頼
性
は
非
常
に
疑
わ
し
く
、
対
面
権
な
し

で
は
被
告
人
は
こ
う
し
た
情
報
に
対
し
て
ほ
と
ん
ど
反
駁
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
反
対
尋
問
権
は
、
そ
の
よ
う
な
情
報
提

供
者
の
開
示
を
要
求
す
る
だ
け
で
な
く
、
被
告
人
が
検
察
官
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
証
言
の
信
用
性
を
減
ず
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
役
割
か
ら
す
れ
ば
反
対
尋
問
権
が
量
刑
情
報
の
正
確
性
に
寄
与
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ（
５３
）

る
。

そ
し
て
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
利
益
（
自
由
の
利
益
）
と
量
刑
情
報
の
正
確
性
の
重
要
性
が
際
立
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
を
相
殺
す
る
ほ
ど
の
国
家
（
州
）
の
利
益
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
例
え
ば
、
被
告
人
が
対
面
す
る
た
め
に
秘
密

の
情
報
提
供
者
の
身
許
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
情
報
提
供
者
の
安
全
の
リ
ス
ク
は
他
の
情
報
源
を
使
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
回
避
し
う
る
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
被
告
人
に
対
面
権
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
被
る
国
家
（
州
）
の
負
担
に
つ
い
て
も
、

パ
ロ
ー
ル
手
続
の
廃
止
に
よ
る
行
政
の
節
約
な
ど
と
い
っ
た
量
刑
改
革
法
に
よ
っ
て
生
じ
た
他
の
変
化
を
も
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

量刑手続と被告人の「対面権」
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そ
の
程
度
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ（
５４
）

る
。
そ
れ
ゆ
え
、M

ath
ew

s
test

を
量
刑
手
続
に
適
用
す
る
な
ら
ば
、

「
個
人
の
利
益
」
と
「
そ
の
利
益
が
誤
っ
て
剥
奪
さ
れ
る
危
険
性
及
び
付
加
的
手
続
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
潜
在
的
価
値
」
と

を
上
回
る
ほ
ど
の
「
国
家
（
州
）
の
利
益
」
は
認
め
ら
れ
ず
、
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
三
要
素
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
る
な
ら
ば
量
刑
手
続

に
お
い
て
も
対
面
権
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ（
５５
）

る
。

四

若
干
の
考
察

１

以
上
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
裁
判
所
に
お
け
る
判
例
と
そ
れ
に
関
す
る
学
説
を
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
整
理
を
し
て

お
く
こ
と
に
す
る
。
ま
ず
、
こ
れ
ら
の
学
説
の
基
本
的
立
場
と
し
て
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
制
定
に
よ
っ
て
個
々
の
量
刑
事
情
が

明
確
に
量
刑
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
以
上
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
も
被
告
人
に
対
面
権
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
量

刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
前
後
を
通
じ
て
、
量
刑
審
に
お
け
る
対
面
権
を
否
定
す
る
判
例
は
主
と
し
てW

illiam
s

判
決
及
びF

atico

判
決
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
事
実
審
と
量
刑
審
と
の
峻
別
及
び
従
来
の
量
刑
手
続
実
務
に
対
す
る
支
持
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
論
的
根
拠
は
改
善
更
生
と
い
う
刑
罰
理
念
の
実
現
に
あ
る
。
か
つ
て
は
こ
の
理
念
の
下
、
多
種
多
様
な
量
刑

資
料
を
集
め
そ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
が
適
切
な
量
刑
決
定
に
と
っ
て
必
須
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
伝
聞
法
則

を
始
め
と
す
る
証
拠
法
則
を
適
用
す
る
こ
と
は
こ
う
し
た
作
業
の
妨
げ
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
帰
結
と
し
て
証
拠
法
則
か
ら
の
解
放

が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
手
続
の
性
質
を
理
由
と
し
て
、
事
実
審
と
の
区
別
が
図
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
事
実
上
、
刑
罰
理
念
と
し
て
の
改
善
更
生
を
放
棄
し
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て
応
報
な
ど
他

の
目
的
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、W

illiam
s

判
決
に
基
づ
く
量
刑
手
続
の
正
当
化
は
も
は
や
説
得
力
を
失
い
、

論 説
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従
来
の
量
刑
手
続
を
維
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
説
得
力
の
あ
る
新
た
な
理
由
が
求
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
十
分
な
理
由
が
な
い
の
で

あ
れ
ば
新
た
な
手
続
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
実
に
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
制
定
の
際
に
、
連
邦

議
会
及
び
量
刑
委
員
会
は
量
刑
手
続
に
つ
い
て
は
細
か
な
規
定
は
設
け
ず
、
そ
の
多
く
を
実
質
的
に
裁
判
所
の
実
務
及
び
判
断
に
委
ね

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
の
量
刑
手
続
が
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ（
５６
）

る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
状
況
に
照
ら
し
て
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
対
面
権
を
否
定
す
る
判
例
の
中
に
は
改
め
て
事
実
審
と
量
刑
審
と
を

峻
別
す
る
理
由
を
述
べ
る
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
、
第
三
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
お
け
るU

n
ited

S
tates

v.K
iku

m
u

ra

は
、
こ
う
し

た
区
別
を
正
当
化
す
る
理
由
と
し
て
、
審
理
に
多
く
の
時
間
が
費
や
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
裁
判
所
の
負
担
の
増
加
に
加
え
て
、
被
告
人

の
無
罪
推
定
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
与
え
ら
れ
る
手
続
的
保
護
が
量
刑
審
よ
り
も
事
実
審
に
お
い
て
厳
格

な
の
は
、
後
者
で
は
被
告
人
に
は
無
罪
推
定
の
適
用
が
あ
る
た
め
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ（
５７
）

る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
対
面

権
の
問
題
は
、
必
ず
し
も
無
罪
推
定
の
原
則
と
は
直
接
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
重
要
な
こ
と
は
事

実
審
と
量
刑
審
と
を
機
能
的
に
区
別
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
量
刑
手
続
そ
れ
自
体
が
い
か
な
る
手
続
的
性
格
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う

こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
判
例
よ
り
学
説
の
方
が
よ
り
現
実
に
即
し
た
評
価
を
下
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

２

次
に
、
対
面
権
の
根
拠
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
事
実
審
に
お
い
て
は
対
面
条
項
が
ほ
ぼ
問
題
な
く
適
用
さ
れ
る
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
対
面
条
項
と
と
も
に
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
適
用
に
よ
る
対
面
権
の
保
障
が
議
論
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
の
は
も
っ
ぱ

ら
量
刑
手
続
に
お
い
て
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
実
際
に
量
刑
手
続
に
お
い
て
被
告
人
に
対
面
権
を
保
障
す
る
と
し
た
場

合
、
い
ず
れ
の
条
項
が
優
先
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
明
確
な
見
解
を
示
し
た
学
説
は
見
当
た
ら
な
い

が
、
各
条
項
の
存
在
意
義
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
来
的
に
は
対
面
条
項
に
よ
っ
て
対
面
権
の
保
障
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

量刑手続と被告人の「対面権」
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デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
む
し
ろ
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
も
対
面
権
を
適
用
し
う
る
そ
の
根
拠
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
理
解
で
き

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、「
当
事
者
主
義
的
」
色
彩
を
帯
び
た
量
刑
手
続
に
お
い
て
対
面
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
以
上
、
手

続
の
適
正
性
を
確
保
し
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
べ
く
、
学
説
が
示
す
よ
う
に
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体
を
敷
衍
し
て
対
面
権
を
導

く
根
拠
と
し
う
る
余
地
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
あ
く
ま
で
競
合
す
る
利
益
を
衡
量
し
た
上
で

適
正
な
手
続
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
個
々
の
事
件
の
事
情
次
第
に
よ
っ
て
は
利
益
衡
量
の
結
果
が
変
わ
り
う
る

こ
と
も
当
然
想
定
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
常
に
対
面
権
を
保
障
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
な
お
疑
問
が
残

さ
れ
よ
う
。
例
え
ば
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
学
説
の
中
に
はM

ath
ew

s
test

に
関
し
て
、
証
人
喚
問
さ
れ
る
こ
と
で
秘
密
の
情
報
提

供
者
に
及
ぶ
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
は
他
の
手
段
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る（
５８
）

が
、
か
か
る
代
替
手
段
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
そ
の
実
効
性
、
す
な
わ
ち
、
か
か
る
代
替
手
段
で
最
初
の
情
報
源
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
と
同
程
度

の
重
要
性
を
有
し
た
情
報
が
得
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
当
然M

ath
ew

s
test

で
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
秘
密
の
情
報
提
供
者
の
身
許
を
開
示
す
る
と
い
っ
た
問
題
は
、
個
々
の
事
案
に
よ
っ
て
事
情
が
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

検
討
の
結
果
、
か
か
る
情
報
提
供
者
の
安
全
を
十
分
に
保
証
で
き
な
い
蓋
然
性
が
極
め
て
高
く
、
な
お
か
つ
、
他
の
情
報
源
で
は
代
替

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
被
告
人
に
対
面
権
の
保
障
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
が
生
じ
る
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
依
拠
し
た
場
合
、「
権
利
」
と
い
う
か
た
ち
で
被
告
人
に
対
面
の
機
会
を
常
に
付
与
す
る
こ
と
は
必

ず
し
も
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
も
な
お
、
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
は
、
対
面
条
項
が
適
用
さ
れ
な
い
場

合
の
担
保
と
し
て
機
能
し
う
る
も
の
で
あ
り
、
よ
し
ん
ば
、
対
面
ま
で
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
準
ず
る
次
善
の
策
を
得
る
手

段
と
な
り
う
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

論 説
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五

我
が
国
法
へ
の
示
唆

１

こ
こ
で
は
、
以
上
紹
介
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
学
説
を
参
考
に
し
て
我
が
国
の
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
権
利
に
つ
い
て

振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
施
行
以
後
、
量
刑
手
続

に
お
い
て
も
憲
法
の
条
項
を
根
拠
に
被
告
人
の
対
面
権
を
保
障
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
が
学
説
を
中
心
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
も
っ
と
も
、
そ
の
論
拠
は
、
従
来
、
き
わ
め
て
裁
量
的
で
あ
っ
た
量
刑
手
続
が
当
事
者
主
義
的
な
性
格
の
も
の
へ
と
変
容
し
た
こ

と
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
我
が
国
の
量
刑
手
続
と
背
景
事
情
を
異
に
す
る
と
い
え
よ
う
。
我
が
国
の
裁
判
実

務
に
お
い
て
は
、
刑
の
量
定
の
際
、「
応
報
的
な
考
慮
（
犯
罪
の
重
さ
と
刑
の
量
の
均
衡
）
を
も
と
に
、
教
育
的
な
考
慮
（
本
人
の
改

善
、
更
生
）
を
行
い
、
そ
の
他
一
般
予
防
を
も
加
味
し
な
が
ら
、
具
体
的
な
宣
告
刑
を
決
定
し
て
い
る
」
と
さ
れ（
５９
）

る
。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
の
う
ち
、
と
り
わ
け
教
育
的
な
考
慮
の
た
め
に
は
被
告
人
に
関
す
る
多
種
多
様
な
情
報
を
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
必

ず
し
も
三
二
〇
条
一
項
の
制
限
に
拘
束
さ
れ
な
い
で
、
書
証
あ
る
い
は
伝
聞
を
含
む
供
述
を
利
用
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ（
６０
）

る
」
と
さ
れ

て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
我
が
国
の
量
刑
手
続
は
、
む
し
ろ
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
前
の
量
刑
制
度
に
近
い
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
手
続
の
性
格
と
い
う
側
面
か
ら
見
た
場
合
、
我
が
国
で
は
、
犯
罪
事
実
の
立
証
も
情
状
事
実

を
含
む
量
刑
事
情
の
立
証
も
同
一
の
公
判
手
続
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
量
刑
事
情
が
証
明
さ
れ
る
手
続
は
少
な
か
ら
ず

当
事
者
主
義
的
な
性
格
を
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
我
が
国
に
お
け
る
量
刑
手
続
は
、
手
続
と

し
て
は
基
本
的
に
当
事
者
主
義
的
で
あ
り
な
が
ら
、
多
種
多
様
な
情
報
を
斟
酌
す
る
必
要
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
で
取
り
調
べ
ら
れ

る
証
拠
に
は
伝
聞
証
拠
と
い
っ
た
よ
う
な
犯
罪
事
実
認
定
に
お
い
て
は
原
則
と
し
て
許
容
で
き
な
い
も
の
も
入
り
込
ん
で
く
る
余
地
が

残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
点
に
お
い
て
現
在
の
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
手
続
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
と
の

量刑手続と被告人の「対面権」
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類
似
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
憲
法
の
条
項
を
論
拠
に
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
対
面
権
を
保
障
し
、
そ
の

こ
と
に
よ
っ
て
、
伝
聞
法
則
と
は
異
な
る
立
場
か
ら
証
拠
の
信
用
性
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
発
想
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
に

お
け
る
量
刑
手
続
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
十
分
に
参
考
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２

さ
ら
に
、
近
時
、
我
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
合
衆
国
憲
法
修
正
六
条
の
対
面
条
項
と
伝
聞
法
則
と
の
間
に
一
線
を
画
し
、

前
者
独
自
の
意
義
を
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
が
国
の
憲
法
三
七
条
二
項
に
お
け
る
証
人
審
問
権
の
意
義
を
再
構
築
し
よ
う
と
す

る
動
き
が
見
ら
れ（
６１
）

る
。
従
来
、
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
者
を
一
体
的
に
捉
え
、
憲
法
上
の
被
告
人
の
証
人

審
問
権
を
法
律
上
具
体
化
し
た
も
の
が
伝
聞
法
則
で
あ
る
と
い
う
の
が
我
が
国
の
学
説
に
お
け
る
一
般
的
な
見
解
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

被
告
人
の
反
対
尋
問
権
に
つ
い
て
も
伝
聞
法
則
に
基
づ
い
て
理
解
さ
れ
、
そ
の
主
た
る
目
的
は
証
拠
の
信
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ

る
と
さ
れ
て
き（
６２
）

た
。

こ
れ
に
対
し
、
新
た
な
学
説
は
、
右
の
よ
う
な
理
解
で
は
証
人
審
問
権
の
本
質
を
理
解
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
両
者
の

理
論
的
な
相
違
を
重
視
す
る
。
す
な
わ
ち
、
伝
聞
法
則
が
証
拠
法
上
の
一
般
的
原
則
に
過
ぎ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
証
拠
の
信
用
性
の
確
保
と

い
う
点
に
重
き
が
お
か
れ
る
の
に
対
し
、
証
人
審
問
権
は
被
告
人
固
有
の
手
続
的
権
利
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味

に
お
い
て
、
必
ず
し
も
証
拠
の
信
用
性
の
確
保
だ
け
を
目
指
す
も
の
で
は
な
い
と
の
理
解
が
こ
の
立
場
の
出
発
点
と
な
る
。
そ
し
て
、

か
か
る
理
解
の
下
に
考
究
が
重
ね
ら
れ
た
結
果
、
証
人
審
問
権
の
本
質
的
意
義
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

証
人
審
問
権
の
本
質
的
意
義
に
は
、
反
対
尋
問
に
よ
っ
て
証
拠
の
信
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
尋
問
プ
ロ
セ
ス
そ
れ
自
体

が
保
障
さ
れ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
被
告
人
の
『
納
得
』
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
、

そ
こ
か
ら
手
続
当
事
者
と
し
て
の
被
告
人
の
、
当
該
手
続
の
公
正
さ
さ
ら
に
は
法
及
び
法
的
権
威
の
正
統
性
に
対
す
る
信
頼
を
生
む
と

い
う
効
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
点
で
あ（
６３
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
見
解
は
犯
罪
事
実
認
定
の
場
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ

論 説
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る
が
、
証
人
審
問
権
と
伝
聞
法
則
と
の
異
同
を
明
ら
か
に
し
、
な
お
か
つ
、
証
人
審
問
権
の
本
質
的
意
義
に
「
手
続
の
公
正
さ
」
を
生

み
出
す
こ
と
も
含
ま
れ
る
と
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
適
正
性
を
考
え
る
際
に
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
刑
訴
法
二
九
二
条
の
二
に
基
づ
い
て
犯
罪
被
害
者
が
公
判
廷
で
意
見
陳
述
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ

で
は
、
原
則
と
し
て
被
害
者
が
直
接
公
判
廷
に
お
い
て
口
頭
で
意
見
陳
述
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
な
お
か
つ
そ
の
意
見
は
量
刑

資
料
と
し
て
斟
酌
さ
れ
う
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
被
告
人
に
は
被
害
者
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
な（
６４
）

い
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
意
見
陳
述
は
裁
判
官
の
面
前
に
お
い
て
口
頭
で
な
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
、
そ
の
内
容
は
主
と
し
て
事
件
に
つ
い
て
の
心
情
や
意
見
な
ど
心
理
状
態
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
伝
聞
法

則
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
く
、
証
拠
能
力
の
点
が
問
題
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
意
見
陳
述
の
内
容
が
伝
聞
法
則
に

抵
触
す
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
般
に
量
刑
資
料
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
に
は
狭
義
の
情
状
と
同
じ
く
自
由
な
証

明
で
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ（
６５
）

る
。
ま
た
、
我
が
国
の
意
見
陳
述
制
度
と
証
人
審
問
権
保
障
と
の
関
係

に
つ
い
て
、「
意
見
陳
述
に
お
い
て
被
害
者
等
に
陳
述
さ
せ
る
意
見
の
中
心
は
、
被
害
者
等
が
当
該
事
件
に
対
し
て
抱
く
い
わ
ば
所
感

で
あ
っ
て
反
対
尋
問
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
そ
の
内
容
は
犯
罪
事
実
の
認
定
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
事
実
認
定
や
量

刑
の
重
要
な
事
実
に
関
わ
る
の
で
あ
れ
ば
、
別
途
証
人
尋
問
を
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
の
証
人
審
問
権
を
侵
害
す
る

も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
説
明
も
見
ら
れ（
６６
）

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
近
時
の
学
説
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
証
人
審
問
権
の
本

質
的
意
義
に
つ
い
て
も
配
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
証
人
審
問
権
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
反
対
尋
問
権
を
伝
聞
法
則
と

の
関
係
の
み
で
捉
え
て
い
る
点
に
お
い
て
問
題
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
か
か
る
意
見
陳
述
が
伝

聞
証
拠
で
あ
る
に
し
ろ
そ
う
で
な
い
に
し
ろ
―
換
言
す
る
な
ら
ば
、
よ
し
ん
ば
、
そ
こ
で
は
基
本
的
に
自
由
な
証
明
で
足
り
る
と
し
て

量刑手続と被告人の「対面権」
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も
―
、
被
告
人
が
、
自
分
の
量
刑
を
左
右
す
る
可
能
性
の
あ
る
手
続
に
お
い
て
、（
証
人
審
問
権
に
由
来
す
る
）
反
対
尋
問
権
を
通
じ

て
か
か
る
意
見
陳
述
の
信
用
性
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
こ
う
し
た
尋
問
プ
ロ
セ
ス
の
機

会
そ
れ
自
体
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
量
刑
手
続
の
公
正
性
が
保
障
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
意
見
陳
述
制
度
に
お
け
る
被
告
人
の
証
人
審
問
権
保
障
は
お
そ
ら
く
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、

「
別
途
の
証
人
尋
問
」
に
つ
い
て
も
、
事
実
認
定
や
量
刑
の
重
要
な
事
実
に
関
わ
る
よ
う
な
場
合
に
必
ず
し
も
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
そ
の
必
要
性
を
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ（
６７
）

る
。

こ
の
点
、
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
手
続
を
顧
み
て
も
、
例
え
ば
、
秘
密
の
情
報
提
供
者
に
よ
る
量
刑
情
報
の
提
供
と
い
っ
た
問
題
は
我
が

国
に
は
な
い
ア
メ
リ
カ
特
有
の
も
の
で
あ
る
が
、
お
も
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
対
面
権
が
問
題
と
な
る
の
も
、
身
許

不
明
の
情
報
提
供
者
に
よ
る
証
拠
（
情
報
）
の
信
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
量
刑
手
続
の
実
質
的
な
内
容
が
「
当
事
者
主
義

化
」
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
情
報
提
供
者
か
ら
の
情
報
が
量
刑
手
続
に
お
い
て
は
証
拠
法
の
適
用
が
な
い
と
い
う
理
由
だ

け
で
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
量
刑
上
考
慮
さ
れ
る
と
い
う
手
続
そ
れ
自
体
に
対
す
る
不
公
正
感
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
は
な
い

だ
ろ
う（
６８
）

か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
情
報
提
供
者
と
文
字
通
り
「
対
面
」
し
、
反
対
尋
問
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
証
言

の
信
用
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
量
刑
手
続
そ
れ
自
体
の
公
正
さ
を
保
障
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
よ
う
と
い
え
よ
う
。
そ
し

て
、
こ
の
点
に
お
い
て
こ
そ
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
、
単
な
る
伝
聞
証
拠
の
問
題
と
一
線
を
画
し
た
、
対
面
権
独
自
の
問
題
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

六

お
わ
り
に

以
上
の
よ
う
な
所
説
の
展
開
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
量
刑
手
続
に
お
い
て
被
告
人
に
証
人
審
問
権
を
保
障
す

論 説
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る
こ
と
に
よ
っ
て
、
刑
の
量
定
の
た
め
に
考
慮
さ
れ
る
資
料
（
証
拠
）
の
信
用
性
を
確
保
し
、
さ
ら
に
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
被

告
人
の
側
か
ら
見
た
」
量
刑
手
続
の
公
正
性
あ
る
い
は
適
正
性
に
つ
い
て
も
確
保
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
視
点
か
ら
検
討
を
加
え
る
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
い
わ
ば
対
被
告
人
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
量
刑
手
続
に

お
け
る
対
面
権
な
い
し
証
人
審
問
権
適
用
の
可
否
を
論
じ
た
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
被
害
者
政
策
な
ど
も
含

ん
だ
量
刑
手
続
全
体
と
し
て
の
公
正
性
あ
る
い
は
適
正
性
と
い
っ
た
観
点
か
ら
も
論
じ
て
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
そ
こ
で
は
被
告
人
の
対
面
権
が
「
合
理
的
に
」
制
限
さ
れ
る
可
能
性
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
こ
と
に
な

ろ
う
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
憲
法
な
い
し
刑
訴
法
（
証
拠
法
）
と
量
刑
手
続
と
の
関
係
を
よ
り
掘
り
下
げ
て
追
究
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
本
格
的
な
考
察
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
１
）

例
え
ば
、
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
改
訂
版
、
平
二
）
一
九
五
頁
。

（
２
）

団
藤
重
光
「
証
明
の
対
象
」『
法
律
実
務
講
座
刑
事
編
第
八
巻
』（
有
斐
閣
、
昭
三
一
）
一
七
五
六
頁
以
下
、
渥
美
東
洋
「
厳
格
な
証
明

と
自
由
な
証
明
」『
刑
事
訴
訟
法
講
座
第
二
巻
』（
有
斐
閣
、
昭
三
九
）
七
四
頁
。

（
３
）

例
え
ば
、
自
由
な
証
明
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
適
式
な
証
拠
調
は
必
須
で
は
な
く
、
証
拠
を
法
廷
に
顕
出
し
さ
え
す
れ
ば
証
拠
調
の
方

法
が
便
宜
な
も
の
で
あ
っ
て
も
当
事
者
主
義
の
要
請
は
充
た
さ
れ
る
と
す
る
説
（
高
田
卓
爾
『
刑
事
訴
訟
法
』（
青
林
書
院
、
改
訂
版
、
昭

三
四
）
二
〇
八
頁
以
下
）
か
ら
、
量
刑
の
資
料
に
つ
い
て
も
当
事
者
に
よ
る
批
判
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
証
拠
能
力
は
不
必
要
だ
が
公
判
廷

に
お
け
る
適
法
な
証
拠
調
は
必
要
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
説
（
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
』（
創
文
社
、
七
訂
版
、

昭
四
二
）
二
三
一
頁
）
ま
で
様
々
な
見
解
が
見
ら
れ
る
。

（
４
）

W
illiam

s
v.N

ew
Y

ork,337
U

.S
.241

(1949).

（
５
）

Id
.at

244.

（
６
）

Id
.at

246

―247.

（
７
）

Id
.at

249.

量刑手続と被告人の「対面権」
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（
８
）

Id
.at

249

―250.

（
９
）

Id
.at

250

―251.
（
１０
）

P
oin

ter
v.T

exas,380
U

.S
.400

(1965).
（
１１
）

U
n

ited
S

tates
v.F

atico,441
F

.S
u

pp.1285
(1977),rev’d

,579
F

.2
d

707
(2

d
C

ir.1978).

（
１２
）

T
ow

n
sen

d
v.B

u
rke,334

U
.S

.736
(1948).

（
１３
）

U
n

ited
S

tates
v.T

u
cker,404

U
.S

.443
(1972).

（
１４
）

F
atico,441

F
.S

u
pp.at

1291

―1292.

（
１５
）

Id
.at

1292
―1293.

（
１６
）

Id
.at

1293.

（
１７
）

な
お
、W

ein
stein

裁
判
官
は
、
過
去
の
同
種
の
判
例
に
触
れ
た
上
で
、
必
要
な
こ
と
は
伝
聞
法
則
や
他
の
証
拠
法
則
に
固
執
す
る
こ

と
で
は
な
く
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
不
公
正
か
ら
被
告
人
を
保
護
す
る
た
め
に
何
が
必
要
か
を
見
極
め
る
健
全
な
法
的
感
覚
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
も
指
摘
し
て
い
る
。Id

.at
1293

―1295.

（
１８
）

C
aliforn

ia
v.G

reen
,399

U
.S

.149
(1970).

（
１９
）

F
atico,441

F
.S

u
pp.at

1295

―1296.

（
２０
）

Id
.at

1296.(qu
otin

g
G

ardn
er

v.F
lorida,430

U
.S

.349
(1977)).

（
２１
）

Id
.at

1296.(qu
otin

g
S

m
ith

v.U
n

ited
S

tates,223
F

.2
d

750
(5

th
C

ir.1955)).

（
２２
）

Id
.at

1296.

（
２３
）

B
erber

v.P
age,390

U
.S

.719
(1968).

（
２４
）

さ
ら
に
、W

ein
stein

裁
判
官
は
、
こ
う
し
た
諸
原
則
に
加
え
て
歴
史
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
対
面
条
項
の
核
に
あ
る
の
は
、
証
人
が

証
言
に
応
じ
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
検
察
官
の
証
人
提
出
義
務
で
あ
る
とH

arlan

裁
判
官
が
論
じ
た
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

（
２５
）

F
atico,441

F
.S

u
pp.at

1297.

（
２６
）

F
E

D
.R

.E
V

ID
.1101

(d)(3).

（
２７
）

同
条
は
、
量
刑
改
革
法
の
成
立
に
よ
り
現
在
で
は18§

U
.S

.C
.3661

と
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
裁
判
所
が
適
切
な
刑
を
量
定
す

論 説
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る
に
あ
た
っ
て
、
有
罪
確
定
者
の
背
景
、
性
格
、
及
び
行
為
に
関
す
る
情
報
に
は
何
ら
の
制
限
も
置
か
れ
な
い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、

同
条
はW

illiam
s

判
決
の
内
容
を
条
文
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
改
善
更
生
の
理
念
に
基
づ
く
量
刑
制
度
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ

る
。T

H
O

M
A

S .W
.H

U
T

C
H

IS
O

N
E

T
A

L .,F
E

D
E

R
A

L
S

E
N

T
E

N
C

IN
G

L
A

W
A

N
D

P
R

A
C

T
IC

E
2002

E
dition

,1526
(2002).

（
２８
）

F
atico,579

F
.2

d
at

711.

（
２９
）

前
掲
注
（
２０
）。

（
３０
）

F
atico,579

F
.2

d
at

711

―712.

（
３１
）

Id
.at

712
―713.

（
３２
）

Id
.at

713.

（
３３
）

Id
.at

713

―714.

（
３４
）

S
ee

U
n

ited
S

tates
v.B

eau
lieu

,893
F

.2
d

1177
(10

th
C

ir.1990);
U

n
ited

S
tates

v.R
odrigu

ez,897
F

.2
d

1324
(5

th
C

ir.1990);
U

n
ited

S
tates

v.K
iku

m
u

ra,918
F

.2
d

1084
(3

d
C

ir.1990);
U

n
ited

S
tates

v.W
ise,976

F
.2

d
393

(8
th

C
ir.

1992)
(en

ban
c);

U
n

ited
S

tates
v.

P
etty,

982
F

.2
d

1365
(9

th
C

ir.
1993);

A
lan

C
.

M
ich

aels,
T

rial
R

igh
ts

at

S
en

ten
cin

g,81
N

.C
.L

.R
E

V
1771,1835
―1837

(2003).

（
３５
）

そ
の
主
な
論
文
と
し
て
以
下
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。S

u
san

N
.H

erm
an

,T
h

e
T

ailth
atw

aged
th

e
D

og
:

B
ifu

rcated
F

act-

F
in

d
in

g
u

n
d

er
th

e
F

ed
eral

S
en

ten
cin

g
G

u
id

elin
es

an
d

th
e

L
im

its
of

D
u

e
P

rocess,
66

S
.

C
A

L .
L

.
R

E
V

289
;

D
avid

A
.

H
offm

an
,

T
h

e
F

ed
eral

S
en

ten
cin

g
G

u
id

elin
es

an
d

C
on

fron
tation

R
igh

ts,
42

D
U

K
E

L
.

J
.

382
(1992

)
;

N
ote,

A
n

A
rgu

m
en

t
for

C
on

fron
tation

u
n

d
er

th
e

F
ed

eral
S

en
ten

cin
g

G
u

id
elin

es,
105

H
A

R
V

.
L

.
R

E
V

.
1880

(1992)
;

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

sh
ou

ld
m

eet
th

e
R

u
les,

79
C

O
R

N
E

L
L .L

.R
E

V
.

299

(1994).

こ
の
う
ち
、
本
稿
で
は
、
量
刑
手
続
と
対
面
権
の
問
題
が
比
較
的
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
るN

ote,A
n

A
rgu

m
en

t
for

C
on

fron
tation

u
n

d
er

th
e

F
ed

eralS
en

ten
cin

g
G

u
id

elin
es

を
中
心
に
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

（
３６
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1885

―1886.

（
３７
）

Id
.at

1887
;

H
offm

an
,su

pra
n

ote
35,at

411.

（
３８
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1887
;

H
offm

an
,su

pra
n

ote
35,at

411

―412.
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（
３９
）

Id
.

at
1887.

な
お
、H

offm
an

,su
pra

n
ote

35,at
411

―415

は
、
対
面
条
項
の
「
刑
事
訴
追
」
と
い
う
文
言
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、

「
自
己
に
不
利
な
証
人
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
も
、
量
刑
審
に
お
け
る
情
報
提
供
者
を
含
む
も
の
と
し
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い

る
。

（
４０
）

M
em

pa
v.R

h
ay,389

U
.S

.128
(1967).

（
４１
）

H
offm

an
,su

pra
n

ote
35,at

414.

も
っ
と
も
、N

ote,su
pra

n
ote

35,at
1887

n
.70

に
よ
れ
ば
、
陪
審
に
よ
る
審
理
を
受
け
る

権
利
な
ど
、
そ
の
権
利
が
行
使
さ
れ
る
場
が
「
事
実
審(trial)

」
に
特
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
量
刑
手
続
に
お
け
る
適
用
か
ら
除

か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
。

（
４２
）

M
idden

dorfv.H
en

ry,425
U

.S
.25

(1976).

（
４３
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1889

―1890.

（
４４
）

M
ath

ew
s

v.E
ldridge,424

U
.S

.319
(1976).

（
４５
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1892
;

H
erm

an
,su

pra
n

ote
35,at

345

―346
;

H
offm

an
,su

pra
n

ote
35,at

404.

（
４６
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1892.

（
４７
）

Id
.at

1892
;

H
offm

an
,su

pra
n

ote
35,at

405

―407.

（
４８
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1892

―1893.

（
４９
）

G
reen

h
oltz

v.In
m

ates
ofth

e
N

eb.P
en

al&
C

orrection
alC

om
plex,442

U
.S

.1
(1979).

（
５０
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1893
;

H
erm

an
,su

pra
n

ote
35,at

345.

（
５１
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1896.

（
５２
）

Id
.at

1896

―1897.

（
５３
）

Id
.at

1897

―1898.

（
５４
）

Id
.at

1898.

（
５５
）

も
っ
と
も
、
連
邦
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
訴
訟
能
力
の
有
無
の
証
明
に
関
す
る
州
法
の
規
定
に
つ
い
て
争
わ
れ
たM

edin
a

v.

C
ariforn

ia,505
U

.S
.437

(1992)

に
お
い
て
、
刑
事
手
続
の
一
部
を
な
す
州
法
の
規
定
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
の
にM

ath
ew

s
test

は

適
切
な
枠
組
み
を
提
供
す
る
も
の
で
は
な
い
旨
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、H

erm
an

は
、M

edin
a

判
決
が
州
の
手
続
法
に
対
す

論 説
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る
も
の
で
あ
り
そ
の
効
力
は
連
邦
の
刑
事
手
続
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
や
、
連
邦
最
高
裁
の
裁
判
官
の
う
ち
三
名
がB

u
rn

s
v.

U
n

ited
S

tates,501
U

.S
.129

(1991)

の
同
意
意
見
に
お
い
て
、
量
刑
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
下
の
量
刑
手
続
に
お
い
て
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
関

す
る
主
張
を
分
析
す
る
た
め
に
はM

ath
ew

s
test

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
、
裁
判
所
は
、
検
察
側
の
証

人
と
対
面
し
、
反
対
尋
問
す
る
権
限
を
被
告
人
が
有
す
る
か
と
い
う
点
等
に
関
し
て
問
題
が
提
起
さ
れ
た
場
合
に
はM

ath
ew

s
test

を
採

用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。H

erm
an

,su
pra

n
ote

35,at
340,345

―346.

（
５６
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1880

―1881
;

H
U

T
C

H
IS

O
N

E
T

A
L .su

pra
n

ote
27,at

1525

―1526
;

Y
ou

n
g,su

pra
n

ote
35,

at

304.

（
５７
）

K
iku

m
u

ra,918
F

.2
d

at
1100.

（
５８
）

N
ote,su

pra
n

ote
35,at

1898.

（
５９
）

裁
判
所
書
記
官
研
修
所
監
修
『
刑
法
総
論
講
義
案
』（
司
法
協
会
、
三
訂
版
、
平
一
六
）
一
四
頁
。

（
６０
）

松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
（
下
）』（
弘
文
堂
、
新
版
補
正
第
二
版
、
平
一
一
）
一
三
二
頁
以
下
。

（
６１
）

堀
江
慎
司
「
証
人
審
問
権
の
本
質
に
つ
い
て
（
一
）
〜
（
六
・
完
）」
法
学
論
叢
一
四
一
巻
一
号
（
平
九
）
一
頁
以
下
、
二
号
一
頁
以
下
、

三
号
一
頁
以
下
、
四
号
一
頁
以
下
、
五
号
一
頁
以
下
、
一
四
二
巻
二
号
（
平
九
）
一
頁
以
下
。

（
６２
）

田
口
守
一
「
証
人
審
問
・
喚
問
権
と
伝
聞
法
則
」
現
代
刑
事
法
二
巻
八
号
（
平
一
二
）
六
頁
以
下
、
宇
藤
崇
「
伝
聞
法
則
の
意
義
」
法

学
教
室
二
四
五
号
（
平
一
三
）
三
〇
頁
以
下
。

（
６３
）

堀
江
・
前
掲
注
（
６１
）（
六
・
完
）
二
四
頁
。

（
６４
）

松
尾
浩
也
編
著
『
逐
条
解
説
犯
罪
被
害
者
保
護
二
法
』（
有
斐
閣
、
平
一
三
）
九
七
頁
以
下
。

（
６５
）

上
田
國
廣
「
法
制
審
刑
事
法
部
会
で
の
議
論
状
況
に
つ
い
て
」
刑
事
弁
護
二
二
号
（
平
一
二
）
一
〇
三
頁
。

（
６６
）

松
尾
・
前
掲
注
（
６４
）
一
〇
二
頁
。

（
６７
）

と
こ
ろ
で
、
意
見
陳
述
を
行
う
犯
罪
被
害
者
が
憲
法
三
七
条
二
項
に
い
う
「
証
人
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
さ
ら
な
る
検
討

を
要
す
る
。
こ
の
点
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
最
高
裁
は
か
か
る
「
証
人
」
を
「
裁
判
所
の
職
権
に
よ
り
、
又
は
訴
訟
当
事
者
の
請
求
に
よ
り
喚

問
し
た
証
人
」
に
限
定
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
堀
江
・
前
掲
注
（
６１
）（
六
・
完
）
六
頁
以
下
。
そ
の
一
方
で
、
犯
罪
被
害
者
に
よ
る
意
見

陳
述
は
、
制
度
上
、
法
二
九
三
条
第
二
項
の
被
告
人
の
陳
述
（
い
わ
ゆ
る
最
終
弁
論
）
に
類
似
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
神
村
昌

量刑手続と被告人の「対面権」
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道
「
刑
事
訴
訟
法
及
び
検
察
審
査
会
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要
等
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
八
五
号
（
平
一
二
）
六
頁
。
し
た
が
っ
て
、

も
し
こ
れ
ら
の
見
解
に
従
う
な
ら
ば
、
意
見
陳
述
を
行
う
犯
罪
被
害
者
は
憲
法
三
七
条
二
項
に
い
う
「
証
人
」
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
は
、
意
見
陳
述
（
内
容
）
の
有
す
る
機
能
の
観
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
そ
の
実
質
的
な
機
能
に
は
量
刑
資
料
と
し
て
斟
酌
さ
れ
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
以
上
、
意
見
陳
述
は
広
い
意
味

で
の
「
証
拠
」
で
あ
り
、
そ
の
陳
述
を
な
す
者
は
憲
法
三
七
条
二
項
に
い
う
「
証
人
」
と
し
て
理
解
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
６８
）

例
え
ば
、
量
刑
手
続
に
お
け
る
被
告
人
の
対
面
権
を
認
め
た
判
例
の
ひ
と
つ
と
し
て
、U

n
ited

S
tates

v.F
ortier,911

F
.2

d
100

(8
th

C
ir.1990)

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
で
は
、
量
刑
手
続
が
事
実
認
定
中
心
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
証
拠
法
は
量

刑
審
に
お
い
て
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
証
拠
法
と
独
立
し
て
機
能
す
る
対
面
条
項
は
適
用
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、「
対
面
条
項
は
検
察
官
に

信
頼
で
き
る
様
式
で
証
明
を
行
う
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
証
人
に
対
す
る
適
切
な
対
面
の
欠
如
は
事
実
認
定
過
程
の
廉
潔
性

(in
tegrity)

に
疑
義
を
差
し
挟
む
こ
と
に
な
る
」
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
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