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五

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
説
明
の
再
構
成

�

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
が
定
め
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
、「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性｣

、
す
な
わ
ち
、
被
告

人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
事
由
と
し
て
検
察
官
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
事
実
と
し
て
の
同
一
性
を
意

味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
規
定
が
、
訴
因
変
更
の
限
界
を
、
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
概
念
に
よ
っ
て
画
す
る
趣
旨
は

何
処
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
同
規
定
が
、
公
訴
の
提
起
当
初
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
新
た
な
国
家
刑

罰
権
を
発
生
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
に
よ
る
被
告
人
の
刑
事
責
任
の
追
及
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
」
す
る
も
の
と
し
て
、
訴
因

変
更
に
よ
っ
て
は
な
し
え
ず
、
別
個
の
公
訴
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
質
的
根
拠
は
何
処
に
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

�

こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
訴
因
変
更
の
範
囲
を
無
制
限
と
す
る
こ
と
の
弊
害
に
つ
い
て
、
手
続
的
利
益
考
量
説

の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
き
た
次
の
よ
う
な
指
摘
が
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
訴
事
実
」
の
「
任
務
」
と
し
て
、

刑
事
訴
訟
法
三
一
二
条
一
項
に
つ
い
て
（
三
・
完)

脱
「
審
判
対
象
論
」
の
試
み

松

田

岳

士
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訴
因
変
更
を
「
無
限
に
許
し
た
の
で
は
、
一
個
の
手
続
で
被
告
人
の
一
生
の
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
審
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
被
告
人
の

防
御
に
も
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
た
め
、「
そ
の
変
更
に
一
定
の
限
界
を
画
す
る
必
要
が
生
ず
る｣

(

�)

、
あ
る
い
は
、「[

訴

因
〕
変
更
の
範
囲
を
無
制
約
、
無
限
界
と
す
る
」
な
ら
ば
、「
被
告
人
は
一
旦
起
訴
さ
れ
れ
ば
検
察
官
が
有
罪
追
及
の
意
思
の
あ
る
限

り
全
生
活
、
全
行
動
に
つ
い
て
無
限
の
防
御
活
動
を
強
い
ら
れ
、
有
罪
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
」

(

�)

と
の
指
摘
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
指
摘
の
主
眼
は
、

手
続
的
利
益
考
量
説
の
問
題
関
心
に
対
応
し
て

手
続
的
な
意
味
で
、
被
告
人
の
「
防
御
に

…
…
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す｣

、
あ
る
い
は
、
被
告
人
が
「
無
限
の
防
御
活
動
を
強
い
ら
れ
〔
る]

」
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
た
し
か
に
、
訴
因
変
更
の
範
囲
を
無
制
限
と
す
る
こ
と
に
は
、
通
常
、
こ
の
よ
う
な
被
告
人
の
手
続
的
負
担
が
伴
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
手
続
的
問
題
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
一
個
の
手
続
で
被
告
人
の
一
生
の

あ
ら
ゆ
る
部
分
が
審
理
さ
れ
る
こ
と｣
、
あ
る
い
は
、｢

被
告
人
は
一
旦
起
訴
さ
れ
れ
ば
検
察
官
が
有
罪
追
及
の
意
思
の
あ
る
限
り
…
…

有
罪
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
危
険
が
あ
る
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
一
個
の
「
手
続
」
に
よ
っ
て
、
被
告
人
が
、
同
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰

権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
原
因
と
な
る
過
去
の
犯
罪
事
実
を
渉
猟
的
に
探
索
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
一
個
の
「
手
続
」
に

お
い
て
、
刑
罰
関
心
が
質
的
ま
た
は
量
的
に
拡
張
さ
れ
る
こ
と
に
付
随
す
る
副
次
的
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
が
訴
因
変
更
の
限
界
を
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
っ
て
画
す
る
趣

旨
は
、
本
来
的
に
は
、
訴
因
変
更
に
よ
る
「
渉
猟
的
な
処
罰
理
由
の
探
索
」
あ
る
い
は
「
刑
罰
関
心
の
拡
張
」
を
禁
止
す
る
こ
と
に
求

め
ら
れ
る
と
の
考
え
方
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

�

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
を

｢

審
判
対
象
の
事
実
的
範

囲
」
の
問
題
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

｢

公
訴
対
象
の
事
実
的
範
囲
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
る
本
稿
の
立
場
か
ら
再
構
成
す

る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

論 説
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す
な
わ
ち
、
仮
に
訴
因
変
更
の
範
囲
を
無
制
限
と
し
、
一
個
の
公
訴
に
よ
っ
て
被
告
人
の
過
去
の
犯
罪
事
実
を
渉
猟
的
に
探
索
す
る

こ
と
、
あ
る
い
は
、
五
月
雨
式
に
複
数
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
公
訴
は
、
被
告
人
に
対
し
て
、
特
定

の
犯
罪
事
実
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
と
に
か
く
被
告
人
を
処
罰
す
る
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る

た
め
に
、
そ
の
理
由
と
な
る
犯
罪
事
実
を
探
索
す
る
た
め
の
手
段
、
あ
る
い
は
、
公
訴
の
提
起
を
起
点
と
し
て
被
告
人
の
こ
れ
ま
で
の

人
生
に
お
け
る
す
べ
て
の
罪
責
を
追
及
す
る
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
事
訴
追
を
、

ひ
い
て
は
、
刑
事

裁
判
を
も

被
告
人
が
犯
し
た
と
さ
れ
る
特
定
の
犯
罪
事
実
を
審
判
す
る
場
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
全
般

を
追
及
す
る
場
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
が
、
起
訴
状
に
お
け
る
「
公
訴
（
の
対
象
）
事
実
」
の
記
載
は
、（
訴
因

を
明
示
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
訴
因
を
明
示
す
る
に
は)

「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
を
特
定
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
旨
定
め
て
い
る
こ
と
と
も
一
貫
せ
ず
、

(

�)

さ
ら
に
は
、
現
行
刑
事
司
法
制
度
が
前
提
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る

「
行
為
責
任
」
主
義
に
対
応
す
る
刑
事
手
続
の
あ
り
方
と
い
う
意
味
で
も
問
題
を
孕
む
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
が
、
一
方
で
訴
因
変
更
に
よ
る
公
訴
の
対
象
事
実
の
変
更
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
範
囲
を
、

「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」

す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
原
因
と
し

て
検
察
官
が
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
事
実
と
し
て
の
同
一
性

を
害
し
な
い
限
度
に
と
ど
め
た
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
意
味
で
、

「
行
為
責
任
」
主
義
に
対
応
し
た
刑
事
手
続
の
あ
り
方
、
そ
し
て
、
起
訴
状
に
お
け
る
「
公
訴
（
の
対
象
）
事
実
」
の
記
載
・
特
定
方

法
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、
訴
因
変
更
に
よ
る
「
渉
猟
的
訴
追
」
あ
る
い
は
「
訴
追
関
心
の
拡
張
」
を
禁
止
す
る
趣
旨
に
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(

�)

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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(

�)

平
野
龍
一
「
訴
因
概
説(

�)

」
法
曹
時
報
二
巻
一
一
号
（
一
九
五
〇
年
）
一
九
頁
。

(

�)

小
田
中
・
前
掲
註(

�)

一
二
七
頁
。

(
�)

刑
訴
法
二
五
六
条
三
項
が
要
求
す
る
「
罪
と
な
る
べ
き
事
実
」
の
「
特
定
」
は
、
少
な
く
と
も
他
の
刑
罰
権
発
生
原
因
と
な
る
事
実
か

ら
「
識
別
」
で
き
る
程
度
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
は
、
渉
猟
的
な
刑
事
責
任
の
追
及
禁
止
の
要
請
と
無
関
係
で
は
な

い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

こ
れ
は
、｢

い
か
な
る
事
実
を
公
訴
の
対
象
と
し
う
る
か｣

と
い
う
公
訴
の
「
物
的
対
象
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
「
人
的
対
象
」

と
も
対
比
し
て
論
じ
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。
公
訴
の
人
的
対
象
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
二
四
九
条
が
、「
公
訴
は
、
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
定
め
る
こ
と
か
ら
、「
公
訴
の
効
力
の
人
的
範
囲
は
、
物
的
範
囲
と
違
っ
て
固
定
的
で

あ
り
、
起
訴
後
の
変
更
を
許
さ
な
い
」
の
で
あ
り
、「
人
違
い
起
訴
の
場
合
、
後
に
真
犯
人
が
発
見
さ
れ
て
も
、
無
罪
判
決
を
言
い
渡
し
、

真
犯
人
に
つ
い
て
は
別
訴
を
待
っ
て
審
理
す
る
こ
と
に
な
る
」
も
の
と
説
明
さ
れ
る
（
松
尾
浩
也
監
修
『
条
解
刑
事
訴
訟
法』

（
弘
文
堂
、

第
四
版
、
二
〇
〇
九
年
）
四
九
五
頁)

。
す
な
わ
ち
、
公
訴
と
は
、
特
定
の
犯
罪
の
「(

真
）
犯
人
探
し
」
の
た
め
の
審
判
を
裁
判
所
に
請
求

す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
、
起
訴
状
に
お
い
て
公
訴
の
対
象
と
し
て

い
い
か
え
れ
ば
、
刑
事
責
任
の
発
生
主
体
と
し
て

特

定
さ
れ
た
被
告
人
が
（
同
じ
く
起
訴
状
に
お
い
て
特
定
さ
れ
た
公
訴
の
対
象
事
実
の
）
犯
人
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
審
判
を
請
求
す

る
も
の
な
の
で
あ
る
。
他
方
、
公
訴
の
物
的
対
象
に
つ
い
て
は
、「
公
訴
の
効
力
は
、
公
訴
事
実
、
す
な
わ
ち
訴
因
に
だ
け
及
び
、
裁
判
所

は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
み
審
理
判
決
す
る
権
限
と
責
務
を
負
う
（
酒
巻
・
前
掲
註(

�)

六
七
頁)

」
が
、
そ
の
訴
因
そ
れ
自
体
の
変
更
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
新
た
な
訴
因
事
実
も
そ
の
対
象
事
実
と
な
り
う
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
固
定
的
」
で
は
な
く
、
そ
の
人
的
対
象
と

は
扱
い
を
異
に
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
公
訴
の
物
的
対
象
の
変
更
も
無
限
定
で
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
り
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
は
、

訴
因
変
更
に
よ
っ
て
も
、
公
訴
の
対
象
は
、
起
訴
状
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
も
の
と
は
別
個
の
刑
事
責
任
の
発
生
原
因
と
な
る
よ
う
な
事
実

に
は
及
び
え
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
趣
旨
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

六

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準

	

こ
の
よ
う
に
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
、「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性｣

、
す
な
わ
ち
、
検
察
官
が
、
被
告
人
に

論 説
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対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
原
因
と
し
て
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
事
実
と
し
て
の
同
一
性
を
意
味
し
、
刑
訴
法

三
一
二
条
一
項
が
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
を
こ
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
概
念
に
よ
っ
て
画
す
る
趣
旨
が
、
一
個
の
公
訴
に
よ
る

被
告
人
に
対
す
る
「
渉
猟
的
訴
追
の
禁
止｣

、
あ
る
い
は
、「
訴
追
関
心
の
拡
張
禁
止
」
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
訴
因
変
更
の
「
可

否
」
は
、
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
察
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
、
以
下
の
一
連
の
諸
判
例
が
、
複
数
訴
因
間
に
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性｣

、

ひ
い
て
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
当
た
り
援
用
す
る
と
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
非
両
立
性

（
択
一
性)

」
基
準
が
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(

�)

�

す
な
わ
ち
、
最
判
昭
和
二
九
年
五
月
一
四
日
刑
集
八
巻
五
号
六
七
六
頁
は
、「
昭
和
二
五
年
一
〇
月
一
四
日
頃
静
岡
県
長
岡
温

泉
の
ホ
テ
ル
で
Ａ
所
有
の
紺
色
背
広
上
下
一
着
ほ
か
数
点
を
窃
取
し
た
」
と
の
訴
因
と
、「
同
月
一
九
日
東
京
都
内
で
自
称
Ａ
か
ら
紺

色
背
広
上
下
一
着
の
処
分
方
を
依
頼
さ
れ
、
都
内
で
こ
れ
を
質
入
し
て
賍
物
牙
保
（
盗
品
有
償
処
分
あ
っ
せ
ん
）
を
し
た
」
と
の
訴
因

に
つ
い
て
、
両
訴
因
に
お
け
る
背
広
が
「
同
一
物
件
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
本
件
審
理
の
経
過
に
徴
し
、
極
め
て
明
ら
か
で
あ

る
」
か
ら
、
両
訴
因
は
「
と
も
に
Ａ
の
窃
取
さ
れ
た
同
人
所
有
の
背
広
一
着
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
こ
れ
に
関
す
る
被
告
人

の
所
為
が
窃
盗
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
事
後
に
お
け
る
賍
物
牙
保
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
差
異
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
り
、

「
そ
の
日
時
の
先
後
及
び
場
所
の
地
理
的
関
係
と
そ
の
双
方
の
近
接
性
に
鑑
み
れ
ば
、
一
方
の
犯
罪
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
他
方
の
犯

罪
の
成
立
を
認
め
得
な
い
関
係
に
あ
る
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
」
た
め
、「
基
本
的
事
実
関
係
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
解
す
る
を
相
当

と
す
べ
く
、
従
っ
て
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
範
囲
内
に
属
す
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
最
判
昭
和
三
三
年
五
月
二
〇
日
刑
集
一
二
巻
七
号
一
四
一
六
頁
は
、
業
務
上
横
領
の
訴
因
と
商
法
違
反
の
訴
因
に
つ
い
て
、

「
本
件
五
〇
万
円
が
会
社
資
金
中
か
ら
支
出
さ
れ
た
金
員
で
あ
る
こ
と
は
両
者
異
な
る
こ
と
な
く
、
ま
た
こ
の
金
員
の
支
出
が
、
被
告

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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人
…
…
個
人
の
株
式
取
得
の
た
め
に
な
さ
れ
た
業
務
上
横
領
行
為
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
商
法
四
八
九
条
二
号
前
段
に
違
反
す
る
会
社

の
自
己
株
取
得
の
た
め
に
な
さ
れ
た
支
出
行
為
で
あ
る
か
は
、
い
ず
れ
も
被
告
人
…
…
の
会
社
社
長
と
し
て
の
行
為
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
以
上
、
同
一
事
実
の
表
裏
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
か
ら
、
両
訴
因
は
「
択
一
的
関
係
に
あ
つ
て｣

、
前
訴
因
に
後
訴
因

を
択
一
的
に
追
加
し
た
と
し
て
も
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
害
す
る
も
の
で
な
い
」
と
し
た
。

さ
ら
に
、
最
判
昭
和
三
四
年
一
二
月
一
一
日
刑
集
一
三
巻
一
三
号
三
一
九
頁
は
、
家
畜
商
と
し
て
馬
二
頭
の
売
却
方
を
依
頼
さ
れ
、

そ
の
売
却
代
金
中
三
万
円
を
着
服
横
領
し
た
と
い
う
業
務
上
横
領
の
訴
因
と
、
馬
二
頭
を
窃
取
し
た
と
い
う
窃
盗
の
訴
因
に
つ
い
て
、

「
い
ず
れ
も
同
一
被
害
者
に
対
す
る
一
定
の
物
と
そ
の
換
価
代
金
を
中
心
と
す
る
不
法
領
得
行
為
で
あ
っ
て
、
一
方
が
有
罪
と
な
れ
ば

他
方
が
そ
の
不
可
罰
的
行
為
と
し
て
不
処
罰
と
な
る
関
係
に
あ
」
る
と
し
て
、
他
方
、
最
決
昭
和
五
三
年
三
月
六
日
刑
集
三
二
巻
二
号

二
一
八
頁
は
、「
公
務
員
甲
と
共
謀
の
う
え
甲
の
職
務
上
の
不
正
行
為
に
対
す
る
謝
礼
の
趣
旨
で
乙
か
ら
賄
賂
を
収
受
し
た
」
と
い
う

加
重
（
枉
法
）
収
賄
の
訴
因
と
、「
乙
と
共
謀
の
う
え
同
趣
旨
で
公
務
員
甲
に
対
し
て
賄
賂
を
供
与
し
た
」
と
の
贈
賄
の
訴
因
に
つ
い

て
、「
収
受
し
た
と
さ
れ
る
賄
賂
と
供
与
し
た
と
さ
れ
る
賄
賂
と
の
間
に
事
実
上
の
共
通
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
両
立
し
な
い
関
係
に

あ
り
、
か
つ
、
一
連
の
同
一
事
象
に
対
す
る
法
的
評
価
を
異
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
」
る
と
し
て
、
両
訴
因
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ

基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
お
よ
び
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
最
決
昭
和
六
三
年
一
〇
月
二
五
日
刑
集
四
二
巻
八
号
一
一
〇
〇
頁
は
、「『

ｙ
ち
ゃ
ん
』
こ
と
Ｙ
某
と
共
謀
の
上
、
法
定
の
除

外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
二
六
日
午
後
五
時
三
〇
分
こ
ろ
、
栃
木
県
芳
賀
郡
ａ
町
ｂ
番
地
の
被
告
人
方
に
お
い
て
、

右
Ｙ
を
し
て
自
己
の
左
腕
部
に
覚
せ
い
剤
で
あ
る
フ
エ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
約
〇
・
〇
四
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
水
溶
液
約
〇
・

二
五
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
注
射
さ
せ
、
も
つ
て
、
覚
せ
い
剤
を
使
用
し
た
」
と
の
訴
因
と
、「
法
定
の
除
外
事
由
が
な
い
の
に
、
昭
和
六

〇
年
一
〇
月
二
六
日
午
後
六
時
三
〇
分
こ
ろ
、
茨
城
県
下
館
市
ｃ
番
地
の
ｄ
所
在
ス
ナ
ツ
ク
『
Ｚ
』
店
舗
内
に
お
い
て
、
覚
せ
い
剤
で

論 説
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あ
る
フ
エ
ニ
ル
メ
チ
ル
ア
ミ
ノ
プ
ロ
パ
ン
約
〇
・
〇
四
グ
ラ
ム
を
含
有
す
る
水
溶
液
約
〇
・
二
五
ミ
リ
リ
ツ
ト
ル
を
自
己
の
左
腕
部
に

注
射
し
、
も
つ
て
、
覚
せ
い
剤
を
使
用
し
た
」
と
の
訴
因
に
つ
い
て
、「
両
訴
因
は
、
そ
の
間
に
覚
せ
い
剤
の
使
用
時
間
、
場
所
、
方

法
に
お
い
て
多
少
の
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
被
告
人
の
尿
中
か
ら
検
出
さ
れ
た
同
一
覚
せ
い
剤
の
使
用
行
為
に
関
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
事
実
上
の
共
通
性
が
あ
り
、
両
立
し
な
い
関
係
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
」
か
ら
、「
基
本
的
事
実
関
係
に
お
い
て
同
一
で

あ
る
」
と
し
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
認
め
た
。

こ
れ
ら
の
諸
判
例
は
、
新
旧
訴
因
の
主
要
な
事
実
的
要
素

と
り
わ
け
、
具
体
的
な
法
益
侵
害
結
果
な
い
し
行
為

に
共
通
性

が
認
め
ら
れ
、
そ、
う、
で、
あ、
る、
が、
ゆ、
え、
に、
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
実
的
な
い
し
法
律
的
事
由
の
内
訳
と
し
て
、
新
旧
訴

因
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か
存
在
ま
た
は
成
立
し
え
な
い
場
合
に
、「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性｣

、
ひ
い
て
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一

性
」
を
認
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、

(
�)

こ
の
よ
う
な
判
断
基
準
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
を
、「
渉
猟
的
訴
追
の
禁
止
」
な

い
し
「
訴
追
関
心
拡
張
の
禁
止
」
に
求
め
る
本
稿
の
立
場
と
も
親
和
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
犯
罪
を
構
成
す
る
主
要
な
事
実
的
要
素

い
い
か
え
れ
ば
、
国
家
刑
罰
権
の
発
生
事
由
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ

事
実
的
要
素

に
「
共
通
性
」
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
実
的
な
い
し
法
律

的
事
由
の
内
訳
と
し
て
、
い
ず
れ
か
一
方
し
か
存
在
ま
た
は
成
立
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
非
両
立
な
い
し
択
一
的
な
関
係
に
あ
る
訴

因
間
で
変
更
を
認
め
て
も
、
被
告
人
に
対
し
て
、
量
的
に
も
質
的
に
も
、
当
初
と
異
な
る
、
あ
る
い
は
新
た
な
国
家
刑
罰
権
を
生
じ
さ

せ
る
よ
う
な
事
実
に
よ
り
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た
め
、
被
告
人
に
対
す
る
渉
猟
的
訴
追
禁
止
な
い
し
訴
追
関
心

の
拡
張
禁
止
の
趣
旨
に
は
反
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
�)

�

反
対
に
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
認
め
ら
れ
な
い
訴
因
、
い
い
か
え
れ
ば
、
被
告
人
に
対
し
て
国
家
刑
罰
権
が
発
生
し
た
旨
の
主

張
の
内
訳
と
し
て
両
立
な
い
し
併
存
し
う
る
よ
う
な
訴
因
間
の
変
更
は
、
通
常
は
、
異
な
る
、
あ
る
い
は
新
た
な
刑
罰
権
の
発
生
原
因
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と
し
て
そ
の
存
在
が
主
張
さ
れ
る
訴
因
へ
の
変
更
、
す
な
わ
ち
、
訴
追
関
心
の
量
的
な
い
し
質
的
な
拡
張
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
の
訴
因
変
更
が
、
つ
ね
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
被
告
人
に
対
し
て
国
家
刑
罰
権
が
発
生
し
た
旨
の
主
張
の
内
訳
と
し
て
は
両
立
な
い
し
併
存
し
う
る
訴
因
間
の
変
更
で
あ
っ
て
も
、

従
前
よ
り
、
公
訴
事
実
の
「
単
一
性
」
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
通
り

そ
の
間
に
、
た
と
え
ば
、
科
刑
上
一
罪
や
常

習
一
罪
等
の
罪
数
論
上
の
「
一
罪
」
関
係
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
、
実
体
法
上
一
個
の
刑
罰
関
心
に
属
す
る
も
の
と
い
え
る

た
め
、
訴
追
関
心
の
拡
張
に
は
当
た
ら
ず
、「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」
を
害
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

反
対
に
、
併
合
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
訴
因
間
の
変
更
は
、
訴
追
関
心
の
量
的
な
い
し
質
的
な
拡
張
を
意
味
し
、
許
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
、
判
例
は
、「
窃
盗
の
幇
助
を
し
た
者
が
、
正
犯
の
盗
取
し
た
財
物
を
、
そ
の
賍
物
た
る
の
情
を
知
り
な
が
ら
買

受
け
た
場
合
に
お
い
て
は
、
窃
盗
幇
助
罪
の
外
賍
物
故
買
罪
が
別
個
に
成
立
し
両
者
は
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ

る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
右
窃
盗
幇
助
と
賍
物
故
買
の
各
事
実
は
そ
の
間
に
公
訴
事
実
の
同
一
性
を
欠
く
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
し
（
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
二
一
日
刑
集
一
二
巻
二
号
二
八
八
頁)

、
ま
た
、
当
初
の
訴
因
と
併
合
罪
関
係
に
立
つ
よ
う
な

「
事
実
を
訴
追
す
る
に
は
、
訴
因
変
更
請
求
で
は
な
く
追
起
訴
の
手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
」
る
と
す
る
（
最
決
平
成
一
八
年
一
一
月
二

〇
日
刑
集
六
〇
巻
九
号
六
九
六
頁)

。
他
方
、
判
例
は
、
複
数
の
窃
盗
の
訴
因
間
に
お
い
て
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
の
有
無
を
判
断
す

る
」
に
当
た
っ
て
は
、
両
者
が
「
併
合
罪
関
係
に
あ
り
一
罪
を
構
成
し
な
い
」
な
ら
ば
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
は
な
い
」
が
、「
常
習

特
殊
窃
盗
と
し
て
包
括
的
一
罪
を
構
成
す
る
」
な
ら
ば
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
を
肯
定
で
き
る
」
と
し
（
最
判
平
成
一
五
年
一
〇
月

七
日
刑
集
五
七
巻
九
号
一
〇
〇
二
頁)

、
放
火
と
建
造
物
侵
入
の
訴
因
に
つ
い
て
、「
牽
連
関
係
に
立
つ
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
場
合
に

は
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
判
断
を
示
し
て
も
い
る
（
最
決
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
裁
判
集

論 説
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刑
事
三
〇
〇
号
七
一
頁)

。

�

こ
の
よ
う
に
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
を
「
渉
猟
的
訴
追
の
禁
止
」
な
い
し
「
訴
追
関
心
拡
張
の
禁
止
」
に
求
め
る
立

場
か
ら
は
、
判
例
が
援
用
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
な
い
し
「
単
一
性
」
の
判
断
基
準
の
妥
当
性
が
理
論
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
二
重
処
罰
回
避
説
の
立
場
か
ら
も
、「
二
重
処
罰
の
実
質

が
生
じ
る
の
を
回
避
す
る
と
い
う
非
両
立
性
の
基
準
ひ
い
て
は
実
体
法
の
解
釈
と
し
て
犯
罪
の
成
立
が
択
一
的
関
係
で
あ
る
こ
と
こ
そ

が
、
本
質
的
で
判
例
の
根
底
に
流
れ
て
い
る
基
本
思
考
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
旨
の
指
摘
が
あ
る
。

(

�)

た
し
か
に
、
判
例
は
、
主
要
な
要
素
間
に
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
被
告
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
の
発
生
事
由
と
し
て
非
両
立
（
択

一
）
関
係
に
あ
る
複
数
の
訴
因
間
、
あ
る
い
は
、
罪
数
論
上
の
一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
訴
因
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
認
め

て
お
り
、
こ
の
点
に
限
っ
て
は
、
二
重
処
罰
回
避
説
の
下
で
も
そ
の
根
拠
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
よ
う
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
訴
因
に
つ
い
て
は
、「
一
つ
の
刑
罰
権
に
つ
い
て
複
数
の
実
体
判
決
が
下
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る

た
め
」
に
、
訴
因
変
更
に
よ
っ
て
「
こ
の
訴
訟
内
で
の
決
着
を
許
容
」
す
る
こ

(

�)

と
に
も
意
味
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
も
や
は
り
、「
一
個
の
刑
罰
権
し
か
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
二
個
以
上
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
」
こ
と

を
回
避
す
る
と
い
う
同
見
解
の
問
題
関
心
か
ら
は
、
判
例
が
、
当
初
の
訴
因
と
「
併
合
罪
の
関
係
に
あ
る
」
訴
因
に
つ
い
て
は
「
公
訴

事
実
の
同
一
性｣

あ
る
い
は
「
単
一
性｣

を
否
定
し
、

(

�)

そ
の
よ
う
な
「
事
実
を
訴
追
す
る
に
は
、
訴
因
変
更
請
求
で
は
な
く
追
起
訴
の

手
続
に
よ
る
べ
き
で
あ
」
る
と

(

�)

す
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
併
合
罪
関
係
に
立
つ
訴
因
間

の
変
更
が
請
求
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、「
一
個
の
刑
罰
権
に
関
わ
る
二
個
以
上
の
訴
因
に
つ
い
て
別
訴
…
…
を
許
」
す
か
否
か
は

そ
も
そ
も
問
題
と
は
な
ら
ず
、
ま
た
、
か
り
に
併
合
罪
関
係
に
立
つ
訴
因
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
認
め
、
訴
因
変
更
を
許
し

た
と
し
て
も
、「
一
個
の
刑
罰
権
し
か
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
二
個
以
上
の
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
」
よ
う
な
事
態
が
発
生
す
る
お
そ
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れ
は
と
く
に
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
二
重
処
罰
回
避
説
の
も
と
で
判
例
の
立
場
に
理
論
的
根
拠
を
与
え
る

の
は
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

�

他
方
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
に
つ
い
て
手
続
的
利
益
考
量
説
的
な
趣
旨
説
明
を
採
る
見
解
の
な
か
に
も
、
判
例
の
立
場
を
正

当
な
も
の
と
し
て
支
持
す
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
判
断
に
つ
い
て

は
、「
ど
の
範
囲
で
訴
因
変
更
を
許
し
、
一
回
の
訴
訟
で
事
件
を
解
決
し
、
一
事
不
再
理
の
効
力
の
発
生
を
許
す
の
が
合
理
的
か
、
と

い
う
合
目
的
的
判
断
」
で
あ
り
、「
結
局
は
裁
判
所
の
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
の
具
体
的
判
断
に
ま
つ
」
ほ
か
の
な
い
「
具
体
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
益
較
量
を
本
質
と
す
る
」
も
の
と
し
つ
つ
も
、「
訴
因
変
更
の

限
界
は
刑
罰
関
心
の
同
一
と
い
う
こ
と
で
説
明
で
き
る
」
と
説
き
、
そ
の
基
準
に
関
す
る
判
例
の
立
場
を
妥
当
と
す
る
見
解
が
あ
る
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
が
援
用
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
が
、
検
察
官
が
主
張
す
る
新
旧
訴
因
間
に
お
け
る
被
告

人
に
対
す
る
刑
罰
権
の
発
生
事
由
と
し
て
の
同
一
性
な
い
し
単
一
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
具
体
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
」
検
察
官
と
被
告
人
の
手
続
的
利
益
の
較
量
の
「
均
衡
点
」
が
、
な
ぜ
す
べ

て
の
事
件
に
つ
い
て
一
律
に
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
刑
罰
関
心
の
同
一
」
性
に

(

�)

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

(

�)

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、「
一
つ
の
あ
る
行
為
を
ど
の
よ
う
に
見
た
か
だ
け
の
違
い
だ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
あ
る
行
為
が
ち
ょ
っ

と
ず
れ
て
き
た
だ
け
で
あ
れ
ば
、
証
拠
関
係
も
ほ
と
ん
ど
共
通
」
で
あ
る
か
ら
、「
訴
追
側
と
し
て
は
、
一
回
で
終
わ
ら
せ
る
こ
と
の

方
が
利
益
が
大
き
い
」
一
方
で
、「
被
告
人
の
方
も
、
別
訴
で
ま
た
や
ら
れ
る
よ
り
は
、
一
回
の
中
で
防
御
を
尽
く
せ
ば
よ
い
わ
け
で
、

そ
の
範
囲
で
は
規
範
力
も
生
じ
て
、
一
回
の
危
険
は
や
む
を
得
」
ず
、「
権
利
保
護
に
も
欠
け
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
の
説
明
も
な
い

わ
け
で
は
な
い
。

(

�)

た
し
か
に
、
判
例
は
、
両
訴
因
の
主
要
な
要
素
間
に
「
事
実
上
の
共
通
性
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
「
公
訴
事
実
の
（
狭
義
の
）
同

論 説
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一
性
」
を
認
め
る
た
め
の
前
提
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
が
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
事
実
上
は
、
た
と
え
ば
被
害
物
件
や
被
害
者
等
に
関

す
る
「
証
拠
関
係
」
が
共
通
す
る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
判
例
の
い
わ
ゆ
る
「
非
両
立
性
基
準
」
が
「
刑
罰
関
心

の
同
一
」
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
基
準
と
「
証
拠
関
係
」
の
共
通
性
の
間
に
は
、
少
な
く
と
も
論
理
的
な
関
連

性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
罪
数
論
上
の
一
罪
性
」
に
そ
の
判
断
基
準
が
求
め
ら
れ
る

「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
が
問
題
と
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
そ
の
間
に
牽
連
犯
や
常
習
一
罪
と
い
っ
た
罪
数
論
上
の

一
罪
関
係
が
認
め
ら
れ
る
複
数
の
訴
因
事
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
日
時
・
場
所
等
に
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
逆
に
、

「
証
拠
関
係
」
の
共
通
性
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
え
よ
う
。
他
方
、
反
対
に
、「
証
拠
関
係
」
の
共
通
性
を
問
題
と

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
の
訴
因
か
ら
そ
の
犯
人
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
と
い
う
犯
人
隠
避
罪
の
訴

因
へ
の
変
更
や
、
殺
人
罪
の
訴
因
へ
の
そ
の
被
害
者
の
死
体
遺
棄
の
訴
因
の
追
加
の
よ
う
に
、「
刑
罰
関
心
」
を
異
に
し
、
判
例
の
下

で
は
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
害
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
訴
因
変
更
で
あ
っ
て
も
、「
証
拠
関
係
」
が
共
通
す
る
な

ら
ば
、
許
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
よ
う
な
「
刑
罰
関
心
の
同
一
性
」
と
「
証
拠
関
係
の
共
通
性
」
の
間
の
齟
齬
は
、
結
局
、
手
続
的
利
益
考
量
説
の
基
礎
に
あ
る

手
続
法
的
な
問
題
関
心
と
、
判
例
が
援
用
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
の
基
礎
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
実
体
法
的
な
問
題

関
心
の
間
の
本
質
的
な
差
異
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
手
続
的
な
利
益
考
量
と
い
う
観
点
か
ら
も
、

や
は
り
、
判
例
が
援
用
す
る
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
を

政
策
論
的
に
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も

理
論
的
に

根
拠
づ
け
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

判
例
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
複
数
訴
因
が
基
本
的
事
実
関
係
を
同
じ
く
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
す
る
が
（
そ
の
た
め
、

判
例
の
立
場
は
、
一
般
に
、「
基
本
的
事
実
関
係
同
一
説
」
と
呼
ば
れ
る)

、｢

非
両
立
性
」
基
準
は
、
い
わ
ゆ
る
「
共
通
性
」
基
準
と
と
も
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に
、
こ
の
「
基
本
的
事
実
関
係
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
（
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
注
釈
刑
事
訴

訟
法
第
四
巻
』[

小
林
充
＝
前
田
巌]

（
立
花
書
房
、
二
〇
一
二
年
）
四
八
五
頁
参
照)

。

(
�)

判
例
に
は
「
非
両
立
性
」
基
準
の
ほ
か
、｢

共
通
性
」
基
準
を
援
用
す
る
も
の
も
あ
る
と
さ
れ
、
両
基
準
の
関
係
に
つ
い
て
は
議
論
が

あ
る
が
（
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
前
掲
最
決
昭
和
五
三
年
三
月
六
日
に
関
す
る
龍
岡
資
晃
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
�
」
井
上
正

仁
ほ
か
編
『
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選』

（
有
斐
閣
、
第
九
版
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
一
頁
、
河
上
ほ
か
編
・
前
掲
註(

�)

四
八
五
頁
以
下
を

参
照)
、｢
非
両
立
性
」
基
準
は
、｢

共
通
性
」
基
準
の
も
つ
意
義
を
明
確
化
す
る
と
同
時
に
こ
れ
を
補
完
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
検
察
官
が
、
犬
が
射
殺
さ
れ
た
の
で
器
物
損
壊
の
訴
因
で
起
訴
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
人
だ
と
思
っ
て

い
た
こ
と
が
判
明
し
た
た
め
、
殺
人
未
遂
の
訴
因
へ
の
変
更
を
請
求
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
「
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
（
い
わ
ゆ
る
「
錯
誤
事
例
」
の
）
場
合
に
は
、
両
訴
因
の
間
に
は
、「
行
為
」
が
共
通
す

る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
実
的
な
い
し
法
律
的
事
由
の
内
訳
と
し
て
、
い
ず
れ
か
一
方
し
か
存
在
な
い
し
成
立

し
え
な
い
関
係
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
間
の
変
更
を
認
め
て
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
害
し
な
い
（
訴
追
関
心
の
拡
張
に
は
当

た
ら
な
い
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
大
澤
・
前
掲
註(

�)

八
八
頁
も
参
照)

。

他
方
、
た
と
え
ば
、
相
互
に
ア
リ
バ
イ
の
関
係
に
立
つ
同
一
日
時
の
異
な
る
場
所
に
お
け
る
窃
盗
と
殺
人
の
訴
因
や
、
自
動
車
運
転
過
失

致
死
の
訴
因
と
そ
の
犯
人
の
身
代
わ
り
と
な
っ
た
と
い
う
犯
人
隠
避
の
訴
因
の
間
に
は
、
そ
の
法
益
侵
害
の
結
果
に
も
行
為
に
も
「
共
通
性
」

が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
両
者
間
で
の
訴
因
変
更
は
、
ま
さ
し
く
訴
追
関
心
の
質
的
な
拡
張
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、「
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
を
害
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
二
重
処
罰
回
避
説
の
立
場
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
両
訴
因
間
に
「
両
者
い
ず
れ
か
一

方
で
処
罰
す
れ
ば
足
り
、
別
訴
で
有
罪
と
な
れ
ば
二
重
処
罰
の
実
質
が
生
じ
る
よ
う
な
意
味
で
の
両
立
し
な
い
関
係
」
あ
る
い
は
「
刑
罰
権

の
実
現
に
際
し
両
者
が
別
訴
で
有
罪
と
さ
れ
る
と
二
重
処
罰
の
実
質
を
生
じ
る
か
と
い
う
意
味
で
の
両
立
し
得
な
い
関
係
」
が
認
め
ら
れ
な

い
た
め
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
な
く
訴
因
変
更
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
（
酒
巻
匡
「
審
判
・
判
決
の
対
象
�
」
法
学

教
室
三
七
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
八
頁)

。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
（
仮
に
訴
因
変
更
を
許
し
た
と
し
て
も)

「
実
質
的
な

二
重
処
罰
状
態
」
は
発
生
し
な
い
以
上
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
を
、「
実
質
的
な
二
重
処
罰
状
態
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
に
…
…
、

そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
生
じ
る
訴
因
を
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
自
体
を
許
さ
な
い
と
す
る
」
こ
と
に
求
め
る
同
見
解
か
ら
は
、
せ
い
ぜ
い
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「
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
」
を
許
す
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
に
と
ど
ま
り
、「
訴
因
変
更
で
き
な
い
」
と
の
結
論
が
「
当
然
」
に
導
か
れ

る
か
は
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
�)

酒
巻
・
前
掲
註(

�)

六
七
頁
。

(
�)
長
沼
＝
池
田
・
前
掲
註(

�)

一
〇
一
頁
〔
長
沼
発
言]

。

(

�)
前
掲
の
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
二
一
日
、
最
判
平
成
一
五
年
一
〇
月
七
日
、
最
決
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
の
ほ
か
、
最
決
昭
和
二
九

年
二
月
二
一
日
刑
集
一
二
巻
二
号
二
八
八
頁
、
最
決
昭
和
三
三
年
三
月
一
七
日
刑
集
一
二
巻
四
号
五
八
一
頁
、
最
判
昭
和
四
一
年
四
月
一
二

日
判
例
時
報
四
五
一
号
五
五
頁
も
参
照
。

(

�)

最
決
平
成
一
八
年
一
一
月
二
〇
日
刑
集
六
〇
巻
九
号
六
九
六
頁
。

(

�)

田
宮
・
前
掲
註(
	)
六
〇
六
頁
。

(


)

田
宮
・
前
掲
註(

	)
六
〇
六
頁
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、「
訴
因
変
更
を
法
が
許
し
た
根
拠
を
考
え
、
そ
こ

か
ら
説
き
起
こ
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
そ
の
根
拠
を
「
そ
の
範
囲
で
国
家
と
し
て
は
一
個
の
刑
罰
関
心
を
有
し
た
」
こ
と
に
求

め
、「
一
個
の
刑
罰
関
心
に
対
し
て
は
、
法
は
一
回
の
訴
訟
を
用
意
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
説
く
。

(

�)

大
澤
・
前
掲
註(

�)

八
七
頁
も
、「
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
「
刑
罰
権
（
あ
る
い
は
刑
罰
関
心
）
の
一
個
性
」
の
問
題
と
し

て
捉
え
る
見
解
に
つ
い
て
、
そ
の
「
判
断
が
『
合
目
的
性
』
や
『
比
較
考
量
』
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
政
策
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

刑
罰
権
の
一
個
性
か
ら
導
か
れ
た
判
断
基
準
と
こ
の
よ
う
な
判
断
の
基
本
的
性
格
と
の
整
合
性
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
指
摘
す

る
。
な
お
、
田
宮
・
前
掲
註(

)

二
〇
五
頁
以
下
は
、「
刑
罰
関
心
同
一
説
」
に
つ
い
て
、
訴
因
間
の
「
具
体
的
事
実
を
総
合
的
に
評
価
・

対
比
す
る
と
い
う
総
合
評
価
説
」
を
前
提
と
し
て
、「
犯
罪
の
日
時
・
場
所
、
手
段
・
方
法
、
被
害
客
体
な
ど
両
訴
因
を
構
成
す
る
事
実
が

相
互
に
重
複
、
近
接
、
類
似
し
て
い
る
等
の
事
情
上
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
二
個
の
刑
罰
を
加
え
る
の
は
妥
当
で
な
く
、
一
方
が
成
立
す
れ
ば

他
方
は
成
立
し
な
い
と
い
う
刑
罰
関
心
の
択
一
関
係
（
非
両
立
性
）
が
あ
れ
ば
、
公
訴
事
実
は
同
一
と
解
す
べ
き
だ
と
す
る｣

、
あ
る
い
は
、

「
い
わ
ば
総
合
評
価
を
統
括
す
る
指
標
と
し
て
、
刑
罰
関
心
の
一
個
性
を
も
ち
出
す
」
も
の
と
す
る
。
こ
こ
に
「
総
合
評
価
説
」
と
は
、

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
①
訴
因
の
「
要
素
間
の
関
係
を
総
合
的
に
評
価
」
し
、
②
「
検
察
官
と
被
告
人
と
の
間
の
対
立
利
益
を
比
較

考
量
し
て
」
決
定
さ
れ
る
と
す
る
見
解
（
松
尾
・
前
掲
註(

�)

二
六
五
頁
）
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
①
の
（｢

訴
因

と
訴
因
の
比
較
」
と
い
う
）
判
断
方、
法、
は
、
判
断
基
準
の
如
何
を
問
わ
ず
妥
当
す
る
か
ら
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
「
刑
罰
権
の
一
個
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性
」
と
い
う
実
体
法
的
関
心
か
ら
理
解
す
る
見
解
と
も
十
分
に
整
合
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
酒
巻
匡
「
審
判
・
判
決
の
対
象
�
」

法
学
教
室
三
七
八
号
（
二
〇
一
二
年
）
六
六
頁
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
は
「
総
合
評
価
説
」
に
拠
り
つ
つ
、

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
「
二
重
処
罰
回
避
説
」
を
採
る)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
の
判
断
内、
容、
に
関
す
る
手
続
的
利
益

考
量
説
の
考
え
方
と
「
刑
罰
関
心
同
一
説
」
な
い
し
は
判
例
の
立
場
が
理
論
的
に
整
合
し
う
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

(

�)
長
沼
＝
池
田
・
前
掲
註(

�)

一
〇
一
頁
〔
池
田
発
言]

。
ま
た
、
松
本
時
夫
「
訴
因
の
性
格
と
機
能
に
つ
い
て
」
法
曹
時
報
六
〇
巻
六

号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
二
頁
以
下
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、「
変
更
後
の
訴
因
に
つ
い
て
審
理
す
る
場
合
、
変
更
前
の
訴
因
に
つ
い

て
審
理
し
た
結
果
を
ど
こ
ま
で
合
理
的
に
利
用
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
」
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、「
二
重
の
危
険
（
一
事

不
再
理
、
規
範
力)
」
の
問
題
で
も
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
判
例
の
「
基
本
的
事
実
同
一
説
」
は
、「
証
拠
の
共
通
性
や
二
重
の
危
険
と
い
う

一
般
的
な
判
断
基
準
に
照
ら
し
、
十
分
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
。

七

公
訴
事
実
の
「
狭
義
の
同
一
性
」
と
「
単
一
性
」
の
区
別
の
意
義

�

以
上
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
判
例
を
参
照
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の

よ
う
に
ま
と
め
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
新
旧
訴
因
が
、
�
事
実
上
な
い
し
法
律
上
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か

被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
（
国
家
刑
罰
権
が
発
生
し
た
旨
の
主
張
事
由
）
の
内
訳
と
し
て
存
在
ま
た
は
成
立
し
え
な
い

場
合
と
、
�
事
実
上
も
法
律
上
も
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
の
事
由
（
国
家
刑
罰
権
が
発
生
し
た
旨
の

主
張
事
由
）
の
内
訳
と
し
て
存
在
し
か
つ
成
立
し
う
る
場
合
と
に
分
け
て
論
ず
る
の
が
便
宜
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
�
事
実
上
な
い
し
法
律
上
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
し
か
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
事
由
の
内
訳
と
し
て
存
在
な

い
し
成
立
し
え
な
い
と
い
う
（
非
両
立
ま
た
は
択
一
）
関
係
が
認
め
ら
れ
る
複
数
の
訴
因
に
つ
い
て
は
、
そ
の
間
で
の
変
更
を
認
め
て

論 説



(阪大法学) 63 (5 41) 1437 [2014.1]

も
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
事
由
は
数
の
上
で
は
一
個
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
量
的

に
は
、「
新
た
な
」
刑
事
責
任
の
追
及
と
い
う
訴
追
関
心
の
拡
張
に
は
あ
た
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
で
も
、
両
訴
因
が
質
的
に
同
一
の
訴
追
関
心
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
否
か

い
い
か
え
れ
ば
、
当

初
の
訴
因
と
は
「
異
な
る
」
刑
罰
権
の
発
生
原
因
と
な
る
よ
う
な
事
実
か
否
か

は
問
題
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
そ
の
判
断
は
、

新
旧
訴
因
間
に
、
法
益
侵
害
・
危
殆
化
の
結
果
ま
た
は
行
為
の
共
通
性
が
認
め
ら
れ
、
そ、
う、
で、
あ、
る、
が、
ゆ、
え、
に、
両
訴
因
が
被
告
人
に
対

す
る
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
し
て
両
立
し
え
な
い
ま
た
は
択
一
的
な
関
係
に
あ
る
か
否
か
と
い
う
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
刑
事
責
任
は
、
一
定
の
法
益
を
侵
害
ま
た
は
危
殆
化
す
る
行
為
が
実
現
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
新
旧
訴
因
の
間
で
法
益
侵
害
・
危
殆
化
の
結
果
に
も
行
為
に
も
共
通
性
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
両
者
は
質
的
に
「
異
な
る
」

訴
追
関
心
に
属
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(

�)

こ
れ
に
対
し
て
、
�
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
の
内
訳
と
し
て
事
実
上
も
法
律
上
も
併
存
な
い
し
両
立
し
う
る
訴
因

間
の
変
更
（
追
加
）
は
、
旧
訴
因
に
よ
る
刑
事
責
任
に
く
わ
え
て
新
訴
因
に
よ
る
刑
事
責
任
を
も
追
及
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、

通
常
は
、
質
的
に
も
量
的
に
も
訴
追
関
心
の
拡
張
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
許
さ
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
で
も
、
新
旧
訴
因
事
実
の
間
に
、
科
刑
上
一
罪
や
常
習
一
罪
と
い
っ
た
罪
数
論
上
の
「
一
罪
」
関
係
が
認
め

ら
れ
る
な
ら
ば
、
両
者
は
、
そ
の
具
体
的
事
実
の
内
容
に
照
ら
し
て
、
た
と
え
ば
、
目
的
・
手
段
も
し
く
は
原
因
・
結
果
の
関
係
や
常

習
性
の
発
露
等
の
特
別
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
し
て
、
実
体
法
上
、
質
的
に
も
量
的
に
も
一
個
の
刑
罰
権
の
発
生
事
由
あ

る
い
は
一
個
の
刑
事
責
任
の
追
及
事
由
と
し
て
扱
わ
れ
る
た
め
、
訴
因
変
更
を
認
め
て
も
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

�

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
理
解
は
、
基
本
的
に
、
同
概
念
に
つ
い
て
の

「
考
え
方
を
整
理
」
す
る
た
め
に
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
と
、
公
訴
事
実
の
単
一
性
と
い
う
こ
と
と
を
区
別
し
な
け

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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れ
ば
な
」
ら
ず
、
前
者
の
い
わ
ゆ
る
「
狭
義
の
同
一
性
」
は
、「
両
訴
因
が
両
立
し
え
な
い
場
合
の
関
係
」
を
、
後
者
の
「
単
一
性
」

は
「
両
立
し
う
る
場
合
の
関
係
」
を
そ
れ
ぞ
れ
問
題
と
す
る
も
の
だ
と
す
る
見
解
と

(

�)

軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
っ
と
も
、
公
訴
事
実
の
「
狭
義
の
同
一
性
」
と
「
単
一
性
」
を
区
別
す
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
手
続
的
利
益
考
量
説
お
よ

び
二
重
処
罰
回
避
説
の
立
場
か
ら
、
疑
問
を
投
げ
か
け
る
有
力
な
見
解
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
内

容
お
よ
び
趣
旨
説
明
と
の
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
訴
事
実
の
「
狭
義
の
同
一
性
」
と
「
単
一
性
」
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

�

ま
ず
、
手
続
的
利
益
考
量
説
の
考
え
方
を
徹
底
す
る
見
解
の
な
か
に
は
、「『

公
訴
事
実
の
同
一
性
』
は
狭
義
の
同
一
性
に
純
化

し
、
単
一
性
の
問
題
は
こ
れ
と
は
切
り
離
し
て
別
個
に
扱
お
う
と
す
る｣

、
い
わ
ゆ
る
「
単
一
性
解
消
論
」
を
説
く
も
の
が
あ
る
。

(

�)

こ
の
立
場
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、「
狭
義
の
同
一
性
」
こ
そ
が
、「
訴
因
変
更
の
限
界
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
単
一

性
と
峻
別
さ
れ
た
本
来
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
」
な
の
で
あ
り
、「
従
来
公
訴
事
実
の
単
一
性
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
一
個
の

訴
追
と
み
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
個
の
訴
追
か
ど
う
か
は
現
行
法
で
は
訴
因
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
訴

因
の
個
数
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
罪
一
訴
因
の
原
則
の
反
射
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す
る
見
解
や
、

(

�)

「
罪
数
に
よ
る
規
整
」
を
公
訴
事

実
の
「
単
一
性
」
の
問
題
と
同
視
し
て
き
た
従
来
の
学
説
に
対
し
て
、「
も
と
も
と
、『
単
一
性
』
の
観
念
は
、
公
訴
不
可
分
の
原
則

…
…
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
一
罪
の
場
合
を
『
単
一
』
と
す
る
の
も
、
必
然
性
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
」
と
指
摘
す
る
と

同
時
に
、
こ
れ
を
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
は
別
個
の
観
念
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
一
訴
因
一
罪
の
原
則
…
…
と
と
も
に
考
察
す
る
の

が
適
切
だ
」
と
す
る
見
解
を

(

�)

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

�)

手
続
的
利
益
考
量
説
の
下
で
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
訴
因
変
更
と
一
事
不
再
理
の
範
囲
を
め
ぐ

る
被
告
人
と
検
察
官
の
手
続
的
な
利
益
・
不
利
益
の
比
較
考
量
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
「
対
立
利
益
の
比
較
考
量
」

論 説
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の
内
容
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
、「
旧
法
で
は
訴
因
の
制
度
が
な
か
っ
た
た
め
、
被
告
人
の
防
禦
に
対
す
る
奇
襲
を
防
ぐ
機
能
も
同
時

に
公
訴
事
実
に
負
わ
さ
れ
た
…
…
た
め
に
公
訴
事
実
は
か
な
り
狭
く
解
す
る
必
要
が
あ
っ
た
」
の
に
対
し
て
、「
新
法
の
も
と
で
は
、

捜
査
の
制
限
、
証
拠
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
検
察
官
側
の
能
力
が
制
限
さ
れ
、
既
判
力
の
範
囲
を
制
限
す
る
必
要
が
お
こ
る
」
一
方
で
、

「
訴
因
で
奇
襲
が
防
が
れ
る
か
ら
、
極
端
に
い
え
ば
防
禦
の
準
備
期
間
さ
え
与
え
れ
ば
無
限
に
変
更
し
て
も
よ
い
」
と
い
っ
た
事
情
を

考
慮
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
立
場
や
、

(

�)

「
検
察
官
は
一
般
に
広
汎
か
つ
綿
密
な
捜
査
を
と
げ
て
公
訴
を
提
起
し
て
お
り
、
被

告
人
は
、
い
っ
た
ん
起
訴
さ
れ
、
公
判
審
理
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
か
な
り
の
期
間
を
被
告
人
と
し
て
費
や
し
た
上
、
ほ
ぼ
確
実

に
有
罪
判
決
を
受
け
て
い
る
」
と
い
う
「
刑
事
訴
訟
の
現
状
」
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、「
一
回
の
手
続
で
あ
る
程
度
広
く
片
付
く
こ
と

に
し
た
方
が
、
被
告
人
の
利
益
に
合
致
す
る
」
と
い
っ
た
判
断
を
意
味
す
る
と
解
す
る
立
場
を

(

�)

採
る
場
合
に
は
、
た
し
か
に
、
こ
の
よ

う
な
政
策
的
な
考
量
の
結
果
と
、（
刑
罰
権
の
発
生
事
由
と
し
て
の
一
個
性
と
い
う
実
体
法
的
な
問
題
関
心
に
基
づ
く
）
罪
数
論
上
の

一
罪
性
判
断
と
が
常
に
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

実
際
、
手
続
的
利
益
考
量
説
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、「
一
罪
性
が
あ
る
か
ら
必
然
的
に
訴
因
変
更
を
許
容
す
べ
き
で
あ
る
（
単
一

性
が
あ
る
）
と
す
る
思
考
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
一
罪
性
が
あ
る
場
合
で
も
訴
因
変
更
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て

い
こ
う
と
す
る
考
え
方
に
発
展
す
る
契
機
を
内
蔵
し
て
い
る
」
と

(

�)

の
指
摘
も
あ
り
、
ま
た
、
反
対
に
、「
罪
数
に
よ
る
規
整
は
、
手
続

の
安
定
を
は
か
る
と
同
時
に
、
被
告
人
の
利
益
（
一
罪
ご
と
に
一
個
の
無
罪
判
決
を
受
け
る
）
に
資
す
る
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、「
被

告
人
が
こ
の
利
益
を
放
棄
す
る
と
き
は
、
併
合
罪
で
あ
っ
て
も

む
ろ
ん
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

訴
因
変
更
を
許
す
」
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
も
い
る
の

(

�)

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
一
罪
性
が
あ
る
場
合
で
も
訴
因
変
更
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
」
る
の
は
と
も
か
く
、「
併
合

罪
で
あ
っ
て
も
…
…
訴
因
変
更
を
許
す
」
の
は
、
被
告
人
自
身
に
よ
る
利
益
の
放
棄
を
条
件
と
す
る
と
は
い
え
、
結
局
、「
公
訴
の
対

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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象
事
実
の
同
一
性
」
を
害
す
る
訴
因
変
更
、
す
な
わ
ち
、
旧
刑
訴
法
下
で
さ
え
許
さ
れ
な
か
っ
た
、
同
一
訴
追
・
訴
訟
に
お
い
て
被
告

人
に
対
し
て
起
訴
当
初
と
は
別
個
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
を
許
す
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
訴
因
変
更
に

よ
る
訴
追
関
心
の
拡
張
を
許
す
こ
と
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
文
言
に
反
す
る
だ
け
で
な
く
、「
行
為
責
任
」
主
義
に
対
応
す
る

刑
事
手
続
の
あ
り
方
と
の
関
係
で
、
実
質
的
に
も
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

�

他
方
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
を
、「
一
罪
の
関
係
に
あ
る
訴
因
」
お
よ
び
「
別
訴
で
同
時
に
有
罪
と
す
る
こ
と
が
一

個
の
刑
罰
権
に
対
す
る
二
重
（
多
重
）
処
罰
の
実
質
を
有
す
る
訴
因
」
に
つ
い
て
、
い
ず
れ
も
、「
別
訴
そ
の
も
の
を
許
さ
ず
、
訴
因

変
更
に
よ
る
一
回
的
処
理
を
図
る
」
こ
と
の
合
理
性
に
求
め
る
二
重
処
罰
回
避
説
に
よ
れ
ば
、
公
訴
事
実
の
「
単
一
性
」
と
「
狭
義
の

同
一
性
」
の
「
判
断
の
性
格
は
接
近
す
る｣

、

(

�)

あ
る
い
は
、
両
概
念
の
「
区
別
は
不
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
」

(

�)

と
さ
れ
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
訴
因
の
間
で
訴
因
変
更
が
許
さ
れ
る
理
由
は
、「
そ
の
よ
う
な
訴
因
が

別
訴
で
同
時
に
有
罪
と
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
別
訴
そ
の
も
の
を
許
さ
ず
、
訴
因
の
変
更
等
に
よ
る
一
回
的
処
理
を
図
る
こ
と

の
訴
訟
上
の
合
目
的
性
に
求
め
ら
れ
る
」
一
方
で
、「
狭
義
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
「
別
訴
で
同
時
に
有
罪
と
す
る
こ
と
が
一
個

の
刑
罰
権
に
対
す
る
二
重
（
多
重
）
処
罰
の
実
質
を
有
す
る
訴
因
」
に
つ
い
て
は
、「
別
訴
そ
の
も
の
を
許
さ
ず
、
訴
因
変
更
に
よ
る

一
回
的
処
理
を
図
る
こ
と
が
合
理
的
と
い
え
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
両
者
の
判
断
の
性
格
は
接
近
す
る｣

(

�)

、
あ
る
い
は
、
従
来
、「
単

一
性
」
の
問
題
と
説
明
さ
れ
て
き
た
「
類
型
」
と
「
狭
義
の
同
一
性
」
の
問
題
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
「
類
型
」
は
、「
二
重
処
罰

状
態
を
回
避
す
る
た
め
の
訴
訟
手
続
上
の
方
策
・
要
請
と
い
う
制
度
趣
旨
に
お
い
て
」
も
、
ま
た
、「
実
体
法
上
の
非
両
立
性
が
基
準

と
な
る
点
で
も
共
通
で
あ
る
」
か
ら
、「
従
前
の
『
公
訴
事
実
の
単
一
性
』
と
『
狭
義
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
』
の
区
別
は
不
要
と
い

う
こ
と
に
な
る
」
と
さ
れ
る
の

(

�)

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
当
初
の
訴
因
と
の
間
に
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
訴
因
に
つ
い

論 説



(阪大法学) 63 (5 45) 1441 [2014.1]

て
、
別
訴
で
主
張
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
理
由
、
あ
る
い
は
、
訴
因
変
更
に
よ
る
一
回
的
処
理
が
図
ら
れ
る
べ
き
理
由
を
説
明
す
る

も
の
で
は
あ
っ
て
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
害
す
る
訴
因
変
更
が
許
さ
れ
な
い
理
由
を
提
示
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味

で
、
少
な
く
と
も
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
解
釈
論
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
同
見
解
が
、
公
訴
事
実
の
「
単

一
性
」
と
「
狭
義
の
同
一
性
」
の
区
別
を
不
要
と
す
る
根
拠
も
ま
さ
し
く
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

の
意
味
で
の
「
同
一
性
・
単
一
性
統
合
論
」

(

�)

の
妥
当
性
に
も
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

こ
れ
に
対
し
て
、
上
述
の
よ
う
に
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
こ
れ
を
害
す
る
訴
因
変
更
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
、

そ
の

「
可
否
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
限
界
」
を
画
す
る
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
狭
義
の
同
一
性
」
と
「
単
一
性
」
の
区
別
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
改
め
て
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
に
よ
り
訴
因
変
更
の
限
界
が
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
概
念
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
趣
旨
を
、「
渉
猟

的
訴
追
の
禁
止
」
あ
る
い
は
「
訴
追
関
心
の
拡
張
禁
止
」
に
求
め
る
本
稿
の
立
場
の
下
で
は
、
両
訴
因
が
、
公
訴
の
対
象
事
実
が
被
告

人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
事
由
の
内
訳
と
し
て
両
立
し
え
な
い
場
合
と
両
立
し
う
る
場
合
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、
公
訴
事
実
の
「
狭
義
の

同
一
性
」
と
「
単
一
性
」
の
問
題
と
し
て
区
別
し
て
検
討
し
、
か
つ
、
両
者
を
と
も
に
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
「
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
の
内
容
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
は
充
分
な
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
新
旧
訴
因

が
、
被
告
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
が
発
生
し
た
旨
の
検
察
官
の
主
張
の
内
訳
と
し
て
、
�
両
立
し
え
な
い
場
合
（｢

狭
義
の
同
一
性
」

が
問
題
と
な
る
場
合
）
と
、
�
両
立
し
う
る
場
合
（｢

単
一
性
」
が
問
題
と
な
る
場
合
）
と
で
は
、
基
本
的
に
訴
追
関
心
の
拡
張
の
仕

方
が
異
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
も
異
な
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
�
の
場
面
で
は
、
両
訴
因
は
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
事
由
の
内
訳
と
し
て
、
い
ず
れ
か
一
つ
し
か
存
在
な
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い
し
成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
量
的
拡
張
は
問
題
と
な
ら
ず
、
そ
の
質
的
拡
張
だ
け
が
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
場
合
に
は
、
両
訴
因
の
間
に
訴
追
事
由
と
し
て
の
質
的
な
同
一
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
、
法
益
侵
害
・
危
殆
化
の
結
果
ま
た
は

行
為
と
い
う
訴
追
事
由
の
中
核
を
構
成
す
る
要
素
に
「
共
通
性
」
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
か
た
ち
で
判
断
す
れ
ば
足
り
る
こ
と

に
な
る
。
他
方
、
�
の
場
合
に
は
、
両
訴
因
が
、
被
告
人
に
対
す
る
刑
事
責
任
追
及
事
由
の
内
訳
と
し
て
両
立
な
い
し
併
存
し
う
る
の

で
あ
る
か
ら
、
そ
の
（
質
的
な
拡
張
に
加
え
て
）
量
的
な
拡
張
も
問
題
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
両
者
が
、
そ
の
間

に
特
別
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
罪
数
論
上
の
「
一
罪
関
係
」
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
法
上
（
量
的
・
質
的
に
）

ま
と
め
て
一
つ
の
刑
事
責
任
の
発
生
事
由
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
以
外
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

(

�)

い
い
か
え
れ
ば
、
公
訴
事
実
の
「
狭
義
の
同
一
性
」
と
は
、
訴
追
関
心
が
質
的
に
拡
張
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
が
害
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
か
否
か
を
、「
単
一
性
」
は
、
そ
れ
が
量
的
に
も
拡
張
さ
れ
る
た
め
に
そ
れ
が
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
否
か
を
問
題
と
す
る
も
の

な
の
で
あ
り
、

(

�)

そ
の
意
味
で
、
両
概
念
の
区
別
は
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
を
考
え
る
上
で
、
少
な
く
と
も
理
論
的
な
意
義
を
失
っ
て

い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

そ
の
具
体
例
に
関
し
て
は
、
前
掲
註(

�)

参
照
。

(

�)

平
野
・
前
掲
註(

�)

一
〇
二
頁
。

(

	)

大
澤
・
前
掲
註(


)

五
八
頁
。

(

�)

田
宮
・
前
掲
註(

�)

六
〇
三
頁
。

(

)

松
尾
・
前
掲
註(

�)

三
〇
八
頁
。

(

�)

「
単
一
性
解
消
論
」
が
、
従
来
の
「
単
一
性
」
概
念
に
つ
い
て
、「
一
個
の
訴
追
と
み
う
る
か
ど
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と｣

、
あ
る
い

は
、「
公
訴
不
可
分
の
原
則
…
…
と
結
び
つ
く
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
問
題
視
す
る
の
は
、
同
概
念
を
、「
主
張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
と
主

論 説
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張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
の
比
較
の
問
題
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
主
張
さ
れ
る
以
前
の
（
訴
因
と
し
て
構
成
さ
れ
る
以
前
の
）
…
…
事

実
の
同
一
性｣

（
の
一
個
）
を
問
題
と
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
た
上
で
（
平
野
・
前
掲
註(

�)

一
三
九
頁
参
照)

、
そ
の
訴
因
対
象
説
と
の
親

和
性
に
疑
問
を
呈
す
る
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、「
単
一
性
」
概
念
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
、「
一
個
の
事
件
と
し
て
不
可
分
に
取
り

扱
は
れ
る
範
囲
の
問
題
」
で
あ
る
（
小
野
清
一
郎
『
刑
事
訴
訟
法
概
論』

（
法
文
社
、
一
九
五
四
年
）
一
〇
五
頁)

、
あ
る
い
は
、「
訴
訟
の

発
展
を
し
ば
ら
く
捨
象
し
て
、
い
わ
ば
横
断
的
に
静
的
に
観
察
し
た
ば
あ
い
に
事
件
が
一
個
で
あ
る
こ
と
」
を
い
う
（
団
藤
重
光
『
新
刑
事

訴
訟
法
綱
要』

（
創
文
社
、
七
訂
版
、
一
九
六
七
年
）
一
四
九
頁
）
も
の
と
説
明
さ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
、「
公
訴
事
実
を
実

在
的
に
と
ら
え
、
訴
因
の
背
後
に
あ
る
公
訴
事
実
が
潜
在
的
に
せ
よ
審
判
対
象
と
し
て
訴
訟
係
属
す
る
と
の
見
方
（
大
澤
・
前
掲
註(

�)

五

七
頁)

」
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、（
従
来
、「
単
一
性
」
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
）
罪
数
論
上

の
一
罪
性
は
、
か
な
ら
ず
し
も
「
主
張
さ
れ
る
以
前
の
…
…
事
実
の
同
一
性
」
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
れ
は
、
複
数
の
具
体
的
な
訴
因
事
実
間
に
、
た
と
え
ば
、
目
的
・
手
段
ま
た
は
原
因
・
結
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
か
（
牽
連
犯
の

場
合)

、
常
習
性
の
発
露
と
解
さ
れ
る
か
（
常
習
一
罪
の
場
合
）
等
の
関
係
性
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
元
来
、「
主
張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
と
主
張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
の
比
較
」
に
よ
っ
て
し
か
判
断
さ
れ
え
な
い
は
ず
の
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
（
そ
の
具
体
的
な
判
断
方
法
に
関
し
て
は
、
宇
藤
崇
＝
堀
江
慎
司
＝
松
田
岳
士
『
刑
事
訴
訟
法』

（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）

二
二
五
頁

[

松
田
岳
士]

参
照)

。
い
い
か
え
れ
ば
、
一
罪
性
の
判
断
基、
準、
に
つ
い
て
は
、
実
体
法
上
の
罪
数
論
に
求
め
ら
れ
る
た
め
、
具

体
的
な
訴
因
事
実
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
一
般
的
・
抽
象
的
に
論
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
方、
法、
は
、「
訴
因
と
訴

因
の
比
較
」
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
罪
数
論
上
の
一
罪
性
の
問
題
を
、「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」

の
問
題
と
し
て
、（
広
義
の)

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
概
念
の
内
容
に
と
り
こ
む
こ
と
は
、
訴
因
対
象
説
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
く
、

こ
の
点
は
、「
単
一
性
」
を
、
新
旧
訴
因
が
「
両
立
し
う
る
場
合
の
関
係
」
を
問
題
と
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
（
平
野
・
前
掲
註(

�)

一
〇
二
頁
）
に
よ
っ
て
解
決
済
み
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(

�)

平
野
・
前
掲
註(

�)

一
二
九
頁
。

(

�)

松
尾
・
前
掲
註(

�)

二
六
五
頁
。

(

	)

松
尾
浩
也
＝
田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
知
識
』(

有
斐
閣
、
一
九
六
六
年
）
八
三
頁
以
下
〔
田
宮
裕]

）
は
、
単
一
性
が
、「
実
体

法
上
の
罪
数
論
」
の
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
実
体
（
刑
）
法
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
」
な
い
た
め
、「
純
粋
に
訴
訟
上
の
観
念
で

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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あ
る
同
一
性
の
基
準
と
相
異
な
る
」
も
の
で
あ
り
、「
訴
訟
上
の
理
論
か
ら
は
駆
逐
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
公
訴

事
実
の
同
一
性
」
の
判
断
基
準
を
「
防
禦
内
容
」
や
「
証
明
結
果
」
の
同
一
性
に
求
め
る
見
解
（
本
稿
二
�
参
照
）
に
も
妥
当
す
る
こ
と
に

な
ろ
う
。

(
�)
小
田
中
聰
樹
『
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
（
下
）
演
習
編』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
一
四
四
頁
。

(

�)
松
尾
・
前
掲
註(

�)

三
〇
八
頁
。
そ
の
ほ
か
、
田
宮
・
前
掲
註(

�)

六
〇
三
頁
は
、「
従
来
公
訴
事
実
の
単
一
性
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、

一
個
の
訴
追
と
み
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一
個
の
訴
追
か
ど
う
か
は
現
行
法
で
は
訴
因
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は

訴
因
の
個
数
の
問
題
で
あ
っ
て
、
一
罪
一
訴
因
の
原
則
の
反
射
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
…
…
こ
れ
に
対
し
て
、
狭
義
の
同
一
性
が
訴
因
変
更
の

限
界
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
単
一
性
と
峻
別
さ
れ
た
本
来
の
公
訴
事
実
の
同
一
性
の
問
題
で
あ
る
」
と
す
る
。

(

�)

大
澤
・
前
掲
註(
�)
八
八
頁
。

(

	)

酒
巻
・
前
掲
註(


)
六
六
頁
。

(

�)

大
澤
・
前
掲
註(

�)

八
八
頁
。

(

�)

酒
巻
・
前
掲
註(


)

六
六
頁
。

(

)

大
澤
・
前
掲
註(

�)

八
五
頁
以
下
は
、（
二
重
処
罰
回
避
説
以
前
の
見
解
で)

「
同
一
性
・
単
一
性
統
合
論
」
を
採
る
も
の
と
し
て
、
坂

本
武
志
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
に
つ
い
て
」『
司
法
研
修
所
創
立
一
五
周
年
記
念
論
文
集
（
下
）』

（
司
法
研
修
所
、
一
九
六
二
年
）
八
〇
頁
、

香
城
・
前
掲
註(

�)

二
六
一
頁
以
下
、
光
藤
・
前
掲
註(

�)

三
〇
七
頁
以
下
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
見
解
が
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨

を
何
処
に
求
め
て
い
る
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
香
城
・
前
掲
註(

�)

二
六
四
頁
は
、
同
規
定
が
「
訴
因
の
変
更

は
、
公
訴
事
実
の
同
一
性
が
あ
る
範
囲
内
で
許
さ
れ
て
い
る
」
旨
定
め
て
い
る
の
は
、「
明
ら
か
に
、
同
一
事
件
に
属
す
る
二
つ
の
訴
因
を

別
訴
で
訴
追
す
る
こ
と
が
二
重
起
訴
の
禁
止
に
触
れ
る
こ
と
に
対
応
す
る
制
度
で
あ
」
る
と
し
て
い
る
。

(

�)

「
公
訴
事
実
の
単
一
性
」
の
判
断
基
準
を
罪
数
論
上
の
一
罪
関
係
の
有
無
に
求
め
る
最
近
の
判
例
（
前
掲
の
最
判
平
成
一
五
年
一
〇
月

七
日
、
最
決
平
成
二
二
年
二
月
一
七
日
）
も
、
同
様
の
理
解
に
立
つ
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(

�)

な
お
、
訴
因
変
更
制
度
の
趣
旨
を
「
検
察
官
に
そ
の
手
続
で
有
罪
判
決
を
確
保
す
る
手
段
を
与
え
る
」
こ
と
お
よ
び
「
二
重
処
罰
を
回

避
す
る
」
こ
と
に
求
め
つ
つ
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
判
断
に
当
た
っ
て
は
、｢
訴
訟
物
の
量
的
変
更
の
問
題
」
と
「
訴
訟
物
の
質
的
変
更

の
問
題
」
を
区
別
し
て
論
ず
べ
き
こ
と
を
説
く
見
解
と
し
て
、
佐
藤
嘉
彦
「
刑
事
訴
訟
と
民
事
訴
訟
の
交
錯

訴
因
の
特
定
・
変
更
等
に

論 説
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関
す
る
問
題
を
中
心
と
し
て

」
同
志
社
法
学
六
〇
巻
七
号
（
二
〇
〇
九
年
）
八
〇
二
頁
参
照
。

八

お

わ

り

に

�

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
説
明
に
関
す
る
従
来
の
学
説
は
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
訴
因
変
更
の

「
可
否
」
な
い
し
「
限
界
」
の
問
題
を
、
主
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
審
判
対
象
論
」

の
う
ち
、
と
く
に
「
審
判
の
対
象
の
性
質
い

か
ん
の
問
題
」
を
め
ぐ
る
議
論

と
関
連
づ
け
て
議
論
し
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
手
続
的
利
益
考
量
説
や
二
重
処
罰
回
避
説
は
、

「
訴
因
対
象
説
」
の
下
で
、「
公
訴
事
実
」
な
い
し
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
、「
訴
訟
物
を
変
更
す
る
た
め
の
基
礎
た
る
観
念
に
と

ど
ま
り
、
実
在
物
で
は
な
く
、
訴
因
変
更
の
限
界
設
定
の
た
め
の
機
能
概
念
（
操
作
概
念
）
に
す
ぎ
な
い
」

(

�)

と
す
る
理
解
を
前
提
と
し

つ
つ
、
こ
こ
に
、「
訴
因
変
更
の
限
界
設
定
」
の
「
機
能
」
だ
け
で
な
く
、「
二
重
起
訴
禁
止
」
や
「
一
事
不
再
理
」
等
の
「
機
能
」
を

も
最
初
か
ら
織
り
込
ん
だ
議
論
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

(

�)

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
議
論
の
仕
方
に
は
、
公
訴
対
象
論
（｢

い
か
な
る
事
実
が
公
訴
の
対
象
と
な
り
う
る
か
」
と
い
う
公

訴
対
象
の
事
実
的
範
囲
の
問
題
）
と
、
審
判
対
象
論
（｢

い
か
な
る
事
実
が
審
判
の
対
象
と
な
り
う
る
か
」
と
い
う
審
判
対
象
の
事
実

的
範
囲
の
問
題
）
を
区
別
せ
ず
、
ま
た
、
訴
因
変
更
の
限
界
の
問
題
を
後
者
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
て
論
じ
て
き
た
点
に
お
い
て
、

問
題
が
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
が
、
検
察
官
に
よ
り
「
主
張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
と
主
張
さ
れ
た
事
実
（
訴
因
）
の
比
較

の
問
題
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
「
公
訴
の
対
象
（
事
実)

」
の
同
一
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
こ

れ
を
、
直
接
、「
審
判
の
対
象
（
事
実)

」
の
問
題
と
し
て
扱
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
旧
刑
訴
法
下
の
職
権
主
義
的
発
想
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
っ
て
、「
裁
判
所
の
も
つ
嫌
疑
」
と
「
捜
査
機
関
の
も
つ
嫌
疑
」
を
「
断
絶
」
し
た
と
さ
れ
る
現
行
刑
訴
法
の
基
本
構
造
に
そ
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ぐ
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
説
明
に
つ
い
て
も
、「
訴
因
変

更
の
限
界
」
と
い
う
「
公
訴
」
の
問
題
だ
け
で
な
く
、「
二
重
処
罰
の
回
避
」
や
「
一
事
不
再
理
」
と
い
っ
た
、
裁
判
所
の
「
審
判
」

に
関
す
る
問
題
を
も
織
り
込
ん
で
議
論
す
る
こ
と
に
な
り
、

そ
の
結
果
、
手
続
的
利
益
考
量
説
が
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を

「
審
判
の
対
象
の
同
一
性
」
と
読
み
替
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
あ
る
い
は
、
二
重
処
罰
回
避
説
が
、
当
初
の
訴
因
と
の
間
に
「
公

訴
事
実
の
同
一
性
」
が
認
め
ら
れ
る
訴
因
に
よ
る
別
訴
を
許
さ
な
い
と
の
規
範
を
同
規
定
に
読
み
込
ん
で
き
た
こ
と
に
典
型
的
に
見
ら

れ
る
よ
う
に

法
律
の
文
言
（
お
よ
び
判
例
の
立
場
）
か
ら
乖
離
し
た
議
論
を
展
開
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

結
局
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、「
公
訴
事
実
」
を
、「
温
存
さ
れ
た
旧
法
的
概
念
」
と
し
て
「
無
視
」
し
よ
う
と
す
る
あ

(

�)

ま
り
、
反
対
に
、

「
旧
法
的
」
な
発
想
に
接
近
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
同
時
に
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
文
言
解
釈
に
当
た
っ
て
も
、
そ
の
概
念

内
容
の
分
析
を
こ
と
さ
ら
に
回
避
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、「
公
訴
事
実
」
は
、「
事
実
」
と
し
て
「
実
在
」
す
る
も
の

で
は
な
い
が
、「
概
念
」
と
し
て
は
「
実
在
」
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
（
お
よ
び
二
五
六
条
）
の
解

釈
論
を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
内
容
の
検
討
が
不
可
欠
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

�

本
稿
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
関
心
に
基
づ
き
、「
審
判
対
象
（
審
判
の
対
象
事
実)

」
論
と
「
公
訴
対
象
（
公
訴
の
対
象
事

実)

」
論
を
明
確
に
区
別
し
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
を
、「
公
訴
対
象
論
」
に
属
す
る

問
題
（
い
か
な
る
事
実
を
同
一
公
訴
の
対
象
と
し
う
る
か
の
問
題
）
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
趣
旨
説
明

に
つ
い
て
、
そ
の
文
言
に
即
し
た
再
構
成
を
試
み
た
。

す
な
わ
ち
、
現
行
刑
訴
法
上
、「
公
訴
事
実
」
お
よ
び
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
文
字
通
り
、「
公
訴
の
対
象
事
実
」

お
よ
び
「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」
を
意
味
す
る
が
、
こ
こ
に
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
は
、
検
察
官
が
、
被
告
人
に
対

す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
事
由
と
し
て
そ
の
存
在
を
主
張
し
、
裁
判
所
に
そ
の
存
否
お
よ
び
成
否
に
つ
い
て
審

論 説
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判
を
求
め
る
犯
罪
事
実
の
こ
と
を
い
い
、
そ
の
「
同
一
性
」
と
は
、
複
数
訴
因
の
間
で
問
題
と
な
る
、
被
告
人
に
対
す
る
同
一
ま
た
は

単
一
の
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
原
因
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
性
を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
が
、
一
方
で
訴
因
変
更
の
可
能
性
を
認
め
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
「
限
界
」
を
、
上
述
の
よ
う
な
意

味
で
の
「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」
を
害
し
な
い
範
囲
に
限
定
し
た
趣
旨
は
、
一
つ
の
公
訴
に
よ
り
、
被
告
人
に
対
し
て

複
数
の
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
の
禁
止
、
す
な
わ
ち
、「
渉
猟
的
訴
追
」
な
い
し
「
訴
追
関
心
の
拡
張
」
の
禁
止
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

�

「
公
訴
事
実
」
な
い
し
「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
理
解
に
対
し
て
は
、
と
り
わ
け
、「
訴
因
対
象
説
」

の
立
場
か
ら
、
①
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
な
い
し
「
可
否
」
を
、「
公
訴
対
象
論
」
の
問
題
と
し
て
扱
う
点
に
お
い
て
、「
公
訴
の
効
力

は
、
公
訴
事
実
、
す
な
わ
ち
訴
因
に
だ
け
及
び
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
み
審
理
判
決
す
る
権
限
と
責
務
を
負
う
」
と
い
う

「
審
判
の
対
象
に
関
す
る
基
本
命
題
」

(

�)
に
反
す
る
と
の
批
判
が
、
ま
た
、
②
「
公
訴
事
実
」
に
「
訴
因
」
と
は
異
な
る
独
自
の
意
味
を

認
め
、
ま
た
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
「
訴
追
関
心
の
同
一
性
」
と
理
解
す
る
点
に
お
い
て
、「
訴
因
の
背
後
に
刑
罰
関
心
の
対
象

と
な
る
犯
罪
事
実
を
想
定
し
、
そ
れ
を
審
判
の
対
象
と
考
え
る
」

(

�)

も
の
だ
と
す
る
（
些
か
「
紋
切
型
」
の
）
批
判
が
予
想
さ
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
②
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
、「
公
訴
事
実
」
と
は
、「
公
訴
の
対
象
と
さ
れ
た
」
と
い
う
事
実
の
「
属

性
」
な
い
し
「
性
質
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
を
観
念
す
る
た

め
に
、「
公
訴
事
実
を
実
在
的
に
と
ら
え
る
」
必
要
も
、
ま
た
、
訴
因
の
形
を
と
る
以
前
の
「
社
会
的
事
実
」
や
「
刑
罰
関
心
の
対
象

と
な
る
犯
罪
事
実
」
を
想
定
す
る
必
要
も
な
く
、
そ
う
す
る
も
の
で
も
な
い
。

(
�)

こ
こ
に
「
公
訴
の
対
象
と
さ
れ
た
」
と
い
う
事
実
の

「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
検
察
官
が
、
被
告
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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生
事
由
と
し
て
そ
の
存
在
を
主
張
し
、
そ
の
存
否
お
よ
び
成
否
に
つ
い
て
の
審
判
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
対
象
と
さ
れ
た
」
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
「
公
訴
の
対
象
」
事
実
は
、
訴
訟
上
、「
訴
因
」
事
実
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、「
訴

訟
上
実
在
す
る
の
は
検
察
官
の
主
張
と
し
て
の
訴
因
の
み
」
な
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
公
訴
事
実
」
は
、「
訴
因
」
事
実
と
、

同
一
の
事
象
（
具
体
的
に
は
、
訴
因
事
実
）
を
指
示
対
象
と
す
る

す
な
わ
ち
、
同
一
の
「
事
実
」
に
関
す
る
「
属
性
」
な
い
し

「
性
質
」
を
意
味
す
る

語
で
あ
る
が
、
前
者
は
後
者
の
よ
り
抽
象
的
な
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
を
意
味
す
る
概
念
な
の
で
あ

る
。

(

�)

「
公
訴
事
実
」
と
「
訴
因
」
の
関
係
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
す
る
な
ら
ば
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
と
は
、
複

数
訴
因
間
で
問
題
と
な
る
、
こ
の
よ
う
な
「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
し
て
の
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質｣

、
よ
り
具
体
的
に
は
、「
被
告

人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
事
由
と
し
て
そ
の
存
在
が
主
張
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
「
属
性
」
な
い
し

「
性
質
」
の
「
同
一
性
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、
ま
さ
し
く
、
訴
因
と
訴
因
の

間
の
関
係
性
を
表
す
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
本
稿
に
お
い
て
、「
渉
猟
的
訴
追
」
ま
た
は
「
訴
追
関
心
の
拡
張
」
の

禁
止
が
、
複
数
訴
因
の
間
の
相
対
的
関
係

す
な
わ
ち
、
新
訴
因
が
、
当
初
の
訴
因
と
の
関
係
で
、
そ
れ
と
は
異
な
る
、
あ
る
い
は
、

新
た
な
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
刑
事
責
任
）
の
発
生
を
主
張
す
る
も
の
か
否
か

を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

②
の
点
に
つ
い
て
以
上
の
よ
う
な
前
提
に
立
つ
と
き
、「
公
訴
の
対
象
事
実
」
と
し
て
訴
訟
上
実
在
す
る
の
は
「
訴
因
」
事
実
の
み

で
あ
る
以
上
、
①
の
点
に
つ
い
て
も
、「
公
訴
の
効
力
は
、
公
訴
事
実
、
す
な
わ
ち
訴
因
に
だ
け
及
び
、
裁
判
所
は
、
こ
れ
に
つ
い
て

の
み
審
理
判
決
す
る
権
限
と
責
務
を
負
う
」
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
に
い
う
「
訴
因
」
に
は
、
刑
訴
法
三

一
二
条
一
項
に
よ
り
変
更
が
請
求
さ
れ
、

「
公
訴
の
対
象
事
実
と
し
て
の
同
一
性
」
を
害
し
な
い
と
し
て

こ
れ
が
許
さ
れ
た

論 説
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場
合
に
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
新
「
訴
因
」
を
も
含
み
う
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
は
、
公
訴
の
効
力
は
、

訴
因
変
更
の
結
果
と
し
て
、
変
更
後
の
訴
因
事
実
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
こ
と
が
、「
事
件
が
単
一
で
あ
る
か
ぎ
り
、
公
訴

の
効
力
は
当
然
に
そ
の
全
部
に
及
ぶ｣

、
あ
る
い
は
、「
事
件
が
同
一
で
あ
る
か
ぎ
り
、
公
訴
の
効
力
は
こ
れ
に
及
ぶ
」
と
い
っ
た
事
態

を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

(

�)

�

こ
の
よ
う
に
、「
公
訴
事
実
」
は
、（｢

公
訴
の
対
象
と
さ
れ
る
」
と
い
う
）
事
実
の
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
を
、
ま
た
、

「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、（
訴
因
間
で
問
題
と
さ
れ
る
）
そ
の
よ
う
な
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
の
「
同
一
性
」
を
意
味
す
る

用
語
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
し
く
事
実
に
関
す
る
「
概
念
」
お
よ
び
訴
因
間
の
「
関
係
性
」
を
表
わ
す
術
語
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
を
「
機
能
概
念
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
必
要
性
、
あ
る
い
は
、
妥
当
性
に
つ
い
て
は
疑
問
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

一
般
に
、
法
律
上
の
「
概
念
」
に
は
、
制
度
上
一
定
の
機
能
を
担
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
、
実
際
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
も
、
現

行
刑
事
手
続
に
お
い
て
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
の
ほ
か
、
二
重
起
訴
禁
止
や
一
事
不
再
理
効
等
の
範
囲
を
画
す
る
機
能
を
担
う
も
の

と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
概
念
が
こ
れ
ら
の
各
機
能
を
担
う
実
質
的
根
拠
は
、
か
な
ら
ず
し
も
同
一
ま
た
は
単
一
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
、
各
機
能
ご
と
に
、
関
連
規
定
・
規
範
の
内
容
・
趣
旨
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。「
公
訴
事
実
の
同

一
性
」
を
、｢

審
判
対
象
論
」
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
た
上
で
、
敢
え
て
「
機
能
概
念
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
同
概
念
が
担
う
各
「
機

能
」
お
よ
び
そ
の
前
提
と
な
る
各
規
定
・
規
範
の
内
容
・
趣
旨
を
混
同
し
、
そ
の
間
の
関
係
に
関
す
る
き
め
細
か
な
検
討
を
妨
げ
る
と

同
時
に
、
訴
因
変
更
の
「
限
界
」
を
画
す
る
機
能
に
関
し
て
も
、
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
文
言
か
ら
乖
離
し
た
「
解
釈
」
を
導
く
お

そ
れ
が
あ
る
。
手
続
的
利
益
考
量
説
や
二
重
処
罰
回
避
説
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
「
機
能
」
論
の
陥
穽
に
陥
っ
た
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
よ
う

(

�)

。

�

刑
訴
法
三
一
二
条
一
項
の
内
容
お
よ
び
趣
旨
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
本
稿
の
理
解
は
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
訴
因
の
順
次

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)
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的
変
更
の
可
否
、
罪
数
変
化
を
伴
う
場
合
の
訴
因
変
更
の
可
否
等
の
関
連
諸
問
題
に
対
す
る
考
え
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
問
題
の
検
討
に
つ
い
て
は
他
日
を
期
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

(
�)
田
宮
・
前
掲
註(

�)

五
七
八
頁
。

(

�)
田
宮
・
前
掲
註(

�)

五
七
六
頁
も
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
と
は
、
起
訴
状
に
書
か
れ
た
公
訴
事
実
（
訴
因
）
を
基
準
に
こ
れ
を
変
更

す
る
の
が
妥
当
な
範
囲
、
し
た
が
っ
て
一
事
不
再
理
の
働
く
範
囲
は
ど
の
程
度
が
妥
当
か
と
い
う
機
能
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
す
る
。

(

�)

松
尾
・
前
掲
註(

�)

四
一
頁
。

(

�)

酒
巻
・
前
掲
註(
�)

六
七
頁
。

(

	)

大
澤
・
前
掲
註(

)
八
七
頁
。

(

�)

松
尾
・
前
掲
註(

�)
四
一
頁
が
、「
公
訴
事
実
の
同
一
性
」
を
（｢

審
判
対
象
事、
実、
の
同
一
性
」
で
は
な
く)

「
審
判
対
象
の
同
一
性
」

と
読
み
替
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
も
、「
審
判
の
対
象
と
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
事
実
の
「
属
性
」
を
問
題
と
す
る
趣
旨
と
し
て

理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
の
立
場
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
用
語
法
に
倣
う
と
す
れ
ば
、「
公
訴
事
実
」
お
よ
び
「
公

訴
事
実
の
同
一
性
」
は
、（｢

事
実
」
の
語
を
と
っ
て
）
そ
れ
ぞ
れ
「
公
訴
対
象
」
お
よ
び
「
公
訴
対
象
の
同
一
性
」
と
読
み
替
え
る
べ
き
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、「
公
訴
」
は
、「
事
実
」
だ
け
で
な
く
、「
人
（
す
な
わ
ち
、
被
告
人)

」
を
も
そ
の
「
対
象
」
と
し
う
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
を
区
別
す
る
と
い
う
意
味
で
も
、「
事
実
」
の
語
は
必
要
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(

�)

こ
の
意
味
で
の
事
実
の
「
属
性
」
な
い
し
「
性
質
」
の
抽
象
度
は
、「
訴
因
の
形
を
と
る
以
前
」
の
事
実
（
法
律
構
成
を
経
る
前
の
社

会
的
事
実
）
で
あ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、「
訴
因
の
背
後
に
刑
罰
関
心
の
対
象
と
な
る
犯
罪
事
実
を
想
定
」
す
る
か
否
か
と
い
っ
た
、
い

わ
ば
時
間
的
・
場
所
的
な
前
後
関
係
と
は
次
元
を
異
に
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
訴
因
事
実
の
（
よ
り
抽
象
的
な
）
一
属
性
を
意
味
す

る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
本
稿
の
立
場
は
、「『

犯
罪
の
嫌
疑
』
が
ま
ず
存
在
し
、
訴
因
は
そ
の
具
体
的
認
識
を
示
す
も
の
だ
」

と
い
う
「
模
写
説
的
思
考｣

（
松
尾
・
前
掲
註(

)

二
六
七
頁
）
や
、「
公
訴
事
実
こ
そ
が
実
在
す
る
も
の
で
…
…
、
訴
因
は
こ
れ
に
法
律
的

加
工
を
加
え
た
表
象
で
あ
」
る
と
す
る
「
実
在
説｣

（
田
宮
・
前
掲
註(

�)
二
〇
二
頁
）
と
は
無
縁
で
あ
り
、「
公
訴
事
実
」
を
、
ま
さ
し
く

「
観
念
形
象
」
と
し
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
稿
四
�
に
お
い
て
、「
公
訴
の
対
象
事
実
」
に
つ
い
て
、「
検
察
官
が
、
公
訴
を

行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
対
象
と
し
て
、
被
告
人
に
対
す
る
国
家
刑
罰
権
（
ま
た
は
、
被
告
人
の
刑
事
責
任
）
の
発
生
原
因
と
し
て
そ
の
存
在

論 説
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を
『
主
張
』
す
る
事
実
で
あ
る
」
と
し
た
の
も
、
こ
の
趣
旨
に
お
い
て
で
あ
る
。

(

�)

団
藤
・
前
掲
註(

�)

一
四
八
頁
、
一
五
二
頁
。
同
書
は
、
さ
ら
に
、「
事
実
上
、
事
件
の
一
部
だ
け
に
つ
い
て
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
て

も
、
そ
の
効
力
は
当
然
に
事
件
の
全
部
に
及
」
び
、「
起
訴
状
の
摘
示
に
も
れ
た
部
分
に
つ
い
て
公
訴
の
提
起
が
あ
っ
て
も
、
観
念
的
な
い

し
潜
在
的
に
は
審
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い｣

、
あ
る
い
は
、「
事
件
の
同
一
性
の
範
囲
内
で
は
、
…
…
訴

因
・
罰
条
の
追
加
・
変
更
が
許
さ
れ
、
現
実
の
審
判
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
本
稿
は
、「
公
訴
事
実
」
を
実

在
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、「
公
訴
の
対
象
と
さ
れ
る
」
と
い
う
「
訴
因
」
事
実
の
（
よ
り
抽
象
的
な)

「
属
性
」
を
表
す
概
念
と
し
て
理

解
す
る
点
に
お
い
て
こ
の
見
解
と
は
基
本
的
な
立
場
を
異
に
し
て
お
り
、
公
訴
の
効
力
は
訴
因
に
し
か
及
ば
な
い
が
、
訴
因
が
変
更
さ
れ
た

場
合
に
は
そ
こ
に
も
及
ぶ
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、「
事
件
」
が
、「
観
念
的
な
い
し
潜
在
的
に
…
…
審
判
の
対

象
と
な
っ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
新
「
訴
因
」
が
、
結、
果、
的、
に、
（e

v
e

n
tu

ally

）
同
一
の
公
訴
（
な
い
し
審
判
）
の
対
象
と
な、
る、
の
で
あ

る
。

(

�)

こ
の
問
題
は
、
両
見
解
が
、「
審
判
対
象
論
」
の
射
程
を
充
分
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
無
批
判
に
受
け
継
ぎ
、
展
開
し
よ
う
と
し
た

こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
そ
の
帰
結
を
、「
講
学
概
念
を
用
い
る
こ
と
な
く
、

で
き
る
限
り
条
文
テ
キ
ス
ト
の
『
解
釈
』
…
…
に
よ
っ
て
説
明
す
る
試
み
（
酒
巻
匡
「
刑
事
訴
訟
法
理
論
の
現
代
的
意
義
」
井
上
正
仁
＝
酒

巻
匡
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』(

有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
七
頁)

」
の
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

＊

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ)
「
司
法
取
引
に
関
す
る
日
欧
間
の
比
較
研
究｣

（
平
成
一
九
〜
二
二
年
）
の
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

刑事訴訟法三一二条一項について（三・完)


