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訴
訟
手
続
濫
用
法
理
の
展
開
と
「
刑
事
手
続
打
切
り
論
」

─
─
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
判
例
の
動
向
を
参
考
に
─
─

岩　
　

﨑　
　
　
　
　

正

一　

は
じ
め
に

二　

M
oevao

判
決
と
そ
の
意
義

三　

そ
の
後
の
判
例
の
展
開

四　

わ
が
国
の
刑
事
手
続
打
切
り
論
に
与
え
る
示
唆
と
私
見
と
の
関
係

五　

お
わ
り
に
─
─
今
後
の
課
題

一　

は
じ
め
に

　

わ
が
国
に
お
け
る
「
刑
事
手
続
打
切
り
論
」
は
、
一
九
六
〇
年
代
こ
ろ
か
ら
理
論
的
、
実
践
的
に
一
般
化
し
た
「
公
訴
権
濫
用
論
」

を
、
そ
の
嚆
矢
と
し
て
発
展
し
て
き
た
。
そ
の
後
、
周
知
の
と
お
り
、
①
嫌
疑
な
き
起
訴
、
②
不
起
訴
相
当
の
起
訴
、
③
違
法
捜
査
に

基
づ
く
起
訴
と
い
う
三
類
型
を
中
心
に
議
論
さ
れ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
類
型
に
非
類
型
的
訴
訟
条
件
と
し
て
の
地
位
を
与
え
、
訴
訟
条
件
の
枠
内
で
説
明
す
る
見
解
が
現
れ
た
。
と
こ

ろ
が
、
最
高
裁
が
、
憲
法
三
七
条
一
項
に
基
づ
く
迅
速
裁
判
違
反
に
よ
る
免
訴
と
い
う
判
断
を
示
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
検
察

（
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官
に
よ
る
公
訴
提
起
行
為
の
「
濫
用
」
と
は
言
い
難
い
事
態
に
対
し
、
こ
れ
を
「
公
訴
権
濫
用
論
」
の
範
疇
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
か
と
い
う
問
題
が
提
起
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
本
来
の
「
濫
用
」
事
例
と
の
差
異
を
明
確
に
意
識
す
べ
き
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ

れ
た
だ
け
で
な
く
、
前
記
三
類
型
に
対
し
て
理
論
的
な
分
類
と
し
て
積
極
的
な
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
に
も
疑
問
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
。

さ
ら
に
は
、「
公
訴
権
濫
用
の
抑
制
を
憲
法
の
平
面
に
引
き
あ
げ
」
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
現
れ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
最
高
裁
は
、
昭
和
五
五
年
の
決
定
で
、「
検
察
官
の
裁
量
権
の
逸
脱
が
公
訴
の
提
起
を
無
効
な
ら
し
め
る
場
合
の

あ
り
う
る
こ
と
」
を
肯
定
し
た
も
の
の
、
そ
れ
は
「
た
と
え
ば
公
訴
の
提
起
自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に

限
ら
れ
る
」
と
し
た
。
こ
の
昭
和
五
五
年
決
定
以
降
、「
公
訴
権
濫
用
論
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
一
時
ほ
ど
の
勢
い
は
無
く
な
り
、
閉

塞
状
態
に
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
裁
判
所
が
被
告
人
の
救
済
あ
る
い
は
一
定
の
政
策
的
観
点
か
ら
「
手
続
を
打
切
る
」
こ
と
を
統
一
的

に
説
明
す
る
見
解
や
、
実
体
法
の
観
点
か
ら
処
罰
の
必
要
性
と
刑
罰
の
有
効
性
が
低
下
す
る
場
合
を
、
法
律
上
明
記
さ
れ
て
い
な
い

「
刑
罰
消
滅
事
由
」
と
し
て
認
め
て
手
続
を
打
切
る
べ
き
だ
と
す
る
見
解
な
ど
、
新
た
な
視
点
か
ら
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
も
の
が
登

場
し
た
。
ま
た
、「
訴
訟
そ
の
も
の
」
の
不
許
容
性
と
い
う
観
点
を
取
り
入
れ
て
訴
訟
条
件
論
を
再
構
成
し
、
訴
訟
条
件
の
枠
内
で
の

説
明
を
試
み
る
も
の
も
あ
る
。

　

他
方
、
裁
判
実
務
に
お
い
て
は
、
前
記
昭
和
五
五
年
決
定
以
降
も
、
公
訴
権
濫
用
な
い
し
手
続
の
打
切
り
が
争
点
と
な
っ
た
。
最
近

も
、
訴
訟
能
力
の
欠
如
お
よ
び
そ
の
回
復
の
見
込
み
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
公
訴
棄
却
判
決
を
言
い
渡
し
た
事
例
が
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
、
現
在
で
も
刑
事
弁
護
実
務
に
お
い
て
、
公
訴
権
濫
用
な
い
し
手
続
の
打
切
り
の
主
張
は
行
わ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
多
く
の

場
合
、
そ
れ
ら
は
主
た
る
争
点
と
し
て
で
は
な
く
、
付
随
的
な
被
告
人
・
弁
護
人
側
の
防
御
手
段
の
一
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
他
に
有
効
な
論
拠
が
な
い
よ
う
な
場
合
に
、
あ
る
い
は
、
認
め
ら
れ
る
可
能
性
の
低
さ
を
認
識
し
つ
つ

も
訴
訟
上
の
印
象
効
果
な
ど
に
期
待
し
て
、
公
訴
権
濫
用
な
い
し
手
続
の
打
切
り
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
訴
権
濫
用
や
手
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続
打
切
り
の
主
張
が
、
こ
の
よ
う
な
法
的
主
張
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
前
記
昭
和
五
五
年
決
定
の
存
在
に
加
え
て
、
そ
の
理

論
構
成
に
い
ま
だ
十
分
な
説
得
力
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
公
訴
権
の
濫
用
」

を
中
心
に
据
え
る
諸
学
説
は
、
検
察
官
の
訴
追
行
為
と
無
関
係
に
手
続
を
打
切
る
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
統
一
的
に
説
明
で

き
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
ま
た
、
比
較
的
近
時
の
有
力
説
に
つ
い
て
も
、
手
続
打
切
り
を
正
当
化
す
る
根
拠
、
打
切
り
の
判
断
基

準
の
点
に
つ
き
、
課
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
新
た
な
理
論
を
構
築
す
る
必
要
性
は
、
こ
の
点
に
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
医
療
行
為
な
ど
、
高
度
の
特
殊
性
・
専
門
性
を
も
ち
、
社
会
的
に
も
必
要
と
さ
れ
る
領
域
に
お
い
て
事
故
が
発
生
し
た

と
き
、
そ
れ
が
犯
罪
と
し
て
立
件
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
行
為
者
を
処
罰
す
る
こ
と
を
回
避

す
る
手
段
と
し
て
「
刑
事
手
続
の
打
切
り
」
が
有
用
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
刑
事
手
続
の
打
切
り
」
に
関
す

る
理
論
を
再
構
築
す
る
こ
と
は
、
今
後
の
刑
事
司
法
の
在
り
方
と
い
う
点
で
も
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
の
発
展
に
伴
い
日
々

新
た
な
技
術
が
開
発
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
関
連
す
る
行
為
が
刑
事
規
制
の
対
象
に
な
っ
た
場
合
に
、
そ
の
専
門
性
ゆ
え
に
、
刑
事

責
任
を
問
う
こ
と
が
技
術
の
進
歩
を
阻
害
し
て
し
ま
う
な
ど
の
弊
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
刑
事
手
続
の
打
切
り
」
に
関
す
る
理
論
構
築
の
要
請
に
応
え
る
た
め
に
は
、
比
較
法
の
観
点
か
ら
の
考
察
が
有
益
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
刑
事
手
続
の
打
切
り
に
関
連
す
る
比
較
法
的
な
研
究
が
存
在
し
た
。
そ
の
一
つ
に
、
英
連
邦
系
諸

国
に
お
い
て
発
達
し
た
判
例
法
理
で
あ
る
「
訴
訟
手
続
濫
用
（A

buse of Process

）
の
法
理
」
が
あ
る
。
同
法
理
は
、
裁
判
所
の

「
固
有
の
権
限
」
と
し
て
、
裁
判
手
続
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
手
続
を
打
切
る
権
限
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
（
そ
の
意

味
で
、
同
法
理
は
「
訴
訟
」
手
続
の
濫
用
を
問
題
と
し
て
い
る
。）。
同
法
理
は
、
イ
ギ
リ
ス
だ
け
で
は
な
く
、
カ
ナ
ダ
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
香
港
な
ど
で
、
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
合
い
な
が
ら
判
例
上
発
展
し
て
い
る
。

　

既
に
、
同
法
理
に
関
し
て
、
諸
外
国
に
お
け
る
手
続
打
切
り
論
の
発
展
の
一
つ
と
し
て
紹
介
す
る
も
の
や
、
違
法
な
捜
査
や
お
と
り

（
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捜
査
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
同
法
理
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る

M
oevao

判
決
の
内
容
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
判
例
の
展
開
を
概
観
す
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
は
、
後
に
見
る
よ
う

に
、
わ
が
国
の
刑
事
手
続
打
切
り
論
を
考
え
る
上
で
の
基
本
的
視
座
に
つ
き
、
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
るM

oevao

判
決
と
そ
の
後
の
判
例
の
展
開
が
他
の
英
連
邦
系
諸
国
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
同
法
理
の

発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
近
年
に
お
い
て
も
同
法
理
に
関
す
る
判
例
の
動
き
が
活
発
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
国
の

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
に
つ
い
て
の
判
例
か
ら
得
ら
れ
る
示
唆
を
踏
ま
え
、
前
稿
で
示
し
た
「
刑
事
手
続
打
切
り
」
に
関
す
る
私
見
と

の
関
連
に
つ
い
て
も
述
べ
た
い
。

二　
M

oevao
判
決
と
そ
の
意
義

1　

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
概
要

　

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
は
、
当
初
は
民
事
訴
訟
手
続
の
分
野
で
発
展
し
た
判
例
法
理
で
あ
り
、
一
〇
〇
年
以
上
も
前
か
ら
存
在
す
る

と
い
わ
れ
る
。
そ
の
後
、
同
法
理
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
の
領
域
に
お
い
て
も
承
認
さ
れ
、
一
九
六
四
年
のConnelly

判
決
か
ら
現
在

ま
で
の
約
五
〇
年
間
に
、
英
連
邦
系
諸
国
を
中
心
に
様
々
な
形
で
発
展
を
遂
げ
た
。

　

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
っ
た
イ
ギ
リ
ス
貴
族
院
のConnelly

判
決
は
、
一
事
不
再
理
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
訴
訟

手
続
濫
用
の
法
理
に
も
言
及
し
て
い
る
。
事
案
の
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
強
盗
の
機
会
に
殺
人
を
行
っ
た
と

し
て
、（
そ
れ
ま
で
の
判
例
に
よ
り
謀
殺
罪
と
他
の
犯
罪
を
一
つ
の
起
訴
状
で
訴
追
・
併
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
た
た

め
）
①
強
盗
と
②
強
盗
の
機
会
に
お
け
る
謀
殺
に
つ
き
別
々
の
起
訴
状
で
訴
追
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
先
行
し
て
行
わ
れ
た
②
の
審
理
の

結
果
、
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
①
に
つ
き
審
理
が
開
始
さ
れ
た
が
、
こ
れ
が
一
事
不
再
理
に
当
た
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
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貴
族
院
は
、
一
九
一
五
年
正
式
起
訴
状
法
に
基
づ
く
弁
論
の
併
合
を
「
必
要
的
」
な
も
の
と
し
、
後
の
訴
追
が
併
合
さ
れ
る
べ
き
範
囲

内
で
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
訴
追
は
許
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
裁
判
所
が
弁
論
の
併
合
を
「
必
要
的
」
な
も
の

と
す
る
こ
と
が
で
き
る
根
拠
と
し
て
、
裁
判
所
が
訴
追
側
に
よ
る
訴
訟
手
続
の
濫
用
を
禁
ず
る
固
有
の
権
限
を
有
し
、
そ
の
た
め
に
必

要
な
訴
訟
実
務
上
の
準
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。
同
判
決
に
お
い
て
、Reid

卿
は
、「
訴
訟
手
続
が
濫
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
全
て
の
も
の
を
抑
制
す
る
権
限
」
の
存
在
を
認
め
た
。
そ
し
て
、D

evlin

卿
は
、「
裁
判
所
は
、
濫
用
か
ら
訴
訟
手

続
を
守
る
こ
と
を
行
政
に
依
存
す
べ
き
か
？
…
…
裁
判
所
は
、
法
の
手
続
が
濫
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
取
り
計
ら
う
責
任
を
行
政
へ
移
譲

す
る
こ
と
は
一
時
た
り
と
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
。

　

そ
の
後
、
貴
族
院
に
お
い
て
、
ふ
た
た
び
一
事
不
再
理
に
関
連
し
て
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
が
議
論
さ
れ
た
の
が
、H

um
phrys

判

決
で
あ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
前
の
裁
判
に
お
い
て
無
罪
と
な
っ
た
被
告
人
に
対
し
、
前
の
裁
判
で
の
証
言
が
虚
偽
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
す
証
拠
が
判
明
し
た
こ
と
か
ら
、
偽
証
罪
（
被
告
人
に
も
適
用
さ
れ
る
）
で
訴
追
さ
れ
た
。
裁
判
官
が
被
告
人
に
対
す
る
こ
の
よ

う
な
訴
追
を
斥
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
、Salm

on

卿
は
、「
訴
追
に
よ
り
、
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
濫
用
と
な
り
、
抑
圧
的

で
負
担
を
与
え
る
場
合
」
に
裁
判
所
が
介
入
す
る
権
限
を
認
め
、D

avies

卿
は
、「
私
見
に
よ
れ
ば
、Connelly

判
決
は
、
裁
判
官
に

は
、
当
該
事
件
に
関
す
る
正
義
が
明
ら
か
に
要
求
す
る
こ
と
を
行
う
権
限
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
立
し
た
」
と
述
べ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
採
否
に
つ
い
て
は
意
見
の
対
立
が
あ
り
つ
つ
も
、
貴
族
院
に
お
い
て
同
法
理
の
存
在

自
体
は
判
例
上
承
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
同
時
に
、
そ
の
適
用
は
決
し
て
無
制
限
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
も

度
々
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
行
政
（
訴
追
者
）
と
司
法
の
機
能
・
役
割
の
違
い
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、H

um
phrys

事
件
に
お
け
るD

ilhorne

卿
の
「
裁
判
官
は
訴
追
に
つ
い
て
の
ど
の
よ
う
な
責
任
も
有
し
て
い
な
い
し
、
有

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
べ
き
で
も
な
い
。
訴
追
者
と
裁
判
官
の
職
務
は
、
不
明
確
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
も
表

（
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さ
れ
て
い
る
。

2　
M
oevao

判
決
の
詳
細

　

本
件
は
、
被
告
人
が
、
一
時
入
国
許
可
の
満
了
後
も
滞
在
し
た
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
不
法
残
留
で
訴
追
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
一
九

七
二
年
一
〇
月
二
二
日
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
入
国
し
た
サ
モ
ア
人
で
あ
る
被
告
人
は
、
滞
在
期
間
の
延
長
を
行
い
な
が
ら
、
一
時

入
国
の
形
で
滞
在
を
続
け
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
二
八
日
ま
で
在
留
期
間
が
延
長
さ
れ
た
。
も
し
、
一
九
七
七
年
一
〇
月
二
九
日
以
降

も
滞
在
す
れ
ば
、
一
九
六
四
年
移
民
法
一
四
条
（
5
）
違
反
と
な
る
。
一
九
七
七
年
一
〇
月
一
〇
日
、
在
留
期
間
満
了
が
迫
っ
て
い
た

被
告
人
は
、
ク
ラ
イ
ス
ト
チ
ャ
ー
チ
の
労
働
局
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
被
告
人
は
、
永
住
権
を
取
得
す
る
た
め
の
申
請
手
続
を
行
い
、

職
員
か
ら
教
示
さ
れ
た
と
お
り
、
申
請
書
類
を
す
べ
て
揃
え
、
パ
ス
ポ
ー
ト
の
提
示
も
行
っ
た
。
翌
一
九
七
八
年
一
月
、
被
告
人
が
労

働
局
に
永
住
権
承
認
手
続
の
進
捗
状
況
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
失
業
中
で
あ
っ
た
た
め
、
就
業
後
再
び
来
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
。
同
年
五

月
一
〇
日
、
労
働
局
か
ら
書
面
が
届
き
、
必
要
な
処
理
が
続
け
ら
れ
て
お
り
、
同
月
一
九
日
以
降
、
パ
ス
ポ
ー
ト
と
同
書
面
を
持
参
す

れ
ば
、
永
住
の
許
可
が
な
さ
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
被
告
人
は
同
書
面
の
内
容
に
従
い
、
労
働
局
に
パ
ス
ポ
ー
ト
等
を

持
参
し
た
。
そ
の
後
、
彼
の
パ
ス
ポ
ー
ト
は
返
却
さ
れ
、
労
働
局
か
ら
は
永
住
許
可
が
下
り
る
予
定
で
あ
る
が
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
オ
ー

ク
ラ
ン
ド
に
送
付
す
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
同
年
八
月
三
一
日
、
労
働
局
の
別
の
職
員
か
ら
、
再
び
被
告
人
に
対
し
て
書

面
が
送
付
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
被
告
人
が
五
月
一
〇
日
に
送
ら
れ
た
書
面
に
書
か
れ
た
内
容
を
履
行
し
て
い
な
い
と
し
て
、
指
示
に
従

う
よ
う
忠
告
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
書
面
は
、
被
告
人
の
申
請
に
関
し
て
労
働
局
内
部
で
正
確
な
伝
達
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

た
め
に
送
付
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
局
側
の
ミ
ス
に
よ
り
、
被
告
人
は
永
住
の
許
可
に
関
す
る
申
請
を
最
終
段
階
ま
で
行

っ
て
い
な
い
と
見
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
被
告
人
は
バ
ー
テ
ン
ダ
ー
に
対
す
る
暴
行
に
よ
り
警
察
に
留
置
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
そ
の
留
置
の
最
中
、
上
記
移
民
法
違
反
で
訴
追
さ
れ
た
（
故
意
・
過
失
の
有
無
を
問
わ
ず
同
法
違
反
は
成
立
す
る
。）。

（
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上
訴
裁
判
所
（Court of A

ppeal

）
は
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
は
承
認
し
た
も
の
の
、
本
事
案
は
同
法
理
を
適
用
し
て
手
続
を

打
切
る
場
合
に
は
当
た
ら
な
い
と
し
て
、
本
件
訴
追
が
不
当
で
あ
る
と
の
被
告
人
側
の
主
張
を
退
け
た
。

3　

判
示
に
お
け
る
注
目
点

 

（
1
）　

訴
訟
手
続
の
濫
用
か
ら
自
己
を
守
る
た
め
の
「
固
有
の
権
限
」

　

上
訴
裁
判
所
の
三
判
事
（Richm

ond

判
事
、W

oodhouse

判
事
、Richardson

判
事
）
は
、
イ
ギ
リ
ス
（Connelly

判
決
、

H
um

phrys

判
決
）、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
の
判
例
の
展
開
も
参
照
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
のH

artley

判
決
に
も
言
及
し

た
。
そ
れ
ら
の
判
例
か
ら
、
三
判
事
は
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
自
ら
を
守
る
た
め
に
訴
訟
手
続
を
打
切
る
固
有
の

権
限
を
有
し
て
い
る
と
い
う
法
理
を
導
き
出
し
た
。

　

こ
れ
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
行
為
に
対
す
る
介
入
と
な
り
、
裁
判
所
と
訴
追
者
と
の
機
能
・
領
域
の
相
違
と
い
う
点
で

問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
前
記
三
判
事
は
、
前
述
し
たConnelly

判
決
に
お
け
るD

evlin

卿
の
次
の
よ
う
な
判
示
を
引
用
し
た
。「
裁
判
所
は
、

濫
用
か
ら
訴
訟
手
続
を
守
る
こ
と
を
行
政
に
依
存
す
べ
き
か
？
裁
判
所
は
、
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
あ
る
い
は
提
起
さ
れ
る
者
に
対

す
る
公
平
な
取
り
扱
い
を
保
証
す
る
と
い
う
、
裁
判
所
に
固
有
の
避
け
ら
れ
な
い
義
務
を
、
有
し
て
い
な
い
の
か
？
こ
の
問
い
に
対
す

る
答
え
は
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
。
裁
判
所
は
、
法
の
手
続
が
濫
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
取
り
計
ら
う
責
任
を
行
政
へ
移
譲
す
る
こ
と
は

一
時
た
り
と
も
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」。

　

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
を
、
裁
判
所
自
身
が
自
己
の
手
続
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
責
任
に
基
づ
く
も
の
と
位
置
付
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
裁
判
所
が
行
政
（
訴
追
者
）
な
ど
の
他
の
国
家
機
関
の
権
限
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
と
は
別
次
元
の
問
題
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ

る
。
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（
2
）「
公
共
の
利
益
」
の
二
つ
の
側
面

　

訴
追
側
の
不
正
な
行
為
に
対
し
て
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
適
用
を
考
え
る
際
に
は
、
公
共
の
利
益
（public interest

）
の
二
つ

の
関
連
す
る
側
面
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
関
す
るRichardson

判
事
の
意
見
を
引
用
す
る
。

　
「
罪
を
犯
し
た
者
を
何
と
し
て
で
も
罰
す
る
こ
と
は
刑
法
の
目
的
で
は
な
い
。
目
的
が
い
か
な
る
手
段
も
正
当
化
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
連
す
る
公
共
の
利
益
に
は
相
互
に
関
係
す
る
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
第

一
の
側
面
は
、
司
法
の
適
正
な
運
営
に
お
け
る
公
共
の
利
益
は
、
国
に
も
市
民
に
も
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
が
公
正
に
利
用
さ
れ
る
こ
と

を
保
障
す
る
こ
と
ま
で
必
然
的
に
及
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
司
法
の
適
正
な
運
営
と
は
、
継
続
的
な
過
程
で
あ
り
、

特
定
の
訴
訟
の
解
決
に
限
定
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
自
ら
の
固
有
の
権
限
を
行
使
す
る
際
に
、
裁
判
所
は
、
将
来
に
お
い
て
も
、
ま

た
個
別
の
事
件
に
お
い
て
も
、
法
の
番
人
と
し
て
機
能
す
る
自
ら
の
能
力
を
守
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
司
法
の
運
営
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
維
持
と
い
う
二
つ
目
の
公
共
の
利
益
の
側
面
を
導
く
。
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
が
抑
圧
と
不
正
義
に
手
を
貸
す
の
で
は

な
い
か
と
い
う
懸
念
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
信
頼
が
浸
食
さ
れ
る
こ
と
を
許
す
こ
と
は
、
公
共
の
利
益
に
反
す
る
。」

　

す
な
わ
ち
、
刑
事
手
続
の
打
切
り
は
、
裁
判
所
の
手
続
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
で
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
保
護
す

る
と
い
う
公
共
の
利
益
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
裁
判
所
の
手
続
が
国
民
に
よ
っ
て
公
正
に
利
用
さ
れ
る
と
い
う
公
共
の

利
益
に
も
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
述
す
るA

ntonievic
判
決
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理

が
適
用
さ
れ
、
訴
訟
手
続
が
打
切
ら
れ
る
こ
と
の
実
質
的
な
根
拠
に
も
、
こ
の
公
共
の
利
益
の
二
つ
の
側
面
が
関
わ
っ
て
く
る
。

 

（
3
）　

刑
事
司
法
制
度
全
体
か
ら
の
視
点

　

前
記
1
で
述
べ
た
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
適
用
は
慎
重
に
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
単
に
個
々
の
手
続
が
不
当

な
い
し
違
法
と
い
う
だ
け
で
は
手
続
を
打
切
る
こ
と
は
で
き
ず
、
よ
り
重
大
な
訴
訟
手
続
の
濫
用
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
点
が
強
調
さ

（
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れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
手
続
を
打
切
る
と
い
う
究
極
的
な
手
段
が
用
い
ら
れ
る
た
め
に
は
、
単
に
訴
追
側
の
不
正
な
行
為
が
存
在
し
た

こ
と
で
は
足
り
ず
、
刑
事
司
法
制
度
全
体
の
観
点
か
ら
、
訴
訟
手
続
が
濫
用
な
い
し
誤
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

W
oodhouse

判
事
は
、「
濫
用
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
憲
法
上
の
機
構
の
中
で
用
い
ら
れ
る
具
体
的
な
訴
訟
手
続
と

い
う
よ
り
む
し
ろ
、
憲
法
上
の
独
立
し
た
一
機
構
と
し
て
の
裁
判
所
の
機
能
と
目
的
な
の
で
あ
る
。
裁
判
所
は
刑
事
訴
追
の
解
決
を
可

能
に
す
る
た
め
に
築
か
れ
た
個
々
の
手
続
の
濫
用
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
一
般
的
に
刑
事
司
法
に
つ
い
て
の
よ
り
大
規

模
で
よ
り
重
大
な
濫
用
に
対
抗
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
原
則
を
、『
訴
訟
手
続
の
濫
用
』
と
い
う
簡
略
な
表
現
だ
け
で
は
十

分
に
強
調
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

 

（
4
）　

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
適
用
基
準

　

Richardson

判
事
は
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
を
適
用
す
る
基
準
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
「
訴
追
を
食
い
止
め
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
の
は
、
裁
判
所
の
、
自
ら
の
訴
訟
手
続
を
濫
用
か
ら
守
る
た
め
に
こ
の
非
常
措
置
を
と

る
義
務
で
あ
る
。
刑
事
訴
訟
手
続
が
法
の
下
に
お
け
る
刑
事
司
法
の
運
営
と
相
容
れ
な
い
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た

め
に
、
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
訴
追
に
関
す
る
訴
追
者
の
行
動
が
、
隠
さ
れ
た
目
的
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
（
例
え
ば
、
重
複
す
る
あ

る
い
は
連
続
的
な
手
続
に
よ
っ
て
）
不
当
な
負
担
と
抑
圧
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
方
法
で
、
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
を
用
い
て
い
る
と
思

料
す
る
場
合
、
こ
の
よ
う
な
方
法
で
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
基
準
は
、
単
に
特
定
の
被
告
人
に
対
す
る
公
正
だ
け
で
は
な
い
。

特
定
の
訴
訟
手
続
の
開
始
と
継
続
が
、
当
該
事
情
の
下
で
彼
に
と
っ
て
不
公
正
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
。
そ
れ
は

重
要
な
検
討
事
項
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
焦
点
は
、
法
の
執
行
に
対
し
て
責
任
の
あ
る
者
に
よ
る
、
裁
判
所
の
手
続
の
誤
用
に
当

て
ら
れ
る
。
そ
の
基
準
は
、
訴
追
の
継
続
が
刑
事
司
法
の
運
営
の
正
当
な
目
的
と
整
合
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
裁
判
の
手
続
の
濫
用
を
構
成

す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。」

（
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こ
の
判
示
は
、
後
の
判
例
に
お
い
て
も
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
み
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
基
準
に
照
ら
し
、

同
法
理
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
も
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
援
用
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
紹
介
す
る
。

三　

そ
の
後
の
判
例
の
展
開

　

そ
の
後
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、M

oevao

判
決
の
判
示
に
従
っ
て
訴
訟
手
続
濫
用
法
理
の
適
用
の
可
否
が
判
断
さ
れ
て
き
た
。

上
訴
裁
判
所
（Court of A

ppeal

）
レ
ベ
ル
で
、
近
年
注
目
を
集
め
た
判
例
と
し
て
、Fox

判
決
とA

ntonievic

判
決
が
あ
る
。

1　

Fox

判
決

　

被
告
人
は
、
一
つ
の
「
犯
罪
法
（the Crim

es A
ct 1961

）」
上
の
罪
と
、
三
つ
の
「
武
器
所
有
及
び
使
用
に
関
す
る
法
（the 

A
rm

s A
ct 1983

）」
上
の
罪
、
あ
わ
せ
て
四
つ
の
罪
名
で
警
察
に
訴
追
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
弁
護
人
と
警
察
の
話
し
合
い
に
よ

っ
て
、「
犯
罪
法
」
上
の
罪
に
つ
い
て
は
軽
い
罪
名
に
変
更
し
、「
武
器
所
有
及
び
使
用
に
関
す
る
法
」
に
つ
い
て
の
三
罪
の
う
ち
二
罪

に
つ
い
て
の
訴
追
は
取
下
げ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
残
っ
た
二
つ
の
罪
に
つ
き
、
被
告
人
は
有
罪
答
弁
を
行
い
、
量
刑
手
続
に
移
行
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
務
官
（the Crow

n Solicitor

）
は
警
察
に
対
し
、
残
っ
た
二
つ
の
犯
罪
だ
け
で
は
、
被
告
人
の
犯
し
た
罪
全
体
の
犯

罪
性
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、
取
下
げ
た
二
罪
も
訴
追
す
べ
き
で
あ
る
と
助
言
し
た
た
め
、
警
察
は
こ
の
取
下
げ
た
二
罪
に
つ
い
て
も
訴

追
し
た
。
原
審
（H

igh Court

）
は
、
警
察
と
被
告
人
間
で
行
わ
れ
た
合
意
に
違
背
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
訴
訟
手
続
の
濫
用
に

な
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
た
め
、
被
告
人
が
上
訴
し
た
。

　

上
訴
裁
判
所
は
、M

oevao

判
決
に
お
け
るRichardson

判
事
の
意
見
を
引
用
し
、
同
判
決
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
。
そ
し
て
、

訴
訟
手
続
の
濫
用
に
値
す
る
訴
追
者
の
行
為
は
、「
公
正
な
裁
判
」
を
妨
害
す
る
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
、「
刑
事
司
法
の
目

（
33
）

（
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的
」
と
あ
ま
り
に
相
容
れ
な
い
た
め
、
裁
判
所
が
本
案
審
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
、
裁
判
所
自
身
の
廉
潔
性
を
害
し
、
あ
る
い
は
、
裁

判
所
の
正
義
と
妥
当
性
の
感
覚
を
害
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、「
手
続
を
打
切
る
権
限
は
、（
訴
追
者

に
対
す
る
）
懲
罰
的
な
目
的
や
、
訴
追
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
考
え
を
反
映
す
る
た
め
に
利
用
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
述
べ
た
。
結
論
と
し
て
、
上
訴
裁
判
所
は
、
本
事
案
に
お
け
る
事
情
の
下
で
は
訴
訟
手
続
の
濫
用
を
構
成
し
な
い
と
い
う

原
審
の
判
断
を
支
持
し
た
。

　

こ
こ
で
も
、「
刑
事
司
法
の
目
的
」
と
の
整
合
と
い
う
基
準
が
維
持
さ
れ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
こ
の
判
決
で
は
、
手
続
の
打
切
り

が
訴
追
者
に
対
す
る
制
裁
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
へ
の
言
及
が
示
す
よ
う
に
、
訴
追
者
に
よ
る
行
為
が
不
当
な
い
し

違
法
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
た
だ
ち
に
訴
訟
手
続
の
濫
用
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

2　

A
ntonievic

判
決

　

本
件
は
、
モ
ー
タ
ー
サ
イ
ク
ル
ク
ラ
ブ
の
構
成
員
ら
二
一
人
が
、
犯
罪
組
織
へ
の
参
加
、
違
法
薬
物
の
提
供
、
傷
害
お
よ
び
脅
迫
の

共
謀
の
罪
で
、
訴
追
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
捜
査
過
程
で
あ
る
。
警
察
は
、
同
ク
ラ
ブ
に
対
す
る

捜
査
の
一
環
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
潜
入
捜
査
」
を
行
っ
た
。
二
名
の
捜
査
官
を
「
潜
入
捜
査
員
」
と
し
て
、
同
ク
ラ
ブ
の
一
員
と
さ

せ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
ク
ラ
ブ
内
で
は
、
彼
ら
が
潜
入
捜
査
員
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
始
め
、
警
察
は
、
彼
ら
が
捜
査
員
で

あ
る
こ
と
を
疑
わ
れ
な
い
た
め
の
策
を
講
じ
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
警
察
は
、
当
該
潜
入
捜
査
員
が
本
物
の
「
犯
罪
者
」
で

あ
る
と
い
う
事
実
を
作
出
し
よ
う
と
考
え
た
。
ま
ず
、
当
該
潜
入
捜
査
員
が
借
り
て
い
た
倉
庫
内
に
、
違
法
薬
物
に
関
連
す
る
器
具
等

が
存
在
す
る
こ
と
に
し
て
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
外
観
を
作
り
出
し
た
。
そ
し
て
、
虚
偽
の
捜
索
令
状
を
作
成
し
、
倉
庫
の
所
有
者
立

会
い
の
下
、
そ
の
捜
索
を
行
っ
た
。
さ
ら
に
、
当
該
潜
入
捜
査
員
に
対
し
、
薬
物
乱
用
の
罪
で
虚
偽
の
逮
捕
・
訴
追
を
行
っ
た
。
し
か

も
、
警
察
の
刑
事
局
長
ら
責
任
者
が
、
地
裁
の
裁
判
官
に
、
当
該
潜
入
捜
査
官
が
偽
名
で
出
廷
し
て
有
罪
判
決
を
受
け
る
こ
と
の
承
認

（
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）（
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を
得
よ
う
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
警
察
は
、
潜
入
捜
査
官
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
な
い
よ
う
に
、
同
人
を
「
犯
罪
者
」
に
仕
立
て
上

げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
の
虚
偽
の
訴
追
は
撤
回
さ
れ
た
。
原
審
（H

igh Court

）
は
、
潜
入
捜
査
の
際
に
行
わ
れ
た

警
察
の
一
連
の
行
為
が
、
公
判
を
「
訴
訟
手
続
の
濫
用
」
の
状
態
に
し
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
対
応
は
訴
訟
手
続
の
打
切
り
で
あ
る
と

し
た
。

　

上
訴
裁
判
所
は
、M

oevao

判
決
、Fox

判
決
お
よ
び
近
時
の
英
連
邦
系
諸
国
の
判
例
を
引
用
し
、
ま
ず
、
訴
訟
手
続
濫
用
法
理
の

一
般
論
と
し
て
、「
⒜
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
、
⒝
審
理
を
行
う
こ
と
を
許
容
す
る
こ
と
が
刑
事
司

法
制
度
の
廉
潔
性
に
つ
い
て
の
国
民
の
信
頼
を
害
す
る
場
合
で
あ
る
こ
と
が
、
裁
判
所
が
刑
事
訴
訟
手
続
を
打
切
る
権
限
を
有
す
る
共

通
の
原
因
で
あ
る
」
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
本
件
の
「
問
題
の
核
心
は
、
警
察
の
不
正
行
為
が
刑
事
司
法
制
度
の
廉
潔
性
に
対
す
る

国
民
の
信
頼
を
損
な
う
と
い
う
観
点
か
ら
、
審
理
の
継
続
を
許
す
か
ど
う
か
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
、「
訴
訟
手
続
の
打
切
り
は
、

裁
判
所
が
警
察
の
不
正
な
行
為
に
対
す
る
非
難
を
表
し
、
警
察
に
対
す
る
懲
罰
と
い
う
効
果
を
持
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
打
切
り
の
権

限
は
、
懲
罰
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
点
を
確
認
し
た
。

　

注
目
す
べ
き
は
、「
訴
追
を
食
い
止
め
る
こ
と
を
許
す
か
否
か
を
考
え
る
際
、
問
題
は
、
審
理
を
継
続
さ
せ
た
場
合
、
刑
事
裁
判
が
、

裁
判
所
の
訴
訟
手
続
の
濫
用
と
な
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
刑
事
訴
追
が
本
案
審
理
さ
れ
る
と
い
う
公
共
の
利
益
と
、
裁

判
所
の
訴
訟
手
続
を
濫
用
か
ら
保
護
す
る
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
求
め
ら
れ
る
」
と
の
判
断
を
示
し
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、

本
件
に
お
い
て
は
、
潜
入
捜
査
官
に
関
す
る
警
察
の
不
正
な
行
為
と
被
告
人
ら
に
関
す
る
証
拠
の
入
手
と
の
因
果
関
係
が
強
く
な
い
こ

と
や
、
重
大
な
犯
罪
に
対
す
る
起
訴
で
あ
る
こ
と
な
ど
の
諸
要
素
を
勘
案
し
て
、「
警
察
の
不
正
行
為
に
よ
っ
て
刑
事
司
法
制
度
に
対

す
る
国
民
の
信
頼
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
よ
り
も
、
被
告
人
ら
に
対
す
る
審
判
を
行
わ
な
い
こ
と
の
方
が
、
よ
り
国
民
の
信
頼
を
損
な

う
」
と
判
断
し
、
本
件
審
理
の
継
続
は
訴
訟
手
続
の
濫
用
に
は
至
ら
な
い
と
し
た
。

（
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四　

わ
が
国
の
刑
事
手
続
打
切
り
論
に
与
え
る
示
唆
と
私
見
と
の
関
係

1　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理

　

こ
れ
ま
で
に
取
り
上
げ
た
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
発
展
、
と
く
に
、M

oevao

判
決
と
そ
れ
を
踏

襲
す
る
近
時
の
裁
判
例
に
お
け
る
判
示
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
刑
事
手
続
の
打
切
り
論
お
よ
び
私
見
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
示
唆
を

与
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
提
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
具
体

的
な
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　

訴
追
者
の
行
動
が
「
訴
訟
手
続
の
濫
用
」
に
あ
た
る
の
は
、
裁
判
所
が
本
案
審
理
を
継
続
す
る
こ
と
が
、「
刑
事
司
法
の
目
的
」
と

整
合
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
、
裁
判
所
が
本
案
審
理
を
継
続
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
自
身
の
廉
潔
性
を
害
し
、
国

民
の
刑
事
司
法
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
至
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
所

は
自
ら
の
訴
訟
手
続
を
濫
用
か
ら
守
る
た
め
に
、
そ
の
固
有
の
権
限
と
し
て
、
当
該
訴
訟
手
続
の
打
切
り
を
行
う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

打
切
り
の
可
否
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
事
訴
追
が
本
案
審
理
さ
れ
る
と
い
う
公
共
の
利
益
と
、
裁
判
所
の
訴
訟
手
続
を
濫
用
か

ら
保
護
す
る
必
要
性
と
の
バ
ラ
ン
シ
ン
グ
が
要
請
さ
れ
る
。

2　

打
切
り
の
実
質
的
根
拠
と
し
て
の
「
国
民
の
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
信
頼
」

　

こ
の
よ
う
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
に
お
い
て
、
手
続
の
打
切
り
を
正
当
化
す
る
実
質
的
な
根
拠
は
、
刑
事
訴
訟
手
続
が
濫
用
な

い
し
誤
用
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
国
民
の
司
法
に
対
す
る
信
頼
が
害
さ
れ
る
点
に
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
。

　

第
一
に
、
個
別
の
手
続
の
違
法
・
不
当
を
問
題
と
す
る
の
で
は
な
く
、
刑
事
司
法
制
度
全
体
か
ら
打
切
り
の
正
当
化
根
拠
を
考
え
る
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と
い
う
点
は
、
比
較
的
近
時
の
わ
が
国
の
刑
事
手
続
の
打
切
り
に
関
す
る
学
説
の
傾
向
に
馴
染
む
。
公
訴
権
濫
用
論
を
は
じ
め
と
す
る

従
来
の
学
説
は
、「
検
察
官
の
公
訴
提
起
行
為
に
対
す
る
批
判
」
と
い
う
観
点
か
ら
理
論
構
成
す
る
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
点
を

過
度
に
強
調
し
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
が
な
さ
れ
、
刑
事
司
法
の
根
本
的
な
価
値
と
し
て
の
「
正
義
の
原
理
」
を
根
拠
に
手
続
の

打
切
り
を
認
め
る
見
解
や
、
法
秩
序
全
体
か
ら
み
て
「
訴
訟
そ
の
も
の
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
実
体
審
理
阻
止
機
能
が

働
き
、
形
式
裁
判
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
見
解
な
ど
、
よ
り
全
体
的
な
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
私
見
も
、
検
察
官
の
訴
追
行
為
の
当
不
当
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
刑
事
手
続
の
目
的
」
を
軸
に
、
刑

事
司
法
制
度
全
体
の
視
点
か
ら
、
手
続
の
打
切
り
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

第
二
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
は
、「
国
民
の
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
信
頼
」
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
手
続
打
切
り
を
正
当

化
し
て
い
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
国
民
の
信
頼
維
持
」
と
い
う
点
か
ら
、
手
続
打
切
り
を
導
く
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
か
。
わ
が
国
に
お
い
て
、「
国
民
の
司
法
に
対
す
る
信
頼
」
な
い
し
「
司
法
の
廉
潔
性
（
無
瑕
性
）」
が
議
論
さ
れ
る
場
面
の
一

つ
が
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
で
あ
る
。
現
在
、
わ
が
国
の
判
例
に
お
い
て
は
、
違
法
収
集
証
拠
を
排
除
す
べ
き
場
合
と
は
、「
令

状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
」
が
あ
り
、「
将
来
に
お
け
る
違
法
な
捜
査
の
抑
制
の
見
地
か
ら
し
て
」
排
除
が
必

要
で
あ
る
場
合
と
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
こ
の
「
重
大
な
違
法
」
と
い
う
要
件
は
、
司
法
の
廉
潔
性
（
無
瑕
性
）
に
基
づ
く
も
の
と

す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
考
え
れ
ば
、
自
ら
の
手
続
が
濫
用
さ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
に
、
当
該
手
続
を
打
切
る
こ

と
が
正
当
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
刑
事
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
損
な
わ
な
い
よ
う
に
、
裁
判
所
が
「
汚
れ
た
手
」

で
裁
判
を
行
う
こ
と
を
防
止
す
る
手
段
と
し
て
当
該
証
拠
を
排
除
す
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
濫
用
さ
れ
た
自
ら
の
手
続
を
継
続
す
る
こ

と
は
、
裁
判
所
自
身
が
「
汚
れ
た
身
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
打
開
し
て
国
民
の
信
頼
を
維
持
す
る
た
め
に
、
当

該
手
続
を
打
切
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
「
国
民
の
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
信
頼
」
を
実
質
的

（
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な
根
拠
に
手
続
打
切
り
を
導
く
と
い
う
思
考
は
受
け
容
れ
や
す
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

3　

刑
事
手
続
打
切
り
に
関
す
る
私
見
と
の
関
係

　

こ
こ
で
、
前
稿
で
示
し
た
手
続
打
切
り
の
正
当
化
根
拠
な
い
し
基
準
お
よ
び
そ
の
射
程
に
対
す
る
私
見
と
の
関
係
に
つ
き
若
干
の
整

理
・
検
討
を
行
い
た
い
。
前
稿
で
示
し
た
私
見
で
は
、「
刑
事
手
続
の
目
的
」
を
「
紛
争
の
解
決
」
と
捉
え
直
し
、
①
当
該
刑
事
事
件

に
関
し
て
手
続
を
進
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
機
能
・
効
果
が
発
揮
さ
れ
ず
、「
刑
事
手
続
の
目
的
」
の
達
成
が
で
き
な
い
場
合
、
②
刑

事
訴
訟
以
外
の
手
段
に
よ
っ
て
「
刑
事
手
続
の
目
的
」
を
達
成
で
き
る
場
合
（
刑
事
司
法
の
謙
抑
性
）、
③
刑
事
手
続
が
進
行
す
る
こ

と
に
伴
っ
て
生
じ
る
弊
害
等
に
よ
っ
て
、
刑
事
手
続
を
行
う
「
相
当
性
」
が
欠
如
す
る
よ
う
な
事
情
が
あ
る
こ
と
か
ら
真
の
意
味
で
の

「
刑
事
手
続
の
目
的
」
が
達
成
で
き
な
い
場
合
、
当
該
刑
事
手
続
を
打
切
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ニ
ュ
ー

ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
い
て
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
の
適
用
が
検
討
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
上
訴
裁
判
所
は
、（
刑
事
訴
追
が
本
案
審
理
さ
れ

る
と
い
う
公
共
の
利
益
を
考
慮
し
て
は
い
る
も
の
の
）
主
と
し
て
、「
国
民
の
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
信
頼
」
が
損
な
わ
れ
る
と
い

う
、
訴
訟
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
負
の
側
面
」
に
着
目
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
見
は
、
刑
事
手
続
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
弊
害
な
ど
の
「
負
の
側
面
」
だ
け
で
な
く
、
刑
事
手
続
を

行
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
機
能
・
効
果
と
い
う
「
正
の
側
面
」
も
考
慮
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
私
見
に
お
け
る
「
刑
事
手
続
の
目

的
」
と
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
に
お
け
る
「
刑
事
司
法
の
目
的
」
と
は
意
味
合
い
が
異
な
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
後
者
は
、
そ
の
具
体

的
内
容
は
明
ら
か
で
は
な
い
も
の
の
、
国
民
の
刑
事
司
法
に
対
す
る
信
頼
を
損
ね
る
よ
う
な
「
訴
訟
手
続
の
濫
用
」
に
値
す
る
の
か
を

決
め
る
基
準
と
な
り
、「
刑
事
司
法
の
目
的
」
を
積
極
的
に
害
す
る
（
相
容
れ
な
い
）
か
ど
う
か
が
主
眼
と
な
る
。

　

ま
た
、
私
見
に
お
い
て
は
、
訴
訟
手
続
の
濫
用
と
ま
で
は
言
い
難
い
事
例
に
お
い
て
も
、
手
続
の
打
切
り
を
認
め
る
の
に
対
し
て
、

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
に
お
い
て
は
、
そ
の
名
の
と
お
り
訴
訟
手
続
の
「
濫
用
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
対

（
45
）



論　　　説

（阪大法学）65（1-102）　102 〔2015. 5 〕

す
る
批
判
と
同
じ
く
、
訴
追
者
の
行
動
に
よ
っ
て
訴
訟
手
続
が
「
濫
用
」
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
追
者
の
主

観
的
要
素
の
立
証
が
要
求
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
適
用
が
極
め
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
さ
ら
に
、
高
田
事
件
の
よ
う

に
訴
追
者
側
の
行
動
と
は
無
関
係
に
遅
延
が
生
じ
て
い
る
場
合
な
ど
、「
濫
用
」
と
ま
で
は
言
い
難
く
て
も
手
続
を
打
切
る
べ
き
場
面

が
あ
る
。
訴
追
者
側
の
「
濫
用
」
を
要
件
と
す
る
と
、
そ
れ
ら
も
含
ん
だ
手
続
を
打
切
る
た
め
の
統
一
的
・
整
合
的
な
論
拠
を
構
築
す

る
こ
と
が
難
し
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
は
、
裁
判
官
と
訴
追
者
と
の
機
能
・
役
割
の
違
い
と
い
う
点
を
考

慮
し
、
あ
く
ま
で
訴
訟
手
続
の
「
濫
用
」
と
言
い
得
る
よ
う
な
場
合
に
限
り
、
手
続
打
切
り
を
判
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で

は
、
そ
の
よ
う
な
「
濫
用
」
と
ま
で
は
言
い
難
い
事
例
に
お
い
て
、
手
続
の
打
切
り
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
同
法
理
に
お
け
る
裁
判
所
の
「
固
有
の
権
限
」
と
の
関
係
で
も
問
題
と
な
る
。

4　

裁
判
所
の
「
固
有
の
権
限
」
と
し
て
の
手
続
打
切
り
権
限

　

訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
は
、
刑
事
手
続
を
打
切
る
権
限
を
裁
判
所
の
「
固
有
の
権
限
」
か
ら
導
い
て
い
る
。
同
法
理
は
、
自
己
の
手

続
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
裁
判
所
自
身
の
責
任
に
基
づ
く
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
、
行
政
（
訴
追
者
）
な
ど
の
他
の
国
家
機
関
の
権
限

を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
と
は
次
元
が
異
な
る
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。Fox

判
決
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
訴
追
者
に
対
す
る
懲
罰
的
な
目

的
や
、
訴
追
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
考
え
を
反
映
す
る
た
め
に
手
続
が
打
切
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
「
固
有
の
権
限
」
を
観
念
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
、
田
宮
博
士
は
、
検
察
官

の
地
位
・
性
格
が
司
法
官
か
ら
訴
追
官
へ
と
変
化
し
た
こ
と
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
は
無
制
限
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
し

て
、
訴
追
裁
量
に
対
す
る
司
法
的
統
制
の
手
段
と
し
て
手
続
打
切
り
の
可
能
性
お
よ
び
必
要
性
を
肯
定
す
る
見
解
を
示
し
た
。
同
見
解

の
中
で
、
田
宮
博
士
は
、
起
訴
さ
れ
た
具
体
的
な
刑
事
事
件
で
受
訴
裁
判
所
が
検
察
官
の
訴
追
裁
量
を
審
査
で
き
る
か
と
い
う
点
に
関

し
て
、
裁
判
所
に
よ
る
訴
追
権
の
規
制
に
つ
き
明
文
の
規
定
が
な
い
場
合
、「
問
題
は
結
局
、
訴
訟
手
続
き
に
関
す
る
一
般
的
な
監
督

（
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権
限
が
、
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
る
と
い
う
理
論
を
認
め
る
か
否
か
に
か
か
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
、「
英
米
に
は
伝
統
的
に
裁
判

所
の
『
固
有
権
』
と
い
う
観
念
が
あ
り
、
原
則
と
し
て
裁
判
所
に
訴
訟
を
管
理
す
る
権
限
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
が
国
に

は
そ
う
い
う
観
念
は
あ
る
だ
ろ
う
か
。
…
…
そ
れ
は
突
如
と
し
て
生
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
訴
訟
の
長
い
慣
行
の
中
か
ら
自
然
発

生
的
に
形
成
さ
れ
る
の
が
常
態
だ
と
い
っ
て
よ
い
」
と
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
固
有
の
権
限
（
固
有
権
）
が
肯
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
裁
判
所
が
検
察
官
の
行
為
を
監
督
・
規
制
す
る
権
限
」
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、「
訴
追
裁
量
の
濫
用
」
あ
る
い
は
訴
追
者
の
行
為
に
よ
る
「
訴
訟
手
続
の
濫

用
」
が
存
在
す
る
事
例
に
限
ら
ず
、
裁
判
所
が
処
罰
の
妥
当
性
・
必
要
性
を
あ
ら
た
め
て
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
、
田
宮
博
士
は
、「
訴
追
裁
量
の

0

0

0

0

0

司
法
的
審
査
は
そ
の
適
正
行
使
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
た
め
で
あ
っ
て
、
訴
追

権
を
裁
判
所
が
代
行
す
る
た
め
で
は
な
い
か
ら
、
重
大
か
つ
明
白
な
裁
量
権
の
濫
用
の
場
合
に
限
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
審
査
は
訴
追
行

為
の
全
面
的
再
検
討
で
は
な
く
、
裁
量
権
の
逸
脱
の
一
応
の
審
査
に
と
ど
ま
る
〔
傍
点
筆
者
〕」
と
す
る
。

　

た
し
か
に
、
前
記
昭
和
五
五
年
決
定
に
お
い
て
、「
検
察
官
の
裁
量
権
の
逸
脱
」
の
場
合
に
、
公
訴
提
起
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
あ

り
う
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
「
逸
脱
」
以
外
の
場
合
に
刑
事
手
続
の
打
切
り
を
認
め
る
こ
と
は
、
検
察
官
の
訴
追
裁

量
を
認
め
た
趣
旨
と
は
相
容
れ
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
当
事
者
主
義
の
下
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
を
認
め
た
趣
旨
や
、
司
法
と
行
政
の

機
能
を
峻
別
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
裁
判
所
は
、
検
察
官
の
主
張
に
理
由
が
あ
る
か
を
消
極
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
、

個
々
の
事
件
に
つ
い
て
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
に
つ
い
て
の
責
任
は
、
あ
く
ま
で
検
察
官
が
負
う
べ
き
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
田
宮
博
士
も
、「
検
察
官
が
積
極
的
な
処
罰
・
訴
追
権
の
担
い
手
と
し
て
訴
訟
を
リ
ー
ド
し
、
裁
判
官
は
消
極
的

な
判
断
者
の
地
位
に
し
り
ぞ
い
た
と
い
う
理
解
は
、
表
見
上
当
事
者
主
義
的
構
想
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
実
は
訴
訟
に
お
け
る
検
察
官
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の
権
限
・
指
導
性
の
増
大
に
途
を
ひ
ら
」
く
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
「
検
察
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
司
法
が
、
ほ
ん
と
う
は
職
権
主

義
の
典
型
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
は
、「
実
質
的
に
考
え
る
と
、
刑
事
事
件
の
終
局
的
な
裁
断
者
で
あ
る
べ
き
裁
判
所
よ
り

も
、
訴
追
者
に
す
ぎ
な
い
検
察
官
の
方
が
、
か
え
っ
て
広
範
な
刑
事
政
策
的
権
能
を
も
つ
と
い
う
の
は
肯
定
し
う
る
論
理
で
あ
ろ
う
か
。

有
罪
・
無
罪
の
判
断
だ
け
は
裁
判
所
に
権
威
を
認
め
、
有
罪
の
場
合
真
に
処
罰
を
必
要
と
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
刑
事
政
策
的
な
処
罰

の
妥
当
性
・
必
要
性
の
判
断
は
、
検
察
官
の
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
不
都
合
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
こ
の
指
摘
か
ら
す

れ
ば
、
現
行
刑
訴
法
に
お
い
て
当
事
者
主
義
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
必
ず
し
も
検
察
官
の
み
が
刑
事
責
任
を
追
及
す
べ
き
か

否
か
を
判
断
す
る
責
任
を
負
う
と
は
い
え
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
検
察
官
に
よ
る
訴
追
裁
量
の
「
濫
用
」
な
い
し
「
逸
脱
」
が
生
じ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
刑
事
手
続
を
打

切
る
こ
と
は
、
検
察
官
の
広
範
な
裁
量
権
と
矛
盾
を
き
た
す
と
の
批
判
が
な
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
稿
に
お
い
て
述
べ
た
よ

う
に
、
私
見
は
、「
検
察
官
の
訴
追
行
為
に
対
す
る
批
判
」
を
手
続
打
切
り
の
正
当
化
根
拠
に
位
置
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
く
ま

で
、
裁
判
所
が
、（
公
訴
提
起
時
で
は
な
く
）
公
訴
提
起
以
降
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
刑
事
手
続
の
目
的
に
照
ら
し
、
当
該
刑
事
手

続
の
機
能
・
効
果
が
ど
れ
程
存
在
す
る
の
か
を
吟
味
す
る
。
さ
ら
に
は
、
刑
事
手
続
以
外
の
紛
争
解
決
手
段
の
存
在
・
効
果
を
「
刑
事

司
法
の
謙
抑
性
」
の
観
点
か
ら
考
慮
し
、
当
該
事
案
に
つ
い
て
処
罰
す
る
こ
と
の
弊
害
な
ど
を
当
該
刑
事
手
続
を
継
続
す
る
こ
と
の

「
相
当
性
」
の
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
を

0

0

0

0

0

審
査
す
る
の
で
は
な
く
、
当
該
刑
事
（
訴
訟
）
手
続

そ
れ
自
体
を
継
続
す
る
こ
と
の
是
非
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
訴
追
裁
量
の
濫
用
な
い
し
逸
脱
の
有
無
に
か
か
わ
ら

ず
、
手
続
の
打
切
り
を
認
め
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
検
察
官
の
公
訴
権
や
訴
追
裁
量
権
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
前
記
昭
和

五
五
年
決
定
は
、「
検
察
官
の
裁
量
権
の
逸
脱
」
に
よ
っ
て
、「
公
訴
の
提
起
」
が
無
効
と
な
り
得
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
「
逸
脱
」
が
な
け
れ
ば
訴
訟
手
続
の
打
切
り
が
許
さ
れ
な
い
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
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こ
の
点
は
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
が
、
手
続
の
打
切
り
を
、
裁
判
所
自
身
が
自
己
の
手
続
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
責
任
に
基
づ
く

「
固
有
の
権
限
」
と
位
置
付
け
、
行
政
（
訴
追
者
）
な
ど
の
他
の
国
家
機
関
の
権
限
を
侵
害
す
る
か
ど
う
か
と
は
別
次
元
の
問
題
と
し

て
い
る
点
が
参
考
に
な
ろ
う
。
私
見
に
お
け
る
主
眼
は
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
の
「
濫
用
」
な
い
し
「
逸
脱
」
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
で

は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
の
「
濫
用
」
な
い
し
「
逸
脱
」
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
刑
事
手
続
を
打
切
る
か
否

か
を
判
断
す
る
権
限
が
、
裁
判
所
に
存
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
に
お
い
て
は
、

裁
判
所
と
訴
追
者
と
の
機
能
・
領
域
の
相
違
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
の
開
始

0

0

に
関
す
る
権
限
が
検
察

官
に
あ
り
、
そ
れ
を
み
だ
り
に
侵
害
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
手
続
を
継
続

0

0

し
て
判
決
を
下
す
こ
と
に
関
す
る
決
定
は
、
そ
の
手
続
の
主

宰
者
た
る
裁
判
所
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
権
限
を
、「
固
有
の
権
限
」
な
い
し
「
固
有
権
」
の
一
場
面

と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、「
刑
事
手
続
の
目
的
」
を
再
考
す
る
こ
と
で
、「
濫
用
」
な
い
し
「
逸
脱
」
と
は
い
え
な
い
事
例
に
お
い
て
も
手
続

打
切
り
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
手
続
の
目
的
が
「
刑
罰
権
の
実
現
」
で
あ
る
と
し
て
し

ま
う
と
、
実
体
的
真
実
の
発
見
が
前
提
と
な
り
、「
真
相
解
明
と
人
権
保
障
と
の
調
和
と
い
っ
て
も
、
は
じ
め
か
ら
真
実
主
義
に
傾
い

た
比
較
衡
量
と
な
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
」
こ
と
に
な
る
。「
刑
罰
権
の
実
現
」
を
刑
事
手
続
の
目
的
に
据
え
た
場
合
、
い
っ
た
ん
刑

罰
権
の
実
現
の
た
め
に
開
始
さ
れ
た
手
続
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
そ
の
継
続
お
よ
び
そ
れ
に
基
づ
く
処
罰
の
妥
当
性
・
必
要
性
を
判
断

す
る
こ
と
は
、
極
め
て
例
外
的
な
場
合
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
前
稿
で
提
案
し
た
よ
う
に
、
刑
事
手
続
の
目
的
を

「
刑
罰
権
の
実
現
」
と
捉
え
る
こ
と
か
ら
脱
却
し
、
そ
の
目
的
を
「
紛
争
の
解
決
」
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
手

続
の
目
的
を
よ
り
客
観
的
に
捉
え
る
た
め
に
は
、
現
行
の
刑
事
司
法
制
度
の
基
本
的
な
構
造
を
み
て
、
そ
れ
が
発
揮
す
る
機
能
・
効
果

か
ら
、
目
的
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
制
度
は
一
定
の
目
的
に
資
す
る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
本
来
想
定
さ
れ
て

（
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い
る
基
本
的
な
制
度
上
の
機
能
・
効
果
か
ら
目
的
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刑
事
司
法
制
度
上
、

本
来
想
定
さ
れ
て
い
る
機
能
・
効
果
が
目
指
す
共
通
の
目
的
と
し
て
設
定
で
き
る
の
が
「
紛
争
の
解
決
」
と
い
う
究
極
的
な
目
標
な
の

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
必
ず
し
も
刑
罰
権
の
実
現
が
刑
事
手
続
の
究
極
の
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
事
件
に

お
け
る
最
も
妥
当
な
解
決
の
た
め
に
、
刑
事
手
続
を
打
切
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
刑
事
手
続
の
目
的
を

再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訴
追
や
訴
訟
手
続
が
「
濫
用
」
な
い
し
「
逸
脱
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
究
極
の
目
的

た
る
「
紛
争
の
解
決
」
に
つ
な
が
る
か
と
い
う
点
に
着
目
し
、
手
続
の
打
切
り
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
が
濫
用
な
い
し
逸
脱
す
る
と
ま
で
い
え
な
い
が
、
そ
の
行
使
が
相
当
で
な
い
場
合
に
、
ど
の
よ
う
に
処

理
す
べ
き
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
私
見
の
よ
う
な
手
続
の
打
切
り
と
い
う
手
段
以
外
に
も
方
法
が
あ
り
得
る
。
例
え
ば
、
現
行
の

検
察
審
査
会
は
、
不
起
訴
処
分
の
当
否
の
み
を
審
査
す
る
も
の
で
あ
る
が
、「
検
察
民
主
化
の
理
念
」、「
訴
追
裁
量
の
規
制
」、「
不
当

に
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
の
救
済
」
と
い
う
点
で
、
市
民
に
よ
る
不
当
な
起
訴
処
分
に
対
す
る
審
査
が
必
要
で
あ
り
、「
起
訴
処
分
の
当

否
を
審
査
す
る
制
度
」
を
新
設
・
併
設
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
刑
事
訴
訟
手
続
外
で
の
対
応
も
十
分
に
考
慮
に
値
す

る
も
の
で
あ
る
が
、「
検
察
の
民
主
化
」
の
眼
目
が
、
検
察
官
が
「
訴
追
者
」
で
も
あ
り
「
判
断
者
」
で
も
あ
る
こ
と
を
分
断
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
訴
訟
手
続
内
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
が
本
来
の
「
判
断
者
」
と
し
て
当
該
訴
訟
手
続
の
継
続
お
よ
び
そ
れ
に

基
づ
く
処
罰
の
妥
当
性
・
必
要
性
を
判
断
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
に
応
え
る
た
め
に
、
訴
訟
手
続
の
主
宰
者
と
し
て
の
裁

判
所
が
、
自
ら
の
手
続
を
続
行
す
べ
き
か
否
か
を
、
刑
事
手
続
の
目
的
で
あ
る
「
紛
争
の
解
決
」
の
観
点
か
ら
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に
─
─
今
後
の
課
題

　

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
は
、
二
〇
一
一
年
刑
事
訴
訟
法
（Crim

inal Procedure A
ct 2011

）
一
四
七
条
に
よ
り
、
手
続
打
切
り
の

（
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権
限
を
裁
判
所
に
認
め
て
い
る
。
こ
れ
は
、
訴
訟
手
続
濫
用
法
理
に
基
づ
く
手
続
の
打
切
り
と
同
じ
効
果
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
わ

が
国
に
お
け
る
手
続
打
切
り
論
に
つ
い
て
も
、
立
法
的
解
決
を
提
言
す
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
方
法
も
必
要

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
裏
打
ち
と
な
る
理
論
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
検
討
し
整
理
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
で
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
事
手
続
打
切
り
に
関
す
る
議
論
は
、
多
く
の
参
考
と
す
べ
き
点
を
有
し
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
るM

oevao

判
決
を
中
心
に
、
訴
訟
手
続
濫
用
の
法
理
を
考
察
し
て
き
た
が
、
同
国
に
お

け
る
関
連
す
る
問
題
、
と
く
に
裁
判
所
と
訴
追
者
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
や
、「
遅
延
」
に
関
す
る
同
法
理
の
適
用
の
問
題
に
つ

い
て
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
他
の
英
連
邦
系
諸
国
に
お
け
る
同
法
理
の
展
開
に
も
さ
ら
な
る
検
討
と
注
視
が
必
要
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
で
は
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
同
国
の
独
自
の
文
化
的
背
景
に
基
づ
き
発
展
し
た
「
修
復
的
司
法
」
の
理
念

も
、「
刑
事
手
続
の
目
的
」
を
考
え
る
上
で
重
要
な
示
唆
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
た
い
。

井
戸
田
侃
『
刑
事
手
続
の
構
造
序
説
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
一
年
）
な
ど
。

最
大
判
昭
和
四
七
年
一
二
月
二
〇
日
刑
集
二
六
巻
一
〇
号
六
三
一
頁
（
高
田
事
件
）。

能
勢
弘
之
「
迅
速
を
欠
い
た
裁
判
の
処
理
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
鈴
木
茂
嗣
編
『
平
場
安
治
博
士
還
暦
祝
賀　

現
代
の
刑
事
法
学　

下
』

（
有
斐
閣
、
一
九
七
七
年
）
二
〇
六
頁
以
下
、
同
『
刑
事
訴
訟
法
二
五
講
』（
青
林
書
院
、
一
九
八
七
年
）
四
二
頁
。

鈴
木
茂
嗣
『
続
・
刑
事
訴
訟
の
基
本
構
造　

上
巻
』（
成
文
堂
、
一
九
九
六
年
）
一
七
八
頁
以
下
、
同
二
二
四
頁
以
下
。

岡
部
泰
昌
「
訴
訟
条
件
論
の
新
し
い
動
向
に
対
す
る
考
察
（
上
）（
下
）
─
公
訴
権
濫
用
を
媒
介
に
し
て
─
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
〇
八
号

（
一
九
七
四
年
）
三
九
頁
以
下
・
三
〇
九
号
（
一
九
七
四
年
）
四
六
頁
以
下
。

最
決
昭
和
五
五
年
一
二
月
一
七
日
刑
集
三
四
巻
七
号
六
七
二
頁
（
チ
ッ
ソ
水
俣
病
被
害
補
償
傷
害
事
件
）。

指
宿
信
『
刑
事
手
続
打
切
り
の
研
究
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
五
年
）、
同
『
刑
事
手
続
打
切
り
論
の
展
開
─
ポ
ス
ト
公
訴
権
濫
用
論
の
ゆ

く
え
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
〇
年
）。
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松
宮
孝
明
「『
公
訴
権
濫
用
』
と
『
処
罰
不
相
当
』
─
『
非
典
型
的
刑
罰
消
滅
事
由
』
に
つ
い
て
─
」
立
命
館
法
学
第
二
二
三
・
二
二
四
号

（
一
九
九
二
年
）
五
一
一
頁
以
下
。

寺
崎
嘉
博
『
訴
訟
条
件
論
の
再
構
成
』（
成
文
堂
、
一
九
九
四
年
）。

そ
の
後
の
判
例
の
動
向
に
つ
い
て
は
指
宿
展
開
・
前
掲
註
（
7
）
五
頁
以
下
参
照
。

名
古
屋
地
岡
崎
支
判
平
成
二
六
年
三
月
二
〇
日
判
例
時
報
二
二
二
二
号
一
三
〇
頁
。
本
判
決
に
関
す
る
評
釈
と
し
て
、
中
島
宏
「
判
批
」
法

学
セ
ミ
ナ
ー
七
一
七
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
二
八
頁
、
伊
藤
睦
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
増
刊
速
報
判
例
解
説
一
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
八
五

頁
以
下
。

松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法　

上
』（
弘
文
堂
、
新
版
、
一
九
九
九
年
）
一
六
二
頁
等
参
照
。

拙
稿
「
刑
事
手
続
打
切
り
論
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
一
）
～
（
三
・
完
）
─
医
療
過
誤
の
刑
事
責
任
限
定
論
を
契
機
と
し
て
─
」
阪
大
法
学

六
四
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
一
五
三
頁
以
下
・
六
四
巻
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
六
三
頁
以
下
・
六
四
巻
六
号
（
二
〇
一
五
年
）
一
三
一
頁
以

下
。

ア
メ
リ
カ
（
と
く
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
）
に
つ
い
て
指
宿
研
究
・
前
掲
書
註
（
7
）、
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
寺
崎
・
前
掲
書
註
（
9
）、
川
崎
英

明
「
違
法
捜
査
と
訴
訟
障
害
─
西
ド
イ
ツ
訴
訟
障
害
論
の
最
近
の
動
向
に
つ
い
て
─
」
島
大
法
学
三
一
巻
三
号
（
一
九
九
八
年
）
三
五
頁
以
下
等

が
あ
る
。

指
宿
展
開
・
前
掲
書
註
（
7
）
四
一
頁
以
下
。

吉
井
匡
「
イ
ギ
リ
ス
刑
事
裁
判
に
お
け
る
『
手
続
の
濫
用
』
と
『
訴
訟
中
止
』」
立
命
館
法
政
論
集
四
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
七
七
頁
以
下
、

宮
木
康
博
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
お
と
り
捜
査
の
判
断
基
準
と
法
的
効
果
（
一
）（
二
・
完
）」
東
洋
法
学
五
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
五
頁

以
下
・
五
一
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
頁
以
下
、
指
宿
展
開
・
前
掲
書
註
（
7
）
一
五
三
頁
以
下
。

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
刑
事
司
法
制
度
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、Philip C. S

t
en

n
in

g, t
h

e M
o

d
ern P

ro
secu

t
io

n P
ro

cess in n
ew 

Z
ea

la
n

d, (2008

）
等
参
照
。
邦
語
の
論
稿
と
し
て
、
道
谷
卓
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
刑
事
手
続
に
つ
い
て
」
大
阪
経
済
法
科
大
学
法
学
研
究

紀
要
二
五
号
（
一
九
九
七
年
）
七
五
頁
以
下
。
同
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
刑
事
手
続
法
（
一
）（
二
）」
関
西
大
学
大
学
院
法
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
六

号
（
一
九
九
七
年
）
八
五
頁
以
下
・
六
七
号
（
一
九
九
八
年
）
二
〇
二
頁
以
下
は
、
一
九
六
一
年
犯
罪
法
（Crim

es A
ct 1961

）
の
刑
事
手
続

に
関
す
る
部
分
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
法
は
近
年
大
き
く
改
正
・
修
正
さ
れ
、
同
法
の
訴
訟
手
続
に
関
す
る
条
項
を
廃
止
し
、
あ

（
8
）

（
9
）

（
10
）

（
11
）

（
12
）

（
13
）

（
14
）

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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ら
た
に
二
〇
一
一
年
刑
事
訴
訟
法
（Crim

inal Procedure A
ct 2011

）
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
永
田
憲
史
「
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の

罰
金
刑
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
六
巻
二
・
三
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
六
五
頁
以
下
〔
同
『
財
産
的
刑
事
制
裁
の
研
究
』（
関
西
大
学
出
版
部
、

二
〇
一
三
年
）
所
収
〕
を
は
じ
め
と
す
る
オ
セ
ア
ニ
ア
諸
国
（
と
く
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
）
の
刑
事
司
法
制
度
の
研
究
が
参
考
と
な
る
。

「
訴
訟
手
続
濫
用
（A

buse of Process

）
の
法
理
」
に
関
す
る
主
な
文
献
と
し
て
以
下
の
も
の
が
あ
る
。A

ndrew
 L.-T

. C
h

o
o, A

bu
se 

o
f P

ro
cess a

n
d Ju

d
icia

l s
t

a
y

s o
f c

riM
in

a
l P

ro
ceed

in
gs, 2nd ed (2008), Colin W

ells, a
bu

se o
f P

ro
cess, 2nd ed (2011), D

avid 
Y

o
u

n
g, M

ark S
u

M
M

ers and D
avid C

o
rk

er, a
bu

se o
f P

ro
cess in c

riM
in

a
l P

ro
ceed

in
gs, 4th ed (2014), Rosem

ary Pattenden, 
T

he pow
er of the courts to stay a crim

inal prosecution, 1985 Crim
. L. Rev. 175 (1985), D

onna C. M
organ, Controlling Prose-

cutorial Pow
ers-Judicial R

eview
, A

buse of Process and Section 7 of the Charter, 29 Crim
. L. Q

. 15 (1986), A
. S. H

odge, T
he 

Process of A
buse, 20 H

ong K
ong L. J. 195 (1990), D

avid M
. Paciocco, T

he Stay of Proceedings as a R
em

edy in Crim
inal 

Cases: A
busing the A

buse of Process Concept, 15 Crim
. L. J. 315 (1991), F. G. D

avies, A
buse of Process-A

n E
xpanding D

oc-
trine, 55 J. Crim

. L. 374 (1991), Richard Bray, Beckford and Beyond. Som
e D

evelopm
ents in the D

octrine of A
buse of Pro-

cess, 19 D
enning L. J. 69 (2007).

Connelly v. D
. P. P. [1964] A

.C. 1254.

本
判
決
に
つ
い
て
は
田
宮
裕
『
一
事
不
再
理
の
原
則
』（
有
斐
閣
、
一
九
七
八
年
）
一
九
二
頁
以

下
、
高
田
昭
正
『
刑
事
訴
訟
の
構
造
と
救
済
』（
成
文
堂
、
一
九
九
四
年
）
四
六
頁
以
下
参
照
。

Id. at 1296.
Id. at 1354.
D

. P. P. v. H
um

phrys [1977] A
.C. 1.

Id. at 46 and at 55.

そ
の
後
の
英
連
邦
系
諸
国
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註
（
18
）
記
載
の
各
文
献
参
照
。

Id. at 26.
M

oevao v. D
epartm

ent of Labour [1980] 1 N
.Z.L.R. 464.

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
事
裁
判
所
の
制
度
に
つ
きs

t
en

n
in

g, supra note 18, at 114-119.
R. v. H

artley [1978] 2 N
.Z.L.R. 199.

（
18
）

（
19
）

（
20
）

（
21
）

（
22
）

（
23
）

（
24
）

（
25
）

（
26
）

（
27
）

（
28
）
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Connelly v. D
. P. P. [1964] A

.C. 1254 at 1354.
M

oevao v. D
epartm

ent of Labour [1980] 1 N
.Z.L.R. 464 at 481.

Id. at 476.
Id. at 482.

ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
に
お
け
る
（M

oevao

判
決
か
らFox

判
決
ま
で
の
）
訴
訟
手
続
濫
用
法
理
の
展
開
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、A

. 
M

. Pow
ell, A

buse of Process in Crim
inal Cases, N

ov N
.Z.L.J. 385 (2006).

Fox v. A
ttorney-General [2002] 3 N

.Z.L.R. 62.

い
わ
ゆ
る
答
弁
取
引
（plea negotiation

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
そ
の
存
在
自
体
は
承
認
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
法
的
根
拠
に
基
づ
く
の
か
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
な
ど
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
が
続
い
て
い

る
。See, s

t
en

n
in

g, supra note 18, at 157-160.
Id. at 72.
R. v. A

ntonievic [2013] 3 N
.Z.L.R. 806. See, Brendan H

orsley, Police M
isconduct: Stay of Proceedings, 4 N

.Z.L.J. 411 
(2013).詳

細
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
単
な
る
バ
イ
ク
愛
好
家
の
集
団
で
は
な
く
、（
薬
物
）
犯
罪
や
組
織
犯
罪
へ
の
関
与
の
程
度
が
高
い
団
体

（outlaw
 m

otorcycle club

、m
otorcycle gang 

、biker gang

な
ど
と
呼
ば
れ
る
）
と
思
わ
れ
る
。

Id. at 817. See, Beckham
 v. R [2013] 1 N

.Z.L.R. 613.
Id. at 829.
Id. at 818.
Id. at 829.

指
宿
・
前
掲
書
註
（
7
）、
寺
崎
・
前
掲
書
註
（
9
）。

三
井
誠
「
所
持
品
検
査
の
限
界
と
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
（
下
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
〇
号
（
一
九
七
八
年
）
一
〇
九
頁
以
下
、
同
「
違
法

収
集
証
拠
の
排
除
［
1
］」
法
学
教
室
二
六
三
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
五
一
頁
以
下
、
井
上
正
仁
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
排
除
』（
弘
文
堂
、

一
九
八
五
年
）
五
五
四
頁
以
下
、
川
出
敏
裕
「
い
わ
ゆ
る
『
毒
樹
の
果
実
論
』
の
意
義
と
妥
当
範
囲
」
芝
原
邦
爾
他
編
『
松
尾
浩
也
先
生
古
稀
祝

（
29
）

（
30
）

（
31
）

（
32
）

（
33
）

（
34
）

（
35
）

（
36
）

（
37
）

（
38
）

（
39
）

（
40
）

（
41
）

（
42
）

（
43
）

（
44
）
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賀
論
文
集
下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
五
三
〇
頁
等
参
照
。
ま
た
、
山
本
正
樹
「
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
に
関
す
る
一
考
察
」
三
井
誠
他

編
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
［
下
巻
］』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
四
九
二
頁
は
、「
排
除
法
則
は
、
適
正
手
続
論
と
こ
れ
を
土
台
と

す
る
司
法
の
無
瑕
性
論
を
そ
の
根
拠
の
主
軸
と
解
す
る
の
が
相
当
」
で
あ
る
と
す
る
。

大
阪
地
判
平
成
二
四
年
一
月
二
三
日
判
タ
一
四
〇
四
号
三
七
三
頁
は
、「
刑
事
訴
訟
法
一
条
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
事
案
の
真
相
究
明
や
刑

罰
法
令
の
適
用
実
現
も
、
個
人
の
基
本
的
人
権
の
保
障
を
全
う
し
つ
つ
、
適
正
な
手
続
の
も
と
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
こ

ろ
、
手
続
の
適
正
が
著
し
く
侵
害
さ
れ
た
場
合
に
、
被
告
人
の
権
利
救
済
、
司
法
の
廉
潔
性
維
持
、
将
来
に
お
け
る
違
法
行
為
の
抑
制
の
た
め
に
、

非
常
の
救
済
手
段
と
し
て
、
打
ち
切
り
を
選
択
す
る
以
外
に
手
段
が
な
い
場
合
も
想
定
で
き
な
い
で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
本
判
決
に
関
す
る

評
釈
と
し
て
、
正
木
祐
史
「
判
批
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
九
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
一
四
六
頁
、
指
宿
信
「
判
批
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
三
五
号

（
二
〇
一
三
年
）
一
五
八
頁
以
下
。

田
宮
裕
『
日
本
の
刑
事
訴
追
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
八
年
）
六
三
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
46
）
一
〇
四
頁
以
下
。
こ
れ
を
う
け
て
、
指
宿
研
究
・
前
掲
書
註
（
7
）
三
二
八
頁
は
、
そ
の
後
の
最
高
裁
判
例
等
に

鑑
み
て
、「
既
に
『
司
法
審
査
』
問
題
を
通
じ
て
、
わ
が
国
に
も
固
有
権
の
観
念
が
定
着
を
見
せ
始
め
た
、
と
の
評
価
を
お
こ
な
う
こ
と
も
可
能

な
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す
る
。
ま
た
、
三
井
誠
発
言
「
研
究
会
・
川
本
事
件
最
高
裁
決
定
を
め
ぐ
っ
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七

三
七
号
三
六
頁
は
、「
最
高
裁
が
検
察
官
の
行
政
的
処
分
に
対
し
て
司
法
の
審
査
が
及
び
う
る
と
明
言
し
た
こ
と
は
や
は
り
重
要
な
意
味
を
も
つ

と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
検
察
と
司
法
は
協
働
の
関
係
に
あ
り
、
両
作
用
が
峻
別
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
当
事
者
主
義
訴
訟
の
内

実
が
検
察
の
訴
追
活
動
に
対
す
る
司
法
の
監
督
権
を
も
肯
定
す
る
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
の
は
、
刑
事
司
法
の
価
値
転
換
を
示
す
も
の
と
し
て
象

徴
的
意
味
合
い
が
あ
る
」
と
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
46
）
一
一
七
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
46
）
一
〇
二
頁
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
46
）
一
〇
六
頁
以
下
。

ま
た
、
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
の
基
礎
理
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
六
四
年
）
八
頁
以
下
は
、「
い
か
に
裁
判
官
が
ま
ん
べ
ん
な
く
心
を

く
ば
っ
て
も
、
一
人
の
者
の
能
力
に
は
か
ぎ
り
が
あ
り
、
も
の
ご
と
は
、
立
場
に
よ
り
見
方
に
よ
っ
て
、
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
く
る
」
こ
と
か
ら
、

「
こ
の
よ
う
な
違
っ
た
見
方
を
考
慮
し
た
上
で
判
断
す
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
判
断
は
公
正
と
は
い
え
な
い
、
と
い
う
の
が
、
当
事
者
主
義
の
精

（
45
）

（
46
）

（
47
）

（
48
）

（
49
）

（
50
）

（
51
）
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神
」
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、「
民
主
主
義
の
精
神
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
の
よ
う
な
民
主
主
義
の
精
神
の
訴
訟

へ
の
反
映
が
、
当
事
者
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
い
う
。
異
な
る
立
場
か
ら
の
判
断
を
考
慮
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
「
当
事
者
主
義

の
精
神
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
検
察
官
だ
け
で
な
く
、
裁
判
所
の
視
点
か
ら
も
刑
事
責
任
を
追
及
す
る
べ
き
か
否
か
の
判
断
を
行
う
か
ら
と
い
っ

て
、
た
だ
ち
に
当
事
者
主
義
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
松
宮
孝
明
「『
当
事
者
主
義
』
を
考
え
る
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一

四
八
号
（
一
九
九
九
年
）
八
五
頁
は
、「
検
察
官
が
『
当
事
者
』
と
し
て
、『
証
拠
開
示
』
や
『
訴
追
裁
量
』
に
つ
い
て
裁
判
所
の
介
入
を
受
け
な

い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
に
お
け
る
『
当
事
者
主
義
』
は
、
検
察
官
が
裁
判
の
主
役
だ
と
い
う
意
味
で
の
『
検
察
官
司
法
』
の
別
名
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
当
事
者
主
義
」
に
対
す
る
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。

こ
の
点
、
寺
崎
教
授
も
、
検
察
官
の
訴
追
裁
量
と
い
う
点
か
ら
は
な
れ
た
理
論
構
成
を
提
示
し
て
い
る
。
従
来
の
公
訴
権
濫
用
論
に
お
け
る

「
検
察
官
の
訴
追
行
為
に
対
す
る
批
判
」
の
重
視
を
批
判
し
、
法
秩
序
全
体
か
ら
み
て
「
訴
訟
そ
の
も
の
」
が
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、

形
式
裁
判
に
よ
っ
て
終
了
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
公
訴
提
起
や
訴
訟
追
行
に
全
く
欠
陥
が
な
く
と
も
、『
訴
訟
そ
の
も
の
』

が
全
体
の
法
秩
序
か
ら
受
け
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
は
、
実
体
的
訴
訟
関
係
の
存
立
基
盤
が
失
わ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、「
実
体
判
決
は
下
し
得
ず
、

形
式
裁
判
で
処
理
す
る
他
は
な
い
。
こ
の
場
合
の
形
式
裁
判
に
よ
る
処
理
は
、
実
体
判
決
が
で
き
な
い
反
射
的
効
果
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
積

極
的
に
『
訴
訟
そ
の
も
の
』
の
不
許
容
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
否
定
的
価
値
判
断
を
含
ん
で
い
る
」
と
す
る
の
で
あ
る
（
寺
崎
・
前
掲
書
註

（
9
）
三
五
一
頁
）。
し
か
し
な
が
ら
、
実
体
的
訴
訟
関
係
の
存
立
が
許
容
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
の
判
断
基
準
が
明
確
で

な
い
こ
と
に
加
え
、
そ
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
場
合
は
、「
公
訴
権
濫
用
論
」
に
関
す
る
判
例
の
立
場
と
同
様
に
、
か
な
り
限
定
さ
れ
て
し
ま
う

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
の
目
的
』（
成
文
堂
、
増
補
版
、
二
〇
一
〇
年
）
三
四
頁
。
同
「
特
集
・
刑
事
訴
訟
法
の
基
本
原
理　

2
適
正
手

続
」
法
学
教
室
二
六
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
頁
も
参
照
。
ま
た
、
三
井
誠
「
刑
事
訴
訟
法
施
行
三
〇
年
と
『
検
察
官
司
法
』」
別
冊
判
例
タ

イ
ム
ズ
七
号
（
一
九
八
〇
年
）
三
九
頁
は
、「
真
実
の
発
見
」「
真
相
の
究
明
」
が
「『
検
察
官
司
法
』
を
支
え
て
い
る
理
念
」
で
あ
る
と
す
る
。

な
お
、
私
見
に
お
い
て
「
刑
事
手
続
」
の
目
的
と
す
る
の
は
、
訴
訟
手
続
だ
け
で
な
く
刑
罰
な
ど
の
実
体
法
上
の
観
点
も
含
ん
だ
よ
り
広
い
観
点

か
ら
考
察
し
て
い
る
点
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
る
。

詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
掲
註
（
13
）（
二
）
一
六
八
頁
以
下
参
照
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
の
目
的
論
に
つ
い
て
は
、
民

事
あ
る
い
は
行
政
上
の
手
段
・
手
続
と
の
比
較
等
に
よ
っ
て
、
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

（
52
）

（
53
）

（
54
）
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田
口
・
前
掲
書
註
（
53
）
五
〇
頁
は
、
刑
事
訴
訟
の
目
的
を
、「
法
的
社
会
的
秩
序
の
創
出
に
よ
る
刑
事
事
件
の
解
決
」
と
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、「
刑
事
事
件
の
解
決
が
究
極
的
な
訴
訟
目
的
で
あ
っ
て
、
つ
ね
に
処
罰
が
目
的
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
事
件
解
決
策
と
し
て
い

わ
ゆ
る
ダ
イ
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
本
来
の
刑
事
訴
訟
制
度
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
…
…
例
え
ば
少
年
に
対
す
る
保
護
処
分
の
優
先
な
ど
の

刑
事
手
続
外
の
処
分
の
可
能
性
を
訴
訟
条
件
と
す
る
制
度
の
合
目
的
性
も
明
ら
か
と
な
る
。
さ
ら
に
そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
社
会
的
平

和
の
回
復
に
よ
り
事
件
の
解
決
と
評
価
で
き
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
理
由
に
刑
事
手
続
を
中
止
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
」
と
す
る
。

三
井
誠
『
刑
事
手
続
法
Ⅱ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
三
年
）
五
二
頁
。
同
「
検
察
官
の
起
訴
猶
予
裁
量
（
一
）
─
そ
の
訴
訟
法
的
お
よ
び
比
較

法
制
的
考
察
」
神
戸
法
学
雑
誌
二
一
巻
一
・
二
号
（
一
九
七
一
年
）
六
五
頁
以
下
、
同
「
検
察
審
査
会
制
度
の
現
状
と
課
題
」
法
律
時
報
五
〇
巻

九
号
（
一
九
七
八
年
）
八
頁
以
下
、
小
田
中
聰
樹
「『
検
察
の
民
主
化
』
と
検
察
審
査
会
」
法
律
時
報
五
〇
巻
九
号
（
一
九
七
八
年
）
一
五
頁
以

下
、
松
尾
浩
也
「
公
訴
権
の
行
使
と
民
衆
参
加
」
団
藤
重
光
他
編
『
佐
伯
千
仭
博
士
還
暦
祝
賀　

犯
罪
と
刑
罰
（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
六
八

年
）
一
七
二
頁
以
下
、
川
﨑
英
明
『
現
代
検
察
官
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
七
年
）
二
七
四
頁
、
同
「
検
察
審
査
会
の
役
割
と
権
限
」
井
上

正
仁
・
酒
巻
匡
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊
新
・
法
律
学
の
争
点
シ
リ
ー
ズ
六
、
二
〇
一
三
年
）
一
一
三
頁
、
鯰
越
溢
弘
『
刑

事
訴
追
理
念
の
研
究
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
二
二
六
頁
以
下
等
参
照
。

三
井
・
前
掲
註
（
53
）
四
〇
頁
。

Pow
ell, supra note 33, at 385.

田
宮
裕
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
六
年
）
二
二
八
頁
、
指
宿
研
究
・
前
掲
書
註
（
7
）
三
七
四
頁
以
下
な
ど
。

高
橋
則
夫
「
刑
法
に
お
け
る
損
害
回
復
の
思
想
」（
成
文
堂
、
一
九
九
七
年
）
一
八
六
頁
以
下
は
、
修
復
的
司
法
の
観
点
か
ら
、
刑
事
司
法

の
目
的
を
「
紛
争
の
解
決
」
と
理
解
す
る
。

（
55
）

（
56
）

（
57
）

（
58
）

（
59
）

（
60
）




