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一

は

じ

め

に

合
衆
国
議
会
お
よ
び
州
議
会
は
、
合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
、
被
告
人
に
遡
及
的
に
適
用
す
る
法
律
を
制
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い

(

１)

。

で
は
、
事
後
法
と
は
い
か
な
る
法
律
を
指
す
の
か
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
七
九
八
年
のC

ald
e

r
v
.

B
u

ll

事
件
判
決
に
お
い
て
、
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( )

四
つ
の
類
型
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

(

２)

。
す
な
わ
ち
、｢

第
一
類
型
―
そ
の
制
定
前
に
な
さ
れ
、
行
為
時
に
犯
罪
で
は
な
か
っ
た
行
為

を
犯
罪
と
す
る
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
行
為
を
処
罰
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
。
第
二
類
型
―
遂
行
時
よ
り
も
犯
罪
を
加
重
す
る
、

あ
る
い
は
重
大
化
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
法
律
。
第
三
類
型
―
刑
罰
を
変
更
し
、
遂
行
時
に
当
該
犯
罪
に
付
加
さ
れ
る
法
律
よ
り
も
重
い

刑
罰
を
科
す
る
あ
ら
ゆ
る
法
律
。
第
四
類
型
―
犯
罪
者
を
有
罪
と
す
る
た
め
に
、
証
拠
の
法
ル
ー
ル
を
変
更
し
、
犯
罪
遂
行
時
に
法

律
が
要
求
し
て
い
た
よ
り
も
少
な
い
あ
る
い
は
異
な
る
証
拠
を
認
め
る
あ
ら
ゆ
る
法
律

(

３)｣

、
と
。

事
後
法
は
な
ぜ
禁
じ
ら
れ
る
の
か
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
〇
〇
年
のC

arm
e

ll
v
.

T
e

x
as

事
件
判
決
に
お
い
て
、
事
後
法
禁

止
条
項
の
正
当
化
根
拠
を
挙
げ
て
い
る

(

４)

。
第
一
に
、
政
府
が
、
個
人
の
自
由
や
生
命
を
剥
奪
で
き
る
状
況
を
統
制
す
る
た
め
に
、
確

立
さ
れ
た
法
ル
ー
ル
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
基
本
的
な
公
正
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
第
二
に
、
事
後
法
禁
止
条
項
は
、
立
法
府
の
制
定

す
る
法
律
が
公
正
な
警
告
を
与
え
る
こ
と
を
前
提
に
、
個
人
が
そ
の
意
味
が
明
白
に
変
更
さ
れ
る
ま
で
は
そ
の
意
味
を
信
頼
す
る
こ

と
を
是
認
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
の
に
資
す
る
。
第
三
に
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
恣
意
的
で
復
讐
的
な
立
法
を
抑
制
す
る
こ
と
で
政

府
権
限
を
規
制
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
後
に
、
将
来
の
犯
罪
者
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
、
個
人
を
更
生
改
善
す
る
た
め
に
、
犯
罪
者
が

そ
の
犯
罪
の
ゆ
え
に
適
切
に
処
罰
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
公
共
の
利
益
で
あ
る
。

で
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
射
程
は
ど
こ
ま
で
で
あ
ろ
う
か
。
合
衆
国
憲
法
の
文
言
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
立
法
を
規

制
対
象
と
す
る
も
の
と
読
め
る

(

５)

。
と
す
る
と
、
例
え
ば
、
裁
判
所
が
刑
罰
法
規
を
新
た
に
解
釈

(

特
に
そ
の
解
釈
が
日
常
用
語
的
理

解
を
超
え
る
よ
う
な
場
合)

し
て
、
あ
る
い
は
こ
れ
ま
で
の
先
例
に
よ
る
解
釈
を
変
更
し
処
罰
範
囲
を
拡
大
し
て
、
日
常
的
理
解
あ

る
い
は
先
例
の
解
釈
に
よ
れ
ば
無
罪
と
予
測
さ
れ
る
当
該
事
件
に
適
用
す
る
場
合
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
射
程
外
と
な
る
。
合
衆

国
最
高
裁
も
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
立
法
作
用
に
の
み
適
用
さ
れ
、
裁
判
所
の
判
決
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
繰
り
返
し
判
示
し
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、｢

事
後
法
禁
止
条
項
が
立
法
府
の
権
限
に
対
す
る
制
約
で
あ
っ
て
、
司
法
府
に
自
動
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
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( )

な
い｣

と
す
る

(

６)

。

し
か
し
、
一
九
六
四
年
のB

o
u

ie
v
.

C
ity

o
f

C
o

lu
m

b
ia

事
件
判
決
は
、
犯
罪
行
為
を
定
義
す
る
制
定
法
の
裁
判
所
に
よ
る
、
予

見
不
可
能
な
拡
張
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
被
告
人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
判
示
し
た

(

７)

。B
o

u
ie

事
件
判
決
は
、
裁
判
所
に
よ
る
新
た
な
解
釈
の
遡
及
適
用
に
つ
き
、
事
後
法
禁
止
条
項
を
適
用
で
き
な
い
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
利
益
に
着
目
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
刑
罰
法
規
を
解
釈
す
る
裁
判
官
に
も
遡
及
適
用
の
禁
止

が
妥
当
す
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、｢

州
立
法
府
が
事
後
法
の
制
定
を
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い

る
な
ら
ば
、
州
最
高
裁
も
、
そ
の
解
釈
が
問
題
の
行
為
に
先
立
っ
て
明
示
さ
れ
て
い
た
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な

い
な
ら
ば
、
裁
判
所
に
よ
る
刑
罰
法
規
の
そ
の
よ
う
な
解
釈
も
遡
及
効
果
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
え
な
い｣

と
す
る

(

８)

。

B
o

u
ie

事
件
判
決
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
先
例
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
遡
及
処
罰
問
題
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条

項
を
新
た
に
登
場
さ
せ
る
こ
と
で
、
裁
判
所
の
解
釈
の
遡
及
適
用
を
禁
じ
た
。
し
か
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
そ
の
も
の
が
先
例
と
の

関
係
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
と
も
に
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
る
不
遡
及
原
則
が
事
後
法
禁
止
条
項
と
比

較
し
て
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
い
か
に
適
用
さ
れ
る
の
か
も
問
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り

禁
じ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
類
型
に
適
用
さ
れ
る
の
か
否
か

(

９)(
B

o
u

ie

事
件
は
問
題
の
行
為
が
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
の
か
否
か
の
事
例
、

す
な
わ
ち
事
後
法
禁
止
条
項
が
対
象
と
す
る
第
一
類
型
に
あ
た
る)
、
さ
ら
に
不
遡
及
原
則
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
に
ま
で

及
ぶ
の
か
否
か

(

�)

が
未
解
決
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
二
〇
〇
一
年
、R

o
g
e

rs
v
.

T
e

n
n

e
sse

e

事
件
判
決
に
お
い
て
、B

o
u

ie

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
基
準
が
、
裁

判
所
が
刑
罰
法
規
適
用
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
被
告
人
に
不
利
益
に
変
更
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た

(

�)

。

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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( )

遡
及
処
罰
禁
止
の
要
請
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
て
、
刑
法
基
本
原
則
の
射
程
が
拡
大
さ
れ
る
形
で
課

題
の
一
つ
が
明
確
に
解
決
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
が
し
か
し
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
大
き
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決

は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
の
基
準
を
、
事
後
法
禁
止
の
諸
原
則
か
ら
切
り
離
し
、
公
正
な
告
知
の
概
念
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
、
遡
及

処
罰
禁
止
を
要
請
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
を
緩
和
し
、｢

合
法
性
原
則
を
侵
食
し
た｣

と
批
判
さ
れ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
被
告
人
がB

o
u

ie

事
件
判
決
に
照
ら
し
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
事
後
法
禁
止
条
項
の
特
別
な
禁
止
類

型
を
含
む
と
の
主
張
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
は
そ
の
よ
う
な
広
範
な
解
釈
を
示

唆
す
る
部
分
が
あ
る
が
あ
く
ま
で
傍
論
で
あ
り
、B
o

u
ie

事
件
判
決
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
確
固
と
し
て
確
立
さ
れ
た
概
念
、
つ

ま
り
、
告
知
、
予
見
可
能
性
そ
し
て
と
り
わ
け
て
公
正
な
警
告
に
そ
の
理
論
的
根
拠
を
求
め
、
そ
の
後
の
判
決
もB

o
u

ie

事
件
判
決

の
基
準
が
事
後
法
禁
止
条
項
の
射
程
に
言
及
せ
ず
、
む
し
ろ
公
正
な
警
告
と
い
う
よ
り
基
礎
的
で
一
般
的
な
原
則
に
し
た
が
っ
て
適

用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
う
え
で
、｢

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
、
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
の
遡
及
適
用
に
対
す
る

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
を
、
問
題
の
行
為
に
先
立
っ
て
示
さ
れ
た
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
場
合
に
限
定

し
た｣

と
解
釈
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
解
釈
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
概
念
の
核
心
を
担
う
と
さ
れ
つ
つ
融
通
無
碍
な
概
念
と
変
容
し

た

｢

公
正
な
告
知

(

あ
る
い
は
警
告)｣

を
基
準
適
用
の
指
針
と
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
遡
及

処
罰
原
則
に
広
範
な
例
外
を
許
容
し
う
る
解
釈
で
、
ま
さ
に
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
適
用
範
囲
を
拡
大
し
な
が
ら
こ
の
原
則
の
適
用

の
換
骨
奪
胎
を
図
る
も
の
と
し
て

｢

肉
を
切
ら
せ
て
骨
を
た
つ｣
論
理
と
な
り
か
ね
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
悪
影
響
は
遡
及
処
罰
禁

止
原
則
に
と
ど
ま
ら
ず
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
根
拠
と
す
る
合
法
性
原
則
に
も
及
び
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
判
決
の

論
理
が
精
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
と
の
関
係
で
、
被
告
人
に
不
利
益
に
変
更
さ
れ
た
判
例
が
当
該
被
告
人
に
適
用
さ
れ
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( )

う
る
の
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
判
例
変
更
と
遡
及
処
罰
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
て
最
高
裁
が
公
務
員
の
争
議
行
為
の

あ
お
り

(

お
よ
び
あ
お
り
の
企
て)

処
罰
規
定
に
つ
き
合
憲
限
定
解
釈
と
し
て
示
し
た

｢

二
重
の
し
ぼ
り
論｣

を
被
告
人
に
不
利
益

に
変
更
し
た
全
農
林
事
件
判
決
に
お
い
て
そ
の
問
題
性
が
指
摘
さ
れ

(

�)

、
最
近
の
岩
手
県
教
組
同
盟
罷
業
事
件
第
二
次
上
告
審
判
決
で

正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ

(

�)

、
こ
れ
ら
の
最
高
裁
判
決
を
め
ぐ
っ
て
従
来
か
ら
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
議
論
状
況
は
わ
が
国
の
議
論
に
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。
ま
た
、

筆
者
も
、
罪
刑
法
定
主
義
の
制
度
的
保
障
の
側
面
と

(

主
観
的)

権
利
性

(

あ
る
い
は
制
度
の
核
と
し
て
の
本
質)

と
の
関
係
に
お

い
て

｢

公
正
な
告
知｣
を
用
い
た
再
構
成
を
検
討
す
る
な
か
で
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
は
、
憲
法
三
一
条

の
適
正
手
続
に
お
け
る

｢

公
正
な
告
知｣

の
保
障

(

と
憲
法
三
九
条)

か
ら
少
な
く
と
も
最
高
裁
に
よ
る
刑
罰
法
規
の
合
憲
限
定
解

釈
に
は
告
知
付
与
機
能
を
認
め
、｢
公
正
さ｣

の
観
点
か
ら
こ
れ
を
変
更
す
る
場
合
に
は
明
示
的
な
先
例
変
更
の
告
知
を
要
す
る
も

の
と
し
、
被
告
人
に
不
利
益
な
判
例
変
更
が
当
該
事
件
に
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る

(

�)

。
そ
れ
は
外
観
上
ま
さ
に

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
と
同
じ
論
理
に
見
え
る
が
、
結
論
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
議
論
を
反
面

教
師
的
に
見
な
が
ら
立
論
を
し
た
だ
け
に
、R

o
g
e

rs
事
件
判
決
に
お
け
る
合
衆
国
最
高
裁
の
論
理
は
十
分
に
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
本
判
決
の
意
義
や
位
置
づ
け
、
今
後
の
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
行
方
を
見
定
め
る
こ
と
は
筆
者
に
と
っ
て

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

以
下
で
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
を
検
討
分
析
す
る
前
提
と
し
て
、
そ
の
争
点
で
あ
っ
た
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
近
時
問
題
と
さ

れ
た
各
州
の
判
例
等
の
状
況
に
つ
い
て
概
観
し
た
う
え
で
、
合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
る
事
後
法
禁
止
条
項
と
判
例
の
遡
及
適
用
と
の

関
係
に
つ
い
て
主
要
な
判
例
を
再
確
認
し
、
こ
れ
に
関
す
る
学
説
の
状
況
を
見
る
こ
と
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、R

o
g

e
rs

事
件
判

決
の
意
義
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
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(
)

( １ ) U.S. Const.art. I,§10, cl.1: “No state shall ・ ・ ・pass any ・ ・ ・ex post facto law.” U.S. Const.art. I, �9, cl.3:

“No ・ ・ ・ex post facto law shall be passed.”

( ２ ) 3 U.S. (3 Dall.) 386(1798). な お 、 い か な る 法 律 が 被 告 人 に 適 用 さ れ る の か を 決 定 す る 時 点 は 犯 罪 時 で あ る か

ら 、 あ る 法 律 が 事 後 法 で あ る か 否 か も こ の 時 点 を 基 準 に 判 断 さ れ る 。 立 法 府 が 犯 罪 遂 行 後 に 法 律 を 変 更 し こ れ を 被 告

人 に 適 用 し よ う と す る な ら ば 、 そ れ は 遡 及 適 用 で あ る 。

( ３ ) Id at 390.

( ４ ) 120 S. Ct. 1620, 1632-33(2000). See LAFAVE & SCOTT, SUBSTANTIVE CRMINAL LAW 136(1986).

( ５ ) Id.

( ６ ) See, e.g., Marks v. United states, 430 U.S. 188, 191(1977), Ross v. Oregon, 227 U.S. 150, 161(1913). そ こ に

は も ち ろ ん 、 合 衆 国 憲 法 の 文 言 の み な ら ず 、 ｢ 文 字 通 り の 意 味 に お い て 、 全 て の 判 例 法 は 、 制 定 法 の 裁 判 所 に よ る 解

釈 を 含 め て 、 遡 及 的 に 働 く 。 と い う の は 、 既 存 の 全 て を 包 含 す る 法 律 と い う 伝 統 的 理 論 に か か わ ら ず 、 実 際 は 多 く の

間 隙 が あ り 、 時 間 を 遡 っ て 事 前 の 行 為 に 犯 罪 と の 有 権 的 な 烙 印 を 押 す の は 事 後 の 判 決 だ か ら で あ る ｣ と の 理 解 も あ る 。

し か し 、 こ の 理 解 に も そ れ ゆ え に す べ て の 裁 判 所 の 判 決 に よ る 遡 及 処 罰 を 許 容 す る 根 拠 と し て は 認 め が た い と の 批 判

が あ る 。See HALL, GENERAL PRINCIPLES OF CRIMINAL LAW 61(2d. ed. 1960).

( ７ ) 378 U.S.347(1964).

( ８ ) Id. at 353-54.

( ９ ) Kaatz, Is There An Ex Post Facto Prohibition On Judicial Decisions That Retroactively Enlarge Criminal Punishment?,

47 WAYNE L.REV. 1367, 1368(2001). Kaatz 論 文 は 、 事 後 法 禁 止 条 項 の 根 拠 に 照 ら し て 、 以 下 の 諸 点 か ら ｢ 事 後 法 禁

止 条 項 の 存 在 を 正 当 化 す る 政 策 の 全 て を 考 慮 す れ ば 、Bouie 事 件 判 決 が 刑 罰 に も 適 用 さ れ る べ き で あ る と い う の が 論

理 的 で あ る ｣ と す る 。 す な わ ち 、 ① 合 衆 国 最 高 裁 が 政 府 と い う 言 葉 を 用 い 、 立 法 府 で は な い こ と が 重 要 で あ る 。 立 法
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( )

府
で
も
裁
判
所
で
も
、
被
告
人
が
遡
及
的
に
よ
り
厳
し
い
刑
罰
を
受
け
る
結
果
と
な
る
な
ら
ば
、
基
本
的
な
公
正
さ
が
侵
害
さ
れ
て
い
な

い
と
主
張
す
る
の
は
難
し
い
。
②
被
告
人
が
、
訴
追
に
有
罪
答
弁
す
る
の
か
公
判
に
す
す
む
の
か
を
判
断
す
る
さ
い
、
犯
罪
に
対
し
て
予

測
さ
れ
る
刑
罰
に
依
拠
す
る
と
の
有
力
な
主
張
が
な
さ
れ
う
る
。
裁
判
所
が
、
被
告
人
が
有
罪
答
弁
を
決
定
し
た
後
に
犯
罪
に
付
さ
れ
た

刑
罰
を
重
く
す
る
制
定
法
の
新
た
な
解
釈
を
な
す
な
ら
ば
、
被
告
人
の
信
頼
の
利
益
は
裏
切
ら
れ
る
。
こ
れ
は
公
判
に
す
す
む
被
告
人
の

数
を
増
や
し
、
司
法
予
算
を
増
大
さ
せ
る
。
結
果
と
し
て
訴
追
も
妨
げ
ら
れ
、
事
件
が
公
判
ま
で
進
み
時
間
が
か
か
れ
ば
、
証
人
も
そ
の

証
言
内
容
を
忘
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
③C

ald
e

r

事
件
判
決
に
お
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
合
衆
国
憲
法
以
前
に
は
、
イ
ギ

リ
ス
議
会
が
事
後
法
を
制
定
し
、
そ
の
主
張
者
が
野
心
、
個
人
的
恨
み
や
復
讐
心
の
あ
る
悪
意
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ

た
。
お
そ
ら
く
そ
の
メ
ン
バ
ー
が
選
挙
さ
れ
た
官
吏
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
情
は
立
法
府
に
お
い
て
生
ま
れ
、
そ
の
よ
う
に
彼
ら

は
支
持
者
に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
て
い
る
。
州
最
高
裁
に
選
挙
さ
れ
る
裁
判
官
も
ま
た
そ
の
選
挙
民
に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

刑
事
被
告
人
が
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
特
に
周
知
と
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
州
最
高
裁
は
、
量
刑
に
関
し
て
、
復
讐
心
の
あ
る
判
断
を
な

す
よ
う
に
公
衆
に
よ
っ
て
感
化
さ
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
④
被
告
人
の
量
刑
を
加
重
す
る
遡
及
的
な
裁
判
所
に
よ
る
判
決
が
ど
の
よ
う
に
し

て
犯
罪
抑
止
結
果
を
達
成
で
き
る
の
か
。
誰
か
が
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
に
、
そ
れ
が
遂
行
さ
れ
る
前
に
犯

罪
に
付
さ
れ
る
刑
罰
が
社
会
に
知
ら
れ
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
事
後
法
禁
止
条
項
もB

o
u

ie

事
件
判
決
の
判
決
も
犯
罪
に
付
さ
れ
る

刑
罰
に
関
し
て
将
来
的
判
決
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
⑤
被
告
人
の
観
点
か
ら
は
、
新
た
な
制
定
法
の
結
果
と
し
て
の
刑
罰
に
お
け
る

遡
及
的
な
加
重
と
、
裁
判
所
の
判
決
の
結
果
で
あ
る
場
合
と
に
、
何
ら
か
の
相
違
が
見
い
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殆
ど
の

犯
罪
者
は
お
そ
ら
く
、
法
シ
ス
テ
ム
が
立
法
府
だ
け
で
は
な
く
裁
判
所
の
新
た
な
判
決
に
よ
る
刑
罰
に
お
け
る
変
化
に
ど
の
よ
う
に
備
え

て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
い
な
い
。
刑
罰
の
一
つ
の
目
的
は
、
法
律
を
尊
重
し
遵
守
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
犯
罪
者
を
更
生
さ
せ
る
こ
と
で

あ
る
。
法
律
が
犯
罪
者
の
観
点
か
ら
恣
意
的
な
も
の
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
変
更
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
法
律
に
対
す
る
敬
意
を
強
化
す

る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
効
果
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
結
果
と
し
て
、
社
会
は
犯
罪
者
を
更
生
さ
せ
る
と
い
う
刑
罰
の
目
的
の
一

つ
を
促
進
し
な
い
。
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(

�)
T

h
e

S
u

p
rem

e
C

ou
rt

―L
ea

d
in

g
C

a
ses,

1
1

5
H

A
R

V
.

L
.

R
E

V
.

3
0

6(
2

0
0

1)
.
｢

合
衆
国
に
お
け
る
刑
法
の
か
な
り
の
部
分
が
な
お

裁
判
官
に
よ
り
創
造
さ
れ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
遡
及
適
用
を
受
け
る
可
能

性
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
問
題
は
か
な
り
重
要
で
あ
る｣

と
指
摘
す
る
。

(

�)
1

2
1

S
.

C
t.

1
6

9
3(

2
0

0
1)

.

(

�)
L

ea
d

in
g

C
a

ses,
su

p
ra

n
o

te
1

0
at

3
1

7
.

(

�)
1

2
1

S
.

C
t.

at
1

7
0

0
.

(

�)

わ
が
国
に
お
け
る
学
説
状
況
に
つ
い
て
は
、
中
山
研
一『

判
例
変
更
と
遡
及
処
罰
―
岩
教
組
事
件
第
二
次
上
告
審
判
決
を
契
機
に
―』

(

二
〇
〇
三
年)

お
よ
び
そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
諸
文
献
を
参
照
願
い
た
い
。

(

�)

最
大
判
昭
四
八
・
四
・
二
五
刑
集
二
七
巻
四
号
五
四
七
頁
。

(

�)

最
判
平
八
・
一
一
・
一
八
刑
集
五
〇
巻
一
〇
号
七
四
五
頁
。

(

�)

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
事
後
法
禁
止
原
則
に
関
し
て
、
比
較
的
新
し
い
文
献
と
し
て
は
、
萩
原
滋

『

罪
刑
法
廷
主
義
と
刑
法
解

釈』

二
一
一
頁
以
下

(

一
九
九
八
年)

、
成
田
秀
樹

｢

刑
事
判
例
と
事
後
法
禁
止｣

法
学
新
報
九
八
巻
七
・
八
号
一
六
三
頁
以
下
、
同

｢

事
後
法
の
禁
止
―
実
体
法
・
手
続
法
の
区
別
と
事
後
法
禁
止
の
適
用
範
囲｣

法
学
新
報
九
八
巻
五
・
六
号
七
九
頁
以
下
が
あ
る
。

(

	)

拙
稿

｢

罪
刑
法
定
主
義
の
理
念
と

『

権
利
性』
に
つ
い
て』

大
野
眞
義
先
生
古
稀
祝
賀

『

刑
事
法
学
の
潮
流
と
展
望』

二
三
頁
以
下

(

二
〇
〇
〇
年)

。

(


)

拙
稿
注

(

	)

三
二
頁
以
下
。

二

｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

を
め
ぐ
る
法
状
況
と
遡
及
処
罰
禁
止
原
則

�

｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

を
め
ぐ
る
法
状
況
の
概
観
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( )

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
被
告
人
は
被
害
者
に
傷
害
を
与
え
た
行
為
か
ら
一
年
と
一
日
の
う
ち
に
被
害
者
が
死
亡
し
な
け
れ
ば
殺
人

罪
(

謀
殺
罪)

で
訴
追
さ
れ
な
い
と
い
う

｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル

(
th

e
y
e

ar
an

d
a

d
ay

ru
le)｣

が
一
三
世
紀
に
確
立
さ
れ
、

し
っ
か
り
と
定
着
し
て
い
る

(

�)

。
本
来
は
、｢

死
の
訴
え

(
ap

p
e

al
o

f
d
e

ath)｣

と
知
ら
れ
る
殺
人
に
対
す
る
私
訴
を
始
め
る
期
限
を

定
め
る
ル
ー
ル
と
し
て
機
能
し
た
が
、
死
の
訴
え
が
一
八
一
九
年
に
廃
止
さ
れ
た
後
は
、
殺
人
罪
の
公
訴
提
起
を
規
制
す
る
ル
ー
ル

に
拡
張
さ
れ
た

(
�)
。
こ
の
ル
ー
ル
の
正
当
化
根
拠
は
三
つ
挙
げ
ら
れ
る

(

�)

。
第
一
に
、
一
三
世
紀
の
医
学
が
被
害
者
の
受
傷
と
死
亡
と
の

間
に
多
大
な
時
間
が
経
っ
た
場
合
に
は
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
因
果
関
係
を
証
明
し
え
ず
、
殺
人
罪
に
お
け
る
因
果
関
係
の
証
明

が
不
当
に
推
測
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
医
療
の
未
熟
さ
か
ら
、
長
期
間
経
過
し
た

死
亡
が
人
為
的
原
因
に
帰
属
し
う
る
こ
と
を
科
学
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
一
年
以
上
も
経
て
ば
無
関
係
な

病
気
や
医
学
的
援
助
の
不
十
分
さ
な
ど
他
の
要
因
が
死
を
惹
起
し
た
と
の
議
論
の
余
地
が
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
は
、
被
告
人
に
有
利

に
そ
の
行
為
が
死
を
惹
起
し
な
か
っ
た
と
す
る
時
間
的
制
約
ル
ー
ル
を
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
近
隣
の

出
来
事
の
報
告
者
と
し
て
の
陪
審
の
初
期
の
機
能
か
ら
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
初
期
の
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
で
は
、
陪
審
員
は
有

罪
評
決
に
達
す
る
に
は
陪
審
員
自
身
の
知
識
に
依
拠
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
こ
の
ル
ー
ル
は
、
あ
ら

ゆ
る
殺
人
罪
に
対
し
て
無
差
別
に
死
刑
を
科
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
実
務
の
峻
厳
さ
を
緩
和
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
い
ず
れ
も
時
代
的
背
景
に
基
づ
く
要
請
で
あ
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
は
か
な
り
様
相
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と

り
わ
け
て
第
一
の
根
拠
に
つ
い
て
は
、
医
学
お
よ
び
医
療
技
術
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
現
代
で
は
、
こ
の
ル
ー
ル
は
明
ら
か
に
時
代

遅
れ
で
あ
る
。
現
代
の
医
療
は
、
被
害
者
を
一
年
と
一
日
を
越
え
て
生
存
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
死
が
長
期
間
経
過
し
た
後
で

あ
っ
て
も
そ
の
死
因
を
か
な
り
の
正
確
性
を
も
っ
て
特
定
で
き
る
の
で
あ
る

(
�)

。
｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

の
適
用
を
争
っ
た
最
近
の
代
表
的
判
例
は
以
下
の
よ
う
に
こ
の
ル
ー
ル
を
評
価
す
る
。
例
え
ば
、K

e
y
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( )

v
.

S
tate

事
件
判
決
は
、
被
告
人
が
車
で
被
害
者
を
は
ね
て
脳
に
重
大
な
傷
害
を
与
え
植
物
状
態
に
陥
ら
せ
て
、
被
害
者
が
約
一
八

ヵ
月
後
に
事
故
の
傷
害
に
よ
る
合
併
症
で
死
亡
し
た
事
案
で
あ
る

(

�)

。
被
告
人
は
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
に
基
づ
き
殺
人
罪
あ
る
い
は
そ

の
被
包
摂
犯
罪
で
訴
追
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
州
最
高
裁
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
ア
ラ
バ
マ
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
で

あ
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
ル
ー
ル
に
従
え
ば
、
被
害
者
が
被
告
人
の
違
法
行
為
か
ら
一
年
と
一
日
の
う
ち
に
死
亡
し
て
は
じ
め
て

殺
人
罪
で
訴
追
さ
れ
う
る
と
す
る

(

�)

。
が
し
か
し
、
医
学
に
お
け
る
現
代
の
進
歩
お
よ
び
生
命
維
持
能
力
の
向
上
、
さ
ら
に
こ
の
ル
ー

ル
の
適
用
を
回
避
す
る
法
律
上
の
及
び
裁
判
所
に
よ
る
潮
流
に
照
ら
し
て
、
こ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
が
現
在
も
ア
ラ
バ
マ

州
に
お
い
て
有
効
な
刑
法
原
則
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、
こ
の
ル
ー
ル
の
根
拠
、
生
成
経

緯
お
よ
び
各
州
に
お
け
る
最
近
の
裁
判
例
を
分
析
し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
結
論
し
た
。
す
な
わ
ち
、｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
よ

う
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
原
則
の
脈
絡
で
は
、
新
た
な
事
情
や
事
実
類
型
が
現
わ
れ
る
に
つ
れ
て
先
例
を
明
確
化
す
る
あ
る
い
は
再
評
価

す
る
必
要
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
行
為
が
、
法
を
創
造
す
る
の
で
あ
れ
発
見
す
る
の
で
あ
れ
、
刑
法
が
そ
の

コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
要
素
の
い
く
つ
か
を
保
持
す
る
州
で
は
裁
判
所
の
不
可
欠
な
責
務
で
あ
る｣

と
し
た
う
え
で
、
他
州
の
判
決
を

引
用
し
つ
つ
、
医
学
の
急
速
な
進
歩
と
と
も
に
、
陪
審
が
専
門
家
の
証
言
に
依
拠
し
自
ら
の
個
人
的
な
知
識
に
基
づ
き
争
点
を
判
断

す
る
必
要
が
な
い
こ
と
、
お
よ
び
被
害
者
の
死
が
被
告
人
の
一
撃
か
ら
一
年
と
一
日
以
上
経
て
い
て
も
、
そ
の
一
撃
が
死
の
原
因
で

あ
る
こ
と
へ
の
疑
い
が
概
ね
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
死
が
自
然
原
因
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
一
年
と
一
日
の
期
間
が
も

は
や
現
実
的
で
は
な
い
と
し
、｢

当
裁
判
所
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
時
代
遅
れ
の
遺
物
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
一
年
と
一
日
ル
ー
ル

を
判
決
で
廃
止
す
る
他
の
法
域
に
お
け
る
諸
判
決
に
賛
成
す
る｣

と
し
た
。
そ
し
て
、
科
学
的
医
学
的
知
識
に
お
け
る
進
展
等
を
含

め
た
状
況
の
変
化
に
基
づ
き
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
と
判
断
す
る
さ
い
に
、
被
告
人
は
こ
の
ル
ー
ル
を
保
持
す
べ

き
と
す
る
十
分
な
根
拠
を
主
張
し
て
い
な
い
と
判
示
し
た

(

�)

。
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( )

被
告
人
の
銃
撃
で
重
傷
を
負
っ
た
被
害
者
が
六
年
後
に
死
亡
し
た
事
案
で
あ
るC

o
m

m
o

n
w

e
alth

v
.

C
asan

o
v

a

事
件
判
決
は

｢
一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

の
廃
止
に
つ
き
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ル
ー
ル
を
時
代
遅
れ
な
も
の
と
す
る

｢

主
た

る
要
因
は
医
学
の
知
見
と
技
術
の
進
歩
で
あ
る
。
医
学
は
現
在
、
二
〜
三
〇
年
前
に
は
想
像
し
え
な
か
っ
た
ほ
ど
、
数
ヶ
月
数
年
重

篤
な
患
者
の
生
命
を
維
持
で
き
る
。
診
療
技
術
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
進
歩
が
見
ら
れ
、
因
果
関
係
の
問
題
は
容
易
に
解
決
さ
れ

る
。
最
近
の
病
理
学
者
は
は
る
か
に
正
確
に
死
因
を
判
断
で
き
、
複
雑
な
事
件
で
も
因
果
関
係
は
さ
ほ
ど
困
難
な
問
題
で
は
な
く
な

っ
て
い
る

(

�)｣

一
方
、｢
暴
行
と
被
害
者
の
死
と
の
期
間
経
過
が
大
き
く
な
れ
ば
因
果
関
係
の
証
明
が
よ
り
難
し
く
な
る
こ
と
は
一
般

に
真
実
で
あ
る
し
、
陪
審
員
は
時
間
的
に
隔
た
っ
た
行
為
が
死
の
近
接
原
因
で
あ
る
と
の
主
張
に
は
当
然
に
懐
疑
的
に
な
る

(

�)｣

で
あ

ろ
う
か
ら
、｢

し
た
が
っ
て
、
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
も
、
有
罪
の
判
断
が
被
告
人
の
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る

ほ
ど
信
頼
で
き
な
い
あ
る
い
は
不
明
確
な
も
の
と
す
る
わ
け
で
は
な
い

(

�)｣

と
す
る
。
ま
た
、｢

行
為
者
が
謀
殺
罪
に
よ
る
訴
追
の
可

能
性
に
長
期
に
わ
た
り
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
は
不
公
正
と
は
い
え
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
ル
ー
ル
の
廃
止
が
実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い｣

と
し
、
謀
殺
罪
に
よ
る
訴
追
の
可
能
性
と
い
う
点
で
は
、
死
が
行
為
直
後
に
生
じ
た
が
被
告

人
が
逃
亡
し
て
い
る
場
合
と
の
違
い
が
合
理
的
に
説
明
し
え
な
い

(

�)

と
す
る
。
さ
ら
に
、｢

訴
追
側
が
死
が
傷
害
行
為
か
ら
時
間
的
に

隔
た
っ
た
場
合
に
そ
の
因
果
関
係
の
証
明
が
明
ら
か
に
難
し
い
事
案
は
多
く
あ
る
が
、
遅
効
性
の
毒
薬
の
使
用
や
意
図
的
なH

IV

ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
な
ど
因
果
関
係
の
証
明
が
可
能
な
場
合
に
、
謀
殺
罪
に
よ
る
訴
追
が
恣
意
的
な
期
限
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
べ
き

で
は
な
い｣

し
、
被
害
者
の
延
命
を
可
能
と
す
る
医
学
の
進
歩
が
行
為
者
の
訴
追
を
禁
ず
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
は
つ
じ
つ
ま
が

合
わ
ず
、
生
命
維
持
装
置
の
利
用
が

｢

生
命
維
持
装
置
を
切
る
か
、
あ
る
い
は
行
為
者
の
謀
殺
罪
の
訴
追
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と
を
許

す
か
と
い
う
選
択
の
恐
怖
の
影｣

を
生
み
出
す
べ
き
で
は
な
い

(

�)

と
す
る
。

各
州
は
こ
の
時
代
錯
誤
の

｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

を
廃
止
す
る
傾
向
に
あ
る
。
連
邦
裁
判
所
に
は
こ
の
ル
ー
ル
の
有
効
性
を
な

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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( )

お
認
め
る
判
決

(

�)

も
あ
る
が
、
大
多
数
の
州
で
は
判
決
あ
る
い
は
立
法
に
よ
っ
て
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
。
立
法
に
よ
る
場
合

は
、
こ
の
ル
ー
ル
が
暗
黙
の
う
ち
で
あ
っ
て
も
殺
人
罪
の
実
体
的
な
犯
罪
構
成
要
素
で
あ
る
以
上
、
そ
の
廃
止
は
立
法
府
に
よ
っ
て

の
み
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
、
ミ
ズ
ー
リ
州
、
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
や
ワ
シ
ン
ト
ン
州
で
は
立
法
府
が
こ
の
ル
ー

ル
を
廃
止
し
て
い
る

(

�)

。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、
一
九
六
九
年
に
一
年
と
一
日
を
三
年
と
一
日
に
制
定
法
で
訴
追
に
対
す
る
期
限
の

変
更
を
行
っ
た
う
え
で
、
現
在
は
絶
対
的
な
時
間
的
制
約
は
な
い
が
、
死
亡
が
三
年
と
一
日
の
後
に
は
犯
罪
で
は
な
い
と
の
反
駁
可

能
な
推
定
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州

(

�)

、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

(

�)

、
イ
リ
ノ
イ
州

(

�)

、
オ
レ
ゴ
ン
州

(

�)

や
ア
イ
オ
ワ
州

(

�)

で
は
、
州

最
高
裁
は
、
こ
の
ル
ー
ル
が
立
法
府
の
定
め
た
包
括
的
な
刑
法
典
に
そ
の
一
部
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
以
上
廃
止
さ
れ
た
も
の
と

判
示
し
た
。

他
方
、
こ
の
ル
ー
ル
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
そ
の
廃
止
権
限
は
裁
判
所
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
コ
ロ
ラ
ド

州
、
デ
ラ
ウ
ェ
ア
州
や
ユ
タ
州
で
は
、
州
最
高
裁
は
こ
の
ル
ー
ル
を
明
文
化
し
た
制
定
法
を
無
効
と
判
示
し
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ

州
や
ミ
シ
ガ
ン
州
を
は
じ
め
と
す
る
一
〇
州
で
は
こ
の
ル
ー
ル
そ
の
も
の
が
裁
判
所
に
よ
り
無
効
と
判
断
さ
れ
た

(

�)

。
ま
た
、
コ
ネ
チ

カ
ッ
ト
州
最
高
裁
は
こ
の
ル
ー
ル
が
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
一
部
で
は
な
い
と
し
た

(

	)

。




｢

一
年
と
一
日
ル
ー
ル｣

廃
止
判
決
に
お
け
る
遡
及
適
用
問
題

一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
新
た
な
制
定
法
で
あ
れ
ば
事
後
法
禁
止
原
則
に
照
ら
し
て
遡
及
適
用
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
こ

れ
を
廃
止
す
る
裁
判
所
の
判
決
は
、
新
た
な
立
法
の
再
解
釈
に
よ
る
場
合
も
含
め
て
、
当
該
事
件
の
被
告
人
に
適
用
さ
れ
う
る
の
か

否
か
が
遡
及
処
罰
禁
止
原
則

(

あ
る
い
は
事
後
法
禁
止
原
則)

と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
う
る
。
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
手
続
あ
る

い
は
証
拠
に
関
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
と
し
て
そ
の
廃
止
判
決
の
遡
及
適
用
を
認
め
る
判
決
は
わ
ず
か
に
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い

(

�)

。
以

下
で
は
そ
の
廃
止
判
決
の
遡
及
効
果
を
否
定
し
た
各
州
の
代
表
的
な
判
決
例
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。
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( )

一
九
八
〇
年
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
のC

o
m

m
o

n
w

e
alth

v
.

L
e

w
is

事
件
判
決
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
も
は
や
支
持
し
得

な
い
と
し
、
そ
の
廃
止
が
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
と
し
た
う
え
で
、
事
後
法
禁
止
条
項
と
の
関
係
に
つ
き
以
下
の
よ

う
に
論
じ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ル
ー
ル
を
証
拠
法
あ
る
い
は
実
体
法
と
見
る
か
の
判
断
、
ま
た
被
告
人
に
よ
る
信
頼
の
保
護
は
こ

こ
で
は
重
要
な
問
題
で
は
な
く
、｢

憲
法
の
諸
規
定
は
、
法
提
供
者
に
お
け
る
悪
意
に
動
機
づ
け
ら
れ
た
あ
る
い
は
誤
っ
た
不
当
な

行
為
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
意
図
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
・
・
・
し
た
が
っ
て
、
こ
の
古
い
ル
ー
ル
が
承
認
さ
れ
な

い
と
の
裁
判
所
に
よ
る
判
決
に
先
立
つ
行
為
に
は
、
古
い
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
公
正
な
解
決
で
あ
る
と
考
え

る

(

�)｣

と
し
、
遡
及
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。

一
九
八
二
年
ミ
シ
ガ
ン
州
のP

e
o

p
le

v
.

S
te

v
e

n
so

n

事
件
判
決

(

�)

で
は
、
検
察
官
は
、
合
衆
国
憲
法
お
よ
び
一
九
六
三
年
州
憲
法

の
事
後
法
禁
止
条
項
が
立
法
府
に
対
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
証
拠
ル
ー
ル
ま
た
は
手
続
ル
ー
ル
で
あ
る
こ

と
、
被
告
人
が
当
該
行
為
の
犯
罪
性
に
つ
き
告
知
を
受
け
て
い
た
こ
と
、
被
告
人
が
実
際
に
は
こ
の
ル
ー
ル
に
依
拠
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
、
お
よ
び
時
代
錯
誤
の
ル
ー
ル
に
固
執
し
て
殺
人
者
を
逃
れ
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
遡
及
適
用
を
主
張
し

た

(

�)

。し
か
し
、
州
最
高
裁
は
、｢

合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条
項
が
裁
判
所
に
直
接
に
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
合
衆
国
憲
法
修
正
第

五
条
や
修
正
第
一
四
条
を
通
じ
て
類
推
に
よ
り
適
用
可
能
で
あ
る
。
当
裁
判
所
も
事
後
法
禁
止
条
項
の
裁
判
所
へ
の
適
用
可
能
性
を

認
め
て
い
た

(

�)｣

と
し
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
禁
止
し
よ
う
と
す
る
権
力
の
濫
用
で
は
、
そ
れ
に
か
か
わ
る
権
利
の
重
要
性
と
被
告
人

に
対
す
る
影
響
が
問
題
で
あ
り
、
単
に
証
拠
ル
ー
ル
あ
る
い
は
手
続
ル
ー
ル
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
か
否
か
で
は
な
い
こ
と
を
ま
ず
指

摘
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、B

o
u

ie

事
件
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、｢

行
為
が
犯
罪
で
あ
る
と
の
公
正
な
告
知
の
付
与
は
事
後
法
禁
止
条
項
の

重
要
な
価
値
の
一
つ
で
あ
る
。
が
、
唯
一
の
目
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い

(

�)｣
と
し
、W

e
av

e
r

v
.

G
rah

am

事
件
判
決
に
お
い
て
、

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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( )

刑
罰
法
規
が
事
後
法
で
あ
る
た
め
の
要
件
と
し
て

｢

遡
及
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
そ
の
制
定
前
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に

適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
犯
罪
者
が
不
利
な
影
響
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)｣

こ
と
を
指
摘
す
る
。

刑
罰
の
遡
及
的
加
重
は
、
被
告
人
に
い
か
な
る
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
の
か
に
つ
き
公
正
な
告
知
を
付
与
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
事

後
法
禁
止
原
則
の
趣
旨
に
照
ら
し
許
さ
れ
ず
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
遡
及
的
廃
止
も
終
身
刑
か
ら
仮
釈
放
の
可
能
性
の
な
い
終
身

刑
へ
と
最
高
刑
を
峻
厳
化
す
る
と
す
る

(

�)

。
ま
た
、
検
察
官
は
被
告
人
が
こ
の
ル
ー
ル
に
依
拠
し
て
い
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
が
、

｢

お
そ
ら
く
被
告
人
は
、
被
害
者
が
そ
の
間
生
き
な
が
ら
え
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
は
な
く
、
実
際
に
被
害
者
が
そ
れ

以
上
生
き
て
い
れ
ば
謀
殺
罪
に
よ
る
有
罪
が
な
い
で
あ
ろ
う
と
合
理
的
に
期
待
し
て
、
こ
の
ル
ー
ル
に
依
拠
し
え
た
で
あ
ろ
う

(

�)｣

と

し
、
事
後
法
禁
止
原
則
は
現
実
の
あ
る
い
は
擬
制
さ
れ
た
信
頼
を
保
護
す
る
の
み
で
は
な
く
、
法
提
供
者
に
よ
る
不
適
切
な
、
誤
っ

た
あ
る
い
は
恣
意
的
な
行
為
を
禁
止
す
る
の
で
あ
っ
て
、｢

被
告
人
の
主
観
的
意
図
や
信
頼
は
決
定
的
な
も
の
で
は
な
い

(

�)｣

と
す
る
。

被
告
人
が
犯
行
時
に
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
証
拠
ル
ー
ル
や
最
高
刑
に
つ
き
認
識
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
て
も

そ
の
よ
う
な
保
護
が
遡
及
的
に
廃
止
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
、
行
為
時
に
合
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
違
法
と
す
る
こ
と

の
み
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
検
察
官
の
主
張
で
は
、
合
衆
国
議
会
も
裁
判
所
も
被
害
者
が
重
大
な
傷
害
を

受
け
た
が
完
全
に
回
復
し
た
場
合
も
謀
殺
罪
に
含
む
と
遡
及
的
に
再
定
義
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
被
害
者
が
現
に
死
亡
す
る
こ
と
と

い
う
要
件
の
遡
及
的
な
削
除
も
被
告
人
が
そ
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
の
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
た
と
の
理
由
で
正
当
化
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
狭
す
ぎ
る
と
す
る

(

�)

。
よ
っ
て
、
州
最
高
裁
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る

判
決
の
遡
及
適
用
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
八
七
年
ロ
ー
ド
・
ア
イ
ラ
ン
ド
州
のS

tate
v
.

P
in

e

事
件
判
決

(
�)
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
廃
止
が
遡
及
的
に
被
告
人
に

適
用
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
き
、
実
体
法
か
手
続
法
か
証
拠
法
か
と
い
う
当
該
ル
ー
ル
の
性
質
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、｢

法
の
統
一
的
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( )

適
用
の
望
ま
し
さ
お
よ
び
こ
れ
に
か
か
わ
る
権
利
や
被
告
人
に
対
す
る
影
響
の
重
要
性｣

に
基
づ
い
て
判
断
す
る

(

�)

。
合
衆
国
最
高
裁

は
、
事
後
法
を
、
当
該
法
律
の
制
定
前
に
な
さ
れ
て
遂
行
時
に
無
罪
で
あ
っ
た
行
為
を
犯
罪
化
し
処
罰
す
る
、
遂
行
時
の
犯
罪
を
加

重
あ
る
い
は
重
大
化
す
る
法
律
と
定
義
し
、
そ
の
遡
及
適
用
を
禁
止
し
て
い
る
と
し
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
立
法
府
に
の
み
適
用
さ

れ
る
け
れ
ど
も
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
制
定
法
と
同
様
裁
判
所
の
解
釈
の
遡
及
効
を
否
定
す
る
と
判
示
し
て
い
る

(

�)

。
よ
っ
て
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
、
被
害
者
が
一
年
と
一
日
の
う
ち
に
死
亡
し
な
け
れ
ば
謀
殺
罪
に
な
り
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ル

ー
ル
の
廃
止
の
遡
及
適
用
は
暴
行
罪
を
加
重
し
、
遂
行
時
に
あ
る
い
は
一
年
と
一
日
の
経
過
前
に
お
け
る
よ
り
も
重
大
な
も
の
と
す

る

(

�)

と
し
、
遡
及
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。

一
九
九
一
年
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
のS
tate

v
.

V
an

ce

事
件
判
決

(

�)

で
は
、
被
告
人
は
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
廃
止
さ
れ
る
こ

と
を
予
想
し
、
こ
の
ル
ー
ル
の
適
用
に
お
け
る
い
か
な
る
変
更
も
本
件
に
適
用
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
事
後
法
と
し
て
違
憲
で
あ

る
と
主
張
し
た

(

�)

。
州
最
高
裁
は
、
合
衆
国
最
高
裁
が
合
衆
国
憲
法
修
正
第
五
条
お
よ
び
修
正
第
一
四
条
が
被
告
人
に
不
利
益
な
刑
法

の
裁
判
所
に
よ
る
予
見
不
可
能
な
修
正
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
一
九
六
〇
年
以
降
こ
の
ル
ー

ル
を
廃
止
し
た
六
つ
の
判
決
の
う
ち
五
つ
が
将
来
効
の
み
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し
た
う
え
で

(

�)

、
本
判
決
を
当
該
事
件
に
適

用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
本
判
決
以
前
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
適
用
し
被
告
人
に
重
大
な
不
利
益
を
生
ぜ
し
め
る

(

�)

と
し
て
、
遡
及
適

用
を
否
定
し
た
。

一
九
九
二
年
ニ
ュ
ー
・
メ
キ
シ
コ
州
のS

tate
v
.

G
ab

e
h

art
事
件
判
決

(

�)

も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
廃
止
が
当
該
事
件

に
適
用
可
能
か
否
か
が
問
題
で
あ
る
と
し
、
そ
の
ル
ー
ル
が
性
質
上
証
拠
ま
た
は
手
続
に
か
か
わ
る
と
し
て
廃
止
の
判
断
を
当
該
事

件
に
適
用
す
る
判
決
を
指
摘
し
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
理
由
づ
け
が
、
そ
の
ル
ー
ル
が
被
告
人
が
問
題
の
行
為
を
行
っ
た
時
点
で
有

効
で
あ
っ
た
場
合
に
、
事
後
法
に
対
す
る
憲
法
上
の
禁
止
と
相
容
れ
な
い

(

	)

と
し
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
廃
止
判
決
の
遡
及
適
用
が
殺

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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( )

人
罪
に
犯
罪
を
加
重
す
る
効
果
を
も
つ

(

�)

こ
と
か
ら
、
遡
及
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。

一
九
九
三
年
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
のS

tate
v
.

R
o

b
in

so
n

事
件
判
決

(

�)

は
、
合
衆
国
憲
法
お
よ
び
州
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条

項
が
立
法
府
を
対
象
と
し
つ
つ
、
合
衆
国
最
高
裁
が
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
修
正
の
被
告
人
に
不
利
な
遡
及
適
用
を
合
衆
国
憲

法
が
禁
止
す
る
と
結
論
し
て
お
り
、
州
最
高
裁
もV

an
ce

事
件
判
決
に
お
い
て
、
合
衆
国
憲
法
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
裁
判
所
に
よ

る
修
正
の
被
告
人
に
不
利
な
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
こ
と
を
黙
示
的
に
認
め
て
い
る
と
し
、
犯
罪
遂
行
時
に
有
効
で
被
告
人
に
利
用

可
能
で
あ
っ
た
抗
弁
を
奪
う
裁
判
所
の
判
決
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
で
は
な
く
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る

(

�)

と

し
た
。

近
時
の
州
最
高
裁
の
判
決
例
を
見
る
か
ぎ
り
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
判
決
は
当
該
事
件
の
被
告
人
へ
の
遡
及
適
用
を

認
め
ず
将
来
効
の
み
を
宣
言
す
る
の
が
多
数
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
以
下
の
諸
点
が
注
目
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

合
衆
国
憲
法
お
よ
び
各
州
の
憲
法
に
お
け
る
事
後
法
禁
止
条
項
が
立
法
を
対
象
と
し
、
裁
判
所
の
判
決
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
な
い

こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
合
衆
国
最
高
裁
のB

o
u

ie

事
件
判
決
等
を
引
用
し
た
う
え
で
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
適
用
し
て
事
後

法
禁
止
条
項
の
趣
旨
が
裁
判
所
の
判
決
に
も
及
ぶ
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
判
決
の
対
象
が
刑
罰
法
規
の
解
釈
で
あ
る
場

合
の
み
な
ら
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
に
か
か
わ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
遡
及
適
用
禁
止
の
射
程
内
に
含
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

③
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
遡
及
適
用
禁
止
が
事
後
法
禁
止
条
項
の
適
用
類
型
を
当
然
の
前
提
と
し
て
お
り
、
条
文
を
異

に
す
る
だ
け
で
そ
の
禁
止
内
容
に
相
違
が
な
い
こ
と
、
④
遡
及
適
用
禁
止
の
実
質
的
基
準
が
、
当
該
判
決
が
判
決
以
前
に
行
わ
れ
た

行
為
に
事
後
的
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
、
お
よ
び
そ
の
適
用
が
被
告
人
に
不
利
益
を
生
ぜ
し
め
る
か
否
か
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
、

⑤
合
衆
国
最
高
裁
のB

o
u

ie

事
件
判
決
を
引
用
し
つ
つ
も
、
公
正
な
警
告
に
よ
る
遡
及
適
用
の
可
否
論
を
明
示
的
に
批
判
す
る
判
決

例
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
で
あ
る
。
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