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三

合
衆
国
最
高
裁
に
お
け
る
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
理
解

�

遡
及
処
罰
禁
止
原
則
に
関
す
る
合
衆
国
最
高
裁
判
例
の
動
向

合
衆
国
最
高
裁
は
、
合
衆
国
憲
法
が
制
定
さ
れ
て
ま
も
な
く
事
後
法
禁
止
条
項
に
つ
き
検
討
し
、
峻
厳
な
規
制
原
理
を
確
認
し
て

い
る

(

�)

。
そ
の
規
制
原
理
の
根
拠
は
、
立
法
府
が
禁
止
行
為
に
つ
き
公
正
な
告
知
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
お
よ
び
立
法
権

35
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限
を
制
約
す
る
こ
と
で
法
の
支
配
の
諸
価
値
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る

(

�)

。
公
正
な
告
知
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
個
人
が
そ
の
行
為
を

選
択
す
る
さ
い
に
法
を
信
頼
す
る
権
利
の
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

(

�)

。
ま
た
法
の
支
配
の
観
点
か
ら
は
、
恣
意
的
で
潜
在
的
に
復
讐
的

な
立
法
が
抑
止
さ
れ
、
将
来
効
の
原
則
に
よ
り
、
立
法
者
が
事
後
的
に
特
定
の
個
人
や
集
団
を
狙
い
撃
ち
に
す
る
た
め
に
刑
罰
法
規

を
利
用
す
る
危
険
を
最
低
限
に
抑
え
る

(

�)

。
事
後
法
禁
止
原
則
は
、
立
法
の
行
き
す
ぎ
を
抑
制
し
、
個
人
の
自
由
を
広
範
に
保
障
す
る

も
の
で
あ
る

(

�)
。

他
方
、
合
衆
国
最
高
裁
は
事
後
法
禁
止
原
則
が
裁
判
所
に
対
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
い
る

(

�)

。
そ
れ
は
、
合
衆
国
憲
法
の
事
後

法
禁
止
条
項
が
そ
の
文
言
上
明
ら
か
に
立
法
に
対
す
る
制
約
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
。
裁
判
所
は
法
律

(
e

x
p

o
st

facto
“

law
”)

を
制
定

(
p

ass)

す
る
権
限
を
持
た
な
い
か
ら
で
あ
る

(

�)

。
こ
れ
は

C
ald

e
r

事
件
判
決
の
傍
論
で
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

後
の
判
決
も
こ
れ
を
踏
襲
し
た

(

�)

。
刑
罰
法
規
の
射
程
を
拡
張
す
る
、
あ
る
い
は
刑
罰
を
加
重
す
る
判
決
は
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
る

精
査
を
免
れ
て
い
る
。

が
し
か
し
、
本
条
項
の
根
拠
と
な
る
問
題
が
裁
判
所
の
判
断
に
よ
っ
て
も
生
じ
う
る
こ
と
は
合
衆
国
最
高
裁
も
無
視
し
え
な
か
っ

た
。
解
釈
が
機
械
的
な
作
業
で
は
な
い
以
上
、
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
は
通
常
の
立
法
と
同
じ
効
果
を
も
た
ら
し
う
る
の
で
あ
り
、
事

後
法
禁
止
の
要
請
が
裁
判
所
に
も
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
し
か
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
当
初

こ
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
な
か
っ
た
。
結
局
、
市
民
権
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
州
裁
判
所
が
活
動
家
ら
の
取
り
締

ま
り
の
た
め
に
州
法
に
つ
き
驚
く
よ
う
な
解
釈
を
行
う
に
至
っ
て
初
め
て
、
こ
の
問
題
が
真
剣
に
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

	)

。

合
衆
国
最
高
裁
は
、Jam

e
s

v
.

U
n

ite
d

S
tate

s

事
件
判
決

(


)

に
お
い
て
初
め
て
、
先
例
を
変
更
し
て
刑
事
責
任
を
拡
張
す
る
判
決
が
、

先
例
の
も
と
で
は
合
法
と
さ
れ
て
い
た
行
為
を
犯
罪
化
す
る
た
め
に
、
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
う
る
か
否
か
を
判
断
し
た
。
こ
の
事
件

で
は
、
着
服
し
た
金
銭
が
内
国
歳
入
法
典

(
In

te
rn

al
R

e
v
e

n
u

e
C

o
d
e)

に
お
け
る
課
税
対
象
収
入
と
な
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
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た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
先
例
に
お
い
て
こ
れ
を
否
定
し
て
い
た
が

(

�)

、
こ
の
先
例
を
変
更
し
た
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
五
つ
の
意
見
に

分
か
れ
た
が
、
先
例
が
行
為
時
に
有
効
で
あ
っ
た
の
で
先
例
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
は
多
数
の
意
見

の
一
致
を
見
た

(

�)

。
合
衆
国
最
高
裁
の
多
数
意
見
は
、
行
為
時
の
先
例
に
よ
れ
ば
合
法
で
あ
る
行
為
を
犯
罪
化
し
て
は
な
ら
な
い
、
そ

れ
を
犯
罪
化
す
る
の
は
不
公
正
で
あ
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。

合
衆
国
最
高
裁
が
よ
り
明
瞭
に
そ
の
基
本
的
立
場
を
示
し
た
の
が

B
o

u
ie

v
.

C
ity

o
f

C
o

lu
m

b
ia

事
件
判
決

(

�)

で
あ
る
。
そ
の
事
実

は
概
ね
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
あ
る
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
お
い
て
人
種
差
別
な
く
販
売
等
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
店
内
の
レ
ス

ト
ラ
ン
の
み
は
い
わ
ゆ
る
白
人
専
用
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
黒
人
が
そ
こ
を
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
看
板
や
告
知

は
な
ん
ら
掲
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
黒
人
学
生
二
人
が
そ
の
レ
ス
ト
ラ
ン
に
入
り
給
仕
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
が
、
彼
ら
の
着

席
後
に
従
業
員
が

｢

侵
入
禁
止｣
の
看
板
の
付
さ
れ
た
鎖
を
張
っ
た
。
彼
ら
は
そ
こ
に
座
り
続
け
、
白
人
専
用
で
あ
る
と
言
わ
れ
て

も
レ
ス
ト
ラ
ン
を
退
去
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
た
め
に
、
住
居
侵
入
罪
で
訴
追
さ
れ
た
事
件
で
あ
っ
た
。
被
告
人
ら
は
、｢

土
地
所
有

者
ま
た
は
賃
借
人
に
よ
る
侵
入
を
禁
ず
る
告
知
後
の
他
人
の
土
地
へ
の
侵
入｣

を
住
居
侵
入
罪
と
規
定
す
る
州
法
に
照
ら
し
、
そ
の

区
画
が
白
人
専
用
で
あ
る
と
の
告
知
を
入
店
前
に
受
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
本
法
に
よ
る
訴
追
が
不
適
切
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
州
最
高
裁
は
、
こ
の
州
法
を
拡
張
解
釈
し
て
、
被
告
人
ら
を
有
罪
と
し
た
。
被
告
人
ら
の
行
為
は
そ
れ
ま
で
の
当

該
州
の
判
例
法
で
は
犯
罪
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
州
最
高
裁
の
解
釈
が
予
見
不
可
能

(
u

n
fo

re
se

e
ab

le)

で
あ
る
と
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
依
拠

し
て
、
こ
の
有
罪
判
決
を
覆
し
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、｢

州
立
法
府
が
そ
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
事
後
法
禁
止
条
項

に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
州
最
高
裁
も
そ
の
解
釈
に
よ
り
ま
さ
に
同
じ
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
を
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に

よ
っ
て
禁
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)｣

と
し
た
。
そ
し
て
、｢

刑
罰
法
規
の
解
釈
が
問
題
の
行
為
に
先
立
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
法

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い

(
u

n
e

x
p

e
cte

d
an

d
in

d
e

fe
n

sib
le)

場
合
に
は
、
そ
の
解
釈
は
遡
及
効
果
を
与
え
ら

れ
て
は
な
ら
な
い

(

�)｣

と
判
示
し
た
。

制
定
法
の
解
釈
が
予
見
不
可
能
で
あ
る
と
判
断
す
る
さ
い
に
、
合
衆
国
最
高
裁
は
二
つ
の
要
素
を
検
討
し
た
。
す
な
わ
ち
、
制
定

法
の
平
明
な
文
言
お
よ
び
住
居
侵
入
罪
に
関
す
る
州
の
先
例
で
の
解
釈
で
あ
る

(

�)

。

ま
ず
、
問
題
の
制
定
法
の
文
言
が
き
わ
め
て
限
定
的
で
正
確

(
n

arro
w

an
d

p
re

cise)

で
あ
る

(

�)

と
し
た
。
当
該
制
定
法
は
明
白

に

｢

告
知
後
の
侵
入

(
e

n
try

afte
r

n
o

tice)｣

を
禁
ず
る
も
の
で
、
制
定
法
の
ど
こ
に
も
立
ち
去
る
よ
う
に
言
わ
れ
た
後
の
滞
留

（re
m

ain
in

g
o

n
th

e
p

re
m

ise
s

o
f

an
o

th
e

r
afte

r
b
e

in
g

ask
e

d
to

le
av

e)

を
禁
止
す
る
文
言
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
被
告

人
ら
の
不
退
去
行
為
が
制
定
法
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い

(

�)

と
し
た
。
限
定
的
で
正
確
な
制
定
法
は
、
制
定
法
に
明
白
に
該
当
し
な

い
行
為
が
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
そ
れ
に
該
当
さ
せ
ら
れ
る
と
疑
う
理
由
す
ら
与
え
ず
、
被
告
人
を
偽
り
の
安
心
感
に

陥
ら
せ
る

(

�)

こ
と
と
な
る
と
し
た
。

つ
い
で
住
居
侵
入
罪
の
先
例
に
お
け
る
解
釈
に
つ
き
、
州
裁
判
所
は
、
九
五
年
間
に
わ
た
り
繰
り
返
し
、
侵
入
前
の
告
知
の
証
明

が
住
居
侵
入
罪
に
よ
る
有
罪
判
決
に
必
要
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
の
被
告
人
が
、
本
法

が
事
後
的
に
不
退
去
行
為
を
禁
止
す
る
と
解
釈
し
直
さ
れ
る
と
い
う
示
唆
を
何
ら
与
え
ら
れ
て
い
な
い

(

�)

と
し
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
制
定
法
の
平
明
な
文
言
と
先
例
に
お
け
る
解
釈
に
基
づ
い
て
、
州
最
高
裁
の
解
釈
が
予
見
不
可
能
で
あ
る
と

結
論
づ
け
た
。
予
見
不
可
能
な
解
釈
は
、
漠
然
と
し
た
制
定
法
と
本
質
的
に
同
じ
理
由
、
つ
ま
り
当
該
行
為
の
ゆ
え
に
処
罰
さ
れ
る

と
の
告
知
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る

(

�)

と
し
た
。
事
後
法
禁
止
条
項
は
立
法
府
に
の
み
適

用
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
被
告
人
の
行
為
を
新
た
に
犯
罪
に
含
め
る
と
解
釈
す
る
判
決
の
遡
及
適
用
に
つ
き
、
類
似
の
遡
及
処
罰
禁
止

テ
ス
ト
がB

o
u

ie

事
件
判
決
に
よ
り
導
入
さ
れ
た
。
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し
か
し
、
こ
れ
以
降
、
合
衆
国
最
高
裁
も
合
衆
国
裁
判
所
も
、
予
見
可
能
性
の
分
析
に
よ
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
に
基
づ

い
た
被
告
人
の
主
張
を
認
め
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
実
際
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
一
九
七
七
年
以
降
、B

o
u

ie

事
件
判
決

テ
ス
ト
に
基
づ
く
遡
及
適
用
禁
止
の
主
張
を
支
持
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
合
衆
国
裁
判
所
で
は
、
制
定
法
が
そ
の
文
面
上
あ

い
ま
い
で
あ
る
と
か
矛
盾
す
る
先
例
が
他
の
法
域
に
存
在
す
る
な
ど
の
場
合
に
は
、
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
の
変
更
が
予
見
可
能
で
あ

り
遡
及
適
用
が
認
め
ら
れ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
代
表
的
な
合
衆
国
最
高
裁
判
決
を
紹
介
す
る
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、R

o
se

v
.

L
o

ck
e

事
件
判
決

(

�)

に
お
い
て
反
自
然
犯
罪

(
crim

e
s

ag
ain

st
n

atu
re)

を
禁
止
す
る
制
定
法
の
州

刑
事
控
訴
裁
判
所
の
解
釈
を
検
討
し
た
。
州
裁
判
所
は
被
告
人
の
行
為

(
cu

n
n

ilin
g

u
s)

を
反
自
然
犯
罪
で
あ
る
と
判
断
し
た
が
、

第
六
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
照
ら
し
て
州
裁
判
所
の
解
釈
が
予
見
不
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
合

衆
国
最
高
裁
は
、
州
裁
判
所
が
被
告
人
の
行
為
が
当
該
制
定
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
判
断
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と

し
、
制
定
法
の
文
言
、
他
の
法
域
の
先
例
お
よ
び
拡
張
解
釈
の
可
能
性
と
い
う
三
つ
の
要
素
を
分
析
し
て
、
被
告
人
が
公
正
な
警
告

を
受
け
て
い
た

(

�)

と
結
論
づ
け
た
。
第
一
に
、
本
件
に
お
け
る
制
定
法
の
文
言
と

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
侵
入
罪
の
文
言
と
を

比
較
し
た
。
当
該
制
定
法
の
反
自
然
犯
罪
と
い
う
文
言
は
い
く
つ
か
の
も
っ
と
も
な
解
釈
が
成
り
立
ち
え
て
、
被
告
人
の
行
為
を
含

む
と
も
含
ま
な
い
と
も
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
う
る
と
し
、
当
該
文
言
は
被
告
人
に
そ
の
行
為
が
制
定
法
に
明
白
に
該
当
し
な
い
と
の

示
唆
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い

(

�)

と
し
た
。
第
二
に
、
他
の
法
域
に
は
被
告
人
の
行
為
以
前
に
当
該
行
為
を
含
む
と
反
自
然
犯
罪
の
文

言
を
解
釈
す
る
裁
判
例
が
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
依
拠
し
、
他
の
法
域
に
お
け
る
同
様
の
制
定
法
の
解
釈
に
基
づ
く
告
知

(
co

n
-

stru
ctiv

e
n

o
tice)

が
あ
っ
た
と
し
た
う
え
で
、
州
裁
判
所
の
解
釈
が
予
見
可
能
で
あ
る

(

�)

と
判
断
し
た
。
第
三
に
、
州
裁
判
所
は
、

当
該
制
定
法
が
類
似
行
為
を
含
む
と
解
釈
し
て

｢

限
定
的
で
制
限
的
な
犯
罪
の
定
義

(
n

arro
w

an
d

re
strictiv

e
d
e

fin
itio

n
o

f
th

e

o
ffe

n
se)｣

を
拒
否
し
、
広
く
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
す
で
に
示
唆
し
て
い
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
要
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素
が
あ
い
ま
っ
て
被
告
人
に
遡
及
的
な
法
創
造
の
可
能
性
を
許
容
す
る
の
に
足
り
る
公
正
な
警
告
を
与
え
る

(

�)

と
判
断
し
た
。
そ
の
う

え
で
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と
の
関
係
に
つ
き
、｢

B
o

u
ie

事
件
判
決
で
は
、
そ
の
文
面
上
限
定
的
で
正
確
な
刑
罰
法
規
の
予
見
不
可

能
な
拡
張
解
釈
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
そ
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
が
被
告
人
に
誤
っ
た
安
心
感
を
与
え
、

明
ら
か
に
文
面
に
従
え
ば
制
定
法
の
射
程
外
に
あ
る
行
為
が
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
っ
て
遡
及
的
に
処
罰
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
疑
う
理

由
を
与
え
な
い

(
�)｣
と
し
た
。
他
方
、
本
件
で
は
本
条
が
被
告
人
の
行
為
が
そ
の
射
程
内
に
な
い
と
の
告
知
を
与
え
る
と
は
主
張
さ
れ

て
い
な
い
。
他
の
法
域
で
は
、
す
で
に
同
一
の
制
定
法
の
文
言
が
そ
の
よ
う
な
行
為
に
適
用
す
る
た
め
に
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
当
該
州
に
お
い
て
制
定
法
が
広
範
な
射
程
を
も
つ
よ
う
意
図
さ
れ
た
と
い
う
州
裁
判
所
の
言
明
を
前
提
に
、
被
告
人
の

行
為
が
当
該
条
項
の
射
程
外
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
何
も
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
は
遡
及
処
罰
禁
止
の
問
題
は
生
じ

な
い

(

�)

と
判
断
し
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
い
で

M
ark

s
v
.

U
n

ite
d

S
tate

s

事
件
判
決

(

�)

に
お
い
て
は
、
行
為
当
時
に
は
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
合
衆
国
わ
い
せ
つ
罪

法
の
新
解
釈
に
基
づ
く
有
罪
判
決
に
対
す
る
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
の
主
張
を
認
め
た
。
被
告
人
の
行
為
時
に
は
、
わ
い
せ
つ

を
定
義
す
る
基
準
は

M
e

m
o

irs

事
件
判
決

(

�)

に
お
い
て
合
衆
国
最
高
裁
に
よ
り
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。M

e
m

o
irs

事
件
判
決
は
、

わ
い
せ
つ
罪
法
の
規
制
対
象
は
、
埋
め
合
わ
せ
る
社
会
的
価
値
の
ま
っ
た
く
な
い
文
献
の
み
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
の

訴
追
・
公
判
が
始
ま
る
前
に
、
合
衆
国
最
高
裁
は
新
た
に
よ
り
緩
や
か
な
基
準
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、M

ille
r

事
件
判
決

(

�)

で
、
合

衆
国
最
高
裁
は
、
修
正
第
一
条
が
、
全
体
と
し
て
み
て
真
摯
な
文
学
的
、
芸
術
的
、
政
治
的
あ
る
い
は
科
学
的
価
値
を
欠
く
文
献
を

保
護
し
な
い
と
し
た
。M

ark
s

事
件
判
決
に
お
け
る
被
告
人
の
行
為
は
、M

ille
r

事
件
判
決
の
基
準
に
よ
っ
て
の
み
、
合
衆
国
わ
い

せ
つ
罪
法
の
射
程
に
取
り
込
め
る
の
で
あ
っ
た
。M

ark
s

事
件
判
決
の
被
告
人
は
、M

ille
r

事
件
判
決
の
新
た
な
基
準
が
そ
の
行
為

当
時
に
有
効
で
あ
っ
た
法
を
変
更
し
た
か
ら
適
用
さ
れ
え
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
そ
の
わ
い
せ
つ
性
判
断
基
準
が
被
告
人
の
行
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為
を
犯
罪
と
す
る
よ
う
に
新
た
に
解
釈
さ
れ
る
と
は
予
見
し
え
な
か
っ
た
と
し
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
行
為
が

M
ille

r

事
件
判
決
テ
ス
ト
の
示
さ
れ
る
以
前
に
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
テ
ス
ト
を

被
告
人
に
適
用
し
え
な
い

(

�)

と
し
た
。
ま
ず

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
参
照
し
て
、
刑
事
罰
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
に
関
す
る
公
正
な
警
告

と
い
う
刑
事
被
告
人
の
権
利
が
憲
法
上
の
自
由
と
い
う
概
念
に
基
本
的
な
も
の
で
あ
り
、
修
正
第
五
条
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項

に
よ
り
裁
判
所
に
対
し
て
も
保
護
さ
れ
る

(

�)

と
し
た
。
が
、
本
件
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
厳
格
に
類
似
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

(

�)

と

し
た
。
つ
ま
り
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
た
合
衆
国
わ
い
せ
つ
罪
法
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
制
定
法
と
は
違
っ
て
、｢

限
定

的
で
正
確｣

で
は
な
く
、
む
し
ろ
広
範
で
一
掃
的

(
sw

e
e

p
in

g
ly

b
ro

ad)

で
あ
っ
た

(

�)

。
し
か
し
、
本
法
が
一
掃
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
の
適
用
範
囲
は
憲
法
上
の
制
約
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、M

e
m

o
irs

事
件
判
決
が
そ
の
適
用
を
厳
し
く

制
限
し
た
の
で
あ
る
。M

ille
r

事
件
判
決
は
本
法
の
文
言
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
よ
り
は
限
定
す
る
が
、
明
ら
か
に

M
e

m
o

irs

事
件

判
決
の
制
約
を
緩
和
す
る

(

�)

。
そ
こ
で
、
そ
の
効
果
はB

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
新
解
釈
と
同
じ
で
、
被
告
人
は
そ
の
出
版
物
が
新

た
な
基
準
を
適
用
さ
れ
る
と
の
公
正
な
警
告
を
受
け
て
お
ら
ず
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り

M
ille

r

事
件
判
決
の
基
準
を

適
用
し
え
な
い
と
判
断
し
た

(

�)

。
ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、R

o
se

事
件
判
決
で
は
、
問
題
の
制
定
法
の
広
範
な
解
釈
が
そ
れ
ま
で

確
立
さ
れ
た
よ
り
制
限
的
な
解
釈
を
覆
さ
な
か
っ
た
か
ら
、R

o
se

事
件
判
決
と
本
件
と
を
区
別
し
た

(

�)

。

と
こ
ろ
が
、U
n

ite
d

S
tate

s
v
.

R
o

d
g
e

rs

事
件
判
決

(

�)

に
お
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
は
被
告
人
の
遡
及
適
用
禁
止
の
主
張
を
簡
単
に

退
け
た
。
本
件
は
、
被
告
人
が

F
B

I

と
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
サ
ー
ビ
ス
に
虚
偽
の
陳
述
を
行
い
、
そ
れ
が
虚
偽
陳
述
責
任
法

(
F

alse

S
tate

m
e

n
ts

A
cco

u
n

tab
ility

A
ct)

違
反
に
あ
た
る
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
第
八
巡
回
区
に
お
け
る

F
rie

d
m

an
v
.

U
n

ite
d

S
tate

s

事
件
判
決

(

	)

が
刑
事
捜
査
を
開
始
す
る

F
B

I
へ
の
虚
偽
陳
述
を
含
ま
な
い
と
し
た
こ
と
を
根
拠
に
却
下

を
主
張
し
、
第
八
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
も
、
他
の
巡
回
区
裁
判
所
が
異
な
る
判
断
を
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
当
該
巡
回
区
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の
法
と
し
て
先
例
に
従
う
と
し
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
巡
回
区
に
お
け
る
意
見
の
対
立
を
解
決
す
る
た
め
に
上
訴
を
認
め
た
。
被
告
人
は
、
第
八
巡
回
区
の
先
例
を
覆

し
て
当
該
行
為
を
犯
罪
と
す
る
と
し
て
も
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
そ
の
遡
及
適
用
が
許
さ
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
検
察
も
こ

の
主
張
に
対
し
て
膨
大
な
答
弁
書
を
提
出
し
、
被
告
人
が
実
際
に
は
先
例
に
依
拠
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
重
視
し
た
。

先
例
へ
の
現
実
の
信
頼
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
本
法
の
射
程
に
関
す
る
各
巡
回
区
の
対
立
が
被
告
人
の
行
為
当
時
に
法
が
安
定

し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
被
告
人
の
行
為
が
本
法
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
の
判
断

は
明
ら
か
に
予
見
不
可
能
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
、
本
判
決
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
よ
う
や
く
こ
の
遡
及
適
用
の
問
題
に
触
れ
、｢

本
判
決
の
被
告
人
へ
の
遡
及
適

用
に
反
対
す
る
被
告
人
の
い
か
な
る
主
張
も
、
た
と
え

F
rie

d
m

an

事
件
判
決
へ
の
信
頼
を
立
証
し
た
と
し
て
も
、
認
め
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
他
の
控
訴
裁
判
所
の
対
立
判
例
が
存
在
す
る
こ
と
が
、
当
裁
判
所
に
こ
の
問
題
を
審
理
さ
せ
、
被
告
人
の
立
場
に
反

対
す
る
判
決
を
合
理
的
に
予
見
可
能
と
す
る｣

(
�)

と
述
べ
、
被
告
人
の
主
張
を
一
蹴
し
た
。
合
衆
国
最
高
裁
の
判
断
は
、
巡
回
区
が
あ

る
行
為
が
刑
罰
法
規
に
該
当
す
る
か
否
か
に
つ
き
意
見
を
異
に
す
る
場
合
に
は
、
当
該
行
為
が
含
ま
れ
る
と
す
る
判
断
が
、
被
告
人

の
巡
回
区
に
お
い
て
確
立
し
た
判
例
が
そ
の
行
為
を
容
認
し
て
い
て
も
、
さ
ら
に
た
と
え
被
告
人
が
そ
の
先
例
を
信
頼
し
て
行
動
し

た
と
し
て
も
、
被
告
人
に
不
利
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

最
近
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
新
た
な
解
釈
に
対
す
る
遡
及
適
用
の
規
制
を
、
遡
及
の
一
般
理
論
と
し
て
で
は
な
く
、
公
正
な
警
告
と

い
う
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
要
請
と
い
う
観
点
か
ら
端
的
に
議
論
し
、
公
正
な
警
告
に
つ
き
検
討
を
加
え
て
い
る
。U

n
ite

d
S

tate
s

v
.

L
an

ie
r

事
件
判
決

(

�)

で
あ
る
。
本
件
は
、
元
州
裁
判
官
に
よ
る
五
人
の
女
性
に
対
す
る
性
的
暴
行
が
彼
女
ら
の
憲
法
上
の
権
利
を

侵
害
し
、｢

意
図
的
に
か
つ
法
の
名
を
借
り
て
行
為
し
、
合
衆
国
憲
法
ま
た
は
合
衆
国
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
権
利
を
剥
奪
す
る

神戸学院法学 第33巻第２号

42



(179)

こ
と｣

を
犯
罪
と
す
る
合
衆
国
法
典
第
一
八
巻
第
二
四
二
条
に
違
反
す
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
。
被
告
人
は
、
本
法
が
州
の
官
吏
に

よ
る
性
的
暴
行
を
犯
罪
化
す
る
も
の
で
は
な
く
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
斬
新
な
解
釈
の
遡
及
適
用
が
被
告
人
の
デ
ュ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
た
。
第
六
巡
回
区
裁
判
所
は
、
合
衆
国
最
高
裁
が
こ
れ
ま
で
裁
判
官
等
に
よ
る
性
的

暴
行
を
憲
法
上
の
権
利
の
侵
害
と
し
た
こ
と
が
な
く
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
い
、
宣
言
さ
れ
て
い
な
い
ま
た
定
義
さ
れ
て
い
な

い
憲
法
上
の
犯
罪
に
よ
る
訴
追
は
許
さ
れ
な
い
と
し
て
、
被
告
人
の
主
張
を
認
め
た
。

合
衆
国
最
高
裁
は
全
員
一
致
で
こ
れ
を
覆
し
た
。
本
判
決
で
は
、
公
正
な
警
告
に
つ
き
検
討
を
加
え
る
あ
た
り
、
ま
ず
漠
然
性
の

ゆ
え
に
無
効
の
理
論
、
慈
悲
の
原
則
お
よ
び
遡
及
適
用
禁
止
ル
ー
ル
と
い
う
三
つ
を
公
正
な
警
告
の
要
請
の
表
れ

(

�)

と
指
摘
す
る
。
漠

然
性
の
ゆ
え
に
無
効
の
理
論
は
、
通
常
の
知
性
の
者
が
必
然
的
に
そ
の
意
味
を
推
察
し
そ
の
適
用
に
つ
き
見
解
を
異
に
す
る
ほ
ど
漠

然
と
し
た
文
言
で
行
為
を
禁
止
ま
た
は
要
求
す
る
制
定
法
の
執
行
を
禁
止
す
る
。
慈
悲
の
原
則
は
、
漠
然
性
の
理
論
の
縮
小
版
で
、

刑
罰
法
規
を
明
確
に
包
含
さ
れ
る
行
為
に
の
み
適
用
す
る
よ
う
に
そ
の
あ
い
ま
い
さ
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
公
正
な
警
告
を
保

障
す
る
。
そ
の
う
え
で
、B

o
u

ie

事
件
判
決
お
よ
び

M
ark

s

事
件
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、｢

裁
判
所
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ

り
、
制
定
法
も
先
例
も
そ
の
射
程
内
に
あ
る
と
公
正
に
開
示
し
て
い
な
い
行
為
に
当
該
刑
罰
法
規
の
新
た
な
解
釈
を
適
用
す
る
こ
と

が
禁
じ
ら
れ
る

(

�)｣

と
し
、
公
正
な
開
示
が
あ
っ
た
か
否
か
の
判
断
は
、｢

当
該
制
定
法
が
そ
れ
単
独
あ
る
い
は
解
釈
に
よ
っ
て
被
告

人
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
を
当
該
時
点
で
合
理
的
に
明
確
に
し
て
い
た
か
否
か
が
試
金
石

(

�)｣

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
う
え
で
、

市
民
権
法
を
性
的
暴
行
に
適
用
す
る
こ
と
が
斬
新
で
あ
る
と
の
被
告
人
の
主
張
に
は
触
れ
ず
に
、｢

合
理
的
に
明
確
に
し
て
い
た
か

否
か｣

を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
合
衆
国
最
高
裁
が
類
似
の
主
張
を
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
必
要
も
な
け
れ
ば
、
実
質
的
に
類
似
の

事
案
に
か
か
わ
る
下
級
審
裁
判
所
の
先
例
を
特
定
す
る
必
要
も
な
い
と
し
た
う
え
で
、
既
存
の
法
に
照
ら
し
て
違
法
性
が
明
ら
か
で

あ
り
さ
え
す
れ
ば
刑
事
責
任
を
問
い
う
る
と
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
な
お
、
公
正
な
警
告
の
判
断
資
料
は
、
合
衆
国
最
高
裁
の
判
決
だ
け
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に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
の
諸
判
決
も
そ
の
資
料
と
な
る
と
し
つ
つ
、
巡
回
区
間
に
お
け
る
意
見
の
対
立

が
公
正
な
警
告
を
妨
げ
う
る
こ
と
を
示
唆
し

(

�)

、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
法
を
十
分
に
明
確
で
あ
る
と
な
し
え
な
い
も
の
と
し
て
、
警
告

が
十
分
に
公
正
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
さ
い
に
考
慮
さ
れ
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

�

合
衆
国
最
高
裁
判
決
の
動
向
に
対
す
る
評
価

遡
及
的
な
刑
罰
立
法
の
禁
止
は
、
法
の
歴
史
に
深
く
根
づ
い
て
お
り
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
に
遡
る
と
言
わ
れ
る

(

�)

。
刑
罰
法
規
の
遡
及

適
用
は

｢

実
行
時
に
法
違
反
で
な
か
っ
た
行
為
を
刑
罰
に
処
す
る
こ
と
は
専
制
政
治
に
と
っ
て
好
都
合
で
最
も
恐
ろ
し
い
道
具
の
一

つ
で
あ
る

(

�)｣

が
ゆ
え
に
、
そ
の
禁
止
は
自
由
社
会
の
核
心
的
価
値
を
反
映
す
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
既
存
の
法
ル
ー
ル
へ
の
違
反
に
処
罰

を
限
定
す
る
こ
と
で
、
公
正
な
告
知
が
促
進
さ
れ
、
個
人
の
自
律
が
発
展
す
る
こ
と
と
な
る

(

�)

。
ま
た
既
存
の
法
で
は
な
く
官
吏
が
犯

罪
で
あ
る
と
考
え
る
行
為
を
処
罰
す
る
裁
量
を
認
め
な
い
こ
と
で
、
人
の
意
思
で
は
な
く
法
の
支
配
に
よ
り
社
会
が
統
治
さ
れ
る
こ

と
と
な
る

(

�)

。
合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条
項
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
刑
罰
法
規
を
こ
の
よ
う
な
法
理
念
に
服
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
合
法
性
原
則
に
根
拠
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
も
あ
る

(

�)

。

合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
原
則
は
、
そ
の
文
言
上
明
ら
か
に
立
法
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
も
、
刑
事
規
制
に

お
け
る
事
後
法
に
対
し
て
は
か
な
り
厳
格
な
制
約
を
認
め
て
い
る

(

	)

が
、
司
法
に
対
し
て
は
事
後
法
禁
止
原
則
を
適
用
し
な
い
。
そ
れ

は
、
イ
ギ
リ
ス
議
会
の
専
横
と
い
う
歴
史
に
照
ら
し
て
、
立
法
府
が
好
ま
し
か
ら
ざ
る
集
団
や
個
人
を
選
び
出
し
、
事
後
処
罰
す
る

た
め
に
事
後
法
を
用
い
た
こ
と
に
鑑
み
、
立
法
権
限
へ
の
規
制
が
本
条
項
の
目
的
で
あ
る
と
の
理
解
か
ら
で
あ
る

(


)

。
ま
た
、
裁
判
所

は
実
際
の
訴
訟
に
お
い
て
現
行
法
を
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
か
ら
、
立
法
府
に
比
べ
て
、
濫
用
の
畏
れ
や
程
度
は
か

な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
そ
の
理
由
と
さ
れ
る

(

�)

。

形
式
的
に
見
れ
ば
、
制
定
法
の
解
釈
は
新
た
な
法
律
が
過
去
の
事
実
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
提
起
す
る
も
の
で
は
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な
い

(

�)

。
裁
判
所
が
制
定
法
を
解
釈
す
る
場
合
、
そ
の
解
釈
は
当
該
制
定
法
の
制
定
当
時
か
ら
の
変
わ
ら
な
い
意
味
を
示
す
の
で
あ
る
。

先
例
の
解
釈
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
解
釈
が
不
正
確
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る

(

�)

。
つ
ま
り
、
先
例
の
解
釈
を
覆
す
判
決
は

法
律
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
く
、
単
に
本
来
当
該
制
定
法
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
遡
及
の
問
題

が
法
律
が
変
更
さ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
拡
張
さ
れ
た
解
釈
を
そ
の
判
決
以
前

の
行
為
に
適
用
す
る
か
否
か
は
遡
及
の
問
題
で
は
な
い

(

�)

。
そ
の
判
決
は
当
該
制
定
法
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
宣
言
す
る
限
り
遡
及

的
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
実
際
、
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
は
、
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
を
代
表
と
す
る
法
形
式
主
義
者
（le

g
al

fo
rm

alist)

の
、｢

立
法
府
が
法
律
を
創
造
し
変
更
す
る
権
限
を
有
す
る
の
で
あ
っ
て
、
法
律
は
裁
判
所
の
判
決
と
は
独
立
に
そ
れ

に
先
立
っ
て
存
在
す
る｣

と
の
見
解

(

�)

が
有
力
で
あ
っ
た
た
め
に
、
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
法
律
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、

過
去
の
行
為
に
適
用
す
る
こ
と
に
何
ら
問
題
が
な
い
と
考
え
ら
れ
た

(

�)

。
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
の
判
決
は
、
過
去
の
行
為
に
適
用
さ
れ
る

か
ら
、
本
来
不
可
避
的
に
遡
及
的
で
あ
る
(
�)
。
先
例
に
お
け
る
欠
落
が
あ
る
場
合
必
然
的
に
類
推
に
よ
っ
て
理
由
づ
け
し
、
し
ば
し
ば

後
の
判
決
が
時
間
を
遡
っ
て
以
前
の
行
為
に
犯
罪
と
の
有
権
的
な
烙
印
を
押
す
と
と
も
に
、
そ
も
そ
も
刑
罰
法
規
を
適
用
す
る
さ
い

に
ほ
と
ん
ど
全
て
の
文
言
が
何
ら
か
の
解
釈
を
必
要
と
す
る
以
上
、
あ
ら
ゆ
る
裁
判
所
の
判
決
に
合
理
的
で
必
然
的
な
程
度
の
遡
及

性
は
本
来
的
で
あ
る
と
も
い
え
る

(

�)

。

し
か
し
、
二
〇
世
紀
中
葉
ま
で
に
、
法
現
実
主
義

(
le

g
al

re
alism

)

が
台
頭
し
、
裁
判
の
プ
ロ
セ
ス
が
発
見
で
は
な
く
創
造
で

あ
る
と
の
理
解
に
基
づ
き
、
裁
判
所
の
解
釈
が
単
な
る
法
発
見
で
は
な
く
法
創
造
行
為
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
解
釈
が
過
去
の
行
為

に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
否
か
は
重
要
な
問
題
と
な
る

(

�)

。
ま
た
、
刑
事
被
告
人
か
ら
す
れ
ば
、
刑
事
立
法
を

(

再)

解
釈
し
て
新
た
な

行
為
を
禁
止
対
象
に
含
め
る
な
ど
す
る
裁
判
所
の
判
断
は
立
法
の
改
正
と
同
じ
効
果
が
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
裁
判
所
が

事
後
法
禁
止
条
項
の
精
査
を
受
け
な
い
の
か
納
得
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る

(

	)
。
さ
ら
に
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
理
論
的
根
拠
で
あ
る
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公
正
な
告
知

(

警
告)

と
基
本
的
な
正
義
に
照
ら
せ
ば
、
立
法
府
は
、
個
人
が
そ
の
行
為
を
法
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
当
該
行
為
を
犯
罪
と
す
る
意
図
に
つ
き
事
前
の
告
知
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
公
正
な
告
知
の
要
請
は
立
法
に
限
ら

れ
る
も
の
で
は
な
い

(

�)

。

そ
こ
で
、
合
衆
国
最
高
裁
も
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
い
て
、
裁
判
所
の
判
決
が
制
定
法
の
現
実
の
意
味
を
変
更
し
う
る
こ
と
、

お
よ
び
、
予
見
不
可
能
な
拡
張
解
釈
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
れ
ば
ま
さ
に
事
後
法
と
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
を
認
め
、
デ
ュ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
根
拠
に
遡
及
適
用
禁
止
原
則
を
確
立
す
る

(

�)

。
裁
判
所
の
解
釈
は
制
定
法
が
制
定
当
時
か
ら
意
味
し
て
い
る
こ

と
を
宣
言
す
る
と
し
て
も
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
特
定
の
脈
絡
に
お
い
て
特
定
の
解
釈
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
、
つ
ま
り

予
見
不
可
能
な
解
釈
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
と
す
る
。
そ
の
論
理
は
概
ね
以
下
の
通
り
で
あ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
は
告
知
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
。
告
知
を
受
け
る
権
利
の
核
心
は
、
い
か
な
る
行
為
が
犯
罪
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
の
か
に

つ
い
て
の
公
正
な
警
告
を
国
民
に
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
遡
及
的
立
法
の
禁
止
ル
ー
ル
は
、
遂
行
時
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
行

為
の
処
罰
を
禁
ず
る
こ
と
で
公
正
な
警
告
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
を
保
障
す
る
の
に
有
益
で
あ
る
。
裁
判
所
の
判
決
が
予
見
不
可
能
な

方
法
で
刑
罰
法
規
の
射
程
を
拡
張
し
被
告
人
に
不
利
益
に
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条

項
に
違
反
す
る
。
予
見
不
可
能
な
制
定
法
解
釈
は
あ
る
行
為
が
制
定
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
の
事
前
警
告
を
与
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
州
裁
判
所
は
州
法
を
解
釈
す
る
最
終
的
な
権
限
を
も
つ
と
し
て
も
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
予
想
外
の

あ
る
い
は
予
見
不
可
能
な
解
釈
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

合
衆
国
最
高
裁
は
何
が
予
見
不
可
能
な
刑
罰
法
規
解
釈
と
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
は
定
義
し
て
い
な
い

(

�)

。
そ
れ
ゆ
え
、
合
衆
国
最

高
裁
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
先
例
と
し
て
敬
意
を
払
い
つ
つ
も
、B

o
u

ie
事
件
判
決
に
基
づ
く
被
告
人
の
主
張
に
対
し
て
、
そ
の

場
し
の
ぎ
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
言
及
し

(

�)

当
該
解
釈
が
予
見
可
能
で
あ
る
と
し
て
遡
及
適
用
を
肯
定
す
る
傾
向
に
あ
る

(

�)

。
先
に
列
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挙
し
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決
以
降
の
合
衆
国
最
高
裁
の
判
決
例
で
は
、M

ark
s

事
件
判
決
の
み
が
新
解
釈
の
遡
及
適
用
を
否
定
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
ず
れ
も
被
告
人
の
行
為
が
新
た
な
解
釈
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
処
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
例

で
あ
り
、
事
後
法
禁
止
条
項
適
用
の
四
類
型
の
代
表
例
と
い
え
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
た
だ
、
対
象
と
な
る
制
定
法
が
合
衆
国
か

州
か

(

最
終
的
な
解
釈
権
限
は
誰
に
あ
る
の
か)

、
制
定
法
上
の
文
言
は
ど
の
よ
う
な
性
質
か
、
あ
る
い
は
当
該
事
件
ま
で
の
先
例

状
況
が
ど
う
か

(
合
衆
国
最
高
裁
の
先
例
が
あ
る
の
か
、
当
該
法
域
に
お
け
る
先
例
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
全
く
新
た
な
問
題
で

あ
る
の
か)

と
い
う
点
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
当
該
解
釈
の
予
見
可
能
性
判
断
に
影
響
す
る
。

B
o

u
ie

事
件
は
、
州
最
高
裁
が
不
退
去
行
為
を
処
罰
す
る
た
め
州
法
を
新
た
に
解
釈
し
た
事
案
で
、
州
法
の
文
言
が
か
な
り
明
確

で
、
か
つ
不
退
去
行
為
を
処
罰
す
る
先
例
が
な
い
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
。R

o
se

事
件
は
、
州
最
高
裁
が
ク
ン
ニ
リ
ン
グ
ス
を
処
罰

す
る
た
め
に
州
法
を
新
た
に
解
釈
し
た
事
案
で
、
州
法
の
文
言
が
か
な
り
あ
い
ま
い
多
義
的
で
、
州
裁
判
所
も
当
該
州
法
の
広
範
な

解
釈
を
選
択
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
お
り
、
か
つ
他
の
法
域
で
は
当
該
行
為
を
類
似
の
制
定
法
で
処
罰
し
て
い
る
と
い
う
事
情
が

あ
る
。M

ark
s

事
件
は
、
合
衆
国
最
高
裁
に
よ
る
合
衆
国
法
の
事
後
の
新
解
釈
を
遡
及
適
用
で
き
る
か
否
か
の
事
案
で
、
当
該
制

定
法
の
文
言
が
広
範
で
一
掃
的
で
あ
り
、
新
解
釈
が
修
正
第
一
条
に
合
致
し
た
判
断
基
準
に
か
か
わ
り
、
従
前
の
合
衆
国
最
高
裁
の

解
釈
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。R

o
d

g
e

rs

事
件
お
よ
び

L
an

ie
r

事
件
は
、
い
ず
れ
も
合
衆
国
最
高
裁
が
合
衆
国
法
に
つ
き
控

訴
裁
判
所
の
判
断
を
覆
し
て
遡
及
適
用
を
認
め
た
事
案
で
あ
る
。R

o
d

g
e

rs

事
件
で
は
巡
回
区
に
お
い
て
解
釈
に
対
立
が
あ
り
、

L
an

ie
r

事
件
で
は
当
該
解
釈
に
つ
き
先
例
が
見
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
情
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
類
型
的
な
事
案
の
相
違
に
留
意
し
つ
つ
、
合
衆
国
最
高
裁
判
決
相
互
の
分
析
に
目
を
向
け
て
み
る
。

ま
ず
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
州
裁
判
所
に
よ
る
州
法
の
解
釈
方
法
に
関
す
る
事
案
で
あ
り
、｢

州
裁
判
所
に
よ
る
州
法
適
用
に
対

す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
と
い
う
合
衆
国
裁
判
所
の
特
別
権
限｣

に
そ
の
意
義
が
あ
る
と
の
指
摘

(

�)

が
あ
る
。
合
衆
国
最
高
裁
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は
、
一
般
に
、
合
衆
国
法
が
解
釈
対
象
で
あ
れ
ば
問
題
の
解
釈
を
覆
し
よ
り
狭
く
解
釈
し
な
お
す
と
い
う
標
準
的
な
解
釈
手
法
を
用

い
る

(
�)

。
し
か
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
で
は
州
法
が
対
象
で
あ
り
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
州
最
高
裁
に
よ
る
解
釈
を
受
容
す
る
か
ら
、

州
法
を
誤
っ
て
解
釈
し
た
と
考
え
て
も
、
州
が
そ
の
法
律
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
を
示
す
こ
と
は
そ
の
権
限
外
で
あ
る

(

�)

。
そ

の
た
め
、
州
最
高
裁
の
不
当
な
解
釈
に
よ
る
被
害
の
最
小
化
を
図
る
意
図
で
、
遡
及
適
用
を
抑
制
す
る
た
め
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

を
用
い
た
と
も
い
え
る
と
す
る

(

�)

。
そ
の
意
味
で
は
、R

o
se

事
件
判
決
以
外
の
諸
判
決
は
、
合
衆
国
法
の
解
釈
が
問
題
と
さ
れ
て
い

る
の
で
、
合
衆
国
最
高
裁
の
解
釈
の
腕
の
見
せ
所
と
も
言
い
う
る
。
し
か
し
、M

ark
s

事
件
判
決
以
外
で
は
、
新
解
釈
を
変
更
す

る
こ
と
な
く
遡
及
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
州
法
解

釈
に
対
す
る
規
制
で
あ
っ
て
、
合
衆
国
法
を
そ
の
射
程
内
に
含
め
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

実
際
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
遡
及
処
罰
禁
止
を
認
め
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
よ
る
主
張
は
、
州
法
の
解
釈
を
対
象
と
す

る
場
合
州
上
訴
裁
判
所
や
合
衆
国
控
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
や
す
い

(

�)

一
方
、｢

合
衆
国
法
レ
ベ
ル
で
は
滅
亡
寸
前
で
あ
る｣

と
評
さ
れ
る

(

�)

。
広
範
な
文
言
を
用
い
た
制
定
法
の
多
い

｢

刑
事
規
制
の
合
衆
国

(

連
邦)

法
化｣

現
象
が
急
速
に
進
む
現
状
に
鑑
み

れ
ば
、
合
衆
国
裁
判
所
の
解
釈
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
精
査
を
受
け
な
い
こ
と
は
き
わ
め
て
大
き
な
現
実
的
意
味
を
も
つ
こ
と
と

な
る

(

�)

。
合
衆
国
法
レ
ベ
ル
で
の
遡
及
処
罰
禁
止
の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
二
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
刑
事

抗
弁
や
因
果
関
係
判
断
な
ど
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
原
則
が
変
更
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
遡
及
適
用
が
是
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
コ

モ
ン
・
ロ
ー
制
度
は
、
裁
判
官
が
明
白
に
立
法
機
能
を
営
む
場
合
で
さ
え
、
事
後
法
禁
止
原
則
の
峻
厳
な
適
用
と
相
容
れ
な
い
進
展

方
法
を
前
提
と
す
る
以
上
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
基
本
的
に
こ
れ
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る

(

�)

。
第
二
に
、
制
定
法
解
釈
の
変
更
の

場
合
で
も
、
予
見
可
能
性
と
い
う
要
件
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
そ
こ
で
い
う
予
見
可
能
性
は
、
法
が
ど
の
よ
う
に
適

用
さ
れ
る
か
に
つ
き
犯
罪
者
の
主
観
的
な
期
待
を
い
う
の
で
は
な
く
、
客
観
的
な
基
準
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

(

�)

。
裁
判
所
の
解
釈
が
、
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制
定
法
の
文
言
や
先
例
に
照
ら
し
て
客
観
的
な
観
点
か
ら
予
測
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す

る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
予
見
可
能
性
判
断
の
枠
組
み
上
の
制
約
で
あ
る
。

(

�)

次
に
、
現
実
に
は
、
裁
判
所
は
こ
の
客
観
的
予
見
可

能
性
の
要
件
を
き
わ
め
て
緩
や
か
に
解
釈
し
て
い
る
。
解
釈
の
変
更
が
予
見
可
能
か
否
か
を
判
断
す
る
さ
い
に
、
裁
判
所
は
、
当
該

制
定
法
の
文
言
の
あ
い
ま
い
さ
、
他
の
法
域
に
お
け
る
先
例
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
解
釈
や
合
衆
国
最
高
裁
の
上
告
受
理
の
有
無
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
考
慮
す
る
。
ど
の
要
素
も
決
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
よ
る
主
張
を
否
定
す
る
た
め
の
広

範
な
裁
量
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る

(

�)

。
予
見
可
能
性
判
断
は
順
応
性
が
高
く
、
人
為
的
操
作
を
受
け
や
す
い
の
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、

予
見
可
能
性
は
、
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
目
的
に
照
ら
し
て
判
断
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
の
変
更
に
隠
さ
れ

た
意
図
を
発
見
す
る
場
合
の
カ
モ
フ
ラ
ー
ジ
ュ
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
予
見
可
能
性
の
要
件
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い

と
も
い
え
る

(

�)

。
合
衆
国
裁
判
所
の
解
釈
の
腕
が
予
見
可
能
性
の
判
断
に
お
い
て

｢

何
で
も
あ
り｣

と
も
い
う
べ
き
状
況
を
創
出
し
、

そ
の
よ
う
に
腕
を
振
る
わ
せ
た
の
は
予
見
可
能
性
そ
の
も
の
の
あ
い
ま
い
さ
に
加
え
て
、
立
法
と
裁
判
と
を
厳
格
に
分
断
す
る
法
形

式
主
義
者
的
な
思
考
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
遡
及
適
用
を
否
定
し
た
二
つ
の
判
決
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と

M
ark

s

事
件
判
決
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、｢

M
ark

s

事
件

判
決
がB

o
u

ie

事
件
判
決
の
予
見
可
能
性
基
準
を
単
に
適
用
し
た
も
の
で
は
な
い｣

と
の
指
摘
が
あ
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、B

o
u

ie

事
件

判
決
は
裸
の
条
文
の
予
見
不
可
能
な
拡
張
解
釈
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
え
な
い
と
す
る
一
方
、M

ark
s

事
件
判
決
は
当
該
制
定
法

の
す
で
に
確
立
さ
れ
た
限
定
解
釈
を
覆
す
合
衆
国
最
高
裁
の
新
解
釈
の
遡
及
適
用
を
認
め
な
か
っ
た
。M

ark
s

事
件
判
決
は

M
e

m
-

o
irs

事
件
判
決
が
被
告
人
の
行
為
時
に
有
効
な
基
準
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
重
視
し
た
の
で
あ
っ
て
、M

ille
r

事
件
判
決
の
基
準

が
当
該
制
定
法
の
文
言
に
照
ら
し
て
予
見
可
能
な
解
釈
で
あ
っ
た
か
否
か
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
は
な
い
。M

ille
r

事
件
判
決
は

制
定
法
の
文
言
が
示
唆
す
る
よ
り
そ
の
適
用
範
囲
を
実
際
に
限
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
該
制
定
法
の
文
言
を
素
直
に
読
め
ば
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M
ille

r

事
件
判
決
の
基
準
以
上
に
広
範
で
一
掃
的
に
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
よ
っ
て

M
ille

r

事
件
判
決
は

B
o

u
ie

事

件
判
決
の
意
味
で
は
予
見
不
可
能
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、M

ille
r

事
件
判
決
の
予
見
可
能
性
を
問
う
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
る
。

M
e

m
o

irs
事
件
判
決
が

M
ille

r

事
件
判
決
に
先
立
つ
法
で
あ
っ
た
し
、M

ille
r

事
件
判
決
の
基
準
が

M
e

m
o

irs

事
件
判
決
の
す
で

に
確
立
さ
れ
た
限
定
を
覆
し
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、M

ille
r

事
件
判
決
が

M
e

m
o

irs

事
件
判
決
で
は
処
罰
さ
れ

え
な
い
行
為
に
つ
き
刑
事
責
任
を
課
す
か
ぎ
り
、
そ
の
遡
及
適
用
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
。M

ark
s

事

件
判
決
の
核
心
は
、
よ
り
広
範
な

M
ille

r

事
件
判
決
の
基
準
の
予
見
可
能
性
に
関
す
る
抽
象
的
な
評
価
で
は
な
く
、M

e
m

o
irs

事

件
判
決
に
依
拠
す
る
と
い
う
被
告
人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
で
あ
る

(

�)

、
と
す
る
。

で
は
、
同
じ
く
州
法
の
解
釈
を
問
題
と
し
な
が
ら
結
論
が
分
か
れ
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と

R
o

se

事
件
判
決
と
の
関
係
は
ど
う

で
あ
ろ
う
か
。
制
定
法
の
解
釈
の
予
見
可
能
性
を
判
断
す
る
際
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
諸
要
因
が
州
の
法
的
事
情
に
従
い
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
と
し
つ
つ
、
も
っ
と
も
重
要
な
要
因
は
、
州
裁
判
所
が
被
告
人
の
行
為
以
前
に
当
該
制
定
法
を
解
釈
し
た
こ
と
が
あ
る
か
否
か

で
あ
る
と
し
、
先
例
解
釈
を
覆
す
制
定
法
解
釈
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
よ
り
分
析
す
る
一
方
、
フ
ァ
ー
ス
ト
・
ケ
ー
ス
の
解
釈
は

R
o

se

事
件
判
決
の
三
要
素
分
析
で
検
討
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
、
と
の
指
摘
が
あ
る

(

�)

。
こ
の
見
解
に
よ
る
と
、B

o
u

ie

事
件
判
決

に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
解
釈
が
明
ら
か
に
被
告
人
の
行
為
を
排
除
し
て
お
り
、
被
告
人
に
は
そ
の
行
為
時
に
有
効
で
あ
っ
た
旧

解
釈
に
依
拠
す
る
権
利
が
あ
る
か
ら
、
新
解
釈
が
予
見
不
可
能
で
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
え
な
い
と
し
た

(

�)

と
す
る
。
そ
こ
で
の
問
題
は
、

制
定
法
の
新
解
釈
が
被
告
人
の
行
為
時
に
予
見
可
能
で
あ
っ
た
の
か
否
か
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
予
見
可
能
性
の
要
件
を
支

持
す
る
目
的
、
つ
ま
り
制
定
法
が
被
告
人
の
行
為
を
禁
止
す
る
か
否
か
に
つ
き
被
告
人
に
公
正
な
警
告
を
与
え
る
こ
と
に
合
致
す
る

と
す
る
。
他
方
、R

o
se

事
件
判
決
は
、
州
裁
判
所
が
初
め
て
の
解
釈
問
題
に
臨
む
場
合
に
は
、
そ
の
解
釈
が
予
見
可
能
で
あ
る
か

否
か
を
判
断
す
る
の
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と
は
違
う
分
析
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
と
理
解
す
る

(

�)

。
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し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
、B

o
u

ie

事
件
判
決
の
理
解
を
ま
っ
た
く
逆
に
す
る
立
場
が
あ
る
。
こ
れ
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決

とR
o

d
g
e

rs

事
件
判
決
と
を
比
較
す
る
な
か
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
州
の
先
例
が
被
告
人
の
行

為
が
こ
れ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
と
し
た
が
、
州
最
高
裁
が
そ
の
先
例
を
覆
す
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た

(

�)

た
め
に
、
州
法

の
先
例
解
釈
の
変
更
と
い
う
事
案
で
は
な
く
、
州
裁
判
所
が
単
に
平
明
な
制
定
法
の
文
言
を
解
釈
し
た
に
す
ぎ
な
い

(

�)

の
に
対
し
て
、

R
o

d
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
単
に
合
衆
国
法
を
解
釈
し
た
の
で
は
な
く
、
第
八
巡
回
区
に
お
い
て
確
立
し
た
解
釈
を
変
更
し
た
の
で
あ

る

(

�)

。B
o

u
ie

事
件
判
決
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
遡
及
適
用
の
可
否
は
、
そ
の
解
釈
が
制
定
法
の
文
言
に
照
ら
し
て
予
見
可
能
で
あ
っ

た
か
否
か
に
よ
る
。
し
か
し
、
合
衆
国
最
高
裁
が
問
題
の
制
定
法
を
解
釈
す
る
先
例
を
覆
す
、R

o
d

g
e

rs

事
件
判
決
の
よ
う
な
場
合

に
は
、
被
告
人
の
法
域
に
お
け
る
拘
束
力
あ
る
先
例
が
行
為
時
に
被
告
人
の
行
為
を
合
法
と
し
て
い
た
か
否
か
に
注
意
が
払
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

(

�)

。R
o

d
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
そ
の
解
釈
が
合
理
的
に
予
見
可
能
で
あ
る
か
ら
、
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
う
る
と
判
断

し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
相
違
点
を
無
視
し
、
公
正
な
警
告
の
チ
ェ
ッ
ク
に

B
o

u
ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
が
尽
き
る
も
の
と
し
た
。
し

か
し
な
が
ら
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
刑
罰
法
規
の
文
面
上
予
見
不
可
能
な
解
釈
が
遡
及
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
一
方
、
あ

ら
ゆ
る
予
見
可
能
な
解
釈
が
遡
及
適
用
さ
れ
う
る
と
は
判
断
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
文
面
上
の
予
見
不
可

能
性
が
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
の
に
十
分
条
件
で
あ
る
と
し
た
が
、
必
要
条
件
で
あ
る
と
は
判
示
し
な
か
っ
た

(

�)

。R
o

d
g
e

rs

事
件
判

決
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
が
、
制
定
法
の
文
面
だ
け
に
照
ら
せ
ば
予
見
可
能
で
あ
る
が
、
よ
り
狭
く
解
釈
す
る

先
例
を
覆
す
判
決
の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
か
否
か
と
い
う
新
た
な
問
題
を
提
起
す
る

(

�)

、
と
す
る
。

M
ark

s

事
件
判
決
お
よ
び

R
o

se

事
件
判
決
に
照
ら
し
て

(

�)

、B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
遡
及
処
罰

禁
止
原
則
の
弱
さ
が
指
摘
さ
れ
る

(

�)

。
そ
の
弱
さ
と
は
、
十
分
に
特
定
さ
れ
て
い
な
い
制
定
法
の
刷
新
的
な
解
釈
を
予
見
不
可
能
で
あ

る
と
し
た
が
ら
な
い
裁
判
例
に
示
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
解
釈
に
よ
る
法
創
造
の
機
会
は
、
限
定
的
で
正
確
な
文
言
を
用
い
る
制
定
法

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……

51



(188)

で
は
な
く
、
広
範
で
不
正
確
な
概
念
を
用
い
る
制
定
法
に
お
い
て
生
じ
、
そ
こ
で
は
必
然
的
に
重
要
な
政
策
立
案
的
選
択
が
裁
判
所

の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
、
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
違
法
行
為
に
こ
の
よ
う
な
制
定
法
を
事
後
的
に
適
用
す
る
こ

と
は
合
衆
国
憲
法
に
違
反
し
な
い
、
と
い
う
の
は
、
開
放
性
の
あ
る
文
言
が
、
ま
さ
に
そ
の
特
質
に
よ
っ
て
、
そ
の
適
用
範
囲
に
つ

き
問
題
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
意
図
す
る
行
為
が
含
ま
れ
る
と
判
断
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
告
知
を
与
え
る
か
ら
で
あ

る

(

�)

と
す
る
。B

o
u

ie
事
件
判
決
が
限
定
的
で
正
確
な
文
言
を
用
い
た
制
定
法
の
解
釈
に
つ
き
そ
の
文
言
に
照
ら
し
た
予
見
可
能
性
を

重
視
し
た
こ
と
が
逆
手
に
取
ら
れ
て
、
あ
い
ま
い
な
制
定
法
で
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
手
法
が
通
じ
な
い
も
の
と
し
、
そ
の
他
の

判
断
資
料
の
流
入
と
判
断
方
法
の
多
様
化
へ
の
道
が
開
か
れ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

予
見
可
能
性
の
判
断
と
先
例
の
扱
い
と
い
う
観
点
か
ら
は
、L

an
ie

r

事
件
判
決
と

R
o

d
g
e

rs

事
件
判
決
と
の
整
合
性
が
今
後
の

課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。L

an
ie

r
事
件
判
決
は
、
被
告
人
の
行
為
が
違
法
で
あ
る
と
の
合
衆
国
最
高
裁
ま
た
は
当
該
巡
回
区
裁

判
所
の
先
例
が
な
く
て
も
、
公
正
な
警
告
と
い
う
要
件
が
充
足
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
先
例
が
な
い
場
合
に
、

他
の
巡
回
区
に
お
け
る
意
見
の
対
立
が
常
に
被
告
人
が
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
主
張
を
拒
否

す
る
一
方
、
そ
の
対
立
が
状
況
に
よ
っ
て
は
公
正
な
警
告
の
付
与
を
否
定
し
う
る
こ
と
も
認
め
て
い
る

(

�)

。
そ
の
意
味
で
は
、L

an
ie

r

事
件
判
決
は

R
o

d
g
e

rs

事
件
判
決
の
有
効
性
に
重
大
な
疑
義
を
投
げ
か
け
る
判
決
で
あ
る
し

(

�)

、
さ
ら
に

L
an

ie
r

事
件
判
決
の
よ
う

な
理
解
は
、
当
該
巡
回
区
の
先
例
が
被
告
人
の
行
為
を
合
法
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
被
告
人
は
、
先
例
が
覆
さ

れ
る
ま
で
は
、
そ
の
行
為
に
つ
き
刑
事
責
任
か
ら
保
護
さ
れ
る
と
の
判
断
に
結
び
つ
き
や
す
い
。L

an
ie

r

事
件
判
決
に
お
け
る
、

先
例
に
基
づ
く
予
見
可
能
性
判
断
へ
の
示
唆
は
、
処
罰
を
肯
定
す
る
何
ら
か
の
先
例
の
存
在
が
警
告
を
与
え
る
と
い
う
論
理
に
一
考

を
促
す
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
遡
及
処
罰
禁
止
に
対
す
る
基
本
的
な
立
場
に
影
響
す
る
も
の
と
し
て
、
重
要
で
あ
る
。

最
後
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
基
づ
く
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
射
程
が
問
わ
れ
て
い
る
。
す
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な
わ
ち
、
こ
の
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
は
、C

ald
e

r

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
事
後
法
禁
止
原
則
の
四
類
型
す
べ
て
を
対
象
と
す
る
の

か
否
か
で
あ
る
。B

o
u

ie

事
件
は
、
新
解
釈
以
前
に
な
さ
れ
た
行
為
が
旧
解
釈
に
お
い
て
合
法
と
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
新
解
釈
を

遡
及
適
用
し
て
処
罰
で
き
る
か
を
問
う
事
案
で
あ
る
。
刑
罰
を
加
重
す
る
新
解
釈
の
遡
及
適
用
を
め
ぐ
る
議
論
が
こ
の
点
を
明
ら
か

に
す
る

(

�)
。

巡
回
区
裁
判
所
の
多
く
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
刑
罰
加
重
類
型
に
も
適
用
す
る
と
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
か
ら
、｢

刑
罰
法
規
の

予
見
不
可
能
な
裁
判
所
に
よ
る
拡
張
は
、
そ
れ
が
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
れ
ば
、
ま
さ
に
事
後
法
と
同
じ
よ
う
に
機
能
す
る｣

、｢

州
立

法
府
が
そ
の
よ
う
な
法
律
を
制
定
す
る
こ
と
を
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
州
最
高
裁
も
裁
判
所
の
解
釈
に
よ

り
ま
さ
に
同
じ
結
果
を
達
成
す
る
こ
と
を
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

と
の
一
節
を
引
用
し

て
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
対
象
と
す
る
四
類
型
す
べ
て
にB

o
u

ie

事
件
判
決
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る

(

�)

。

他
方
、
巡
回
区
裁
判
所
の
い
く
つ
か
は
、
こ
れ
ら
の
裁
判
所
の
引
用
す
る
文
章
が

B
o

u
ie

事
件
判
決
全
体
に
照
ら
し
て
分
析
さ

れ
る
べ
き
こ
と
を
強
調
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
文
言
が
刑
事
責
任
の
射
程
を
拡
張
す
る
判
決
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
の
立

場
を
と
っ
て
い
る

(

�)

。B
o

u
ie

事
件
判
決
は

｢

刑
罰
法
規
は
そ
れ
が
犯
罪
と
す
る
行
為
に
つ
き
公
正
な
警
告
を
付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い｣

と
述
べ
て
そ
の
分
析
を
始
め
、
そ
の
判
決
を
基
礎
づ
け
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
利
益
を
示
唆
す
る
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
す

べ
て
、
被
告
人
ら
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
と
の
公
正
な
警
告
を
被
告
人
ら
が
受
け
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
、
刑

罰
法
規
を
漠
然
性
の
ゆ
え
に
違
憲
と
し
た
さ
い
に
表
明
し
た
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
利
益
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
、

事
後
法
禁
止
条
項
が
合
衆
国
最
高
裁
が
判
決
に
達
す
る
理
由
に
お
い
て
一
つ
の
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、B

o
u

ie

事
件
判
決
テ
ス

ト
と
事
後
法
禁
止
条
項
に
お
け
る
テ
ス
ト
と
が
明
ら
か
に
同
一
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
不
正
確
で
あ
る

(

�)

と
す
る
。

以
上
、B

o
u

ie

事
件
判
決
を
中
心
に
、
裁
判
所
に
よ
る
新
解
釈
の
遡
及
適
用
の
可
否
を
争
っ
た
代
表
的
な
合
衆
国
最
高
裁
判
例
の
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概
要
を
紹
介
し
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
評
価
に
つ
き
、
判
決
相
互
の
関
係
に
照
ら
し
た
分
析
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、B

o
u

ie

事
件
判

決
は
、
裁
判
所
に
よ
る
遡
及
適
用
に
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
を
確
立
す
る
、
進
展
性
の
あ
る
判
例
と
概
ね
評
価
さ
れ
て
お

り
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
る
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
概
ね
一
貫
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
と

も
言
え
る
。
そ
れ
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
る
人
権
保
障
と
い
う
観
点
で
の
金
看
板
と
し
て
、
そ
の
価
値
お
よ
び
影
響
力

が
重
大
で
あ
る
が
、
他
方
、
こ
こ
二
〇
数
年
間
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
基
づ
く
被
告
人
の
主
張
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
現
実
も
あ
る
。
そ
れ
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
が
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
違
反
か
否
か
を
問
う
た
め
の
具
体
的
判
断
基
準
が
、
予
見
可
能
性
と
い
う
、
ス
タ
ン
ス
の
取
り
方
次
第
で
ど
の
よ
う
に
で
も

使
い
う
る
概
念
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
裁
判
所
の
判
決
に
遡
及
禁
止
原
則
を
妥
当
さ
せ
る
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
主
た
る
要
因
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
点
を
含
め
て
、
以
下
で
は

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
概
要
を
示
し
た
う
え
で
、

こ
の
判
決
に
対
す
る
分
析
を
検
討
す
る
な
か
で
、
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
意
義
と
要
件
を
改
め
て
吟
味
す
る
こ
と
と
す
る
。

(

�)
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( �) 一 般 的 な 遡 及 法 理 に つ い て は 、 一 九 六 〇 年 代 に な っ て Warren Court の 画 期 的 な 人 権 判 決 が 下 さ れ る な か で 遡 及
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よ う に な る 。 こ の 意 味 で の 遡 及 法 理 は な お 混 乱 状 態 に あ る 。 See Morrison, Fair Warning and the Retroactive Judicial

Expansion of Federal Criminal Statutes, 74 S. CAL. L. REV. 455, 466 (2001).

( �) 366 U. S. 213 (1961).

( �) Commissioner v. Wilcox, 327 U. S. 404 (1946).

( �) Id. at 221 �222, 224, 242.
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( 	) 378 U. S. 347 (1964).
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) Id. at 353 �354.

( �) Id. at 354.

( �) Id. at 351 �352, 356.
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( �) Miller v. California, 413 U. S. 15 (1973).
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( �) 466 U. S. 475 (1984).

( �) 374 F. 2d 363 (1967).

( �) 466 U. S. at 484.

( �) 520 U. S. 259 (1997).

( �) Id. at 266.

( �) Id.

( �) Id. at 267.

( �) Id. at 268.

( 	) Id. at 265 
266.

( �) HALL, supra note 6 at 59.

( �) Morrison, supra note 78 at 462.

( ) ALLEN, THE HABITS OF LEGALITY : CRIMINAL JUSTICE AND THE RULE OF LAW 15 (1996).

( �) Id. at 15 
16.

( �) HALL. supra note 6 at 63 
64.

( �) Armstrong, Rogers v. Tennessee : An Assault on Legality and Due Process, 81 N. C. L. REV. 317, 325 (2002). See opp.,

Kahan, Some Realism about Retroactive Criminal Lawmaking, 3 ROGER WILLIAMS U. L. REV. 95, 95 
97 (1997).

( �) 事 後 法 に 対 す る 制 約 は 確 立 さ れ て い る も の の 、 こ の 領 域 に お け る 合 衆 国 最 高 裁 の 多 数 の 判 決 が 一 貫 し な い 混 乱 状

態 と な っ て い る と の 指 摘 も あ る 。See Logan. The Ex Post Facto Clause and the Jurisprudence of Punishment, 35 AM.CRIM.

L. REV. 1261, 1268 (1998).

( �) Morrison, supra note 78 at 462.コ
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M
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su
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o
te
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8

at
4
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5
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(

�)
M

cD
o

n
ald

,
F

oreseea
b

ility
a

s
a

L
im

ita
tion

on
th

e
R

etroa
ctive

A
p

p
lica

tion
of

Ju
d

icia
l

D
ecision

s
:

D
av

is
v
.

N
e

b
rask

a,
2

6

C
R

E
IG

H
T

O
N

L
.

R
E

V
.

9
3

1
,

9
3

7
(

1
9

9
3)

.

(

	)
H

A
L

L ,
su

p
ra

n
o

te
4

at
6

1
.

H
all

教
授
は
判
例
変
更
の
遡
及
適
用
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
合
衆
国
憲
法
に

お
け
る
事
後
法
禁
止
条
項
は
明
ら
か
に
刑
罰
立
法
に
限
定
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
刑
罰
法
規
を
違
憲
と
し
た
先
例
を
覆
す
よ

う
な
き
わ
め
て
重
要
な
判
決
に
遡
及
効
果
が
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
も
も
っ
と
も
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
字
義
ど
お
り
に

は
、
制
定
法
や
法
典
の
解
釈
を
含
め
た
す
べ
て
の
判
例
法
が
遡
及
的
に
機
能
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
律
が
既
存
の

す
べ
て
を
包
含
す
る
と
の
伝
統
的
理
論
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
多
く
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
存
在
し
、
時
間
を
遡
っ
て
以
前
の
行
為
に
犯
罪
と

の
烙
印
を
押
す
の
は
事
後
の
判
決
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
遡
及
性
は
あ
ら
ゆ
る
法
制
度
に
不
可
避
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

重
要
な
の
は
当
該
判
決
の
現
実
的
な
質
で
あ
り
、
と
り
わ
け
て
、
判
決
が
そ
の
よ
う
な
不
可
避
的
な
方
法
で
の
み
遡
及
的
で
あ
る
の
か
、

あ
る
い
は
判
決
が
問
題
の
行
為
に
先
立
つ
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
で
き
な
い
の
か
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
事
件
に
お
い
て
は
、

判
決
以
前
に
当
該
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
と
さ
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
例
外
も
あ
る
。
裁
判
所
が
明
ら
か
に
新

た
な
法
を
創
造
し
遡
及
的
効
果
を
与
え
た
事
例
が
あ
る
。
裁
判
所
の
判
決
に
通
常
伴
う
遡
及
の
不
可
避
性
は
そ
の
例
外
の
正
当
化
根
拠
と

な
る
も
の
で
は
な
い
、
と
。

(


)
M

o
rriso

n
,

su
p

ra
n

o
te

7
8

at
4

6
5
.
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(

�)
K

re
n

t,
su

p
ra

n
o

te
6

9
at

3
7
.

(
�)

こ
れ
は
、U

n
ite

d
S

tate
s

v
.

L
an

ie
r

事
件
判
決
が
、
裁
判
所
は
制
定
法
も
そ
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
も
そ
の
射
程
内
に
あ
る
と
公
正

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
行
為
に
新
た
な
解
釈
を
適
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
、
ま
た
、C

arm
e

ll
v
.

T
e

x
as

事
件
判
決(

5
2

9

U
.

S
.

5
1

3
(

2
0

0
0))

が
、
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
し
た
法
の
諸
ル
ー
ル
に
従
う
と

い
う
基
本
的
な
正
義
な
る
、
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
利
益
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
事
後
法
の
制
定
だ
け
で
は
な
く
遡
及
的
な
裁
判
所
の
判
決
に

も
妥
当
す
る
と
し
た
こ
と
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
、L

an
ie

r

事
件
判
決
は
並
列
的
に
検
討
し
て
い
る
が
、
漠
然
性
の
ゆ
え
に
無
効

の
理
論
や
慈
悲
の
原
則
と
は
違
っ
て
、
遡
及
適
用
禁
止
ル
ー
ル
は
制
定
法
解
釈
の
ル
ー
ル
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
所
が
制
定
法
を
か

く
解
釈
す
る
と
判
決
し
た
場
合
に
、
制
定
法
の
文
言
ま
た
は
そ
の
先
例
解
釈
が
、
当
該
制
定
法
が
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
可
能
性
を
公

正
に
示
し
て
い
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
が
そ
の
解
釈
を
遡
及
的
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の

諸
原
則
は
公
正
な
警
告
の
基
本
的
な
目
的
を
共
有
し
て
い
る
。
そ
の
目
的
と
は
何
人
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
理
解
し
得
な
い
行

為
に
つ
き
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
い
こ
と
の
保
障
で
あ
り
、
そ
れ
は
告
知
と
基
本
的
公
正
さ
と
い
う
二
つ
の
利
益
が
立
法
に
対
し
て
だ
け

で
は
な
く
裁
判
所
の
判
決
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
重
要
性
を
反
映
し
て
い
る
。

(

�)
M

o
rriso

n
,

su
p

ra
n

o
te

7
8

at
4

6
8
.

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
対
し
て
は
、
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
と
の
関
係
で
は
一
定
の
肯
定
的
評
価
が

な
さ
れ
る
一
方
、
本
来
平
等
条
項
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
べ
き
問
題
を
回
避
し
て
い
る
点
を
捉
え
て

｢

不
誠
実
な｣

判
決
と
見
る
見
解
も
あ

る
。S

ee
K

larm
an

,
A

n
In

terp
retive

H
istory

of
M

od
ern

E
qu

a
l

P
rotection

,
9

0
M

IC
H
.

L
.

R
E

V
.

2
1

3
,

2
7

4
(

1
9

9
1)

,
W

ax
m

an
,

T
w

in
s

a
t

B
irth

:
C

ivil
R

igh
ts

a
n

d
th

e
R

ole
of

th
e

S
olicitor

G
en

era
l,

7
5

IN
D
.

L
.

J.
1

2
9

7
,

1
3

1
1

n
.

7
9
(

2
0

0
0)

.

(

�)
M

cD
o

n
ald

,
su

p
ra

n
o

te
1

3
3

at
9

3
1
.

(

�)
Id

.

(

�)
K

re
n

t,
su

p
ra

n
o

te
6

9
at

3
8

�39
.

裁
判
所
は
、
裁
判
所
へ
の
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
の
適
用
の
衝
撃
を
劇
的
な
ま
で
に
緩
和
す
る
た

め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
。
ま
ず
、
立
法
で
あ
れ
ば
予
見
可
能
で
あ
っ
て
も
遡
及
適
用
が
認
め
ら
れ
な
い
の
に
も
か
か
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わ
ら
ず
、
裁
判
所
の
判
決
で
は
予
見
不
可
能
な
場
合
に
限
定
す
る
。
ま
た
、
予
見
可
能
性
判
断
も
か
な
り
寛
大
で
あ
り
、
実
際
上
は
先
例

の
変
更
が
ま
っ
た
く
恣
意
的
で
あ
る
場
合
に
の
みB

o
u

ie

事
件
判
決
に
基
づ
き
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
違
反
と
す
る
の
で
あ
る
。

(
�)

L
A

F
A

V
E

&
S

C
O

T
T
,

su
p

ra
n

o
te

4
at

1
0

4
.

S
ee

M
cD

o
n

ald
,

su
p

ra
n

o
te

1
3

3
at

9
3

2
.

下
級
審
裁
判
所
は
遡
及
性
を
解
決
す
る
た

め
の
多
く
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
裁
判
所
は
、
行
為
が
行
わ
れ
た
時
点
で
い
か
な
る
法
律
が
存
在
し
て
い
た
か
、

潜
在
的
な
被
告
人
が
行
為
時
に
何
を
予
見
し
え
た
の
か
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

(

�)
M

o
rriso

n
,

su
p

ra
n

o
te

7
8

at
4

7
8
.

(

�)
Id

.
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4
7

7
.
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.
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4
7
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S

ee
a

lso
R
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e

v
.

W
ash

in
g
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n
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4
0

5
U

.
S
.

3
1

3
(

1
9

7
2)

.

(

�)
K

re
n

t,
su

p
ra

n
o

te
6

9
at

5
9
.
州
レ
ベ
ル
で

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
是
認
さ
れ
る
の
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
、

主
と
し
て
州
の
事
実
審
裁
判
所
が
合
衆
国
の
下
級
審
裁
判
所
に
比
べ
は
る
か
に
政
治
化
し
て
お
り
、
被
告
人
に
不
利
益
に
働
く
斬
新
な
解

釈
に
対
し
て
上
級
審
裁
判
所
が
チ
ェ
ッ
ク
の
目
を
光
ら
せ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

�)
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.
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6
0
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�)
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.
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3
.
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)
Id

.
at

6
4
.

(

�)
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6
5
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6
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)
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.
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7
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.
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7
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5
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.

(
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.
at

9
5

5
.

(

�)
Id

.
at

9
5

6
.

(

�)
L

A
F

A
V

E
&

S
C

O
T

T
,

su
p

ra
n

o
te

4
at

1
4

4
n
.

6
9
.

(

�)
M

o
rriso

n
,

su
p

ra
n

o
te

7
8

at
4

7
9
.

(

	)
Id

.

(


)
Id

.

(

�)
Id

.

(

�)
B

o
u

ie

事
件
判
決
ル
ー
ル
に
基
づ
き
新
解
釈
の
予
見
可
能
性
を
問
い
こ
れ
を
否
定
し
た

M
ark

s

事
件
判
決
も
、
新
解
釈
に
よ
る
判

例
変
更
事
例
で
あ
る
と
し
、
当
時
有
効
で
あ
っ
た
旧
解
釈
を
信
頼
し
て
行
動
す
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
重
視
し
た
予
見
可
能
性
判
断
を
行

っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と
は
異
な
る
判
断
手
法
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
で
も
、
州
の
先
例
へ
の

信
頼
を
問
う
余
地
も
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
定
法
の
文
面
に
基
づ
く
予
測
可
能
性
を
選
択
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、

あ
る
い
は
遡
及
処
罰

(

適
用)

禁
止
原
則
が
法
へ
の
信
頼
の
可
否
の
問
題
と
は
異
な
る
と
の
暗
黙
の
判
断
と
も
い
い
う
る
。

(

)

こ
の
二
つ
の
判
決
に
つ
き
、R

o
se

事
件
判
決
で
は
、
先
例
に
お
い
て
被
告
人
の
行
為
を
除
外
す
る
限
定
的
な
方
法
で
解
釈
さ
れ
て

は
い
な
か
っ
た
が
、
逆
に
、M

ark
s

事
件
判
決
で
は
、
被
告
人
の
行
為
が
除
外
さ
れ
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
お
り
、
被
告
人
が
行
為
時
に
有

効
で
あ
っ
た
限
定
的
な
解
釈
に
依
拠
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
た
。

(

�)
K

ah
an

,
su

p
ra

n
o

te
1

2
4

at
1

0
6
.
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6

�10
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こ
の
論
理
は
、
委
譲
さ
れ
た
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
創
造
が
遡
及
的
に
な
さ
れ
る
制
度
の
下
に
あ
る
市
民
は
裁
判
所
が

遡
及
的
に
法
創
造
す
る
と
い
う
告
知
を
受
け
て
い
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
法
創
造
が
公
正
な
告
知
に
合
致
す
る
と
い
う
の
に
等
し
く
、
漠

然
と
し
た
制
定
法
の
刷
新
的
な
解
釈
が
遡
及
的
な
法
創
造
と
し
て
違
憲
と
な
り
う
る
と
の
判
断
を
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
が
支
持
し
な
い
と

い
う
の
は
言
い
す
ぎ
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
を
よ
り
正
確
に
評
価
す
る
と
す
れ
ば
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
が
、
裁
判
所
が
共
同
体
の
規
範
に
照
ら
し
て
そ
の
権
限
の
行
使
が
不
当
で
あ
る
と
認
識
す
る
場
合
に
は
常
に
そ
の
遡
及
的
な
法
創
造

を
禁
止
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。

(

�)

合
衆
国
最
高
裁
は
、M

ark
s

事
件
判
決
で
、R

o
se

事
件
判
決
の
分
析
が
最
初
の
解
釈
例
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
、
先
例
法
を
覆
し

た
場
合
の

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
分
析
と
は
異
な
る
と
説
明
し
た
。
制
定
法
の
平
明
な
文
言
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
制
定
法
の
文
言
が

「
限
定
的
で
正
確｣

で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
そ
の
文
言
の
射
程
外
に
あ
る
行
為
を
含
め
る
先
例
の
な
い
解
釈
は
予
見
不
可
能

で
あ
る
。
州
裁
判
所
の
先
例
に
つ
い
て
、R

o
se

事
件
判
決
で
は
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
制
定
法
が
広
範
な
射
程
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
と
の
州
裁
判
所
に
よ
る
そ
れ
以
前
の
示
唆
が
、
当
該
事
件
に
お
け
る
制
定
法
の
拡
張
解
釈
を
予
見
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
被
告
人
の
主

張
を
否
定
す
る
と
し
、
州
裁
判
所
に
よ
る
そ
れ
以
前
に
お
け
る
限
定
解
釈
の
拒
絶
が
当
該
制
定
法
に
広
範
な
解
釈
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
と
の
十
分
に
明
確
な
告
知
を
与
え
る
と
し
た
。
他
の
法
域
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
当
該
解
釈
が
予
見
可
能
で
あ
る
と
の
一
つ
の
示
唆
は
、

他
の
裁
判
所
が
類
似
の
制
定
法
に
つ
き
類
似
の
解
釈
を
取
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
。

(

�)
M

o
rriso

n
,

su
p

ra
n

o
te

7
8

at
4

8
7
.

(

�)
Id

.
at

4
8

6
.

(

�)
K

aatz,
Is

T
h

ere
a

n
E

x
P

ost
F

a
cto

P
roh

ib
ition

on
Ju

d
icia

l
D

ecision
s

th
a

t
R

etroa
ctively

E
n

la
rge

C
rim

in
a

l
P

u
n

ish
m

en
t?

4
7

W
A

Y
N

E
L

.
R

E
V
.

1
3

6
7
(

2
0

0
1)

.

(

�)
Id

.
at

1
3

7
8
.

少
な
く
と
も
一
つ
の
裁
判
所
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
関
心
と
し
て
公
正
な
警
告
の
重
要
性

を
示
唆
す
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
文
言
が
、
刑
罰
を
加
重
す
る
裁
判
所
の
遡
及
的
判
決
が
禁
止
さ
れ
る
と
の
立
場
を
支
持
す
る
と
理
由
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づ
け
た
。
第
六
巡
回
区
は

D
ale

v
.

H
ae

b
e

rlin

事
件
判
決

(
8

7
8

F
.

2
d

9
3

0
(

6
th

C
ir.

1
9

8
9))

に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
こ

の
見
解
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、｢

事
後
法
禁
止
条
項
を
支
え
る
公
正
な
警
告
と
い
う
原
則
は
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
基
本
的
な
構
成

要
素
で
も
あ
る
。
事
後
法
禁
止
条
項
の
諸
原
則
に
お
い
て
、
行
為
者
は
そ
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
捕
ま
れ
ば
特
定
の
不
変
な

刑
罰
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
公
正
に
警
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
お
い
て
権
利
と
さ
れ
る
公
正
な

警
告
の
射
程
は
事
後
法
禁
止
条
項
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
る｣

(
Id

.
at

9
3

4

�93
5)

と
。
巡
回
区
裁
判
所
の
多

数
意
見
が
刑
罰
に
お
け
る
裁
判
所
に
よ
る
遡
及
的
な
加
重
に
適
用
さ
れ
る
と

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
文
言
を
読
む
点
で
正
し
け
れ
ば
、
合

衆
国
最
高
裁
は
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
刑
罰
法
規
の
全
て
の
類
型
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
に
も
適
用
す
る
意
図
で
あ
っ
た

か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

�)
Id

.
at

1
3

7
9
.

こ
の
問
題
を
分
析
す
る
巡
回
区
裁
判
所
の
い
く
つ
か
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
文
言
が
刑
事
責
任
の
射
程
を
拡

張
す
る
裁
判
所
の
判
決
に
の
み
適
用
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
第
一
巡
回
区
は
、L

e
rn

e
r

v
.

G
ill

事
件
判
決

(
7

5
1

F
.

2
d

4
5

0
(

1
st

C
ir.

1
9

8
5))

に
お
い
て
、｢
犯
罪
の
不
十
分
な
事
前
の
定
義
に
関
す
るB

o
u

ie

事
件
判
決
や
そ
の
他
の
判
決
の
重
要
な
前
提
は
、

人
が
行
為
す
る
前
に
そ
の
行
為
を
法
律
に
合
致
さ
せ
る
か
否
か
を
決
定
し
う
る
よ
う
に
い
か
な
る
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
の
か
を
発
見
で
き

る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
…
…
。
本
件
で
は
そ
の
よ
う
な
問
題
は
存
在
し
な
い｣

(
Id

.
at

4
5

7)

と
し
た
。
第
六
巡
回
区
も
、

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
違
反
す
る
刑
罰
法
規
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
解
釈
に
拡
張
さ
れ
る
と
判
断
し
た
が
、｢

B
o

u
ie

事

件
判
決
が
犯
罪
を
定
義
す
る
制
定
法
の
射
程
を
遡
及
的
に
か
つ
予
想
外
に
拡
張
す
る
試
み
に
か
か
わ
る
事
実
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆

す
る
文
言
が
い
く
つ
か
の
合
衆
国
最
高
裁
諸
判
決
に
あ
る｣

(
8

7
8

F
.

2
d

at
9

3
4)

こ
と
を
指
摘
し
た
。B

o
u

ie

事
件
判
決
の
文
言
は
巡

回
区
裁
判
所
の
多
数
に
有
利
に
思
わ
れ
る
が
、
少
数
派
も
そ
の
立
場
を
支
持
す
る
有
効
な
権
威
づ
け
が
可
能
で
あ
る
。

(

�)
Id

.
at

1
3

7
9

�13
8

0
.

(

�)
Id

.
at

1
3

8
0
.

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……

63


