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事
件
判
決
の
概
要

本
件
の
事
実
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
一
九
九
四
年
五
月
六
日
に
、
屠
殺
ナ
イ
フ
で
被
害
者
の
心
臓
を
刺
し
貫
通

さ
せ
た
。
被
害
者
は
緊
急
手
術
を
受
け
、
そ
の
最
中
に
心
停
止
状
態
と
な
っ
た
。
被
害
者
は
、
酸
欠
に
よ
る
高
次
脳
の
機
能
停
止
で
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昏
睡
状
態
に
陥
り
、
意
識
を
回
復
す
る
こ
と
な
く
犯
行
か
ら
一
五
ヵ
月
後
の
一
九
九
五
年
八
月
七
日
に
死
亡
し
た
。
死
因
は
心
臓
の

刺
傷
に
続
く
脳
内
酸
素
欠
乏
症
で
あ
っ
た

(

�)

。

州
事
実
審
裁
判
所
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
に
言
及
せ
ず
に
、
被
告
人
に
第
二
級
謀
殺
罪
に
よ
る
三
三
年
の
拘
禁
刑
を
宣
告
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
は
控
訴
し
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
犯
行
時
に
テ
ネ
シ
ー
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
あ
り
本
件
に
も
適
用
さ

れ
る
か
ら
、
謀
殺
未
遂
罪
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
州
控
訴
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
州
刑
事
量
刑
改
革
法
（T

e
n

n
e

sse
e
’s

C
rim

i-

n
al

S
e

n
te

n
cin

g
R

e
fo

rm
A

ct
o

f
1

9
8

9

）
が
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
破
棄
し
て
い
た
と
し
、
原
審
判
決
を
支
持
し
た

(

�)

。

州
最
高
裁
は
、
控
訴
裁
判
所
と
は
異
な
る
立
場
を
と
り
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
一
九
八
九
年
法
に
よ
り
破
棄
さ
れ
て
お
ら
ず
、

犯
行
時
に
州
法
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し
た
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
が
こ
の
ル
ー
ル
を
採
用
し
た
諸
理
由
が
も
は
や
存
在
し
な
い

の
で
こ
れ
を
廃
止
し
、
被
告
人
に
遡
及
的
に
適
用
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が

B
o

u
ie

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

の
要
請
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
根
拠
は
、
多
く
の
法
域
に
お
け
る
本
ル
ー
ル
の
廃
止
、
一
九
八
九
年
法
の
制
定

お
よ
び
本
ル
ー
ル
に
関
す
る
州
判
例
法
の
不
足
が
あ
い
ま
っ
て
、
裁
判
所
に
よ
る
廃
止
が
予
測
で
き
な
い
も
の
で
も
擁
護
し
え
な
い

も
の
で
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た

(

�)

。

合
衆
国
最
高
裁
は
、O

’C
o

n
n

o
r

裁
判
官
が
執
筆
し
た
法
廷
意
見
に
お
い
て
、
州
が
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
遡
及
的
に
廃
止
し
て

も
憲
法
上
問
題
が
な
い
と
判
断
し
、
こ
れ
に

R
e

h
n

q
u

ist
主
席
裁
判
官
、K

e
n

n
e

d
y

裁
判
官
、S

o
u

te
r

裁
判
官
お
よ
び

G
in

sb
u

rg

裁
判
官
が
同
調
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、S

calia

裁
判
官
が
主
た
る
反
対
意
見
を
執
筆
し
、
こ
れ
に

S
te

v
e

n
s

裁
判
官

(

�)

お
よ
び

T
h

o
m

as

裁
判
官
が
同
調
し
た
。
ま
た

B
re

y
e

r

裁
判
官
は
法
廷
意
見
の
基
本
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
賛
成
し
つ
つ
そ
の
適
用
結
果

を
批
判
す
る
反
対
意
見
を
述
べ
た

(

�)

。
以
下
で
は
、
法
廷
意
見
お
よ
びS

calia
裁
判
官
の
反
対
意
見
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

【
法
廷
意
見
―O

’C
o

n
n

o
r

裁
判
官
執
筆
】
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本
件
に
お
い
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
判
決
の
遡
及
適
用
が
合
憲
か
否
か
、
つ
ま
り
、
テ
ネ

シ
ー
州
最
高
裁
は
、
当
該
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
存
在
し
て
い
た
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
し
、
被
告
人
の
有
罪
判
決
を
支
持
す
る
た
め

に
当
該
事
件
に
こ
れ
を
適
用
し
た
が
、
そ
れ
が
被
告
人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
し
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
に
違
反
し
た

か
否
か
が
争
点
で
あ
る

(

�)

。

被
告
人
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
依
拠
し
て
、
テ
ネ
シ
ー
州
裁
判
所
が
廃
止
判
決
を
本
件
に
遡
及
適
用
し
た
こ
と
が
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
条
項
違
反
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
か
っ
た
点
で
誤
り
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
つ
ま
り
、
事
後
法
禁
止
条
項
は
、「
州
は
い
か

な
る
事
後
法
も
制
定
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
、
そ
の
文
言
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
立
法
権
限
に
対
す
る
制
約
で
あ
り
、
司

法
に
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

(

�)

。
し
か
し
な
が
ら
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
事
後
的
な
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
制
約
が

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
概
念
に
内
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
刑
罰
法
規
の
明
確
性
や
厳
格
解
釈
の
原
則
に
関

す
る
先
例
に
照
ら
せ
ば
、
刑
罰
法
規
が
犯
罪
と
す
る
行
為
に
つ
き
公
正
な
警
告
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ

れ
に
基
づ
き
「
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
が
問
題
の
行
為
の
前
に
明
示
さ
れ
た
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な

い
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
解
釈
は
遡
及
的
効
果
を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
州
裁
判
所
の
新
解
釈
の
遡
及
適
用
が
デ
ュ
ー

・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
違
反
す
る
と
し
た

(

�)

。
こ
れ
に
従
え
ば
、
事
後
法
禁
止
条
項
は
州
立
法
府
で
あ
れ
ば
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
廃
止

の
遡
及
適
用
を
禁
止
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
州
最
高
裁
が
判
決
に
よ
っ
て
同
じ
結
論
を
達
成
し
よ

う
と
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
を
支
持
す
る
た
め
に
、
被
告
人
は
、
判
決
の
遡
及
適
用
が
デ
ュ
ー

・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
際
に
決
定
的
な
問
題
が
、
合
衆
国
憲
法
が
州
の
立
法
権
限
の
行
使
に
よ
る
同
じ
結

果
を
禁
止
す
る
か
否
か
で
あ
る
と
の
立
場
をB

o
u

ie

事
件
判
決
が
代
表
す
る
も
の
と
理
解
す
る

(

�)

。

し
か
し
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が

C
ald

e
r

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
事
後
法
禁
止
条
項
の
範
疇
を
組
み
入
れ
る
と
主
張
す
る

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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か
ぎ
り
に
お
い
て
、
被
告
人
の
主
張
は
誤
り
で
あ
る

(

�)

。
確
か
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
法
廷
意
見
は
、「
州
の
立
法
府
が
法

律
の
制
定
を
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
州
最
高
裁
も
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
ま
さ
に
同
じ
結
果
を
達
成
す
る

こ
と
を
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る｣

、｢

刑
罰
法
規
の
予
見
不
可
能
な
拡
張
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｣

、｢

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
州
が
制
定
法
の
裁
判
所
に
よ

る
解
釈
に
よ
っ
て
ま
さ
に
同
じ
効
果
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
、
事
後
法
に
対
す
る
憲
法
上
の
禁
止
と
同
一
の
結
論
を
強

い
る
」
な
ど
、
被
告
人
が
主
張
す
る
広
い
解
釈
を
示
唆
す
る
文
言
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
指
摘
は
傍
論
で
あ
る

(

�)

。

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
法
廷
意
見
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
十
分
に
確
立
さ
れ
た
概
念
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
、
告
知
、
予
見
可
能
性
、
特
に
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
に
依
拠
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
が
依
然
に
無
実
で
あ
っ
た
行
為
を
刑

事
処
罰
す
る
こ
と
の
合
憲
性
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
事
後
法
に
関
す
る
傍
論
に
照
ら
し
て
で
は
な
く
、
確
立
さ
れ
た

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
権
利
に
照
ら
し
て
こ
の
判
決
を
公
正
に
分
析
す
る
と
、
被
告
人
の
示
唆
と
は
違
っ
て
、
法
廷
意
見
の
ど

こ
に
も
裁
判
所
の
判
決
の
遡
及
適
用
に
対
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
に

C
ald

e
r

事
件
判
決
が
指
摘
す
る
範
疇
を
組
み
込
む

と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、B

o
u

ie
事
件
判
決
に
基
づ
く
被
告
人
の
主
張
を
検
討
す
る
そ
の
後
の
判
決
例
も
、
そ
こ

ま
で
拡
張
し
て

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
解
釈
す
る
も
の
は
な
く
、
一
貫
し
て

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
そ
の
伝
統
的
な
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ

ス
の
根
拠
に
限
定
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。
そ
し
て
、C

ald
e

r

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
事
後
法
の
範
疇
に
で
は
な
く
、
む
し
ろ

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
明
示
し
た
公
正
な
警
告
と
い
う
よ
り
基
本
的
で
一
般
的
な
原
則
に
従
っ
て
、
判
決
の
遡
及
適
用
に
対
す
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
控
制
を
適
用
し
て
い
る

(

�)

。

被
告
人
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
事
後
法
禁
止
条
項
が
共
通
の
利
益
、
つ
ま
り
（
告
知
や
公
正
な
警
告
を
通
じ
た
）
基
本

的
な
公
正
さ
お
よ
び
恣
意
的
・
復
讐
的
な
立
法
の
防
止
と
い
う
諸
利
益
を
擁
護
す
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
正
し
い
が
、
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こ
れ
ら
の
考
慮
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
脈
絡
に
事
後
法
禁
止
条
項
の
制
限
を
拡
張
さ
せ
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
あ
る
。
事
後
法
禁
止
条

項
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
標
題
の
も
と
裁
判
所
に
拡
張
さ
れ
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
明
確
な
憲
法
の
文
言
の
裏
を
か
く
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
立
法
作
用
と
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
判
決
作
用
と
の
重
要
な
制
度
的
・
脈
絡
的
な
相
違
を
無
視
す
る
こ
と
と
な
る

で
あ
ろ
う

(
�)
。

被
告
人
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
権
限
に
お
い
て
活
動
す
る
州
裁
判
所
が
そ
の
法
創
造
機
能
の
行
使
に
お
い
て
立
法
府
と
同
じ
で

あ
り
、
い
く
つ
か
の
判
決
に
お
い
て
は
立
法
府
に
対
す
る
事
後
法
禁
止
の
諸
制
約
を
正
当
化
す
る
同
じ
よ
う
な
政
治
的
影
響
や
圧
力

を
受
け
る
こ
と
さ
え
あ
り
う
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
に
よ
る
差
別
の
機
会
は
、
現
実
の
訴
訟
に
お
い
て
現
行
法

を
解
釈
す
る
さ
い
に
す
ぎ
ず
、
立
法
府
よ
り
も
は
る
か
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
判
例
法
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
柔
軟
性
と
先

例
と
い
う
異
な
る
引
き
手
を
前
提
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
控
制
に

C
ald

e
r

事
件
判
決
の
範

疇
が
組
み
入
れ
ら
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
通
常
の
裁
判
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
、
機
能
せ
ず
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
抑
制
と
な
る
で
あ
ろ
う

し
、
進
展
す
る
法
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
不
明
確
性
の
解
決
と
相
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う

(

�)

。

本
件
の
よ
う
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
諸
原
則
の
脈
絡
に
お
い
て
は
、
新
た
な
状
況
や
事
実
パ
タ
ー
ン
が
現
れ
る
た
び
に
、
先
例
の

意
見
を
明
確
化
あ
る
い
は
再
評
価
す
る
必
要
性
が
し
ば
し
ば
生
じ
る
。
そ
の
よ
う
な
裁
判
所
の
活
動
は
、
そ
れ
が
「
創
造
」
あ
る
い

は
「
発
見
」
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
に
せ
よ
、
刑
罰
法
規
が
そ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
諸
要
件
の
い
く
つ
か
を
保
持
す
る
州
に
お
い
て

は
、
そ
の
職
務
の
必
要
な
部
分
で
あ
る
。
そ
の
脈
絡
に
お
け
る
事
後
法
禁
止
原
則
の
厳
格
な
適
用
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
制
度
の
基
礎

を
な
す
漸
進
的
か
つ
合
理
的
な
先
例
の
進
展
を
不
当
に
害
す
る
。
つ
ま
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
は
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
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
に
よ
り
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
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
以
前
に
明
示
さ
れ
て
い
た
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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し
え
な
い
も
の
に
限
定
し
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
の
制
約
は
十
分
に
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
脈
絡
に
も
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、

裁
判
所
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
論
理
や
常
識
に
合
致
さ
せ
る
の
に
必
要
な
か
ぎ
り
で
再
評
価
し
洗
練
さ
せ
な
が
ら
、
刑
事
抗
弁
を
公

式
化
し
、
因
果
関
係
や
意
図
な
ど
の
諸
原
則
を
解
釈
す
る
の
に
享
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
実
質
的
な
自
由
裁
量
を
与
え
ら
れ
る
。

そ
れ
は
ま
た
基
本
的
な
公
正
さ
へ
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
関
心
を
十
分
に
尊
重
し
、
擁
護
で
き
ず
予
測
で
き
な
い
先
例
違
反
か
ら

被
告
人
を
保
護
す
る
こ
と
で
復
讐
的
あ
る
い
は
恣
意
的
な
裁
判
所
に
よ
る
法
創
造
を
防
止
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
に
関
す
る
コ

モ
ン
・
ロ
ー
上
の
原
則
の
裁
判
所
に
よ
る
変
更
が
、
問
題
の
行
為
以
前
に
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
場
合
に
の
み
、
公
正
な
警
告
原
則
に
違
反
し
、
そ
れ
ゆ
え
遡
及
的
効
果
を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

(

�)

。

本
件
の
事
実
に
立
ち
戻
る
と
、
テ
ネ
シ
ー
州
裁
判
所
に
よ
る
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
廃
止
は
、
予
測
で
き
な
い
も
の
で
も
擁
護
し

え
な
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
一
般
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
時
代
遅
れ
の
遺
物
と
見
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
歴
史
に

さ
ほ
ど
深
く
入
り
込
む
必
要
も
な
い
。
以
下
の
諸
点
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ル
ー
ル
は
一
般
に
一
三
世
紀

ま
で
遡
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
当
時
は
「
死
の
訴
え
（ap

p
e

al
o

f
d

e
ath)

」
と
し
て
知
ら
れ
る
謀
殺
に
対
す
る
私
訴
を
個
人
が
開

始
し
う
る
期
限
法
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
、
一
八
世
紀
に
は
こ
の
ル
ー
ル
が
謀
殺
罪
に
対
す
る
公
訴
に
関
す
る
法
律
に
ま
で
拡
張
さ

れ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
ル
ー
ル
の
主
た
る
そ
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
正
当
化
根
拠
が
一
三
世
紀
の
医
学
が
被
害
者
の
受
傷
と
死

と
の
間
に
多
く
の
時
間
が
経
過
し
た
場
合
に
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
因
果
関
係
を
立
証
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら

に
医
学
等
関
連
科
学
の
進
歩
が
こ
の
ル
ー
ル
の
有
用
性
を
失
わ
せ
問
題
な
く
時
代
遅
れ
な
も
の
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る

(

�)

。

こ
れ
ら
の
理
由
の
た
め
に
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
は
最
近
こ
の
問
題
を
扱
っ
た
ほ
と
ん
ど
の
法
域
に
お
い
て
、
立
法
府
あ
る
い
は

裁
判
所
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
い
る
。
被
告
人
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
を
引
用
し
な
が
ら
、
他
の
法
域
に
お
け
る
こ
の
ル
ー
ル
の
裁
判

所
に
よ
る
廃
止
が
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
い
て
も
廃
止
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
た
か
否
か
、
そ
し
て
州
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裁
判
所
の
判
決
が
被
告
人
に
適
用
さ
れ
る
限
り
で
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
か
否
か
を
判
断
す
る
さ
い
に
重
要
で
は
な
い
と
す
る
。

本
件
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
と
は
違
っ
て
、
制
定
法
の
文
言
の
正
確
な
意
味
で
は
な
く
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
継
続
的
な

有
効
性
に
か
か
わ
る
。
裁
判
所
は
し
ば
し
ば
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
か
修
正
す
る
か
を
決
定
す
る
さ
い
に
他
の
法

域
の
諸
判
決
を
考
慮
し
て
い
る
。
非
常
に
多
く
の
法
域
が
明
ら
か
に
そ
の
目
的
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
と
い

う
事
実
は
、
あ
る
事
案
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
廃
止
が
当
時
の
法
律
に
照
ら
し
て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
と
い
え
る
か
否
か
の
判

断
に
は
重
要
で
あ
る

(
�)

。

最
後
に
、
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
被
告
人
の
行
為
時
に
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
は
テ
ネ
シ
ー
州
の
刑
法
の
一
部

と
し
て
も
っ
と
も
薄
弱
な
基
盤
を
有
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
こ
の
ル
ー
ル
は
テ
ネ
シ
ー
州
の
成
文
の
刑
法
典
に
は
存
在
し
な

か
っ
た
。
そ
し
て
、
州
最
高
裁
は
、
そ
の
ル
ー
ル
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
で
は
固
持
さ
れ
て
い
る
と
結
論
す
る
一
方
、
そ
の
ル
ー
ル
が

謀
殺
罪
の
判
決
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
実
際
、
こ
れ
ま
で
の
州
の
判
例
に
お
い
て
、
こ

の
ル
ー
ル
は
三
度
言
及
さ
れ
た
の
み
で
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
傍
論
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
れ
ら
の
判
例
は
、
州
裁
判
所
の
判
決
が
公
正
な
警

告
と
い
う
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
原
則
を
侵
害
す
る
ほ
ど
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、

裁
判
所
が
テ
ネ
シ
ー
州
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
実
質
的
な
原
則
と
し
て
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
考
え
て
い
た
と
い
う
事
実
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
で
あ
る
。
こ
の
ル
ー
ル
は
、
一
度
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
名
ば
か
り
の
原
則
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
州
最
高
裁
は
そ
の

意
見
に
お
い
て
こ
の
事
実
を
強
調
し
、
そ
れ
が
本
件
に
お
け
る
ル
ー
ル
の
廃
止
が
判
決
の
遡
及
効
に
対
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の

制
約
に
違
反
す
る
か
否
か
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
行
為
当
時
に
犯

罪
と
さ
れ
て
い
た
と
公
正
に
い
え
な
い
行
為
の
処
罰
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
件
で
起
こ
っ
た
と
示
唆
す
る
も
の
は

何
も
な
い

(

�)

。
つ
ま
り
、
本
件
に
お
け
る
テ
ネ
シ
ー
州
裁
判
所
に
よ
る
ル
ー
ル
の
廃
止
が
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
禁
止
さ
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れ
る
不
公
正
で
恣
意
的
な
裁
判
所
の
行
為
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
は
な
い
。
こ
の
判
決
は
、
先
例
か
ら
の
顕
著
で

予
測
で
き
な
い
乖
離
で
は
な
く
、
裁
判
所
が
法
律
を
理
性
と
常
識
に
合
致
さ
せ
る
と
い
う
日
常
的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
も
の
で
あ

っ
た
。
テ
ネ
シ
ー
州
の
い
か
な
る
判
例
に
お
い
て
も
判
決
の
根
拠
と
さ
れ
た
こ
と
の
な
か
っ
た
古
代
の
時
代
遅
れ
な
ル
ー
ル
を
眠
ら

せ
よ
う
と
し
て
そ
れ
を
行
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。

【S
calia

裁
判
官
に
よ
る
反
対
意
見
】

S
calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、「
法
廷
意
見
が
犯
罪
遂
行
時
に
謀
殺
罪
で
な
い
（
故
殺
罪
に
す
ぎ
な
い
）
人
を
謀
殺
罪
で
有
罪

と
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
。
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
遡
り
、
人
間
の
思
考
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
広
く
支
持
さ
れ
る
価
値
判
断

の
一
つ
と
称
さ
れ
て
い
る
、『
法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
』
と
の
格
言
に
縮
約
さ
れ
た
原
則
に
違
反
す
る
」
と
指
摘
す
る

(

�)

。
そ
し
て
、

ま
ず
法
廷
意
見
の
効
果
を
批
判
す
る
。
選
挙
に
よ
ら
な
い
裁
判
官
が
、
立
法
府
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
な
し
う
る
、
つ
ま
り
遡

及
的
に
謀
殺
罪
で
な
か
っ
た
も
の
を
謀
殺
罪
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
合
衆
国
憲
法
制
定
者
が
描

い
た
シ
ス
テ
ム
で
は
な
い
と
す
る

(

�)

。

次
い
で
、
反
対
意
見
は
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
レ
イ
プ
被
害
者
が
非
難
の
声
を
上
げ
る
と
い
う
要
件
と
比
較
し
た
。
レ
イ
プ
被
害

者
の
要
件
は
、
一
年
前
に
合
衆
国
最
高
裁
が
遡
及
的
に
削
除
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た

(

�)

。
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
と
レ
イ
プ

被
者
者
の
要
件
と
が
区
別
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
は
、
レ
イ
プ
の
訴
追
を
支
え
る
の
に
必
要
な
証
拠
の
量
と

は
違
っ
て
、
実
際
に
犯
罪
の
実
体
要
件
で
あ
る
か
ら
よ
り
手
厚
く
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
ル
ー
ル
が
テ
ネ
シ
ー

州
法
の
一
部
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
に
立
ち
戻
っ
て
、
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
が
こ
れ
を
肯
定
し
て
お
り
、
州
最
高
裁
に
よ
る
州
法
の

合
理
的
解
釈
は
合
衆
国
最
高
裁
を
拘
束
す
る
と
す
る

(

�)

。

ま
た
、
合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条
項
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
じ
て
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
が
検
討
さ
れ
た
。
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デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
事
後
法
禁
止
条
項
が
組
み
込
ま
れ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が

C
ald

e
r

事
件
判
決

で
示
さ
れ
た
四
類
型
の
事
後
法
の
定
義
を
採
用
し
た
と
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
、
州
立
法
府
が
事
後
法
を
制
定
で
き
な
い
な
ら
ば
、

州
最
高
裁
も
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
り
裁
判
所
の
解
釈
に
よ
っ
て
同
じ
結
果
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
判
示
し
た

こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
判
示
部
分
が
傍
論
と
す
る
法
廷
意
見
に
対
し
て
「
判
決
の
理
由
づ
け
そ
の
も
の
を
含
む
傍
論
の
概
念
の
み

が
こ
の
判
断
を
支
持
す
る
」
と
批
判
す
る
。B

o
u

ie

事
件
判
決
の
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
を
通
じ
て
立

法
府
に
適
用
さ
れ
る
原
則
が
裁
判
所
の
活
動
に
か
か
わ
る
か
ぎ
り
で
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
含
ま
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
と

し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
の
誤
解
が
指
摘
さ
れ
る
。
公
正
な
警
告
ル
ー
ル
の

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
定
式
が
、
法
廷
意
見

が
そ
の
判
決
で
用
い
た
よ
う
な
許
容
さ
れ
る
遡
及
的
変
更
の
最
低
限
の
基
準
で
は
な
く
、
制
定
法
を
解
釈
す
る
先
例
の
予
測
で
き
る

あ
る
い
は
擁
護
で
き
る
適
用
を
確
保
す
る
よ
う
に
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
ま
た

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
公
正
な
警

告
は
、
法
が
変
更
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
公
正
な
告
知
で
は
な
く
、
犯
行
時
に
法
が
何
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
の
公
正
な
告
知
で
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た

(

�)

。
法
廷
意
見
は
、
刑
法
に
お
い
て
予
測
で
き
擁
護
で
き
る
遡
及
的
変
更
を
許
容
す
る
こ
と
で
、B

o
u

ie

事
件

判
決
に
お
け
る
基
本
的
前
提
、
つ
ま
り
刑
法
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
遡
及
的
変
更
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
ま
さ
に
違
反
す
る
と
し

た

(

�)

。
遡
及
適
用
を
認
め
な
い
こ
と
が
通
常
の
裁
判
プ
ロ
セ
ス
に
実
行
不
可
能
な
制
約
を
生
み
出
す
と
の
法
廷
意
見
の
主
張
に
対
し
て
、

そ
れ
は
現
行
法
に
新
た
な
事
実
を
適
用
す
る
こ
と
と
す
で
に
裁
判
と
な
っ
た
事
実
に
関
し
て
明
白
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
と
の
相
違

を
無
視
し
て
い
る
と
し
、
法
廷
意
見
が
刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
が
裁
判
所
に
よ
る
先
例
創
設
機
能
の
一
部
で
あ
る
と
主
張
す
る

根
拠
を
精
査
し
、
裁
判
所
が
現
行
の
法
を
遡
及
的
に
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
新
た
な
事
件
に
適
用
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
先
例
を
創
設
す
る
と
し
た

(

�)

。
ま
た
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
や
初
期
の
ア
メ
リ
カ
の
政
治
文
書

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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に
お
い
て
事
後
法
を
禁
止
す
る
と
の
概
念
に
賛
成
す
る
歴
史
的
な
支
持
を
見
出
し
、
法
廷
意
見
が
裁
判
所
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
違

反
す
る
こ
と
を
認
め
る
と
い
う
事
実
に
反
対
し
て
、
合
衆
国
憲
法
制
定
者
は
明
白
に
は
裁
判
所
を
事
後
法
禁
止
条
項
で
拘
束
し
な
か

っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
遵
守
が
現
行
法
を
新
た
な
事
件
に
適
用
す
る
と
い
う
裁
判
所
の
機
能
に
必
然
的
に
含
ま
れ
る
と
考
え
て
い
た

か
ら
で
あ
る
と
し
た

(

�)

。

最
後
に
、
被
告
人
が
テ
ネ
シ
ー
州
が
多
数
の
他
の
法
域
に
従
い
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
合
理
的
に
確
信

し
え
た
で
あ
ろ
う
か
ら
公
正
な
警
告
が
な
さ
れ
て
い
た
と
の
法
廷
意
見
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
が

刑
法
の
廃
止
と
い
う
本
来
立
法
府
の
機
能
で
あ
る
こ
と
を
実
行
す
る
と
は
予
測
で
き
な
か
っ
た
点
、
お
よ
び
、
そ
の
廃
止
が
遡
及
的

に
被
告
人
に
不
利
に
適
用
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
も
予
見
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
以
前
に
廃
止
し

た
多
数
の
州
が
遡
及
的
に
で
は
な
く
将
来
的
に
廃
止
し
た
こ
と
か
ら
で
あ
っ
た

(

�)

点
に
あ
る
。

�

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
対
す
る
評
価

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
対
し
て
は
か
な
り
厳
し
い
批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
表
面
的
に

は
、
裁
判
所
が
遡
及
的
に
新
た
な
法
を
適
用
す
る
権
限
に
対
す
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
抑
制
を
肯
定
し
拡
張
し
て
い
る
が
、
究
極

的
に
は
そ
の
厳
格
な
制
限
を
骨
抜
き
に
し
て
い
る

(

�)

」
と
し
、「
こ
れ
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
立
法
府
が
な
し
え
な
い
こ
と
を

裁
判
所
が
解
釈
に
よ
っ
て
な
す
こ
と
を
禁
じ
る
と
い
う
事
後
法
の
原
則
を
明
示
す
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
核
心
部
分
を
傍
論
と
し
、

そ
の
代
わ
り
に
『
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
』
と
い
う
緩
和
さ
れ
た
基
準
を
用
い
て
被
告
人
が
『
公
正
な
警
告
』
を
与
え
ら
れ
る

べ
き
こ
と
を
要
求
し
つ
つ
、
立
法
府
と
裁
判
所
に
よ
る
遡
及
的
法
適
用
に
違
い
を
生
み
出
す
と
と
も
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る

変
更
が
こ
の
新
た
な
基
準
を
充
足
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
裁
判
官
に
広
範
な
裁
量
を
与
え
て
い
る

(

�)

」
と
指
摘
さ
れ
る
。
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ま
た
、「R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
創
造
が
法
解
釈
と
は
異
な
る
と
し
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
解
釈
す
る
裁
判

所
の
権
限
を
保
持
す
る
た
め
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
を
限
定
し
た
。
し
か
し
、
…
…
法
廷
意
見
の

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
解
釈
は
誤
り

で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
解
釈
は
法
廷
意
見
に
不
必
要
で
あ
る
。B

o
u

ie

事
件
判
決
を
は
じ
め
と
し
て
、
そ
れ
は
制
定
法
の
解
釈
に

関
す
る
事
案
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
判
断
で
は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
法
廷
意
見
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
区
別
し
適
用
し

え
な
い
と
し
、
告
知
や
予
見
可
能
性
と
い
う
伝
統
的
な
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
概
念
に
依
拠
で
き
た
の
で
あ
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
修

正
権
限
の
た
め
に

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
再
解
釈
す
る
こ
と
で
、
患
者
を
殺
し
て
病
気
を
治
し
た
の
で
あ
る
。
法
廷
意
見
は
、
遡
及

的
な
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
創
造
か
ら
の
保
護
だ
け
で
は
な
く
、
事
案
が
違
う
に
も
か
か
わ
ら
ず
遡
及
的
な
制
定
法
解
釈
か
ら
の
保

護
も
削
り
と
っ
た
。
狭
い
事
実
関
係
に
広
い
意
見
を
示
し
た
理
由
は
明
確
で
は
な
い
が
、
注
意
深
い
理
由
づ
け
の
欠
如
か
、
好
ま
し

く
な
い
原
則
を
限
定
す
る
意
識
的
な
試
み
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
法
廷
意
見
の
理
由
づ
け
は
広
範
に
す
ぎ
、
不
当
に
被
告
人
の
デ
ュ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
保
護
を
制
限
す
る
(
�)

」
と
の
批
判
も
あ
る
。
さ
ら
に
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
裁
判
所
に
対
す
る
立
法
に
よ

る
抑
制
の
不
十
分
さ
、
裁
判
所
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
違
反
し
支
配
権
限
を
拡
大
し
う
る
と
い
う
事
実
の
軽
視
、
選
挙
さ
れ
た
州
裁

判
官
が
政
治
的
圧
力
に
服
す
る
と
い
う
事
実
の
過
小
評
価
、
お
よ
び
合
衆
国
最
高
裁
の
判
決
が
将
来
的
に
で
は
な
く
遡
及
的
に
な
ぜ

適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
ど
う
し
て
当
該
州
以
外
の
州
で
の
法
の
進
展
が
そ
の
州
で
公
正
な
警
告
と
し
て
機
能
す
る
の

か
に
つ
い
て
の
理
由
明
示
の
欠
如
が
、
公
正
な
警
告
基
準
に
よ
る
遡
及
適
用
肯
定
の
論
理
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い

る

(

�)

。
以
下
、
批
判
の
主
要
点
に
つ
き
そ
れ
ぞ
れ
検
討
す
る

(

�)

。

��

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
「
傍
論
」
評
価

法
廷
意
見
は
、
裁
判
所
に
事
後
法
禁
止
原
則
を
（
間
接
的
に
で
も
）
適
用
す
る
こ
と
を
回
避
し
、
遡
及
適
用
の
可
否
に
つ
き
緩
和

さ
れ
た
判
断
基
準
を
導
入
す
る
た
め
に
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が

C
ald

e
r

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
事
後
法
禁
止
条
項
の
禁
止
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類
型
を
含
む
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
れ
を
肯
定
す
る
よ
う
に
読
め
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
が
傍
論
で
あ
る
と
し
、
被
告
人
が
、

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
基
づ
い
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が

C
ald

e
r

事
件
で
示
さ
れ
た
事
後
法
禁
止
条
項
の
禁
止
類
型
を
組
み

込
む
と
主
張
す
る
か
ぎ
り
で
誤
解
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、「
事
後
法
禁
止
原
則
に
関
す
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
は
傍
論
で
は

な
く
、
そ
の
判
決
の
本
質
部
分
に
当
た
る
。
そ
れ
は
法
廷
意
見
の
最
後
で
無
罪
判
決
の
直
前
に
再
び
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
に
よ
る
峻
厳
な
制
約
を
、
そ
の
変
更
が
「
予
測
で
き

ず
擁
護
し
え
な
い
」
か
否
か
と
い
う
、
裁
判
官
の
裁
量
を
か
な
り
許
容
す
る
判
断
基
準
に
置
き
換
え
た
と
批
判
す
る

(

�)

。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
お
け
る
「
傍
論
」
判
断
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
お
よ
びM

ark
s

事
件
判
決
と
の
整
合
と
、「
傍
論
」
概
念
そ

の
も
の
か
ら
厳
し
い
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
て
い
る
。

B
o

u
ie

事
件
判
決
は
、
そ
の
判
決
の
結
論
部
分
で
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
本
件
事
実
に
つ
き
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
の
ル
ー
ル
、

す
な
わ
ち
州
立
法
府
に
対
す
る
事
後
法
禁
止
条
項
の
適
用
を
指
摘
し
た
後
に
同
じ
結
論
が
本
件
で
も
妥
当
す
る
と
し
、
州
最
高
裁
が

立
法
府
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
同
じ
法
的
結
果
を
な
し
得
な
い
と
し
た
が
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
、
州
最
高
裁
の

判
決
を
覆
す
直
前
に
示
し
た
、
本
件
事
実
に
適
用
さ
れ
る
、
法
の
最
終
陳
述
が
傍
論
と
し
て
無
視
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と

は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る

(

�)

。

次
い
で
、M

ark
s

事
件
判
決
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
が
裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
い
う
判
断
の
支
持
根
拠
と
し
て

B
o

u
ie

事
件
判

決
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
れ
が
無
関
係
な
傍
論
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
引
用
は
な
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決

の
文
言
が
傍
論
と
解
釈
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、M

ark
s

事
件
判
決
が
そ
の
文
言
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
傍
論
を
先
例
に
変
更

し
た
と
い
え
る
と
批
判
さ
れ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
傍
論
と
い
う
文
言
の
分
析
か
ら
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
誤
り
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る

(

�)

。
そ
も
そ
も
傍
論
は
「
裁
判
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所
の
意
見
を
述
べ
る
な
か
で
な
さ
れ
た
裁
判
所
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
そ
の
事
件
の
判
決
に
不
必
要
で
そ
れ
ゆ
え
（
ど
れ
ほ
ど
説

得
的
と
考
え
ら
れ
て
も
）
先
例
と
し
て
の
価
値
を
持
た
な
い
部
分
」
と
定
義
さ
れ
る

(

�)

。
こ
の
定
義
は
簡
潔
で
あ
る
の
で
、
よ
り
具
体

的
な
判
断
基
準
が
示
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、P

o
sn

e
r

裁
判
官
は
よ
り
実
践
的
に
「
裁
判
所
が
以
前
の
判
決
に
お
け
る
文
言
に
重

み
を
与
え
る
こ
と
に
反
対
す
る
い
か
な
る
根
拠
が
あ
る
か
」
を
問
う
べ
き
で
あ
る
と
し
、
よ
り
具
体
的
に
は
裁
判
所
が
問
題
の
文
言

を
「
十
分
に
考
慮
し
た
」
も
の
か
否
か
、
す
な
わ
ち
①
そ
の
文
言
が
当
該
判
決
の
結
果
に
重
大
で
あ
る
か
、
②
そ
の
文
言
が
判
決
理

由
か
ら
取
り
除
い
て
も
そ
の
理
論
的
根
拠
に
重
大
な
影
響
を
与
え
な
い
か
、
③
そ
の
文
言
は
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
④
そ
の
文

言
が
判
決
の
争
点
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
両
当
事
者
に
よ
り
十
分
に
議
論
さ
れ
た
か
が
重
要
で
あ
る
と
す
る

(

�)

。

こ
の

P
o

sn
e

r

裁
判
官
の
テ
ス
ト
に
基
づ
き
検
討
す
る
と
、
第
一
に
、
事
後
法
に
関
す
る
部
分
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
結
論
に
重

要
で
あ
る

(

�)

。
遡
及
的
に
行
為
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
事
後
法
禁
止
原
則
ま
た
は
合
法
性
原
則
を
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項

に
適
用
し
て
、
州
最
高
裁
が
州
住
居
侵
入
罪
法
の
意
味
を
変
更
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
告
知
、
予
見
可
能
性
や
公

正
な
警
告
と
い
う
概
念
は
州
最
高
裁
か
ら
被
告
人
ら
を
守
る
に
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
す
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、
ま
ず

B
o

u
ie

事
件

判
決
の
反
対
意
見
は
州
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
被
告
人
ら
の
行
為
を
禁
止
し
て
い
た
と
主
張
し
て
い
る

(

�)

。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
が
こ
の
行
為
を

禁
止
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、R

o
g

e
rs

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
州
最
高
裁
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
が
抗
議
者
を
扱

う
の
に
時
代
遅
れ
で
あ
る
と
判
断
す
れ
ば
、
こ
れ
を
修
正
で
き
る
と
の
告
知
を
与
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る

(

�)

。
つ
い
で
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
に
よ
れ
ば
、
州
最
高
裁
は
州
法
の
解
釈
に
お
い
て
自
由
裁
量
の
余
地
が
よ
り
大
き
い
か
ら
、
他
州
が
類
似
の
制
定
法
を
同

じ
よ
う
な
方
法
で
解
釈
し
て
い
た
な
ら
ば
、
被
告
人
ら
は
州
が
他
州
と
同
じ
方
法
で
州
法
を
解
釈
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
の
告
知
を

受
け
て
い
た
と
さ
れ
う
る
。
実
際
、
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
で
は
、
類
似
の
住
居
侵
入
罪
法
が
被
告
人
ら
の
行
為
を
処
罰
す
る
よ

う
に
解
釈
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る

(

�)

。B
o

u
ie

事
件
判
決
か
ら
事
後
法
に
関
す
る
部
分
を
取
り
除
く
こ
と
は
判
決
の
理
由
づ
け
に
重
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大
な
影
響
を
与
え
る
。S

calia

裁
判
官
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
合
法
性
原
則
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
合
法
性
原

則
は
事
後
法
禁
止
条
項
に
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
じ
て
、
州
最
高
裁
の
判
決

に
事
後
法
禁
止
条
項
の
諸
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
で
、
合
法
性
原
則
を
実
施
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)

。
さ
ら
に
、
事
後
法
に
関
す
る
部
分

は
明
ら
か
に
事
実
に
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
る

(

�)

。
州
最
高
裁
は
被
告
人
ら
を
有
罪
と
す
る
た
め
に
州
住
居
侵
入
罪
法
の
意
味
を
変
更
す

る
以
上
、
そ
の
解
釈
は
禁
止
さ
れ
た
事
後
法
の
よ
う
に
ま
さ
に
機
能
す
る
。
州
立
法
府
へ
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
適
用
は
明

ら
か
に

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
争
点
で
あ
り
、
事
後
法
に
関
す
る
部
分
が
合
法
性
原
則
を
具
体
化
す
る
か
ら
、
そ
の
文
言
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
結
果
に
不
可
欠
で
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
傍
論
で
は
な
い
と
す
る

(

�)

。

��

裁
判
所
と
事
後
法
禁
止
原
則

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
が
裁
判
所
に
事
後
法
禁
止
原
則
を
適
用
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
主
た
る
根
拠
は
、
こ
れ
を
認
め
る
と
コ
モ
ン

・
ロ
ー
の
進
展
を
不
当
に
害
す
る
こ
と
、
裁
判
プ
ロ
セ
ス
の
本
質
に
よ
り
裁
判
所
の
権
限
が
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
こ
れ
と

関
連
し
て
裁
判
所
に
よ
る
恣
意
的
な
権
限
の
行
使
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
コ
モ
ン
・
ロ
ー
と
の
関
係
に
つ
き
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
遡
及
的
変
更
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
発
展
に
必
要
で
あ
る

と
い
う
十
分
な
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
と
の
批
判
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
に
事
後
法
禁
止
原
則
を
適
用
し
て
も
、
裁
判
所

は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
犯
罪
の
諸
要
素
を
再
評
価
し
再
定
義
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
新
た
な
定
義
を
将
来
に
適

用
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
ま
た
、「
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
原
則
の
遡
及
的
廃
止
は
先
例
の
進
展
で
は
な

い
。
既
存
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
廃
止
は
先
例
の
一
八
〇
度
転
換
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
方
向
の
判
例
を
断
ち
切
り
、

新
た
な
判
例
の
始
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
遡
及
的
に
と
同
じ
く
ら
い
将
来
的
に
達
成
さ
れ
う
る
」
と
し
て
、
先
例
の
進
展
を
妨
げ
る

と
い
う
主
張
は
非
論
理
的
で
あ
る
と
批
判
す
る

(

�)

。
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さ
ら
に
、
将
来
的
適
用
と
い
う
手
法
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
裁
判
所
に
よ
る
違
反
の
可
能
性
を
回
避
し
、
同
時
に
法
を
変
更
す

る
政
府
権
限
の
濫
用
を
防
止
す
る
と
す
る

(

�)

。
実
際
、
ほ
と
ん
ど
の
州
は
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
の
に
そ
の
将
来
的
適
用
を

選
択
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
先
例
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
刑
法
に
お
け
る
変
更
が
将
来
的
に
な

さ
れ
る
と
い
う

B
o

u
ie

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
制
約
も
是
認
し
て
い
る
の
で
あ
る

(

�)

。R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
お
け
る
テ
ネ
シ
ー
州
の

ル
ー
ル
に
つ
き
同
様
の
扱
い
を
し
な
い
特
段
の
事
情
は
明
ら
か
で
は
な
い

(

�)

。

変
更
さ
れ
た
法
を
将
来
的
に
適
用
す
る
こ
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
進
展
を
阻
害
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
進
展
が
特
に
不
快
な
被

告
人
に
対
し
て
選
択
的
に
利
用
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
の
に
有
益
で
あ
る

(

�)

。
民
事
法
の
領
域
で
は
、
純
粋
な
将
来
効
は
、
裁
判
所
が

よ
り
自
由
に
新
た
な
法
を
作
る
こ
と
を
許
し
、
三
権
の
責
任
と
権
限
の
バ
ラ
ン
ス
を
根
幹
か
ら
切
り
崩
す
こ
と
と
に
な
る
と
し
て
、

ま
っ
た
く
支
持
さ
れ
て
い
な
い
が
、
刑
法
の
脈
絡
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
が
遡
及
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
よ
り
峻
厳
に
処
罰
す
る
た

め
に
法
ル
ー
ル
を
変
更
し
や
す
く
な
る
こ
と
か
ら
、
事
後
法
禁
止
原
則
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。

次
に
、
司
法
権
限
が
裁
判
プ
ロ
セ
ス
の
本
質
に
よ
り
制
約
さ
れ
、
裁
判
所
が
実
際
の
訴
訟
に
お
い
て
現
行
法
を
解
釈
し
判
断
で
き

る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
事
後
法
禁
止
原
則
不
適
用
の
根
拠
と
さ
れ
る
点
に
つ
き
、「
裁
判
官
が
そ
の
眼
前
の
事
件
を
判
断
す
る
だ

け
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
行
為
時
に
無
実
で
あ
っ
た
行
為
を
犯
罪
化
す
る
こ
と
や
犯
罪
を
よ
り
加
重
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
、
裁
判
の
個
別
事
例
判
断
と
い
う
性
質
は
立
法
府
以
上
に
恣
意
を
許
す
余
地
が
大
き
い
」
と
批
判
さ
れ
る

(

�)

。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
が
そ
の
証
左
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「R

o
g
e

rs

事
件
判
決
と

B
o

u
ie

事
件
判
決
と
は
事
案
の
相
違
が
あ
る
。

B
o

u
ie

事
件
で
は
、
州
住
居
侵
入
罪
に
よ
る
処
罰
対
象
と
さ
れ
た
被
告
人
の
座
り
込
み
行
為
が
ま
さ
に
時
代
の
市
民
権
闘
争
か
ら
生

じ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、R

o
g
e

rs

事
件
の
被
告
人
の
行
為
は
単
な
る
刺
突
行
為
で
あ
り
社
会
的
に
贖
う
価
値
が
認
め
ら
れ

な
い
。B

o
u

ie

事
件
の
被
告
人
の
行
為
が
不
当
で
も
不
道
徳
で
も
な
い
の
に
、R

o
g
e

rs

事
件
は
明
ら
か
に
自
然
犯
で
あ
る
。
さ
ら
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に
両
事
件
に
お
い
て
は
正
当
化
さ
れ
う
る
信
頼
の
利
益
に
相
違
が
見
ら
れ
る
。B
o

u
ie

事
件
に
お
け
る
被
告
人
は
座
り
込
み
の
実
行

に
あ
た
り
そ
れ
ま
で
の
州
住
居
侵
入
罪
の
解
釈
に
依
拠
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、R

o
g
e

rs

事
件
で
は
、
被
告
人
は
、
一
年
と

一
日
ル
ー
ル
の
有
効
性
を
知
っ
て
い
て
も
、
被
害
者
の
死
亡
の
遅
延
を
予
期
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
合
衆
国

最
高
裁
は
、R

o
g
e

rs

事
件
の
被
告
人
が
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
に
よ
り
有
利
に
扱
わ
れ
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
、B

o
u

ie

事
件
判
決

の
基
準
の
緩
和
を
意
図
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
本
判
決
は
ま
さ
に
事
後
法
禁
止
原
則
が
裁
判

所
の
判
決
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
理
由
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
言
え
る
」
と
の
指
摘
で
あ
る

(

�)

。

ま
た
、C

ald
e

r

事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
厳
格
な
事
後
法
禁
止
の
導
入
は
、
通
常
の
裁
判
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
実
行
不
可

能
で
受
け
入
れ
が
た
い
制
約
を
課
し
、
進
展
す
る
法
制
度
を
特
徴
づ
け
る
不
明
確
性
の
解
決
と
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
論
拠
も
、

よ
く
よ
く
精
査
す
る
と
、
実
際
に
は
法
廷
意
見
の
立
場
と
矛
盾
す
る
。
つ
ま
り
、「
刑
法
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
事
後
的
変
更
が
禁
止

さ
れ
る
な
ら
ば
、
明
確
で
確
認
可
能
な
有
罪
の
基
準
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
の
行
為
が
刑
事
訴
追
さ
れ
う
る
か
否
か
を
知
る

た
め
に
制
定
法
か
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
見
さ
え
す
れ
ば
よ
い
。
合
衆
国
最
高
裁
が
あ
る
行
為
が
な
さ
れ
た
後
で
遡
及
的
に
法
を
変
更
で

き
る
な
ら
ば
、
以
前
に
は
明
確
で
あ
っ
た
の
に
不
明
確
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
不
明
確
さ
は
、
合
法
な
行
為
が
な
さ
れ
た
後
で
法
が
変

更
さ
れ
、
そ
れ
に
刑
罰
を
科
す
る
た
め
に
遡
及
的
に
適
用
さ
れ
る
か
否
か
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
さ
い
に
存
在
す
る
」
か
ら
、
合
衆

国
最
高
裁
の
判
決
は
不
明
確
性
を
減
少
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
も
増
加
さ
せ
る
こ
と
と
な
る

(

�)

。

最
後
に
、
裁
判
官
が
立
法
者
ほ
ど
悪
意
や
政
治
的
動
機
に
よ
り
行
動
す
る
こ
と
は
な
い
と
の
根
拠
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
理
想
論
で

あ
っ
て
、
現
実
に
は
、
州
の
裁
判
官
は
し
ば
し
ば
選
挙
さ
れ
た
官
吏
で
あ
る
。
裁
判
官
が
政
治
プ
ロ
セ
ス
に
置
か
れ
る
こ
と
は
理
論

的
に
は
立
法
府
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
一
定
の
政
治
的
圧
力
に
さ
ら
さ
れ
る

(
�)
。
ま
た
、
連
邦
裁
判
所
の
裁
判
官
は
政
治
的
に
独
立
し
て

い
る
と
仮
定
し
て
も
、
自
ら
の
応
報
主
義
的
な
衝
動
に
屈
す
る
危
険
も
あ
る

(

�)
。
法
廷
意
見
は
、
州
裁
判
所
が
制
定
法
を
解
釈
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
内
で
機
能
す
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
十
分
に
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、R

o
g
e

rs

事
件
や

B
o

u
ie

事
件
に
お
け
る
州
最
高
裁
の
判
決
を
見
る
と
、
立
法
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
合
法
で
あ
っ
た
行
為
を
犯
罪
化
し

た
り
犯
罪
の
重
大
性
を
加
重
し
た
り
す
る
こ
と
が
防
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
。
年
間
に
数
千
の
判
決
が
下
さ
れ
、
さ
ま

ざ
ま
な
裁
判
所
に
立
法
を
解
釈
す
る
多
く
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
現
実
に
照
ら
し
て
、
法
廷
意
見
の
確
証
が
不
十
分
な
も
の
と
な
ら

ざ
る
を
得
な
い

(
�)
。
し
た
が
っ
て
、
法
廷
意
見
が
「
き
わ
め
て
現
実
的
な
危
険
に
対
し
て
事
後
法
禁
止
条
項
を
強
化
す
る
機
会
を
逃
し

て
し
ま
っ
た
」
と
批
判
す
る

(

�)

。

��

「
公
正
な
警
告
」
基
準
と
判
断
資
料

合
衆
国
最
高
裁
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
制
定
法
の
遡
及
的
適
用
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、

B
o

u
ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
を

R
o

g
e

rs
事
件
判
決
に
適
用
し
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
裁
判
所
に
よ
る
変
更
が
、
問
題
の
行

為
に
先
立
っ
て
明
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
の
み
、
公
正
な
警
告
に
違
反
し
、
遡
及
的
効
果

を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
結
論
し
た
。
法
廷
意
見
は
ま
さ
に
、B

o
u

ie

事
件
判
決
か
ら
事
後
法
に
関
す
る
部
分
を
取
り
除
く
こ

と
で
、
告
知
と
予
見
可
能
性
に
の
み
基
づ
い
て
遡
及
適
用
の
可
否
を
判
断
し
て
お
り
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
、
公
正
な
警
告
の
事
例

の
一
つ
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
遡
及
適
用
の
判
断
基
準
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
意
味
合
い
を
剥
ぎ
取
っ
た
、
す
な
わ
ち
判
決
に
お
け
る
脈
絡
を
無

視
し
て
抜
粋
さ
れ
た
テ
ス
ト
で
あ
る
と
し
て
厳
し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る

(

�)

。

ま
ず
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
こ
の
基
準
を
述
べ
る
直
前
に
お
い
て
、「
刑
罰
法
規
が
問
題
の
行
為
が
な
さ
れ
る
時
点
で
存
在
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
本
原
則
が
立
法
府
と
同
様
に
裁
判
所
に
よ
り
な
さ
れ
る
遡
及
的
な
刑
事
処
罰
を
禁
ず
る
の
に
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、「
刑
罰
法
規
の
裁
判
所
に
よ
る
解
釈
が
問
題
の
行
為
に
先
立
っ
て
明
示
さ
れ
た
法
に
照
ら
し
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て
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
な
ら
ば
、
遡
及
的
効
果
を
与
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い

(

�)

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
脈
絡
か
ら
す
る
と
、

適
用
さ
れ
る
刑
罰
法
規
が
問
題
の
行
為
が
な
さ
れ
た
時
点
で
の
法
と
異
な
る
場
合
に
は
常
に
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
こ
と
が
論

理
的
前
提
と
な
っ
て
い
る

(

�)

。
そ
の
意
味
で
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
に
お
け
る
公
正
な
警
告
の
定
式
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
や

M
ark

s

事

件
判
決
に
お
け
る
定
式
と
ま
さ
に
矛
盾
す
る

(

�)

。
つ
ま
り
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
制
定
法
の
文
言
と
先
例
の
解
釈
に
照
ら
し
て
予
測

で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
裁
判
所
の
解
釈
が
被
告
人
に
不
利
に
遡
及
適
用
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
の
は
そ
の
解
釈
は
処
罰
さ
れ
う
る
行

為
に
つ
き
公
正
な
警
告
を
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
し
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
将
来
的
に
適
用
さ
れ
う
る
に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
し

か
し
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
こ
の
ル
ー
ル
を
遡
及
適
用
の
最
低
限
の
基
準
と
し
て
定
式
化
す
る
こ
と
を
認
め
た
う
え
で
、
さ
ら
に

「
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
」
と
い
う
文
言
を
誤
っ
て
解
釈
し
、
そ
の
変
更
が
予
測
で
き
る
か
ぎ
り
、
あ
る
い
は
そ
の
変
更
が
予

測
で
き
な
く
て
も
、
擁
護
し
え
な
い
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
遡
及
的
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る

(

�)

。
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と

批
判
さ
れ
る
。

ま
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
「
公
正
な
警
告
」
と
い
う
文
言
は
、「
犯
行
時
に
何
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
き
」

と
い
う
語
句
が
そ
の
直
後
に
続
き
、R

o
g

e
rs

事
件
判
決
の
法
廷
意
見
が
言
う
よ
う
な
「
法
が
変
更
さ
れ
う
る
」
と
い
う
語
句
は
ど

こ
に
も
な
い

(

�)

。
し
か
し
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
被
告
人
が
裁
判
所
が
法
を
変
更
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い

な
い
の
で
な
け
れ
ば
、
遡
及
的
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
。
こ
の

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
解
釈
で
は
、
裁
判
所
は
、
被
告

人
が
裁
判
所
の
法
解
釈
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
法
変
更
を
認
識
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る

場
合
に
も
、
公
正
な
警
告
が
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
こ
と
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
被
告
人
は
、
法
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
そ

し
て
ま
た
裁
判
所
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
か
を
予
測
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
よ

り
も
は
る
か
に
高
い
基
準
に
さ
ら
さ
れ
る
。
逆
に
、
被
告
人
が
変
更
に
つ
き
公
正
な
警
告
を
受
け
た
と
考
え
る
な
ら
ば
法
を
変
更
で
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き
る
か
ら
、
よ
り
低
い
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
基
準
に
従
う
こ
と
で
足
り
る
」
と
の
指
摘
が
あ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
公
正
な
警
告
の
判
断
資
料
と
の
関
係
で
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
他
の
法
域
に
お
け
る
動
向
が
被
告
人
に
公
正
な
警

告
を
与
え
う
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
も
疑
問
視
さ
れ
る

(

�)

。R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
ほ
と
ん
ど
の
法
域
に
お
け
る
一
年
と
一

日
ル
ー
ル
の
廃
止
が
被
告
人
に
テ
ネ
シ
ー
州
最
高
裁
も
そ
れ
を
廃
止
す
る
で
あ
ろ
う
と
の
公
正
な
告
知
を
与
え
る
の
に
役
立
つ
と
し

た
。
し
か
し
、B

o
u

ie

事
件
で
は
、
州
最
高
裁
は
、
隣
の
ノ
ー
ス
・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
が
州
法
を
同
じ
よ
う
に
解
釈
し
そ
の
意
味
を
変

更
し
た
か
ら
、
州
の
新
解
釈
も
擁
護
し
う
る
と
判
断
し
た
が
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
他
州
の
制
定
法
の
意
味
が
、
被
告
人
の
州
に
お

け
る
制
定
法
が
そ
の
文
言
の
意
味
と
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
の
公
正
な
警
告
を
与
え
る
の
は
き
わ
め
て
稀
な
場
合
で

あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
明
白
に
時
代
遅
れ
で
あ
る
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
の
法
域
に
お
い
て
近
時
廃
止
さ
れ
て
い
る
と
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
継
続
的
有
効
性
で
は
な
く
特
定

の
制
定
法
の
文
言
の
意
味
に
か
か
わ
る
か
ら
、
先
例
と
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
、「
多
く
の
法
域
が
明
ら
か
に
そ
の
目
的
を

終
え
た
時
代
遅
れ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
と
の
事
実
は
、
あ
る
事
件
に
お
け
る
そ
の
ル
ー
ル
の
廃
止
が
当
時
の
法
に
照
ら
し
て

予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
と
言
え
る
か
否
か
の
判
断
に
重
要
で
あ
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
の
変
更
よ
り
も
そ
の
遡

及
適
用
の
可
否
が
争
点
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
法
域
に
お
い
て
ル
ー
ル
の
廃
止
が
相
次
い
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
と
も
に
、
そ
の

適
用
が
将
来
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
も
、
公
正
な
警
告
と
の
関
係
で
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
合
衆
国
最

高
裁
が
合
衆
国
憲
法
が
問
題
と
な
る
場
合
に
最
終
的
な
判
断
者
で
あ
る
と
し
て
も
、
法
廷
意
見
は
最
近
同
じ
問
題
を
検
討
し
た
一
〇

の
州
最
高
裁
の
分
析
と
ル
ー
ル
を
あ
る
程
度
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
。
州
最
高
裁
は
合
衆
国
憲
法
が
問
題
と
な
る
場
合
に
は
有
権
的
で

は
な
い
が
、
法
の
き
わ
め
て
有
能
な
解
釈
者
で
あ
り
、
そ
の
問
題
分
析
は
貴
重
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
る

(

�)

。

��

「
公
正
な
警
告
」
基
準
の
適
用

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……

53



(450)

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
時
代
遅
れ
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
ル
ー
ル
が
最
近

検
討
さ
れ
た
多
く
の
法
域
に
お
い
て
立
法
あ
る
い
は
裁
判
に
よ
り
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
ル
ー
ル
が
刑
法
典
に
存
在
し
な
い

こ
と
、
お
よ
び
こ
の
ル
ー
ル
が
判
決
の
理
由
と
し
て
機
能
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
遡
及
的
廃
止
が
予
測
で
き

ず
擁
護
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
と
判
示
し
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
根
拠
に
つ
き
反
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
こ
の
ル
ー
ル
は
現
在
で
は
そ
の
妥
当
根
拠
を
欠
き
時
代
遅
れ
と

な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、「R

o
g
e

rs

事
件
判
決
で
の
争
点
は
、
こ
の
ル
ー
ル
の
継
続
的
な
必
要
性
、
つ
ま
り
今
尚
そ
れ
が

有
益
な
ル
ー
ル
で
あ
る
か
否
か
で
は
な
く
、
そ
の
遡
及
的
廃
止
の
合
憲
性
で
あ
る
」
か
ら
、
そ
れ
が
時
代
遅
れ
で
あ
る
か
否
か
は
遡

及
的
廃
止
の
合
憲
性
判
断
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る

(

�)

。

次
に
、
多
く
の
法
域
で
こ
の
ル
ー
ル
が
廃
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
ル
ー
ル
が
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す

が
、
そ
の
遡
及
的
廃
止
の
是
非
を
決
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
実
際
、
廃
止
判
決
を
詳
細
に
見
る
と
、
ほ
と
ん
ど
の
州
の
最
高
裁
が

遡
及
的
に
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
一
〇
州
が
裁
判
所
に
よ
り
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
し
て
い
る
が
、
う
ち
八
州

は
そ
の
廃
止
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
な
い
か
ら
、
統
計
的
に
は
、
テ
ネ
シ
ー
州
に
お
い
て
こ
の
ル
ー
ル
が
遡
及
的

に
廃
止
さ
れ
な
い
可
能
性
が
き
わ
め
て
高
か
っ
た
。「
こ
の
ル
ー
ル
の
廃
止
は
示
唆
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
過
去
の
判
決

例
に
お
け
る
廃
止
の
将
来
効
が
、
テ
ネ
シ
ー
州
が
遡
及
的
に
こ
の
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
こ
と
が
予
測
で
き
な
い
明
白
な
証
拠
で
あ
る
」

と
す
る

(

�)

。

一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
判
決
理
由
と
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
ル
ー
ル
に
対
し
て
異
議
が
な
い
こ
と
は
論
理
的

に
は
こ
れ
に
対
す
る
信
頼
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
と
、R

o
g
e

rs
事
件
判
決
の
判
断
と
は
異
な
り
、
こ
の
ル
ー
ル
が
一

度
も
判
決
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
お
よ
び
本
件
被
告
人
が
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
後
に
初
め
て
異
議
が
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
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こ
の
ル
ー
ル
に
異
議
が
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
お
よ
び
こ
の
ル
ー
ル
が
そ
の
事
件
に
お
い
て
判
決
の
理
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
が
予
測
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る

(

�)

。

こ
れ
ら
の
反
論
か
ら
、「
い
ず
れ
も
こ
の
ル
ー
ル
の
遡
及
的
適
用
が
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
こ
と
を
支
持
す
る
圧
倒
的
な
証

拠
と
し
か
な
ら
な
い
。B

o
u

ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
の
歪
曲
版
の
も
と
で
も
、
こ
の
ル
ー
ル
の
遡
及
的
廃
止
は
違
憲
で
あ
る
」
と
の
批

判
が
な
さ
れ
る

(
�)
。

��

遡
及
処
罰
禁
止
原
則
と
合
法
性
原
則

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
対
す
る
批
判
論
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
を
支
え
る
基
本
原
理
を
共
通
に
理
解
し
て
い
る
。R

o
g

e
rs

事
件
判

決
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
つ
き
、
そ
の
事
後
法
に
関
す
る
判
断
部
分
を
傍
論
と
す
る
こ
と
で
、「
告
知
、
予
見
可
能
性
お
よ
び
特

に
公
正
な
警
告
を
受
け
る
権
利
」
と
い
う
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
諸
概
念
に
の
み
依
拠
す
る
と
理
解
す
る
が
、
こ
れ
が
そ
も
そ
も
の

誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「B

o
u

ie

事
件
判
決
の
多
数
意
見
が
事
後
法
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
理
由
を
誤
解
し

た
。B

o
u

ie

事
件
判
決
は
、
本
条
項
が
合
法
性
原
則
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
こ
の
言
葉
を
用
い
、
と
り
わ
け
て

遡
及
的
立
法
の
禁
止
が
立
法
府
の
み
な
ら
ず
裁
判
所
に
由
来
す
る
遡
及
的
刑
事
処
罰
を
禁
ず
る
た
め
に
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
判
示
し
た

(

�)

」
と
し
、「B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
事
後
法
の
文
言
の
目
的
は
、
事
後
法
禁
止
条
項
そ
の
も
の
を
裁
判
所
に
適

用
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
合
法
性
原
則
を
裁
判
所
に
適
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
自
由
の
基
盤
と
な
る
権

利
に
か
か
わ
り
、
そ
の
権
利
の
一
つ
が
事
後
法
禁
止
条
項
で
具
体
化
さ
れ
る
合
法
性
原
則
で
あ
る
か
ら
、
事
後
法
禁
止
条
項
そ
の
も

の
が
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
基
礎
と
な
る
合
法
性
原
則
は
適
用
さ
れ
る
」
と
理
解
す
る

(

�)

。
し
た
が
っ
て
、R

o
-

g
e

rs

事
件
判
決
が
事
後
法
禁
止
条
項
を
裁
判
所
に
適
用
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
明
文
に
反
す
る
と
す
る
批
判
も
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決
は
合
法
性
原
則
に
基
づ
く
か
ら
、
告
知
、
予
見
可
能
性
や
公
正
な
警
告
と
い
う
諸
概
念
を
含
む
が
そ
れ
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だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
合
法
性
原
則
の
核
心
に
は
、
無
実
で
あ
っ
た
行
為
を
犯
罪
化
す
る
た
め
に
法

を
遡
及
的
に
変
更
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
犯
罪
行
為
に
対
す
る
刑
罰
を
遡
及
的
に
加
重
す
る
こ
と
が
『
不
公
正
』
で
あ
る
と
の
考
え

が
あ
る
。
法
廷
意
見
が
い
う
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
概
念
よ
り
も
保
護
に
手
厚
い
」
の
で
あ
る

(

�)

。
換
言
す
れ
ば
、「
事
後
法
禁
止
を

要
請
す
る
合
法
性
原
則
は
告
知
や
信
頼
を
そ
の
保
護
利
益
と
し
て
含
む
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
以
上
に
重
要
な
の
は
国
家
権
限
の
恣
意

的
濫
用
を
防
止
す
る
と
い
う
利
益
で
あ
る
。
こ
の
利
益
は
信
頼
や
告
知
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
も
存
在
す
る
。
官
吏
に
よ
る
権
限

の
無
制
約
な
使
用
は
、
告
知
の
欠
如
に
よ
る
不
公
正
さ
以
上
に
問
題
視
さ
れ
る
」
の
で
あ
る

(

�)

。

さ
ら
に
、
合
法
性
原
則
は
以
下
の
機
能
を
果
た
す
と
す
る
。
つ
ま
り
、
合
法
性
原
則
は
、「
州
の
住
居
侵
入
罪
法
の
解
釈
を
正
当

化
す
る
た
め
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
修
正
や
他
の
法
域
に
お
け
る
先
例
へ
の
依
拠
に
よ
っ
て
、
州
最
高
裁
が
州
の
住
居
侵
入
罪
法
を

変
更
す
る
こ
と
を
予
防
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
提
供
す
る
」
と
す
る

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
裁
判
官
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
を
解
釈
し
洗
練

し
さ
ら
に
変
更
す
る
余
裕
を
必
要
と
す
る
と
の
反
論
が
考
え
ら
れ
る
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
法
創
造
が
被
告
人
を
保
護
す
る
ル
ー
ル

の
廃
止
を
含
む
場
合
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
法
を
変
更
す
る
裁
判
所
の
権
限
も
、「
被
告
人
に
対
す
る
保
護
を
犠
牲
に
し
て
裁

判
所
に
そ
の
よ
う
な
権
限
を
認
め
る
こ
と
は
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
間
に
お
け
る
不
当
な
衡
量
」
と
し
て
、
合
法
性
原
則
に
よ
っ
て

抑
制
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(

�)

。

こ
の
合
法
性
原
則
と
い
う
観
点
か
らB

o
u

ie

事
件
判
決
やM

ark
s

事
件
判
決
を
検
討
す
る
と
、「
公
正
な
警
告
」
と
い
う
概
念
も

異
な
る
理
解
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、「B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
定
式
を
精
査
す
る
と
、
刑
罰
法
規
と
そ
の
先
例
に
よ
る
解
釈
に

従
っ
た
現
行
の
法
（co

n
tro

llin
g

law

）
の
裁
判
所
に
よ
る
適
用
を
確
保
す
る
た
め
の
チ
ェ
ッ
ク
で
あ
り
、
現
行
の
法
に
従
わ
な
い

裁
判
所
の
解
釈
の
適
用
を
禁
止
す
る
こ
と
が
そ
の
含
意
で
あ
る
。B

o
u

ie
事
件
判
決
に
お
け
る
公
正
な
警
告
の
定
式
は
、
現
行
の
法

の
裁
判
所
に
よ
る
適
用
を
要
請
し
、
暗
黙
裡
に
刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)｣

。
ま
た
、「M

ark
s

事
件
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判
決
も
、
刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
を
禁
止
す
る
も
の
と
し
て
、B

o
u

ie

事
件
判
決
の
公
正
な
警
告
の
定
式
を
確
認
す
る
。M

ark
s

事
件
判
決
で
は
、
犯
罪
遂
行
時
の
法
を
適
用
す
る
か
、
あ
る
い
は
犯
行
後
に
修
正
さ
れ
た
法
を
適
用
す
る
か
と
い
う
単
純
な
選
択
を

迫
ら
れ
た
。
合
衆
国
最
高
裁
は
、『B

o
u

ie

事
件
判
決
に
従
う
と』

、
た
と
え
裁
判
時
に
も
は
や
良
い
法
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

事
後
法
禁
止
条
項
が
犯
罪
遂
行
時
の
法
を
適
用
す
る
こ
と
を
求
め
る
と
判
断
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
公
正
な
警
告
ル
ー
ル
は
、
現
行

の
法
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
の
手
段
で
は
な
く
、
そ
の
裁
判
所
に
よ
る
適
用
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
理
解
さ
れ
る

(

�)

。
さ
ら

に
、M

ark
s

事
件
判
決
は
、
刑
罰
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
の
公
正
な
警
告
が
、(

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
媒
介
し
て
）
事
後
法
禁

止
条
項
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
、
基
本
的
な
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
と
判
示
し
、「M

ark
s

事
件
判
決
の
定
式
は
、
公
正
な
警
告
の

概
念
を
、
刑
法
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
基
準
と
し
て
で
は
な
く
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
遵
守
に
よ
り
得
ら
れ
る
憲
法
上
の
権
利
と
し

て
解
釈
し
て
お
り
、
ま
た
刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る

(

�)

」
か
ら
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
明
ら
か
に
遡
及

的
変
更
を
許
容
す
る
点
で
、B

o
u

ie

事
件
判
決
お
よ
びM

ark
s

事
件
判
決
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
る

(

�)

。

�

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
影
響

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
裁
判
所
に
対
す
る
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
制
約
を
弱
体
化
さ
せ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
先
例
と
さ
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
合
衆
国
最
高
裁
の
み
な
ら
ず
州
の
裁
判
所
が
法
を
遡

及
的
に
変
更
す
る
こ
と
を
よ
り
容
易
に
す
る
利
用
可
能
な
選
択
肢
が
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
緩
和
さ
れ
た
基
準
は
、

法
廷
意
見
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
遡
及
的
廃
止
を
予
見
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
と
判
断
す
る
事
例
を
想
像
す
る
の
が
困
難
な
ほ
ど
、
き

わ
め
て
ハ
ー
ド
ル
の
低
い
要
件
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る

(
�)
。

し
た
が
っ
て
、
州
裁
判
所
は
、
州
憲
法
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
解
釈
す
る
さ
い
に
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
を
無
視
す
る
こ

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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と
や
、B

o
u

ie

事
件
判
決
や

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の

S
calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
の
論
理
を
よ
り
説
得
的
と
考
え
て
、
デ
ュ
ー
・
プ

ロ
セ
ス
条
項
が
事
後
法
禁
止
原
則
を
含
む
と
解
釈
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、
連
邦
お
よ
び
州
の
裁
判
所
が

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
よ
り
も
公
正
な
警
告
の
基
準
を
よ
り
厳
格
に
適
用
す
る
と
い
う
道
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
裁
判
所
は
、R

o
g
e

rs

事

件
判
決
で
示
さ
れ
た
最
低
限
の
公
正
な
告
知
の
基
準
を
満
た
せ
ば
刑
罰
法
規
上
あ
る
い
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
遡
及
的
に

自
由
に
変
更
で
き
る
こ
と
に
魅
力
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
れ
が
悩
み
の
種
な
の
で
あ
る
、
と
の
危
惧
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
二
〇
〇
三
年
一
一
月
ま
で
に
、
合
衆
国
お
よ
び
州
の
八
〇
件
以
上
の
判
決
で
、
言
及
さ
れ
引
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
れ
ら
の
判
決
の
多
く
は
一
般
に

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
が

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
原
則
を
変
更
す
る
も
の
と
は
見
て
い
な
い
の
で
あ
る

(

�)

。
む
し
ろ
、R

o
g

e
rs

事
件
判
決
が
傍
論
と
し
て

B
o

u
ie

事
件
判
決
に
お
け
る
事
後
法
禁
止
条
項
に
関
す
る
文
言
を
排
除
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
に
事
後
法
禁
止
原
則
を

適
用
す
る
も
の
と
し
て
引
用
す
る
裁
判
例
が
あ
る

(

�)

。
そ
こ
で
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は

B
o

u
ie

事
件
判
決
を
変
更
す
る
も
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
そ
の
現
代
版
と
し
て
理
解
さ
れ
た
う
え
で
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
「
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
」
か
否
か

を
問
い
、
こ
れ
を
否
定
す
る
の
で
あ
る

(

�)

。
い
わ
ば

B
o

u
ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
が
冷
遇
さ
れ
て
い
た
こ
こ
二
〇
年
間
と
代
わ
り
の
な

い
状
況
で
あ
る
。
他
方
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が

C
ald

e
r

事
件
判
決
の
四
類
型
を
裁
判
所
に
対
し
て
も
持
ち
込
む
も
の
で
は

な
い
とR

o
g
e

rs

事
件
判
決
を
引
用
す
る
裁
判
例
も
あ
る

(

�)
。
象
徴
的
な
判
決
を
二
つ
取
り
上
げ
て
紹
介
す
る
。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
と
同
じ
く
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
廃
止
と
そ
の
遡
及
適
用
が
争
わ
れ
た
、S

tate
v
.

P
ico

tte

事
件
判
決
で

は
、
多
数
意
見
は
、
①
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
こ
の
ル
ー
ル
が
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
法
で
あ
る
か
、
②
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
当
州
最

高
裁
が
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
権
限
を
有
す
る
か
、
③
そ
の
権
限
を
有
す
る
場
合
に
こ
の
ル
ー
ル
を
廃
止
す
べ
き
や
む
を
え
ざ
る

理
由
が
あ
る
か
、
そ
し
て
④
こ
の
ル
ー
ル
の
廃
止
が
本
件
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
が
争
点
で
あ
る
と
し
、
①
〜
③
ま
で
い
ず
れ
も
肯
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定
し
た
が
、
④
に
つ
い
て
は

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
に
ほ
と
ん
ど
言
及
せ
ず
、
将
来
的
に
そ
の
廃
止
を
適
用
す
る
と
判
断
し
た

(

�)

。
多
数

意
見
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
を
含
め
て
合
衆
国
最
高
裁
の
判
決
例
を
引
い
た
う
え
で
、
州
裁
判
所
が
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
将
来

的
に
あ
る
い
は
遡
及
的
に
廃
止
す
る
か
否
か
を
自
ら
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
そ
の
判
断
の
指
針
と
し
て
州
の
判
例
法
を

参
照
す
る

(
�)
。
州
の
裁
判
例
で
は
、「
裁
判
所
は
法
を
宣
言
す
る
の
で
あ
っ
て
創
造
す
る
の
で
は
な
い
」
と
の
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
原

理
（
判
決
が
覆
さ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
悪
法
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
く
、
法
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
後
の
判
決
が
最
初

か
ら
法
と
見
な
さ
れ
る
）
か
ら
遡
及
適
用
を
認
め
る
も
の
も
あ
る

(

�)

。
他
方
で
、
将
来
的
変
更
と
す
る
判
決
例
は
、
変
更
前
の
法
制
度

の
も
と
で
も
の
ご
と
を
整
え
る
個
人
等
の
信
頼
の
保
護
、
自
由
民
主
主
義
社
会
に
お
け
る
法
の
安
定
性
の
要
請
、
裁
判
所
自
ら
の
明

示
さ
れ
た
法
に
対
す
る
制
度
的
信
頼
の
確
保
、
お
よ
び
法
の
支
配
や
法
へ
の
制
度
的
固
持
す
な
わ
ち
正
義
の
イ
メ
ー
ジ
の
保
全
等
を

理
由
と
す
る

(

�)

。
本
件
で
は
、
被
告
人
が
暴
行
に
よ
る
致
死
を
惹
起
し
て
お
り
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
に
か
か
わ
ら
ず
犯
罪
行
為
を
行

っ
た
以
上
、
そ
の
行
為
が
合
法
で
あ
っ
た
と
は
主
張
し
え
な
い
か
ら
、
新
た
な
ル
ー
ル
の
遡
及
適
用
を
肯
定
す
べ
き
と
も
考
え
う

る

(

�)

。
し
か
し
、
現
在
の
法
制
度
は
法
の
支
配
お
よ
び
法
へ
の
制
度
的
固
持
に
高
い
価
値
を
置
い
て
い
る
。
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
の
廃

止
が
被
告
人
の
行
為
を
初
め
て
犯
罪
行
為
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
の
廃
止
に
よ
り
異
な
る
犯
罪
で
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
、
こ

れ
ま
で
は
そ
の
行
為
に
つ
き
そ
の
刑
事
責
任
が
な
か
っ
た
以
上
、
事
後
に
法
を
変
更
し
た
の
で
あ
り
、
本
件
被
告
人
に
は
行
為
当
時

の
有
効
で
あ
っ
た
ル
ー
ル
に
従
い
、
加
重
暴
行
罪
等
で
処
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
判
示
し
た

(

�)

。

P
ico

tte

事
件
判
決
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
と
ほ
ぼ
同
じ
事
案
で
あ
り
、
事
後
法
禁
止
条
項
や
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
つ
い

て
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
を
含
め
多
く
の
州
が
合
衆
国
憲
法
お
よ
び
合
衆
国
最
高
裁
の
法
解
釈
に
従
う
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
判
断
内
容
に
言
及
す
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
無
視
す
る
扱
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
勉
強
不
足

か
否
か
は
別
と
し
て

(

�)

、R
o

g
e

rs

事
件
判
決
を

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
延
長
線
上
に
捉
え
て
、
実
質
的
に
事
後
法
禁
止
条
項
に
よ
る

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……
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B
o

u
ie

事
件
判
決
テ
ス
ト
を
用
い
る
術
が
選
択
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
遡
及
適
用
の
可
否
の
判
断
に
お
い
て
、
公
正
な
警
告
論

を
使
わ
ず
に
せ
い
ぜ
い
変
更
前
の
法
に
対
す
る
信
頼
論
に
と
ど
め
、
む
し
ろ
法
的
安
定
性
や
衡
平
さ
と
い
う
合
法
性
原
則
と
も
つ
な

が
る
諸
価
値
を
重
視
す
る
と
い
う
明
確
な
意
思
表
示
と
も
理
解
さ
れ
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
に
お
け
る

S
calia

裁
判
官
や

S
te

v
e

n
s

裁
判
官
の
反
対
意
見
に
呼
応
す
る
も
の
と
も
評
価
で
き
る

(

�)

。

次
に
、R

o
g
e

rs
事
件
判
決
を
正
確
に
理
解
し
て
理
論
展
開
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
裁
判
所
のS

tate
v
.

R
e

d
m

o
n

d

事
件
判
決
を
簡
単
に
見
て
お
く

(

�)

。
そ
こ
に
は

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
問
題
点
が
露
呈
し
て
い
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。R

e
d

o
m

o
n

d

事

件
で
は
、
州
刑
法
典
の
第
二
級
謀
殺
罪
が
悪
意
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
と
先
例
を
変
更
し
た

B
u

rliso
n

事
件
判
決

(

�)

が
当
該

被
告
人
に
遡
及
適
用
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
当
該
判
決
以
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
た
が
、
こ
れ
に

対
し
て
そ
の
遡
及
適
用
が
犯
行
当
時
よ
り
も
重
い
犯
罪
へ
と
変
更
す
る
か
ら
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
し
た
被
告
人
の
主

張
が
争
わ
れ
た
。
州
最
高
裁
は
、R

o
g
e

rs
事
件
判
決
に
よ
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
解
釈
に
基
づ
き
、B

u
rliso

n

事
件
判
決
の
遡
及

適
用
が
被
告
人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
た

(

�)

。
州
最
高
裁
は
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
つ
き
、
サ
ウ
ス

・
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
最
高
裁
の
解
釈
が
被
告
人
に
そ
の
行
為
が
犯
罪
で
あ
る
と
の
公
正
な
警
告
を
与
え
て
い
た
か
否
か
が
問
題
で
あ
る

と
し
、
そ
の
解
釈
が
先
例
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
支
持
を
得
ら
れ
ず
、
他
州
の
法
や
刑
罰
法
規
の
平
明
な
意
味
に
も
矛
盾

す
る
か
ら
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
し
た
と
分
析
す
る
。
ま
た
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
は
、
こ
の

B
o

u
ie

事
件
判
決
を

よ
り
明
確
化
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
、
裁
判
所
に
よ
る
判
決
の
遡
及
適
用
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
照
ら
し
て
分
析
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
お
け
る
公
正
な
警
告
と
い
う
よ
り
基
本
的
で
か
つ
一
般
的
な
原
則
に
従
っ
て
分
析
さ
れ
る
べ
き
こ

と
を
強
調
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
よ
る
制
約
を
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
防
御
し
え
な
い
場
合
に
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
事
実
に
照
ら
せ
ば
、
大
多
数
の
州
が
問
題
の
ル
ー
ル
を
廃
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止
し
て
い
た
こ
と
及
び
当
該
ル
ー
ル
が
州
刑
法
の
一
部
と
し
て
希
薄
な
足
場
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
予
測
で
き
ず

擁
護
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
と
し
た
と
す
る
。
そ
し
て
、B

u
rliso

n

事
件
判
決
は
、
先
例
変
更
の
根
拠
が
州
刑
法
典
の
文
言
の
平

明
な
意
味
に
求
め
ら
れ
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
で
は
す
べ
て
の
犯
罪
が
制
定
法
上
の
も
の
で
あ
り
、
立
法
府
が
明
白
な
文
言
で
犯
罪
で
あ

る
と
宣
言
し
な
い
か
ぎ
り
い
か
な
る
行
為
も
犯
罪
で
は
な
い
と
す
る
こ
と
か
ら
、
擁
護
し
え
な
い
も
の
で
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
結

果
、
州
最
高
裁
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
テ
ス
ト
に
照
ら
し
て

B
u

rliso
n

事
件
判
決
の
遡
及
適
用
が
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す

る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た

(

�)

。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
が
事
後
法
禁
止
条
項
に
具
体
化
さ
れ
る
合
法
性
原
則
でB

o
u

ie

事
件
判
決
の
「
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
」

テ
ス
ト
を
拘
束
す
る
の
を
止
め
た
た
め
に
、
裁
判
所
は
被
告
人
に
不
利
益
に
制
定
法
を
解
釈
す
る
よ
り
大
き
な
余
裕
を
与
え
ら
れ
て

い
る

(

�)

。R
e

d
m

o
n

d

事
件
判
決
は
、
犯
罪
成
立
要
素
の
一
つ
を
遡
及
的
に
廃
止
し
、
そ
れ
は
合
法
性
原
則
と
矛
盾
す
る

(

�)

。
し
か
し
、

先
例
が
一
致
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
判
決
が
予
測
で
き
な
い
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。

他
方
、S

calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
は
、
裁
判
所
が
、
犯
罪
の
成
立
要
素
を
確
立
す
る
先
例
ま
た
は
先
例
群
が
誤
り
で
あ
っ
た
と

結
論
し
、(

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
「
公
正
な
告
知
」
要
件
が
充
足
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
）
そ
の
結
論
を
遡
及
的
に
適
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
し
た
た
め
、R
e

d
m

o
n

d

事
件
は
ま
さ
に
こ
の
事
例
に
あ
た
り
、
遡
及
適
用
を
肯
定
せ
ざ
る
を
え
な
い

(

�)

。「
公
正
な
告
知
」
要

件
は
裁
判
所
が
乗
り
越
え
る
ハ
ー
ド
ル
と
し
て
は
大
し
た
こ
と
が
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

R
e

d
m

o
n

d

事
件
判
決
は

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
と
は
事
案
を
異
に
す
る

(

�)

。
す
な
わ
ち
、R

e
d

m
o

n
d

事
件
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法

創
造
の
日
常
的
行
使
で
は
な
く
制
定
法
の
解
釈
で
あ
る
こ
と
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
実
体
法
原
則
か
抗
弁
か
証
拠
ル
ー
ル
か
が
争

わ
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
第
二
級
謀
殺
罪
に
お
け
る
悪
意
の
要
件
が
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
時
代
遅
れ
の
遺
物
で
は
な
く
、
理
性
と

常
識
に
基
づ
き
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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R
e

d
m

o
n

d

事
件
判
決
に
照
ら
し
て
、
以
下
の
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「R

o
g
e

rs

事
件
判
決
の
法
廷
意
見
もS

calia
裁
判
官
の
反
対
意
見
も
、
い
ず
れ
も
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
創
造
と
制
定
法
解
釈
と
い
う
脈
絡
に
お
い
て
合
法
性
原
則
に
違
反
す
る

か
ら
、
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
脈
絡
で
は
、
法
定
意
見
が
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
遡
及
的
廃
止
を

許
す
こ
と
で
合
法
性
原
則
に
違
反
す
る
。
反
対
意
見
も
、
先
例
に
基
づ
か
な
い
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
を
遡
及
的
に
廃
止
す
る

こ
と
を
裁
判
所
に
認
め
る
こ
と
で
合
法
性
原
則
に
違
反
す
る
。
制
定
法
解
釈
の
脈
絡
で
は
、
法
廷
意
見
は
予
見
不
可
能
な
制
定
法
解

釈
の
遡
及
禁
止
を
侵
食
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
判
決
が
『
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
創
造
（co

m
m

o
n

law
d
e

cisio
n

m
ak

-

in
g)

』
の
文
言
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
に
よ
る

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
限
定
が
ど
の
よ
う
に
裁
判
所
に
よ

っ
て
適
用
さ
れ
る
の
か
が
明
ら
か
で
は
な
い
。
反
対
意
見
は
、
先
例
群
が
誤
り
で
あ
っ
た
と
遡
及
的
に
判
示
す
る
こ
と
、
裁
判
所
の

誤
り
を
正
す
と
い
う
口
実
で
法
を
変
更
す
る
こ
と
を
裁
判
所
に
認
め
る
こ
と
で
合
法
性
原
則
に
違
反
す
る｣

、
と

(

�)

。

五

む
す
び
に
か
え
て

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
明
ら
か
に
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
処
罰
の
不
当
な
軽
減
を
も
た
ら
す
こ
と
を
踏
ま

え
て
、
ル
ー
ル
の
廃
止
と
そ
の
遡
及
適
用
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
公
正
な
警
告
原
則
に
基
づ
く
、
遡
及
適
用
の
可
否
を
判
断
す
る

テ
ス
ト
を
用
い
た
。
そ
の
テ
ス
ト
に
お
け
る
公
正
な
警
告
の
有
無
の
判
断
は
、
ま
さ
に
ル
ー
ル
廃
止
の
可
能
性
の
「
警
告
」
と
し
て
、

他
州
に
お
け
る
裁
判
状
況
等
も
含
め
た
肯
定
の
た
め
の
判
断
論
理
操
作
を
導
入
し
て
い
る
。
そ
の
判
断
テ
ス
ト
は

B
o

u
ie

事
件
判

決
で
示
さ
れ
た
テ
ス
ト
を
正
確
に
引
用
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
実
質
的
論
理
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
認
め
ら
れ
る
。
コ
モ

ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
廃
止
に
関
す
る

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
は
、
制
定
法
の
新
た
な
解
釈
の
遡
及
適
用
を
争
っ
た

B
o

u
ie

事
件
判

決
と
は
問
題
が
異
な
る
以
上
、B

o
u

ie

事
件
判
決
に
お
け
る
論
理
が
完
全
に
先
例
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で
な
い
こ
と
は
も
ち
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ろ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、B

o
u

ie

事
件
判
決
が
新
解
釈
の
遡
及
適
用
の
問
題
を
事
後
法
禁
止
条
項
の
趣
旨
の
な
か
で
捉
え
、
条
文
の

文
言
の
制
約
か
ら
刑
事
法
の
制
約
原
理
と
し
て
一
般
条
項
の
性
質
を
持
つ
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
用
い
、
刑
事
法
に
お
け
る
遡

及
処
罰
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
よ
う
と
し
た
論
理
を
、
無
理
な
傍
論
判
断
に
よ
っ
て
回
避
し
よ
う
と
し
た
点
は
や
は
り
疑
問
視
さ
れ

ざ
る
を
得
な
い
。
先
例
拘
束
原
理
が
レ
イ
シ
オ
・
デ
シ
デ
ン
ダ
イ
か
傍
論
か
と
い
う
区
別
の
操
作
に
よ
っ
て
政
策
的
判
断
の
も
と
に

濫
用
さ
れ
た
と
も
言
い
う
る
で
あ
ろ
う
。
う
が
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
昨
今
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
テ
ロ
犯
罪
等
に
対
す
る

（
ル
ー
ル
無
用
の
）
全
面
戦
争
の
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
遡
及
処
罰
禁
止
原
則
は
犯
罪
者
に
手
ぬ
る
い
休

憩
地
を
与
え
る
も
の
で
、
徹
底
的
に
追
い
詰
め
て
破
滅
さ
せ
る
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
原
則
は
看
板
と
し
て
掲
げ
て
も

実
質
的
に
は
骨
抜
き
に
し
て
お
く
の
が
現
状
に
は
マ
ッ
チ
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
少
数
意
見
お
よ
び
判
例
評
釈

の
ほ
と
ん
ど
が
刑
事
法
の
基
本
原
則
を
原
則
と
し
て
堅
固
に
維
持
す
る
こ
と
は
救
い
で
あ
る
。

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
分
析
プ
ロ
セ
ス
で
明
ら
か
に
な
っ
た
、B

o
u

ie

事
件
判
決
の
理
解
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

B
o

u
ie

事
件
判
決
は
、
事
後
法
禁
止
原
則
の
趣
旨
を
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
乗
せ
て
裁
判
所
に
適
用
す
る
が
、
そ
の
趣
旨
が
刑

事
法
に
お
け
る
遡
及
禁
止
を
含
む
合
法
性
原
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
合
法
性
原
則
が
理
論
的
根
拠

と
し
て
か
つ
論
理
的
帰
結
を
生
み
出
す
も
の
さ
し
と
し
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
内
容
の
一
部
を
な
す

「
公
正
な
告
知
」
原
則
か
ら
刑
罰
法
規
の
明
確
性
の
理
論
や
解
釈
の
限
界
論
を
展
開
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
「
公
正
な
告
知
（
あ
る
い
は
警
告)

」
論
に
お
い
て
、
告
知
の
対
象
や
判
断
資
料
な
ど
を
拡
大
し
て
、
安
易
に
告
知
が
肯
定

さ
れ
る
傾
向
が
概
念
の
弛
緩
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
こ
と
に
危
惧
を
感
ず
る
立
場
か
ら
は
、
刑
罰
権
の
恣
意
的
濫
用
の
防
止
に
脚
光
を

浴
び
せ
る
な
ど
腐
心
惨
憺
す
る
な
か
で
、
合
法
性
原
則
そ
の
も
の
の
も
つ
人
権
保
障
の
た
め
の
制
約
原
理
と
し
て
の
価
値
が
再
評
価

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
最
後
の
砦
と
し
て
合
法
性
原
則
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
合
法
性
原
則
の
原
則
論
と
し
て
の
形
式
的
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判
断
が
ど
こ
ま
で
貫
徹
さ
れ
う
る
の
か
は
今
後
の
理
論
的
展
開
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
が
実
質
的
な
価
値
判

断
の
も
と
に
歪
曲
さ
れ
る
こ
と
と
な
れ
ば
、「
公
正
な
告
知
」
原
則
と
同
じ
運
命
を
辿
り
、
刑
事
法
に
お
け
る
基
本
原
則
は
次
々
と

蔑
ろ
に
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
は
重
要
な
分
岐
点
を
迎
え
て
い
る
。

最
後
に
、
わ
が
国
の
議
論
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
罪
刑
法
定
主
義
が
す
で
に
実
質
化
し
て
お
り
、
処
罰
の
必
要
性
や
合

理
性
と
比
較
衡
量
さ
れ
る
相
手
に
な
り
つ
つ
あ
る
現
状
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
状
況
と
比
較
し
て
、
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
含
め
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
刑
罰
法
規
の
解
釈
の
変
更
や
判
例
変
更
に
関
す
る
判
決
例
お
よ
び
学
説
の

検
討
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
た
だ
、
筆
者
は
、
罪
刑
法
定
主
義
が
実
質
的
人
権
保
障
原
理
性
を
担
う
な
か
で
不
思
議
と
そ
の
形

式
的
判
断
基
準
性
が
埋
没
す
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
な
人
権
と
し
て
の
「
公
正
な
告
知
」
の
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
で
、
罪
刑
法
定

主
義
の
核
心
が
確
固
た
る
も
の
に
再
構
成
し
よ
う
と
考
え
、「
告
知
」
よ
り
も
「
公
正
さ
」
に
重
点
が
置
か
れ
た
理
論
を
模
索
し
て

い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
、
告
知
の
「
公
正
さ
」
が
意
識
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
る
な
か
で
、
公
正
な
告
知
概
念
の

事
実
上
の
崩
壊
が
起
こ
り
、
現
在
は
「
公
正
さ
」
が
合
法
性
原
則
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
ポ
イ
ン
ト
は

「
公
正
さ
」
の
理
解
と
具
体
化
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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S
calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
に
賛
同
し
つ
つ
、「
歴
史
的
な
問
題
よ
り
も
、
刑
法
が
遡
及
的
に
変
更
さ
れ
る
場
合
に
常

に
生
じ
る
自
由
へ
の
脅
威
を
法
廷
意
見
が
過
小
評
価
し
て
い
る
と
い
う
事
実
が
重
要
で
あ
る
」
と
の
簡
潔
な
反
対
意
見
を
執
筆
し
て
い
る
。
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「
法
廷
意
見
の
、
本
件
へ
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
原
則
の
適
用
に
は
賛
同
し
え
な
い
。S

calia

裁
判
官
が
十
分

に
説
明
す
る
よ
う
に
、
被
告
人
は
、
州
裁
判
所
が
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
を
廃
止
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
本
件
に
新
た
な
法
を
遡
及
的

に
適
用
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
の
公
正
な
警
告
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
」
と
法
廷
意
見
を
批
判
す
る
。
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な
お
、
法
廷
意
見
は
、S

calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
に
対
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、S

calia

裁
判
官
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は
、
合
衆
国
憲
法
の
起
草
時
に
、
裁
判
所
が
法
律
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
事
後
法
禁
止
条
項
が
テ
ネ
シ
ー
州
裁

判
所
の
判
決
と
同
一
の
立
法
府
の
判
断
を
禁
止
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
疑
い
が
な
い
こ
と
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事

実
を
重
視
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
後
者
の
主
張
は
、
憲
法
の
条
文
と
先
例
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
事
後
法
禁
止
条
項

が
裁
判
所
の
判
決
に
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
蒸
し
返
そ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
前
者
の
主
張
は
的
外
れ
で
あ
る
。
起
草
時
の
裁
判

所
は
明
ら
か
に
法
を
創
造
す
る
と
い
う
よ
り
発
見
す
る
と
信
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
を
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
よ
う
と
も
、
裁

判
所
が
事
件
を
判
断
し
、
そ
の
さ
い
に
理
性
と
経
験
に
照
ら
し
て
既
存
の
法
律
を
形
成
し
洗
練
し
て
い
た
と
い
う
の
は
事
実
で
あ
る
。
デ

ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
は
明
ら
か
に
起
草
時
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
裁
判
の
進
化
過
程
を
禁
ず
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
現
在
で
も
そ
う
で

あ
る
、
と
。
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(
�)

S
calia

裁
判
官
の
反
対
意
見
に
対
し
て
も
、
法
廷
意
見
の
問
題
性
を
的
確
に
指
摘
す
る
点
で
評
価
さ
れ
る
が
、
な
お
そ
の
不
十
分
さ

が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
反
対
意
見
は
合
法
性
原
則
の
十
分
な
支
持
を
与
え
な
い
。
そ
の
分
析
は
、
法
廷
意
見
同
様
に
、

『

法
律
な
け
れ
ば
刑
罰
な
し
』
原
則
に
反
対
し
て
裁
判
官
に
権
限
を
認
め
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
法
創
造
の
宣
言
論
へ
の
敬
意
は

こ
の
権
限
の
是
認
を
動
機
づ
け
る
。
宣
言
論
が
猛
烈
に
批
判
さ
れ
て
い
る
が
、
英
米
の
裁
判
官
は
な
お
裁
判
官
の
法
創
造
の
こ
の
見
解
に

固
執
し
て
い
る
。
宣
言
論
は
、
裁
判
官
が
そ
の
責
任
を
回
避
す
る
こ
と
を
認
め
る
虚
構
に
す
ぎ
ず
、
問
題
で
あ
る
。
裁
判
官
は
法
を
創
造

し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
法
を
発
見
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
そ
う
す
る
と
見
え
な
く
て
も
新
た
な
法
を
遡
及

的
に
適
用
で
き
る
。S

calia
裁
判
官
は
、
そ
の
判
決
が

B
o

u
ie

事
件
判
決
の
公
正
な
告
知
の
要
件
を
満
足
す
る
か
ぎ
り
、
裁
判
所
が
先
例

が
誤
り
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る
な
ら
ば
そ
の
先
例
を
遡
及
的
に
変
更
す
る
こ
と
を
認
め
る
。S

calia

裁
判
官
の
理
由
づ
け
の
問
題
は
宣
言

論
へ
の
固
執
に
由
来
す
る
。
裁
判
所
が
以
前
に
間
違
え
た
か
否
か
は
公
正
な
告
知
、
よ
り
重
要
な
こ
と
に
合
法
性
に
無
関
係
で
あ
る
。
被

告
人
は
宣
言
さ
れ
た
法
、
よ
り
精
確
に
は
先
の
判
決
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
法
に
の
み
依
拠
し
う
る
。
誤
っ
た
裁
判
所
の
判
決
も
な
お
先

例
で
あ
る
。
裁
判
所
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
遡
及
的
に
法
を
変
更
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
の
は
、
合
法
性
原
則
と
ま
さ
に
相
入
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
裁
判
所
は
効
果
的
に
以
前
に
無
実
と
し
て
い
た
行
為
を
犯
罪
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
」
と
す
る
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（
そ
こ
で
は
、

｢
B

o
u

ie

事
件
判
決
は
遡
及
的
に
刑
罰
法
規
を
変
更
す
る
こ
と
が
公
正
な
警
告
を
与
え
な
い
と
い
う
原
則
に
依
拠
し
て
そ
の
結
論
に
至
っ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
裁
判
所
が
判
決
に
特
定
の
原
則
に
基
づ
く
と
述
べ
る
場
合
、
そ
の
原
則
は
判
決
の
核
心
の
一
部
で
あ
っ
て
、
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傍 論 で は な い 」 と す る ) 。

( �) Kemphaus, Rogers v. Tennessee : Is the Judiciary Permitted to Violate the Ex Post Facto Clause of the United States Consti-

tution?, 30 N.KY.L.REV.415, 429(2003).

( �) Id.

( �) Armstrong, supra note 124 at 334 �337.

( �) BLACK’S LAW DICTIONARY 1100(7th ed. 1999).

( �) United States v. Crawley, 837 F.2d 291, 292 �293(7th Cir.1988).

( �) Armstrong, supra note 124 at 335.

( �) Id.

( 	) Bouie, 378 U.S. at 366(Black.J.,dissenting). そ こ で は 、 民 事 上 の 住 居 侵 入 と 刑 事 上 の 住 居 侵 入 罪 と が コ モ ン ・ ロ ー

上 区 別 さ れ て お り 、 許 可 を 得 て 立 ち 入 っ た 者 が 退 去 す る よ う 求 め ら れ て も 、 そ の 単 な る 拒 否 は 刑 事 罰 に は 当 た ら な い

で あ ろ う と の 指 摘 も な さ れ る 。

( 
) Armstrong, supra note 124 at 336.

( �) Id.

( �) Id. at 337.

( ) Id.

( �) Id. さ ら に 、 法 廷 意 見 は 、Bouie 事 件 判 決 の 事 後 法 に 関 す る 部 分 が 傍 論 で あ る と の 主 張 を 支 持 す る た め に 、Bouie

事 件 判 決 を 告 知 と 予 見 可 能 性 に の み 依 拠 す る デ ュ ー ・ プ ロ セ ス の 事 件 と 解 釈 し た 他 の 先 例 を 引 用 し て い る が 、 こ れ ら

の 先 例 を 精 査 す る と 、 そ の う ち の 二 件 は 制 定 法 が 漠 然 性 の ゆ え に 無 効 で あ る か 否 か を 判 断 し た も の で 、 州 法 の 州 最 高

裁 に よ る 解 釈 が デ ュ ー ・ プ ロ セ ス に 違 反 す る か 否 か を 問 う Rogers 事 件 と は 区 別 さ れ る 。 ま た 、Rose v. Locke 事 件
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院
法
学
第
33
巻
第
３
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判 決 の 引 用 は 少 な く と も 表 面 上 は 正 し い よ う に 見 え る が 、Bouie 事 件 判 決 が 告 知 と 予 見 可 能 性 の 諸 原 則 に の み 根 拠 づ

け ら れ る と の 法 廷 意 見 を 説 得 的 に 支 持 す る も の で は な い 。Rose 事 件 判 決 は 、 当 該 制 定 法 が 漠 然 と し て お り 被 告 人 の

行 為 が 違 法 で あ る と の 公 正 な 警 告 を 与 え な い と の 被 告 人 の 主 張 に 対 し て 、 州 最 高 裁 が 本 法 を よ り 広 範 に 解 釈 す る と 判

示 し て お り 、 他 の 法 域 で は 被 告 人 の 行 為 を 含 む よ う 解 釈 し て い た か ら 、 公 正 な 警 告 が 与 え ら れ て い る と し た 。 し か し 、

Rose 事 件 判 決 は 、Bouie 事 件 判 決 に で は な く 、 漠 然 性 の ゆ え に 無 効 の 主 張 に 関 す る 先 例 に 基 づ く デ ュ ー ・ プ ロ セ ス

違 反 が な い と 判 断 し た 。 そ こ で は 、 遡 及 的 な 法 創 造 の 可 能 性 が な い と し て 、Bouie 事 件 判 決 と の 区 別 が な さ れ て い る

の で あ る と し て 、 先 例 引 用 に つ い て も 批 判 を 加 え て い る （See Id. at 337 �339.) 。

( �) Leading Cases, supra note 10 at 323 �324, Gaudet, supra note 215 at 661 �662.

( �) Gaudet, supra note 215 at 661.

( �) White, supra note 210 at 1163 �1164.

( �) Kemphaus, supra note 216 at 432 �433.

( �) White, supra note 210 at 1164.

( �) Id.

( �) Leading Cases, supra note 10 at 324.

( 	) Id.

( 
) Leading Cases, supra note 10 at 323, White, supra note 210 at 1161.

( �) Gaudet, supra note 215 at 661.

( �) White, supra note 210 at 1163, Leading Cases, supra note 10 at 325. See opp., Kahan, supra note 124 at 110 �111, 114

�115.

( ) White, supra note 210 at 1163, Leading Cases, supra note 10 at 325.コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
ル
ー
ル
の
不
利
益
的
変
更
と
…
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( �) White, supra note 210 at 1162.

( �) Id. at 1163.

( �) Armstrong, supra note 124 at 340.

( �) Gaudet, supra note 215 at 655.

( �) “by reference to the law which had been expressed prior to the condauct in issue” の 訳 出 の 関 係 で 、Rogers 事 件

判 決 は 明 示 さ れ た 「 制 定 法 」 を 意 味 す る と 思 わ れ る の で 「 法 律 」 と し 、Rogers 事 件 判 決 に 対 す る 批 判 は 「 制 定 法 お

よ び そ の 解 釈 」 を 意 味 し て お り 「 法 」 と 異 な る 訳 語 を 当 て て い る 。

( �) Gaudet, supra note 215 at 655.

( �) Kemphaus, supra note 216 at 430.

( �) Armstrong, supra note 124 at 332 	340.

( 
) White, supra note 210 at 1160.

( �) Armstrong, supra note 124 at 341.

( �) Id. at 341 	342.

( ) Gaudet, supra note 215 at 663. な お そ こ で は 、 「 少 な く と も 、 合 衆 国 最 高 裁 は 悪 し き 先 例 が テ ネ シ ー 州 か ら 他 の 法

域 に 広 が る の を 妨 げ る た め に サ ー シ オ レ イ ラ イ を 受 理 す べ き で は な か っ た で あ ろ う 」 と 手 厳 し い 。

( �) Id. at 656 	657.

( �) Id. at 657 	658.

( �) Id. at 659 	660. な お 、 不 幸 な こ と に 、 被 害 者 の 死 亡 が 犯 行 後 一 年 と 一 日 を 経 て い た た め に 検 察 官 が 殺 人 罪 で の 訴

追 を や め る と ど れ く ら い 判 断 し た か は 明 ら か に し え な い し 、 直 感 的 に こ の ル ー ル が か か わ る 事 例 が 多 く あ る と は 想 像

し が た く 、 ま た ル ー ル の 単 純 さ の ゆ え に あ ま り 法 的 異 議 が 提 起 さ れ な い と も 指 摘 す る 。
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ま
た
、
事
後
法
禁
止
原
則
が
そ
の
ま
ま
裁
判
所
に
適
用
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、「
法
廷
意
見
は
、B

o
u

ie

事
件
判

決
が
裁
判
所
に
事
後
法
禁
止
条
項
の

C
ald

e
r

事
件
判
決
の
範
疇
を
適
用
し
な
い
と
結
論
付
け
た
の
は
正
し
か
っ
た
」
と
の
指
摘
も
な
さ

れ
る
（Id

.
at

3
3

3
.)

。

(

�)
Id

.
at

3
3

3
�33

4
.

そ
こ
で
は
さ
ら
に
「B

o
u

ie

事
件
判
決
は
裁
判
所
が
法
を
解
釈
す
る
の
を
妨
げ
る
ほ
ど
一
掃
的
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
禁
止
は
遡
及
的
に
法
で
処
罰
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
に
と
ど
ま
る
」
と
す
る
。

(

�)
L

e
ad

in
g

C
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3
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3
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「
合
衆
国
憲
法
の
事
後
法
禁
止
条
項
は
、
法
廷
意
見
が
問
題
と
す
る
信
頼
や
告
知
よ

り
も
む
し
ろ
、
政
府
権
限
の
抑
制
の
な
い
行
使
の
防
止
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
州
裁
判
所
が
立
法
府
と
同
様
に
ル
ー
ル
を
変
更
す
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、R

o
g

e
rs

事
件
判
決
は
、『
公
正
な
警
告
』
や
判
決
が
『
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
』
か

否
か
と
い
う
従
位
の
争
点
に
集
中
し
、
政
府
権
限
の
濫
用
と
い
う
、
事
後
法
禁
止
条
項
の
基
本
問
題
を
ま
っ
た
く
考
慮
し
て
い
な
い

(
W

h
ite

,
su

p
ra

n
o

te
2

1
0

at
1

1
6

2

�11
6

3)
。
ま
た
、
合
衆
国
最
高
裁
も
、C

arm
e

ll

事
件
判
決
に
お
い
て
、
事
後
法
禁
止
条
項
を
解
釈

す
る
事
件
で
は
、
政
府
が
個
人
か
ら
そ
の
自
由
や
生
命
を
奪
う
こ
と
の
で
き
る
状
況
を
統
制
す
る
た
め
の
確
立
さ
れ
た
法
ル
ー
ル
を
遵

守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
事
後
的
に
政
府
に
の
み
有
利
な
ル
ー
ル
に
変
更
し
て
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る

(
1

2
0

S
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t.at
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6
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。

(

�)
A

rm
stro

n
g
,

su
p

ra
n

o
te

1
2

4
at

3
3

6
.

(

�)
Id

.
at

3
4

0
.

(

	)
K

e
m

p
h

au
s,

su
p

ra
n

o
te

2
1

6
at

4
3

1
.

(


)
Id

.

(

�)
Id

.
at

4
3

2
.

コモン・ロー上のルールの不利益的変更と……

71



(468)

(

�)

他
の
批
判
と
し
て
、
以
下
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「R

o
g

e
rs

事
件
判
決
は
、
合
衆
国
憲
法
制
定
者
た
ち
の
意
図
、
す
な
わ
ち
、

個
人
を
刑
罰
に
さ
ら
す
前
に
何
が
犯
罪
行
為
で
あ
る
の
か
を
個
人
に
警
告
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
で
そ
の
自
由
の
不
公
正
な
剥
奪
を
防
止

す
る
と
い
う
意
図
を
無
視
す
る
。
本
判
決
は
、
刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
を
許
す
こ
と
で
事
前
の
警
告
な
く
個
人
の
自
由
の
剥
奪
を
許

容
す
る
。
被
告
人
は
、
事
前
の
警
告
も
刑
罰
を
回
避
す
る
機
会
も
な
く
自
ら
の
行
為
で
刑
罰
を
受
け
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
新

た
な
法
は
そ
の
行
為
が
遂
行
さ
れ
た
後
に
初
め
て
適
用
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
」(

Id
.

at
4

3
4
.)

。｢

法
の
遡
及
的
変
更
を
認
め
る
こ
と
は
抗

弁
に
更
な
る
負
担
を
課
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
、
現
行
の
法
の
も
と
で
広
範
に
準
備
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
遡
及
的
変
更
に
反
対
す

る
説
得
的
な
主
張
も
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
本
判
決
に
よ
り
検
察
に
与
え
ら
れ
る
利
便
性
か
ら
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
現
行

の
法
の
も
と
で
有
罪
判
決
を
得
る
の
に
事
実
が
不
十
分
で
あ
る
場
合
、
検
察
官
が
有
罪
判
決
を
得
る
た
め
に
遡
及
的
変
更
を
主
張
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
変
更
さ
れ
な
け
れ
ば
無
罪
で
あ
っ
た
人
々
が
、
事
件
の
事
実
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
そ
の

事
実
が
有
罪
判
決
に
十
分
と
な
る
よ
う
に
遡
及
的
に
法
を
緩
め
る
よ
う
裁
判
所
を
説
得
す
る
検
察
の
主
張
に
よ
り
自
由
を
剥
奪
さ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
」(

Id
.)

。｢

合
衆
国
憲
法
制
定
者
た
ち
は
、
恣
意
的
で
悪
意
の
あ
る
法
創
造
が
個
人
の
自
由
の
不
公
正
な
剥
奪
を
回
避
す
る

た
め
に
妨
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、R

o
g

e
rs

事
件
判
決
は
そ
の
よ
う
な
法
創
造
と
そ
れ
に
伴
う
不
正

義
な
個
人
の
自
由
の
剥
奪
を
許
す
濫
用
を
招
く
。R

o
g

e
rs

事
件
判
決
は
公
正
な
警
告
を
与
え
る
と
信
じ
る
主
張
ま
た
は
根
拠
に
基
づ
き

刑
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
を
な
す
完
全
な
自
由
を
裁
判
所
に
与
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
裁
判
官
は
、
被
告
人
に
対
す
る
嫌
悪
、
人
種

偏
見
そ
の
他
の
先
入
観
を
隠
す
か
ら
、
被
告
人
を
処
罰
す
る
た
め
に
公
正
な
警
告
の
口
実
の
も
と
変
更
が
な
さ
れ
る
危
険
が
生
じ
る
」

(
Id

.
at

4
3

4

�43
5)

。｢

合
衆
国
最
高
裁
は
、
裁
判
所
が
刑
事
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
事
後
的
変
更
を
有
効
と
し
う
る
か
否
か
を
判
断
す

る
た
め
の
テ
ス
ト
を
指
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
法
に
お
け
る
遡
及
的
変
更
が
予
見
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
の
に

ど
の
程
度
の
負
担
が
果
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
関
す
る
指
針
を
下
級
審
裁
判
所
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
本
件
に
お

け
る
事
実
の
真
の
分
析
か
ら
は
、
法
の
遡
及
的
変
更
が
予
測
で
き
ず
擁
護
し
え
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
ぼ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
そ
の
前
提
が
法
の
遡
及
的
変
更
が
予
測
で
き
な
く
も
擁
護
し
え
な
く
も
な
い
と
の
判
断
を
支
持
す
る
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か
の
ご
と
く
振
舞
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
合
衆
国
最
高
裁
は
ど
の
程
度
の
立
証
責
任
が
充
足
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
か
、
あ
る
い
は
本

件
被
告
人
が
ど
の
程
度
の
立
証
責
任
を
果
た
せ
な
か
っ
た
の
か
を
示
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
問
題
が
今
後
の
事
件
に
お
い
て
解
決
さ
れ
る
か

否
か
は
判
断
で
き
な
い
」(
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(

�)

こ
の
多
数
意
見
に
は
三
人
の
裁
判
官
に
よ
る
二
つ
の
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
ル
ー
ル
廃
止
の
遡
及
的
適
用
の
是
非

に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
反
対
意
見
を
展
開
し
て
い
る
。
一
方
の
反
対
意
見
は
、
事
案
お
よ
び
法
理
の
類
似
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
数
意
見

がR
o

g
e

rs

事
件
判
決
の
分
析
を
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
着
目
す
る
。
反
対
意
見
は
、R

o
g
e

rs

事
件
判
決
を
引
用
し
て
「
コ
モ
ン
・
ロ

ー
上
の
刑
法
原
則
の
変
更
が
、『
問
題
の
行
為
に
先
だ
っ
て
明
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
の
み
、
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公
正
な
警
告
の
原
則
に
違
反
し
、
遡
及
効
果
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
た
う
え
で
、
こ
の
法
領
域
で
は
州
裁
判
所
が
合
衆
国

最
高
裁
の
先
例
に
従
っ
て
い
る
以
上
、
本
件
で
も

R
o

g
e

rs

事
件
判
決
テ
ス
ト
を
適
用
し
そ
の
理
由
づ
け
を
同
じ
く
し
て
遡
及
適
用
を
肯

定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（6

6
1

N
.W

.2
d

at
3

9
6

�

3
9

9)

。
他
方
、
も
う
一
つ
の
反
対
意
見
は
、
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
が
正
当
化
さ
れ
え

な
い
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
こ
の
ル
ー
ル
を
適
用
す
る
根
拠
は
何
か
と
問
う
。
多
数
意
見
が
信
頼
の
利
益
を
挙
げ
る
が
、
暴
行
に
よ

る
致
死
を
惹
起
し
た
被
告
人
に
一
年
と
一
日
ル
ー
ル
へ
の
信
頼
を
示
唆
す
る
の
は
不
当
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
多
数
意
見
は
「
正
義
の
イ

メ
ー
ジ
」
を
根
拠
と
す
る
も
の
と
し
た
う
え
で
、
こ
れ
は
判
決
を
根
拠
づ
け
る
法
原
則
た
り
え
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
正
義
の
イ
メ
ー

ジ
の
具
体
的
内
容
で
あ
る
、
衡
平
さ
（e

q
u

itie
s)

、
政
策
判
断
や
法
的
安
定
性
に
つ
い
て
も
、
衡
平
さ
や
政
策
判
断
に
お
け
る
基
準
の
不

透
明
性
か
ら
法
の
支
配
を
侵
食
す
る
と
批
判
す
る
と
と
も
に
、
ま
た
法
的
安
定
性
も
新
た
に
示
さ
れ
た
法
の
適
用
の
拒
否
で
は
な
く
既
存

の
法
に
対
す
る
固
持
を
意
味
し
、
将
来
的
適
用
が
先
例
拘
束
の
回
避
を
容
易
に
す
る
か
ら
逆
に
法
的
安
定
性
を
損
な
う
と
指
摘
す
る
。
多

数
意
見
がR

o
g
e

rs

事
件
判
決
と
も
矛
盾
す
る
と
し
た
う
え
で
、
ル
ー
ル
廃
止
の
遡
及
適
用
を
肯
定
す
べ
き
と
す
る
（Id

.
at

3
9

9

�40
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