
一
は
じ
め
に

二
考
察
の
目
的
と
三
つ
の
視
角

三
法
典
化
の
機
縁

(
l
)
起
草
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
特
異
性

(
2
)
自
己
評
価
|
ー
江
法
文
献
の
整
備
と
法
学
教
育
の
文
脈
（
以
上
第
一
八
巻
一
号
）

四
法
の
支
配
と
国
会
の
主
権

(
1
)国
会
の
環
境
と
議
論
の
焦
点
—
ー
ー
一
八
八
三
年
法
案
の
場
合

(
2
)
司
法
構
造
の
強
化
と
民
主
制
の
発
展

五
法
典
の
「
完
全
性
」
を
め
ぐ
っ
て

(
1
)
国
会
審
議
に
現
れ
る
法
典
観

(
2
)
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
首
席
裁
判
官
へ
の
反
論
（
以
上
本
号
）

(
3
)
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
概
念
に
お
け
る
「
完
全
性
」

六
法
典
論
の
基
礎
に
あ
る
「
法
の
科
学
」

(
l
)
価
値
の
体
系
化
ー
ー
バ
ッ
ク
ル
批
判

(
2
)
歴
史
法
学
の
役
割

七

お

わ

り

に
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で
は
、

法
の
支
配
と
国
会
の
主
権

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
法
典
化
案
の
非
政
府
的
な
色
彩
を
明
ら
か
に
し
た
。
本

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
が
国
会
に
ど
の
よ
う
な
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
こ
で
最
も
参
考

に
な
る
の
が
一
八
七
九
年
の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
法
典
化
案
の
「
革
命
的
」
性
格
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
、
法
案
に
対
す
る
不
安
が

(58) 

表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
不
安
は
、
国
会
と
裁
判
所
の
緊
張
関
係
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
統
治
構
造
の
き

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
は
、
国
会
で
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
考
察
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
る
の

ま、
'．f

 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
が
も
っ
た
社
会
的
意
味
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と

テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
は
、
個
人
的
な
意
図
と
は
切
り
離
さ
れ
、
国
会
と
そ
の
環
境
に
よ
っ
て
評
価
を
左
右
さ
れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
自
ら
の
法
典
化
を
主
と
し
て
法
文
献
の
整
備
と
法
学
教
育
の
文
脈
上
に
位
置
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
国
会
で
は
そ
れ

と
は
全
く
違
う
扱
い
を
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
国
会
の
環
境
と
い
っ
て
も
一
八
七
八
年
か
ら
一
八
八

0
年
ま
で
の
そ
れ
と
、

そ
れ
と
で
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
環
境
に
よ
っ
て
国
会
の
議
論
は
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
か
。

年
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
、

そ
れ
ほ
ど
明
確
な
特
色
を
示
し
て
い
な
い
。
政
治
的
な
事
件
の
勃
発
と
い
う
要
素
は
、
七
九
年
の
議
論
に
は
反

映
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
速
効
的
に
議
論
に
反
映
す
る
事
件
は
な
い
が
、
よ
り
長
期
に
わ
た
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
構

造
的
な
背
景
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
以
下
で
は
、

し
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

章
で
は
、

前
章
で
は
、
法
務
総
裁
の
説
明
を
参
考
に
し
な
が
ら
、

四

つ
づ
い
て
、
七

「
私
的
な
試
み
」
と
し
て
構
想
さ
れ
た
ス

ま
ず
、
七
九
年
の
国
会
審
議
は
、

ま
ず
八
三
年
の
議
論
を
瞥
見
し
て
そ
の
特
色
を
理
解
す
る
。

/¥ 

一
八
八
三
年
の

一
四
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J • F・スティーヴンによる刑事法の法典化について（二）（山本）

ン
グ
ラ
ン
ド
に
も
適
用
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

一
五

こ
の
法
案
が
成
立
す
れ
ば
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
み
な
ら
ず
イ

だ
け
で
な
く
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
選
出
の
議
員
は
、

こ
の
法
案
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
抑
圧
の

八
三
年
法
案
を
め
ぐ
る
国
会
審
議
に
は
、

っ
た
と
い
え
よ
う
。

九
年
の
議
論
を
検
討
し
、
法
典
化
案
が
引
き
起
こ
し
た
統
治
構
造
の
き
し
み
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
。

(
1
)

国
会
の
環
境
と
議
論
の
焦
点
ー
一
八
八
三
年
法
案
の
場
合

一
八
八
三
年
に
お
け
る
国
会
の
議
論
と
そ
の
環
境
を
見
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
八
三
年
法
案
に
つ
い
て
深
く
は
立
ち
入
ら
な

そ
こ
で
の
議
論
は
、
国
会
が
い
か
に
そ
の
環
境
か
ら
影
響
を
受
け
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
る
上
で
好
都
合
で
あ
る
。
ま
た
、

八
三
年
法
案
は
、

一
九
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
依
然
有
効
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
点
で
、

三
年
に
お
け
る
国
会
の
議
論
を
瞥
見
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ま
で
に
出
さ
れ
た
い
ず
れ
の
法
案
と
も
異
な
っ
て
い
る
。

と
同
一
で
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
っ
た
。

ま
ず
、
法
案
を
提
出
し
た
政
府
が
違
う
。

年
、
第
二
次
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
保
守
党
か
ら
第
二
次
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
自
由
党
に
政
権
が
移
っ
て
い
る
。

そ
れ
ま
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
に
反
対
し
て
い
た
法
務
総
裁
(
S
i
r
H
e
n
r
y
 J
a
m
e
s
)
 

法
案
と
は
異
な
り
、
刑
事
法
の
実
体
的
部
分
を
除
い
た
手
続
法
の
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、

し
か
し
、
最
も
重
要
な
違
い
は
、
法
案
の
中
身
よ
り
も
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
も
七
九
年
法
案

む
し
ろ
国
会
を
と
り
ま
く
状
況
で
あ

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
自
治
問
題
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
法
案
の
対
象
地
域
に
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
も
含
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

(59) 

新
た
な
手
段
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
惧
を
表
明
し
た
。
も
と
よ
り
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
選
出
の
議
員
だ
け
が
不
安
を
感
じ
る
の
は
奇
妙
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

で
あ
る
。
ま
た
、

八
三
年
法
案
は
、
そ
れ
ま
で
の

こ
の
と
き
の
法
案
提
出
者
は
、

第
二
章
で
提
示
し
た
帝
国
統
一
と
い
う
視
角
が
、

、↓、
A

、

し
カ ま

ず
、

一
八
八
〇 }¥ 
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際
、
八
二
年
の
「
犯
罪
防
止
法
」

(62) 

の
で
あ
る
。

う
し
た
不
安
の
背
景
に
は
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
よ
る
数
世
紀
の
抑
圧
の
歴
史
に
加
え
、
八

0
年
か
ら
八
三
年
の
間
に
起
こ
っ
た
ア
イ
ル
ラ

(60) 

ン
ド
を
め
ぐ
る
政
治
的
事
件
が
あ
っ
た
。

は
ほ
と
ん
ど
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
が
刑
事
法
の
法
典
化
案
の
対
象
地
域
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
は
七
九
年
法
案
か
ら
で
あ
り
、

八
三
年
法
案
が
初
め
て
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
七
九
年
の
国
会
審
議
で
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
抑
圧
の
不
安

(61) 

む
し
ろ
逆
に
、
法
典
は
そ
う
し
た
抑
圧
を
取
り
除
く
で
あ
ろ
う
と
期
待
す
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
理

由
と
し
て
は
、
切
迫
し
た
状
況
が
表
面
化
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
七
九
年
法
案
は
八
三
年
法
案
と
は
異
な
り
、
実
体
法
の

部
分
を
含
ん
で
い
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
同
一
の
刑
事
実
体
法
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

イ
ン
グ
ラ

ン
ド
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
状
況
も
改
善
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
八
三
年
法
案
は
手
続
法

の
部
分
だ
け
し
か
含
ん
で
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
実
体
法
が
抑
圧
的
な
特
別
刑
法
で
あ
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
、
実

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
支
配
と
い
う
観
点
か
ら
見
る
と
、

も
ち
ろ
ん
、
七
九
年
法
案
に
も
そ
の
よ
う
な
面
が
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
法
案
が
帝
国
の
統
合
に
与
え
た
イ
ン
パ
ク
ト
は
表
裏
一
体
の
も

の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
上
記
の
よ
う
に
、
七
九
年
法
案
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
議
員
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
。
ま
た
、

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、

(Prevention of 
C
r
i
m
e
 (Ireland) A
c
t
)
の
成
立
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
を
も
っ
て
見
ら
れ
て
い
る

八
三
年
法
案
は
法
典
に
よ
る
帝
国
統
合
の
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
い
く
つ
か
の
州
な
ど
、

カ
ナ
ダ
、
ニ
ュ

(63) 

イ
ギ
リ
ス
旧
植
民
地
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
案
は
採
用
さ
れ
た
。
こ

う
し
た
事
実
は
、
帝
国
統
合
に
お
け
る
法
典
の
役
割
の
一
面
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
八
三
年
法
案
の
場
合
に
は
、

帝
国
統
合
に
お
け
る
法
典
の
役
割
の
影
の
部
分
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
が
同
一
の
法
を
も
っ
た
と

し
て
も
、
二
つ
の
国
で
は
法
の
作
用
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
り
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
と
っ
て
は
法
典
化
が
必
ず
し
も
有
益
で
は
な
い
と
い

―
―
六
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J • F・スティーヴンによる刑事法の法典化について（二）（山本）

確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
長
期
的
な
視
野
に
立
つ
と
そ
こ
に
は
司
法
構
造
の
強
化
と
い
う
背
景
が
見
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
司
法

(65) 

一
九
世
紀
を
通
じ
て
様
々
な
レ
ベ
ル
で
漸
進
的
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
、
上
位
裁
判
所
の
統
合
が
実
現
し
た
。

構
造
の
強
化
は
、

下
位
の
裁
判
所
レ
ベ
ル
で
は
、
治
安
判
事
の
管
轄
権
が
拡
大
し
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
の
治
安
判
事
に
対
す
る
法
的
助
言
者
の
資
格
も
厳
格
に

(66) 

な
っ
た
。
ま
た
、
内
務
大
臣
の
監
督
を
受
け
る
警
察
の
成
立
に
よ
り
、
訴
追
の
主
体
も
捜
査
力
を
持
っ
た
警
察
が
前
面
に
出
て
き
た
。
警

(67) 

察
は
組
織
の
近
代
化
と
と
も
に
、
そ
の
職
務
内
容
を
公
共
の
安
全
か
ら
社
会
生
活
全
般
へ
と
広
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
裁
判
あ
る
い
は
訴
追

に
関
わ
る
活
動
が
専
門
化
し
、
集
権
的
な
傾
向
を
帯
び
始
め
て
い
た
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
は
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
さ
ら
に
促
進
す

こ
う
し
た
司
法
機
構
に
お
け
る
専
門
化
・
集
権
化
の
動
き
と
並
行
し
、
国
会
の
民
主
的
性
格
が
強
化
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
七
九
年
の

法
典
化
の
議
論
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
背
景
的
要
素
で
あ
る
。
国
会
の
民
主
化
の
重
要
な
契
機
は
、

で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
有
権
者
の
数
が
飛
躍
的
に
増
え
、
国
会
の
民
主
的
な
基
盤
は
強
化
さ
れ
た
。
当
時
の
法
学
者
ア
ン
ス
ン
は
、

「
一
八
三
二
年
か
ら
一
八
六
七
年
ま
で
の
内
閣
は
、
投
票
者
控
え
廊
下
(
d
i
v
i
s
i
o
n
l
o
b
b
y
)
の
決
定
を
待
っ
た
が
、

る
要
素
を
含
ん
で
お
り
、

そ
れ
が
批
判
の
原
因
と
な
っ
た
。

つ
ぎ
に
、

(
2
)
司
法
構
造
の
頭
化
と
民
主
制
の
発
展

う
主
張
が
国
会
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

刑
事
法
の
法
典
を
、

(64) 

い
う
の
で
あ
る
。

―
―
七

一
八
六
七
年
以
降
は
通

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
七
八
年
原
案
は
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
だ
け
を
対
象
地
域
と
し
て
構
想
さ
れ
た
。
こ
の

そ
の
一
部
に
せ
よ
、
継
受
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
固
有
の
状
況
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

一
八
七
九
年
に
お
け
る
国
会
の
議
論
と
そ
の
環
境
を
検
討
す
る
。
七
九
年
の
議
論
の
背
景
は
、

八
三
年
の
そ
れ
に
比
べ
て
明

一
八
六
七
年
の
選
挙
制
度
改
革
法

18-2 -493 (香法'98)



(68) 

常
、
仮
設
投
票
所
(polling
b
o
o
t
h
)
の
決
定
を
受
け
入
れ
る
用
意
を
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
六
七
年
以
前
に
お
け
る
国
会
制
定
法

は
、
国
民
の
意
志
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
行
政
命
令
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
一
部
の
者
だ
け
に
理
解
で
き
る
専
門
的
で
難
解
な

(69) 

も
の
で
も
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
、
議
員
が
、
観
念
的
に
で
は
な
く
実
質
的
に
国
民
の
代
表
に
な
る
と
、
専
門
的
だ
か
ら
と
い
っ
て
法

案
の
討
議
を
省
略
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
民
意
の
反
映
あ
る
い
は
有
権
者
か
ら
の
理
解
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。

実
際
、
前
記
の
八
三
年
法
案
が
、
専
門
的
な
法
案
を
扱
う
た
め
に
新
設
さ
れ
た
常
設
委
員
会
に
送
ら
れ
る
と
き
、
本
会
議
の
権
威
が
低
下

(10) 

す
る
と
い
う
意
見
が
あ
っ
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
も
国
会
が
民
主
的
な
基
盤
を
固
め
て
い
た
こ
と
は
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、

定
的
な
評
価
を
与
え
、
専
門
家
の
優
位
を
説
い
た
。
し
か
も
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
専
門
家
の
モ
デ
ル
と
し
た
の
は
裁
判
官
で
あ
っ
た
。
こ

(71) 

れ
は
、
数
の
支
配
に
対
す
る
賢
者
の
判
断
の
優
位
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
れ
ば
、
民
主
化
と
は
政
党
が
国
会

の
中
心
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
し
か
し
、

き
の
道
具
と
な
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
国
会
の
民
主
化
に
否

そ
こ
で
は
政
治
が
勝
敗
を
競
う
ゲ
ー
ム
に
な
り
、
法
案
は
政
治
の
駆
け
引

(72) 

ま
た
、
政
権
の
交
代
に
よ
り
、
公
務
の
継
続
性
が
阻
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
政
党
政
治
の
欠
点
を
補
う
た
め
に
恒
久
的

(73) 

な
専
門
家
組
織
の
必
要
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
国
会
の
民
主
化
を
考
慮
す
る
と
き
、
七
九
年
の
国
会
審
議
の
特
色
は
よ
く
理
解
で
き
る
。
そ
れ
は
、
法
典
化
法
案
が
専
門

技
術
的
な
も
の
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
審
議
を
放
棄
す
る
こ
と
は
断
じ
て
で
き
な
い
と
い
う
主
張
の
強
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
主
張
が
な

さ
れ
た
理
由
の
―
つ
は
、
七
九
年
法
案
の
作
ら
れ
た
経
緯
に
あ
る
。
前
年
の
法
案
は
撤
回
さ
れ
た
の
ち
、
次
期
国
会
で
の
成
立
を
目
指
し
、

王
立
委
員
会
で
再
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
含
む
四
人
の
上
位
裁
判
所
の
裁
判
官

が
選
ば
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
法
の
権
威
た
ち
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
た
法
案
が
、
大
衆
の
代
表
で
あ
る
議
員
か
ら
抵
抗
を
受
け
た

の
で
あ
る
。
な
ぜ
国
民
の
代
表
で
あ
る
庶
民
院
が
裁
判
官
と
い
う
法
律
専
門
家
の
助
言
を
聞
き
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
感

―
―
八
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九

こ
の
法
律
に
よ

情
的
な
反
発
、
あ
る
い
は
、

王
立
委
員
会
の
裁
判
官
た
ち
は
裁
判
官
と
し
て
の
分
限
を
越
え
て
立
法
を
行
っ
た
と
い
う
非
難
が
出
た
。
こ

の
よ
う
な
国
会
審
議
の
有
り
様
を
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
議
員
の
一
人
一
人
は
賢
い
が
、
国
会
全
体
は
一
匹
の
愚

鈍
な
ロ
バ
で
あ
る
。
議
員
は
下
劣
な
口
論
を
し
て
は
し
ゃ
ぎ
才
能
を
浪
費
し
て
い
る
。
こ
の
議
（
員
）
た
ち
は
、
自
ら
が
適
切
に
も
バ
カ
に

(74) 

そ
れ
は
大
成
功
し
て
い
る
」
。

し
て
い
る
彼
等
の
選
挙
区
民
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
知
性
に
ま
で
落
ち
ょ
う
と
試
み
て
い
る
の
で
あ
り
、

国
会
の
反
発
の
原
因
は
、
法
案
が
上
位
裁
判
所
の
権
威
を
も
っ
て
提
出
さ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、

ぎ
な
い
。
反
発
の
原
因
は
も
っ
と
実
質
的
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

ら
の
変
更
を
「
根
源
的
な
変
更
」

で
い
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
変
更
点
を
法
務
総
裁
は
七
八
年
お
よ
び
七
九
年
の
第
一
読
会
で
列
挙
し
、
法
務
総
裁
自
身
そ
れ

(75) 

と
位
置
づ
け
た
。
お
よ
そ
現
行
法
の
変
更
は
、
単
な
る
既
存
の
法
の
整
理
・
統
合
と
は
異
な
り
、
国
会

で
新
た
な
議
論
を
呼
び
、
法
案
の
通
過
を
難
し
く
す
る
。
前
述
の
通
り
、

そ
れ
は
体
裁
の
問
題
に
す

一
八
六
九
年
に
設
置
さ
れ
た
政
府
起
草
官
や
一
八
六
八
年
の
制

上
位
裁
判
所
の
権
威
と
い
う
体
裁
と
相
ま
っ
て
大
き
な
反
発
を
招
い
た
。
以
下
で
は
、
七
九
年
法
案
に
含
ま
れ
る
現
行
法
の
変
更
を
三
つ

の
項
目
に
分
け
て
説
明
す
る
。
そ
れ
は
、
（
裁
判
所
の
管
轄
権
の
整
備
、
佃
裁
判
所
の
権
限
の
強
化
、
皿
訴
追
の
シ
ス
テ
ム
化
で
あ
る
。

こ
う
し
た
変
更
に
よ
り
法
の
自
律
性
が
強
化
さ
れ
、
国
会
の
最
高
性
と
の
間
に
摩
擦
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。

m
裁
判
所
の
管
轄
権
の
整
備

現
行
法
の
変
更
は
そ
れ
自
体
で
議
論
の
的
に
な
る
が
、
問
題
は
そ
の
変
更
の
内
容
で
あ
る
。
七
九
年
法
案
に
見
ら
れ
る
変
更
内
容
は
、

司
法
構
造
の
強
化
を
特
色
と
し
て
い
た
。
既
に
触
れ
た
よ
う
に
、
司
法
構
造
の
強
化
は
一
九
世
紀
を
通
じ
て
徐
々
に
進
展
し
て
き
た
が
、

「
最
高
法
院
法
」

(
S
u
p
r
e
m
e
 C
o
u
r
t
 o
f
 J
u
d
i
c
a
t
u
r
e
 A
c
t
s
 1
8
7
3
 
&
 18
7
5
)

の
中
仝
止
は
そ
の
一

定
法
委
員
会
は
こ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。

し
か
し
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
、

つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。

と
り
わ
け
七
九
年
法
案
の
「
根
源
的
な
変
更
」

よ、,'＞ 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
の
試
み
が
現
行
法
の
変
更
を
含
ん
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(76) 

っ
て
「
全
能
な
る
―
つ
の
管
轄
権
」
が
確
立
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、

よ
び
遺
言
検
認
裁
判
所
、

コ
モ
ン
ロ
ー
裁
判
所
と
エ
ク
イ
テ
ィ
裁
判
所
が
並
立
し
て
お
り
、
教
会
裁
判
所
の
管
轄
権
を
部
分
的
に
継
承
し
た
離
婚
裁
判
所
お

さ
ら
に
、
海
事
裁
判
所
も
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
林
立
す
る
裁
判
管
轄
を
統
合
し
よ
う
と
い
う
の
が
最
高
法
院

法
の
眼
目
の
一
っ
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
三
部
構
成
の
高
等
法
院
と
上
訴
裁
判
所
で
あ
る
控
訴
院
が
設
置
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
最
高
法

院
を
中
核
に
管
轄
の
統
合
・
序
列
化
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
地
方
ご
と
に
出
さ
れ
る
多
様
な
判
決
に
よ
っ
て
法
の
確
実
性
な
い
し

安
定
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
。
あ
る
論
者
は
、
最
高
法
院
の
よ
う
に
「
監
督
権
限
と
そ
の
権
限
を
行
使

す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
知
性
が
な
け
れ
ば
、
法
典
の
欠
如
に
よ
っ
て
既
に
十
分
曖
昧
な
我
々
の
法
は
、

(77) 

指
摘
し
た
。
上
位
裁
判
所
の
構
造
強
化
を
実
現
し
た
も
う
―
つ
の
制
定
法
と
し
て
、

Jurisdiction A
c
t
)
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
貴
族
院
の
裁
判
に
は
、
常
任
上
訴
貴
族
、
大
法
官
、

位
裁
判
所
の
裁
判
官
経
験
者
の
う
ち
三
名
が
出
廷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
こ
う
し
て
最
高
裁
判
所
と
し
て
の
貴
族
院
の
質
的
向

(78) 

上
が
図
ら
れ
た
。

七
九
年
法
案
は
、
こ
の
よ
う
な
司
法
機
構
の
統
合
・
序
列
化
を
さ
ら
に
促
進
す
る
変
更
を
含
ん
で
い
た
。
ま
ず
、
刑
事
事
件
に
お
け
る

控
訴
院
の
設
置
で
あ
る
（
五
三
八
条
）
。
当
時
の
控
訴
院
は
民
事
事
件
の
上
訴
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
同
じ
条
項
で
、
刑
事
事
件
に
つ

(80) 

い
て
控
訴
院
か
ら
貴
族
院
へ
の
裁
量
上
訴
も
規
定
さ
れ
て
い
た
。
当
時
の
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
原
則
的
に
刑
事
事
件
の
上
訴
シ
ス
テ
ム

(81) 

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
後
、
評
決
が
不
当
で
あ
る
か
、
新
た
な
証
拠
が
出
て
き
た
場
合
に
、
控
訴
院
で

再
審
理
を
可
能
に
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
（
五
四
四
条
）
。
従
来
、
内
務
大
臣
の
指
示
に
よ
り
再
調
査
は
可
能
だ
っ
た
が
、
そ
れ
は

（
正
式
巡
回
裁
判
）

公
開
の
裁
判
所
で
行
な
わ
れ
る
証
拠
の
再
吟
味
と
は
違
う
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、

の
実
施
時
期
が
か
み
合
っ
て
い
な
い
と
い
う
批
判
を
し
て
い
る
。

ま
ず
、

一
八
七
六
年
の
「
上
訴
管
轄
権
法
」

そ
れ
以
前
の
裁
判
管
轄
の
あ
り
方
は
複
雑
・
多
様
で
あ
っ
た
。

ほ
ど
な
く
混
沌
と
化
す
」
と

(
A
p
p
e
l
l
a
t
e
 

ほ
か
の
貴
族
で
上

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
四
季
裁
判
と
ア
サ
イ

―
二

0
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法
案
反
対
の
理
由
の
一
っ
は
、
裁
判
所
の
権
限
を
強
化
す
る
変
更
に
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
法
案
提
出
の
経
緯
に
つ
い
て
表
明
さ
れ
た
前

記
の
反
発
に
符
合
す
る
。
反
対
派
の
議
員
が
「
革
命
的
」
と
評
し
た
変
更
の
う
ち
、
特
に
議
論
の
的
と
さ
れ
た
の
は
、
刑
事
被
告
人
が
自

分
の
事
件
で
証
人
と
し
て
の
資
格
を
認
め
ら
れ
、
尋
問
の
対
象
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
五
二
三
条
）
。
反
対
者
は
被
告
の
不
利
益
を
指
摘

し
、
被
告
に
と
っ
て
反
対
尋
問
は
精
神
的
拷
問
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
証
言
の
拒
否
は
陪
審
に
有
罪
の
印
象
を
与
え
る
と
批
判
し
た
。
ま

(83) 

た
、
反
対
者
は
公
的
な
自
由
が
損
な
わ
れ
る
危
険
を
指
摘
し
、
裁
判
所
の
証
拠
調
べ
能
力
の
増
大
が
臣
民
の
自
由
を
脅
か
す
と
批
判
し
た
。

一
方
、
直
接
批
判
さ
れ
て
い
な
い
が
、
下
位
の
裁
判
官
で
あ
る
治
安
判
事
の
権
限
の
強
化
に
も
注
目
し
た
い
。
治
安
判
事
は
、
犯
人
が
見

つ
か
っ
て
い
な
い
場
合
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
、
宣
誓
さ
せ
て
証
言
を
採
取
す
る
権
限
を
与
え
ら

れ
た
（
四
五

0
条、

四
五
二
条
、

四
五
四
条
）
。
た
だ
し
、
治
安
判
事
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
被
告
人
本
人
を
宣
誓
さ
せ
て
証
言
を
採
取
す

る
権
限
で
は
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
治
安
判
事
が
重
罪
の
被
告
人
を
予
備
審
問
で
取
り
調
べ
る
の
は
制
定
法
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
た
義
務
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
精
神
に
反
す
る
と
見
な
さ
れ
て
き
た
。
宣
誓
を
さ
せ
て
証
言
を
採
取
す
る
と
は
、

神
に
か
け
て
真
実
を
述
べ
る
こ
と
を
強
要
す
る
こ
と
で
あ
り
、
本
人
の
自
発
性
を
里
視
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
宣
誓
は
用
い
ら
れ
な

(84) 

か
っ
た
。

刑
事
被
告
人
に
証
人
と
し
て
の
資
格
を
与
え
る
と
い
う
変
更
は
、
裁
判
所
に
新
た
な
権
限
を
与
え
る
も
う
―
つ
の
変
更
と
関
連
し
て
い

(85) 

る
。
そ
れ
は
、
裁
判
手
続
き
を
刑
事
か
ら
民
事
へ
切
り
換
え
る
権
限
を
裁
判
所
に
与
え
る
規
定
で
あ
る
（
四
七
五
条
）
。
例
え
ば
、
裁
判
所

は
ニ
ュ
ー
サ
ン
ス
の
事
例
で
、
刑
事
手
続
き
か
ら
民
事
手
続
き
に
切
り
換
え
て
審
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
被
告
人
は
民

(86) 

事
事
件
の
場
合
と
同
様
、
自
分
の
利
益
の
た
め
に
証
言
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
裁
判
所
の
力
を
強
化
す
る
変
更
は
ほ
か
に
も
あ
る
。

裁
判
所
は
名
目
的
な
処
罰
に
と
ど
ま
る
案
件
で
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
、
評
決
な
し
に
被
告
人
を
免
責
で
き
る
(
-
三
条
）
。
こ
れ
は
裁
判

曲
裁
判
所
の
権
限
の
強
化

18-2 -497 (香法'98)



国
訴
追
の
シ
ス
テ
ム
化

司
法
構
造
の
強
化
と
し
て
裁
判
所
の
統
合
・
序
列
化
お
よ
び
裁
判
所
の
権
限
の
増
大
傾
向
を
み
た
が
、

口

さ
ら
に
訴
追
段
階
に
お
け
る
集

権
化
・
専
門
化
と
い
う
傾
向
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
端
的
に
示
す
の
は
刑
事
事
件
に
お
け
る
公
訴
化
で
あ
ろ
う
。
イ

ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
刑
事
訴
追
の
原
則
は
私
人
に
よ
る
訴
追
で
あ
り
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
犯
罪
を
告
発
し
て
も
よ
か
っ
た
。
こ
の
私
人

訴
追
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
者
の
処
罰
が
な
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
訴
追
者
の
能
力
と
熱
意
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
必
罰
は
期
し

(88) 

が
た
い
。
こ
れ
が
公
職
者
に
よ
る
訴
追
へ
と
変
化
す
る
。
一
八
七
九
年
の
「
犯
罪
訴
追
法
」

(
P
r
o
s
e
c
u
t
i
o
n
of O
f
f
e
n
c
e
s
 A
c
t
)
は
、
公

職
者
に
よ
る
訴
追
へ
の
傾
斜
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
初
め
て
公
訴
官
を
設
置
し
た
が
、
公
訴
官

自
体
の
役
割
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
か
っ
た
。
公
訴
官
は
私
人
、
警
察
、

お
よ
び
、
法
務
総
裁
と
と
も
に
訴
追
者
の
一
部
で
あ
り
、

(89) 

存
在
は
、
す
で
に
進
行
し
て
い
た
私
人
訴
追
か
ら
公
職
者
訴
追
へ
の
移
行
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

訟
防
止
法
」

そ
の

七
九
年
法
案
が
、
こ
の
よ
う
な
公
職
者
に
よ
る
訴
追
を
促
す
法
改
正
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
。
ま
ず
、
「
嫌
が
ら
せ
訴

(
V
e
x
a
t
i
o
u
s
 I
n
d
i
c
t
m
e
n
t
 A
c
t
s
)
が
中
k

質
的
に
す
べ
て
の
事
件
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
変
更
さ
れ
た
（
五

0
五
条
）
。
元
来
、

こ
の
制
定
法
は
、
偽
証
や
名
誉
毀
損
な
ど
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
裁
判
官
、
法
務
総
裁
、
法
務
次
長
、
あ
る
い
は
、
治
安
判
事
の
許
可

が
な
け
れ
ば
、
正
式
起
訴
の
手
続
き
を
開
始
さ
せ
な
い
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
。
七
九
年
法
案
は
こ
の
法
律
を
す
べ
て
の
犯
罪
に

(90) 

適
用
可
能
に
し
た
。
こ
れ
は
、
私
人
訴
追
の
原
理
か
ら
帰
結
す
る
訴
訟
の
自
由
に
対
し
、
抑
制
的
に
働
く
変
更
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と

こ
ろ
で
、
七
九
年
法
案
は
、
犯
人
の
逮
捕
お
よ
び
処
罰
を
迅
速
か
つ
確
実
に
す
る
た
め
の
変
更
を
含
ん
で
い
た
。
こ
こ
に
も
、
公
職
者
に

よ
る
訴
追
シ
ス
テ
ム
の
確
立
を
促
進
す
る
要
因
が
あ
る
。
従
来
、
管
轄
の
異
な
る
場
所
で
の
逮
捕
に
は
当
地
の
治
安
判
事
か
ら
許
可
を
得

(87) 

官
に
よ
っ
て
濫
用
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
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年
の
国
会
審
議
に
は
、

逃
亡
先
の
カ
ウ
ン
テ
ィ
で
受
け
た
裁
判
が
無
効
に
な
る
恐
れ
な
し
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
七
九
年
法
案
は
、
権
限
の
な
い
治
安
判

(92) 

事
の
作
成
し
た
証
言
録
取
書
と
正
式
誓
約
書
の
有
効
性
を
認
め
た
（
四
四
六
条
）
。
こ
の
ほ
か
、
判
決
が
出
さ
れ
る
前
で
あ
れ
ば
、
法
務
総

裁
は
訴
訟
手
続
き
の
停
止
を
命
令
で
き
た
（
五
三
七
条
）
。
こ
の
規
定
は
法
務
総
裁
を
「
あ
ら
ゆ
る
訴
追
の
主
人
」
に
す
る
も
の
で
あ
る
と

(93) 

批
判
さ
れ
て
い
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
法
典
化
法
案
、
特
に
七
九
年
法
案
に
加
え
ら
れ
た
反
対
論
を
考
察
し
た
。
反
対
の
理
由
は
、
提
案
の
経

緯
や
国
会
と
司
法
機
構
と
の
緊
張
関
係
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
法
典
化
は
、
裁
判
規
範
を
明
瞭
に
し
、
裁
判
官
を
含
む
法
律
家
の
活
動
の

意
味
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

む
し
ろ
法
典
化
は
国
会
に
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
仮
に
法

「
根
源
的
な
変
更
」
を
一
切
含
ん
で
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
違
う
結
果
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

実
質
に
変
更
を
加
え
ず
、
表
現
形
式
だ
け
を
変
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
実
の
利
害
関
係
は
維
持
さ
れ
、
現
状
に
つ
い
て
の
反
省
的
な
議
論

は
起
こ
ら
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

（
四
四
三
条
）
。
ま
た
、
従
来
、
犯
行
地
以
外
で
は
裁
判
が
開
け
な
か
っ
た
の
で
、

た
し
か
に
、
法
典
が
現
行
法
の

そ
の
場
合
に
は
、
現
実
の
利
害
関
係
と
は
次
元
の
違
う
問
題
、

の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
法
典
の
理
念
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

実
際
、
法
典
の
理
念
に
か
か
わ
る
議
論
は
、
国
会
と
裁
判
所
と
の
き
し
み
の
問
題
に
混
じ
っ
て
、
出
て
い
る
。
そ
れ
は
、
法
典
が
「
不

完
全
」

で
あ
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

案
が 以

上
、

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、

で
は
、
何
を
規
準
に
し
て
完
全
で
あ
る
と
か
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
七
九

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
前
年
の
原
案
は
立
法
者
で
は
な
く
浅
学
者
の
も
の
で
あ
り
、
実
務
家
よ
り
も
大
学
教
授
に
ふ
さ

(94) 

わ
し
い
も
の
だ
と
い
う
非
難
が
見
え
る
。
こ
の
発
言
に
は
、
実
務
家
の
い
う
完
全
性
の
規
準
と
大
学
教
授
の
そ
れ
と
は
違
う
の
だ
と
い
う

含
意
が
あ
る
。
後
者
の
規
準
は
、
「
法
の
科
学
」

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
法
の
科
学
」
は
、

一
種
の
「
完
全
性
」
を
担
保
す

る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
、
国
会
で
は
法
典
案
の
「
不
完
全
性
」
が
批
判
の
論
点
に
な
っ
た
。
こ
の
不
完
全
性
に
関
す
る
議
論
を
た
ど
っ

そ
の
必
要
を
な
く
し
た

~ 
つ
ま
り
、
法
典
と
は
ど
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で
あ
る
。

す
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
お
け
る
「
法
の
科
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
問
題
に
突
き
当
た
る
。
次
章
以
下
で
は
、

「
完
全
性
」
を
め
ぐ
っ
て

ス
ト
の
中
で
反
対
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

ろ
で
進
行
し
て
い
た
統
治
構
造
の
変
化
で
あ
っ
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
法
典
化
の
試
み
が
司
法
構
造
の
強
化
と
い
う
コ
ン
テ
ク

そ
こ
で
問
題
だ
っ
た
の
は
、

ス
テ

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
個
人
的
な
意
図
と
は
別
な
と
こ

本
章
お
よ
び
次
章
で
は
、
こ
う
し
た
現
実
の
国
制
問
題
で
は
な
く
、
法
思
想
と
い
う
視
角
か
ら
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
法
典
化
を
考
察

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
自
身
の
抱
く
法
典
観
が
法
案
成
立
を
妨
げ
た
の
は
事
実
で
あ
る
。
七
八
年
お
よ
び
七
九
年
の
国
会
審
議
に
は
、

テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
は
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
し
ば
し
ば
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
招
い
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
が
、

き
わ
め
て
個
人
的
な
努
力
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
こ
と
は
既
に
見
た
。
七
九
年
法
案
も
実
質
的
に
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
原
案
を
踏
襲
し
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
法
案
に
見
ら
れ
る
法
典
の
「
不
完
全
性
」
は
、

前
章
で
は
主
と
し
て
七
九
年
の
国
会
審
議
を
検
討
し
、

五

法

典

の

ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
概
念
の
基
底
に
あ
る
法
思
想
を
探
っ
て
い
く
。

て
い
く
と
、

ス

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
個
人
の
法
典
観
な
い
し
法
思
想
に
根
ざ
す
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
、
不
完
全
と
い
う
意
味
で
は
、
政
府
機
関
で
あ
る
制
定
法
委
員
会
の
漸
進
的
な
試
み
も
同
様
で

あ
る
。
し
か
し
、
問
題
は
そ
の
不
完
全
性
の
中
身
で
あ
り
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
の
が
法
典
観
、

よ
り
広
く
は
法
思
想
の
あ
り
方
な
の

―
二
四

18-2 -500 (香法'98)
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ま
ず
、
国
会
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
法
案
に
加
え
ら
れ
た
「
不
完
全
」

不
完
全
か
と
い
う
の
は
あ
る
意
味
で
程
度
問
題
で
あ
り
、

で
あ
る
と
い
う
批
判
を
取
り
あ
げ
よ
う
。
法
典
が
完
全
か

そ
の
と
き
論
者
の
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
法
典
は
同
じ
で
は
な
い
。
国
会
で
の
議

論
か
ら
は
以
下
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
法
典
観
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
第
一
は
、
法
典
の
完
全
性
を
力
説
す
る
理
想
主
義
的
な
タ
イ
プ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
法
典
は
ロ
ー
マ
法
大
全
の
よ
う
に
完

(95) 

全
な
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
う
で
な
い
な
ら
、
法
典
な
ど
作
ら
な
い
ほ
う
が
ま
し
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
想
主
義
は
、

現
行
法
の
よ
り
高
度
な
完
成
を
目
指
し
、

そ
の
た
め
の
法
改
正
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。
ま
た
、

ン
グ
ラ
ン
ド
以
外
の
国
々
の
法
も
で
き
る
限
り
参
考
に
し
、

―
二
五

こ
の
法
案
が
法
典
化

そ
う
し
た
変
更
の
実
施
に
あ
た
り
、
イ

(96) 

よ
り
完
成
度
の
高
い
も
の
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
法

第
二
の
タ
イ
プ
は
、
第
一
の
そ
れ
の
対
極
に
あ
る
保
守
主
義
的
な
法
典
観
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
法
典
を
現
行
法
の
体
系
化
に
す
ぎ
な
い

と
考
え
る
。
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
法
典
は
現
行
法
の
単
な
る
「
宣
言
」

が
っ
て
、

で
あ
り
、

そ
の
規
模
も
、
拡
大
的
で
は
な
く
、
高
い
完
成
度
も
即
座
に
要
求
さ
れ
な
い
。
次
の
意
見
は
こ
の
法
典
観
の
典
型
を
示
し
て
い

る
。
「
そ
の
法
典
案
が
最
初
提
出
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
は
既
存
の
法
律
を
法
典
化
す
る
(
c
o
d
i
f
y
)
も
の
で
あ
っ
て
、
法
律
の
内
実
そ
の
も
の

に
根
本
的
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
法
務
総
裁
の
派
説
を
聴
い
て
み
て
、

(97) 

(
c
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n
)
で
は
な
く
、
既
存
の
法
律
の
転
覆
で
あ
る
と
得
心
し
な
か
っ
た
者
が
い
た
だ
ろ
う
か
」
。

第
三
の
タ
イ
プ
は
、
上
記
二
つ
の
法
典
観
の
中
間
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

典
の
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
的
な
普
遍
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(
1
)
国
会
審
議
に
現
れ
る
法
典
観

そ
こ
に
は
「
創
造
」
的
要
素
は
含
ま
れ
な
い
。

し
た

そ
れ
に
よ
る
と
、
法
典
は
一
定
の
完
成
度
を
目
指
し
、
あ
る
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程
度
の
法
改
正
を
含
む
が
、

そ
の
射
程
な
い
し
規
模
は
現
実
の
必
要
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
折
衷
的
な
性
格
は
、
七
九

年
法
案
を
説
明
し
た
法
務
総
裁
の
発
言
に
現
れ
て
い
る
。
法
務
総
裁
は
、

一
方
で
こ
の
法
典
を
現
行
法
の
「
立
法
的
宣
言
」
と
規
定
し
つ

(98) 

つ
、
他
方
で
い
く
つ
か
の
「
根
源
的
な
変
更
」
が
含
ま
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
宣
言
」
的
要
素
と
「
創
造
」
的
要
素
が
混

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
自
身
の
法
典
理
解
は
、
第
三
の
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
案
が
い
く
つ
か
の
現
行
法
の
改
正
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。

そ
し
て
、

か
の
法
領
域
を
含
ま
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
刑
事
法
の
分
野
で
も
、
正
式
手
続
き
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
る
犯
罪
と
そ
の
手
続
き
に
関
す
る

法
だ
け
が
扱
わ
れ
た
。

そ
の
射
程
も
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
案
は
、
治
安
判
事
の
小
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
正
式
手
続
き
に
よ
ら
な
い
犯
罪
を
原
則
的

に
扱
っ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
で
言
及
す
る
。

こ
の
よ
う
な
折
衷
的
性
格
の
た
め
に
、

在
す
る
。

ま
ず
、

そ
れ
は
刑
事
法
の
法
典
化
を
試
み
た
も
の
で
あ
り
、

ほ

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
は
他
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
法
典
観
に
批
判
さ
れ
た
。
前
章
で
見
た
よ
う

に
、
第
二
の
タ
イ
プ
の
保
守
主
義
的
法
典
観
か
ら
は
、

法
務
総
裁
の
法
典
理
解
も
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
七
八
年
、

に
含
む
も
の
と
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
改
正
点
へ
の
批
判
が
出
る
に
つ
れ
、
次
第
に
現
行
法
の
整
理
・
統
合
と
い
う
ほ
う
に
力
点
が

置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
実
際
、
被
告
の
証
人
尋
問
に
関
す
る
改
正
に
つ
い
て
、
法
務
総
裁
は
七
九
年
段
階
で
は
消
極
的
に
な
り
、
八
〇

(99) 

年
法
案
の
と
き
に
は
改
正
点
と
し
て
言
及
し
な
か
っ
た
。

ま
た
、
第
一
の
理
想
主
義
的
な
法
典
観
か
ら
、

そ
の
革
新
的
性
格
が
批
判
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
批
判
と
妥
協
す
る
か
の
よ
う
に
、

法
務
総
裁
は
、
そ
も
そ
も
法
典
化
と
は
現
行
法
の
改
正
を
当
然

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
案
は
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
日
曜
営
業

(100) 

を
禁
止
す
る
制
定
法
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
散
見
さ
れ
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
制
定
法
を
法
典
の
中

に
組
み
込
む
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
で
あ
り
、
取
捨
選
択
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
こ
の
取
捨
選
択
に
あ
た
り
ど

―
二
六
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こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
首
席
裁
判
官
コ
ウ
バ
ー
ン

―
二
七

(
S
i
r
 
A. J
.
E
.
 C
o
c
k
b
u
r
n
)
 
の
関
係
は
菫
要

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
案
が
「
不
完
全
」
と
さ
れ
る
明
確
な
理
由
は
何
か
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
自
身
の
「
完
全
性
」

の
規
準
は
何
か
。

(
2
)
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
首
席
裁
判
官
へ
の
反
論

ヴ
ン
の
法
典
観
の
底
に
あ
る
、

の
よ
う
な
規
準
を
採
用
し
て
い
る
の
か
が
問
題
に
な
る
。

を
作
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、

と
こ
ろ
で
、

か
り
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
自
ら
の
規
準
に
従
っ
て
法
を
取
捨
選
択
し
、
法
典
案

そ
れ
は
少
な
く
と
も
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
規
準
か
ら
は
「
完
全
」
な
法
典
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(IOl) 

ベ
ン
サ
ム
の
そ
れ
よ
り
も
現
実
主
義
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

全
な
法
典
を
理
想
と
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
ベ
ン
サ
ム
の
法
典
観
は
第
一
の
理
想
主
義
的
な
タ
イ
プ
に
属
す
る
。

そ
こ
に
お
け
る
「
完
全
性
」
は
、
主
と
し
て
法
典
の
射
程
な
い
し
枠
組
み
に
関
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

は
ベ
ン
サ
ム
よ
り
も
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
よ
う
に
現
行
法
を
ベ
ー
ス
に
法
典
化
を
試
み
た
。

い
と
し
た
が
、
法
典
化
は
形
式
的
な
法
の
変
更
に
と
ど
ま
り
、
実
質
的
な
内
容
の
変
更
を
伴
う
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
た
。

(102) 

法
典
観
は
、
第
二
の
保
守
主
義
的
な
タ
イ
プ
に
属
す
る
。
そ
こ
に
お
け
る
「
完
全
性
」
の
拠
り
所
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン

が
構
想
し
た
よ
う
な
一
般
法
理
学
と
い
う
法
典
の
理
論
的
基
礎
で
あ
ろ
う
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
部
分
的
に
現
行
法
の
変
更
を
試
み
て
お
り
、

枠
組
み
の
完
全
性
が
問
題
な
の
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
、

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
、
包
括
的
な
法
典
を
望
ま
し

そ
の
法
典
観
か
ら
い
え
ば
ベ
ン
サ
ム
と
オ
ー
ス
テ

理
論
的
な
基
盤
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
完
全
性
」
を
判
断
す
る
規
準
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な

ま
た
、

ス
テ
ィ
ー

ィ
ン
の
中
間
に
位
置
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
案
が
「
不
完
全
」

で
あ
る
と
批
判
さ
れ
る
場
合
、

そ
れ
は

既
に
見
た
よ
う
に
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
全
体
と
し
て

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
は
、

ベ
ン
サ
ム
が
包
括
的
で
完

18-2 -503 (香法'98)



こ、t
 

コ
ウ
バ
ー
ン
は
、
七
九
年
法
案
に
対
す
る
批
判
を
法
務
総
裁
に
送
っ
た
。
こ
れ
に
応
じ
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、

同
裁
判
官
に
対
す
る
反
論
を
公
表
し
だ
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
八

0
年
法
案
が
提
出
さ
れ
た
の
は
翌
月
の
六
日
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
反
論
は

国
会
で
の
審
議
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
本
節
で
は
こ
の
反
論
の
考
察
を
通
じ
て
、
上
記
の
問
題
を
解
い
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
、

そ
し
て
今
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
案
の
「
不
完
全
性
」
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ

コ
ウ
バ
ー
ン
は
、
七
九
年
法
案
に
対
す
る
直
接
批
判
に
先
だ
っ
て
、

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
よ
る
法
典
化
の
試
み
を
二
度
に
わ

一
八
七
四
年
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
試
み
た
殺
人
に
関
す
る
法
律
の

反
対
し
た
。
こ
の
と
き
の
反
対
の
理
由
は
、
こ
の
「
法
典
化
」
が
部
分
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
、

(104) 

ヴ
ン
を
触
発
し
て
よ
り
包
括
的
な
刑
事
法
の
法
典
化
へ
と
向
か
わ
せ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
五
年
後
、

法
案
を
検
討
し
た
王
立
委
員
会
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
こ
の
王
立
委
員
会
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
含
む
四
人
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

（曲）

て
お
り
、
法
務
総
裁
が
述
懐
す
る
よ
う
に
、
コ
ウ
バ
ー
ン
の
参
加
が
実
現
し
て
い
れ
ば
法
案
の
権
威
は
一
層
堅
固
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
七
九
年
法
案
に
対
し
て
コ
ウ
バ
ー
ン
は
専
門
家
の
見
地
か
ら
批
判
を
加
え
、
公
然
と
法
案
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

コ
ウ
バ
ー
ン
が
批
判
す
る
の
は
、
七
九
年
法
案
に
含
ま
れ
る
以
下
の
よ
う
な
「
不
完
全
性
」

で
あ
る
。
第
一
に
、
用
語
と
配
列
に
関
す

る
技
術
的
な
不
完
全
さ
で
あ
る
。
第
二
に
、
法
典
化
さ
れ
て
い
な
い
制
定
法
が
依
然
と
し
て
多
く
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第

三
に
、
法
典
化
さ
れ
て
い
な
い
コ
モ
ン
ロ
ー
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
四
に
、
正
式
起
訴
に
よ
ら
な
い
犯
罪
訴
追
が
含
ま
れ

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
「
不
完
全
」

で
あ
る
と
い
う
批
判
に
対
し
、
誌
上
で
反
論
を
展
開
す
る
が
、

コ
ウ
バ
ー
ン
の
指
摘
し
た
す
べ
て
の
点
に
答
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
第
一
の
技
術
的
な
不
完
全
さ
に
つ
い
て
は
回
答
し
て
い
な
い
。
ま

コ
ウ
バ
ー
ン
は
指
摘
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
法
典
化
に
対
し
て
当
時
一
般
的
に
加
え
ら
れ
て
い
た
批
判
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
ス

て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。

た
り
「
妨
害
」
し
て
い
る
。
ま
ず
、

コ
ウ
バ
ー
ン
は
、

コ
ウ
バ
ー
ン
は
七
九
年

こ
れ
が
ス
テ
ィ
ー

「
法
典
化
」
に

る。

一
八
八

0
年
一
月
に

で
あ
る
。

コ
ウ
バ
ー
ン
は
国
会
よ
り
も
い
っ
そ
う
徹
底
的
に
、

―
二
八
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あ
る
。

そ
の
比
較
に
よ
れ
ば
、

一
八
七
九
年
の
王
立
委
員
会
の
報
告
書
は
、

―
二
九

よ
れ
ば
、

コ
モ
ン
ロ
ー
は
こ
う
し
た
裁
判
官
に
よ
る
立
法
活
動
に

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
柔
軟
性
と
は
何
か
と
問
う
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に

の
か
を
見
て
お
き
た
い
。

(107) 

あ
っ
た
。

裁
判
官
の
地
位
は
、
裁
判
官
の
序
列
の
中
で
は
大
法
官
に
次
ぐ
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
、
法
典
化
に
対
し
て
当
時
加
え
ら
れ
て
い
た
一
般
的
な
批
判
に
対
し
て
、

て
法
典
化
に
反
対
し
て
い
た
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
す
で
に
『
証
拠
法
摘
要
』

に
対
す
る
不
信
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

コ
ウ
バ
ー
ン
自
身
は
問
題
と
し
て
い
な
い
が
、
裁
判
官
た
ち
は
コ
モ
ン
ロ
ー
の
成
文
化
に
伴
い
そ
の
柔
軟
性
が
失
わ
れ
る
と
し

の
序
文
で
、
実
務
家
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
抽
象
的
な
法
命
題

コ
モ
ン
ロ
ー
の
柔
軟
性
は
裁
判
官
が
も
っ
て
い
る
立
法
能
力
で
あ
る
。

よ
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。

そ
れ
は
国
会
の
制
定
法
に
制
限
さ
れ
、
さ
ら
に
、
既
に
確
定
し
て
い
る
コ
モ
ン
ロ
ー
自
体
に
よ
っ
て
限
定
を
受
け
て
い
る
。

に
は
確
定
し
た
部
分
と
不
確
定
な
部
分
が
あ
り
、
裁
判
官
の
立
法
能
力
は
後
者
に
お
い
て
行
使
さ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
既
に
確
定
し

(loo) 

て
い
る
ル
ー
ル
を
発
展
さ
せ
る
よ
う
な
仕
方
で
し
か
行
使
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ド
法
の
特
色
は
柔
軟
性
で
は
な
く
、
極
度
な
精
密
さ
・
明
確
性
で
あ
り
、

(llo) 

い
わ
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、

の
よ
う
だ
、

し
か
し
、
裁
判
官
の
立
法
能
力
は
国
会
の
そ
れ
と
は
違
い
、

き
わ
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

も
っ
と
は
っ
き
り
コ
モ
ン
ロ
ー
の
柔
軟
性
を
否
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、

コ
モ
ン
ロ
ー

イ
ン
グ
ラ
ン

「
裁
判
官
に
は
ほ
と
ん
ど
裁
量
の
余
地
は
残
さ
れ
て
い
な
い
」
と

こ
の
よ
う
な
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
法
の
特
色
が
フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
と
の
比
較
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

フ
ラ
ン
ス
刑
法
典
が
抽
象
的
命
題
か
ら
な
る
完
全
な
体
系
で
あ
り
、
裁
判
官
は
裁
量
権
を
持
た
な
い
機
械

と
い
う
の
は
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
法
文
が
抽
象
的
な
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
裁
判
官
の
裁
量
の

っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
反
批
判
を
試
み
て
い
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
こ
の
一
般
的
な
批
判
に
答
え
る
こ
と
も
コ
ウ
バ
ー
ン
ヘ
の
回
答
に
な
る
と
い

（
叫
）

コ
ウ
バ
ー
ン
を
頂
点
と
す
る
裁
判
官
た
ち
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
首
席

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
法
典
化
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
と
き
、

そ
の
障
碍
の
一
っ
は
裁
判
官
や
法
廷
弁
護
士
集
団
で

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
ど
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る

18-2 -505 (香法'98)



よ
う
に
、

一
方
、
法
典
の
解
釈
に
お
い
て
、

一
三
〇

フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
は
先
例
に
拘
束
さ
れ
な
い
が
、
先
例
に

コ
モ
ン
ロ
ー
も
大
陸
法
も
ル
ー
ル
の
体
系
で
あ
る
と
い
う
点
で
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
が
な
い
、

(112) 

う
の
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
含
む
王
立
委
員
会
の
理
解
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ヽ
~

と
し

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
反
論
の
主
要
な
部
分
は
、
法
典
が
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
う
批
判
に
応
じ
た
箇
所
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た

そ
の
不
完
全
性
は
い
く
つ
か
の
点
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
ま
ず
、
す
べ
て
の
現
行
の
制
定
法
が
法
典
の
な
か
に
包
含
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
不
完
全
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
「
犯
罪
」
と
は
何
か
と
い
う
一
般
的
問
題
を

(113) 

出
し
て
く
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
と
っ
て
防
止
す
べ
き
「
犯
罪
」
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
共
同
体
の
存
立
を
脅
か
す
類
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

法
典
が
扱
う
対
象
も
、
共
同
体
の
維
持
に
と
っ
て
必
ず
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
犯
罪
に
限
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
制
定
法
は

(114) 

分
類
さ
れ
る
。
こ
の
基
本
線
は
、

式
起
訴
に
よ
ら
な
い
訴
追
が
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
批
判
さ
れ
て
い
た
。
正
式
起
訴
に
よ
ら
な
い
裁
判
で
は
、
治
安
判

(115) 

事
が
陪
審
な
し
で
判
決
を
下
す
。
こ
れ
は
、
比
較
的
軽
い
処
罰
で
す
む
犯
行
の
場
合
に
利
用
さ
れ
る
手
続
き
で
あ
る
。

に
よ
る
訴
追
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
「
犯
罪
」
の
防
止
が
共
同
体
の
維
持
に
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
大
陪
審
に
よ
っ
て

起
訴
か
不
起
訴
か
の
決
定
が
さ
れ
、
次
に
、
裁
判
所
で
小
陪
審
に
よ
る
事
実
の
認
定
が
さ
れ
、

プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
共
同
体
の
維
持
と
い
う
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

罪
が
生
活
の
平
安
を
直
接
脅
か
す
類
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

一
般
住
民
が
裁
判
過
程
に
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
犯

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
こ
の
種
の
「
犯
罪
」
と
し
て
、
公
的
平
和

(116) 

の
侵
害
、
公
共
の
利
益
の
侵
害
、
個
人
の
身
体
・
財
産
・
名
誉
の
侵
害
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
犯
罪
」
は
、
例
え
ば
、
繁
殖
期
に

お
け
る
カ
モ
メ
の
密
猟
な
ど
と
は
区
別
さ
れ
る
。
カ
モ
メ
の
密
猟
に
よ
っ
て
共
同
体
の
存
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、

指
導
さ
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

コ
ウ
バ
ー
ン
の
も
う
―
つ
の
批
判
に
対
し
て
も
貫
か
れ
て
い
る
。

(Ill) 

範
囲
は
広
く
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
化
案
に
は
正

一
方
、
正
式
起
訴

そ
れ
に
裁
判
官
が
法
を
適
用
す
る
と
い
う

18-2-506 (香法'98)



J • F・スティーヴンによる刑事法の法典化について（二）（山本）

よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、

さ
れ
た
。

こ
こ
で

「
共
同
体
」

の
構
成
員
が
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

見
逃
せ
な
い
論
点
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
次
節
で
述
べ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
小
陪
審
の
資
格
要
件
の
一
っ
が
そ
の
地
方
の
選
挙
権
者
よ
り

面）

も
多
く
の
資
産
を
も
つ
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
大
陪
審
の
場
合
も
大
同
小
異
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
法
典

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
「
共
同
体
」

コ
ウ
バ
ー
ン
は
、
法
典
化
さ
れ
て
い
な
い
コ
モ
ン
ロ
ー
が
存
在
し
て
い
る
の
で

法
案
で
は
、
成
文
化
さ
れ
て
な
い
コ
モ
ン
ロ
ー
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て
訴
追
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
規
定
さ
れ
、
先
例
は
法
源
と
し
て
否
定

と
こ
ろ
が
、
犯
罪
に
対
す
る
免
責
の
ル
ー
ル
に
つ
い
て
は
明
文
が
な
い
場
合
で
も
、
先
例
を
法
源
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ

す
る
と
、
社
会
の
感
情
な
い
し
世
論
が
道
徳
的
に
正
し
い
と
判
断
す
る
ケ
ー
ス
で
も
法
律
が
免
責
し
な
い
と
い
う
状
況
が
生
じ
う
る
、

ま
り
、
道
徳
と
法
律
の
乖
離
・
対
立
が
生
じ
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
。

ら
か
け
離
れ
て
は
存
立
し
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
う
と
き
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
念
頭
に
は
マ
ク
ノ
ー
ト
ン
事
件

(M'

（旧）

N
 ag
h
t
e
n
 C
a
s
e
,
 
1
8
4
3
)

が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
事
件
で
被
告
は
当
時
の
首
相
ロ
バ
ー
ト
・
ピ
ー
ル
を
暗
殺
し
よ
う
と
し
て
誤

(119) 

っ
て
そ
の
秘
書
を
殺
害
し
た
の
だ
が
、
精
神
障
害
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
理
由
で
刑
事
責
任
を
免
除
さ
れ
た
。

を
担
当
し
た
の
が
コ
ウ
バ
ー
ン
で
あ
っ
た
。
実
際
、
次
節
で
触
れ
る
よ
う
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
精
神
障
害
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
社
会

さ
て
、

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、

の
道
徳
感
情
に
反
す
る
と
述
べ
て
い
る
。

れ
て
い
た
。
こ
の
一
貫
性
の
欠
如
が
批
判
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

の
中
身
は
無
限
定
で
は
な
い
。

一
方
で
、
法
典
は
原
則
な
い
し

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
こ
の
批
判
に
対
し
、
免
責
の
ル
ー
ル
を
厳
格
に
明
文
化

こ
の
回
答
の
趣
旨
は
、
刑
法
は
社
会
一
般
の
道
徳
感
情
・
世
論
か

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
典
観
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

こ
の
事
件
で
被
告
の
弁
護

ル
ー
ル
の
体
系
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
裁
判
官
の
裁
量
の
余
地
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
で
、
法
典
は
一
般
人
の
道
徳
感
情
に

つ
ま
り
、
専
門
家
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
法
典
は
、
裁
量
の
余
地
を
ほ
と
ん
ど
残
さ
な
い
非
人
間
的
な
も
の

三

つ

「
不
完
全
」
だ
と
批
判
し
て
い
た
。
七
九
年

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
法
思
想
を
考
え
る
上
で

18-2 -507 (香法'98)



苓
nsard,
vol. 2
4
5
,
 
p
p
.
 3
2
5
,
 
3
2
6
.
 

H
ミ

n
s
a
r
d
vol. 2
7
8
,
 
p
p
.
 
ll 7f
f
.
 

一
八
八

0
年
か
ら
一
八
八
三
年
ま
で
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
め
ぐ
る
状
況
の
概
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
八

0
年
、
デ
ィ
ズ
レ
イ
リ
保
守
党
内
閣
か
ら
グ

ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
自
由
党
内
閣
へ
と
政
権
が
移
る
。
翌
年
、
グ
ラ
ッ
ド
ス
ト
ー
ン
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
鎮
圧
法
を
制
定
す
る
。
こ
の
法
律
の
内
容
は
、
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
治
安
妨
害
の
被
疑
者
を
裁
判
な
し
に
拘
束
す
る
絶
対
的
権
限
を
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
知
事
に
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
法
律

は
、
当
時
問
題
と
な
っ
て
い
た
「
土
地
戦
争
」
を
弾
圧
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
。
こ
の
「
土
地
戦
争
」
は
、
地
代
の
引
き
下
げ
と
農
民
的
土
地
所
有
権
の

確
立
を
目
的
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
国
土
地
同
盟
（
七
九
年
十
月
結
成
）
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
た
。
「
土
地
戦
争
」
の
さ
な
か
、
こ
の
同
盟
の
指

導
者
の
ほ
と
ん
ど
が
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
八
一
年
秋
に
起
こ
る
。
そ
し
て
こ
の
逮
捕
が
転
機
と
な
っ
て
、
そ
の
八
二
年
十
月
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
国
民

同
盟
が
結
成
さ
れ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
自
治
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
対
象
地
域
と
し
た
犯
罪
防
止
法
が
成
立
す
る
。
安

川
悦
子
『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
問
題
と
社
会
主
義
』
(
-
九
九
三
年
）
―
二
四
ペ
ー
ジ
、
三
四

0
ペ
ー
ジ
以
下
。

(61)

「
法
務
総
裁
は
、
擬
制
謀
殺
罪
(
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
v
e
m
u
r
d
e
r
)
を
廃
止
す
る
と
提
案
し
た
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
々
は
そ
の
よ
う
な
変
更
を
長
い
間
待
ち

望
ん
で
い
た
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
、
他
の
侵
害
を
処
罰
す
る
た
め
に
擬
制
謀
殺
罪
を
適
用
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
く
あ
る
」
(
M
r
.
P
a
r
n
e
l
l
)
。
Hミ
nsard,

vol. 
2
4
5
,
 
p
p
.
 3

3
6
-
3
3
7
.
 

H

g

 sard, 
vol. 2
7
8
,
 
p. 
161. 

(62) 

(63) 

(64) 

(58) 

(59) 

(60) 
Colaiaco, 
supra n
o
t
e
 1
3
,
 
p. 2
0
5
 ;
 
Hostettler, 
supra n
o
t
e
 2
1
,
 
p
p
.
 1
9
7
-
1
9
8
.
 

「
古
い
格
言
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
人
の
家
は
各
自
の
城
で
あ
る
が
、
こ
の
法
案
の
下
で
は
各
人
の
家
は
昼
夜
を
問
わ
ず
警
察
の
捜
査
を
受
け

る
。
ま
た
、
こ
の
国
の
人
知
を
超
え
た
慣
行
で
は
、
各
人
は
有
罪
を
立
証
さ
れ
る
ま
で
無
亭
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
法
案
の
一
般
的
効
果
に

進
め
る
。

る
と
法
実
証
主
義
と
自
然
法
論
を
同
時
に
含
ん
だ
議
論
の
よ
う
に
も
見
え
、

る
よ
う
な
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
同
感
法
学
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
般
人
と
の
関
係
で
は
、

ま
た
、

次
節
で
は
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を

オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
分
析
法
学
と
ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ

道
徳
と
い
う
人
間
的
な
も
の
に
支
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、

三

一
見
す

18-2 -508 (香法'98)
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(68) 

(69) 

(66) 

(67) 

(65) J:, よ
っ
て
、
各
人
は
自
分
で
自
ら
の
無
奉
を
立
証
す
る
ま
で
有
罪
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
も
っ
と
も
、

び
効
果
的
な
世
論
と
い
う
防
波
堤
が
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
そ
の
い
ず
れ
も
存
在
し
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
世
論
は
、
法

の
運
用
あ
る
い
は
判
決
に
関
し
て
効
果
を
持
た
な
い
。
庶
民
院
あ
る
い
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
裁
判
所
に
対
し
て
世
論
が
何
か
を
要
請
す
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
い

っ
そ
う
確
実
に
拒
否
さ
れ
る
。
ま
た
、
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
で
あ
れ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
世
論
が
ま
と
ま
っ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
世

論
は
堅
く
結
束
し
て
そ
れ
に
譲
歩
し
な
い
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
世
論
と
い
う
防
塁
を
も
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
は
言
論
の
自
由
に

よ
る
保
護
を
受
け
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
言
論
の
自
由
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
公
に
言
論
活
動
を
す
る
人
が
い
て
も
、
政

治
問
題
を
扱
う
な
ら
、
必
ず
、
い
い
加
減
な
法
務
総
裁
に
よ
っ
て
、
た
く
ま
れ
た
陪
審
の
前
に
引
き
立
て
ら
れ
、
扇
動
文
書
作
成
の
罪
で
有
罪
に
さ
れ
る
だ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
法
案
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
自
由
を
守
る
最
後
の
砦
を
剥
奪
す
る
の
で
あ
る
」
(T.
P. O
'
C
o
n
n
o
r
)
。
I
Iミ
n
s
a
r
d
,
vol. 278, 
pp. 1
4
8
 

教
会
裁
判
所
の
整
備

(
C
h
u
r
c
h
D
i
s
c
i
p
l
i
n
e
 A
c
t
 1
8
4
0
)
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
裁
判
所
の
創
設

(
C
o
u
n
t
y
C
o
u
r
t
s
 A
c
t
 1
8
4
6
)
、
召
喚
令
状
に
よ
る
訴
訟
開
始

(
C
o
m
m
o
n
 L
a
w
 P
r
o
c
e
d
u
r
e
 A
c
t
 1852)
な
ど
が
そ
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

W
.
R
.
C
o
r
n
i
s
h
 &
 
G• 

D
e
 N
.
 C
l
a
r
k
 (1989) L
a
w
 a
n
d
 Society 

m
E
n
g
l
d
n
d
]
7
5
0
1
9
5
0
:
 S
w
e
e
t
 &
 M
a
x
w
e
l
l
,
 
p
p
.
 3
8
-
4
5
.
 
本
稿
・
注

(115)
参
照
。

S
i
r
 T
h
o
m
a
s
 S
k
y
r
m
e
 (1994) 
H
i
s
t
o
r
y
 
o
f
 the justices 
o
f
 the P
e
a
c
e
,
 
C
h
i
c
h
e
s
t
e
r
,
 
p
p
.
 623, 
6
3
2ー

633.

C
o
u
n
t
y
 a
n
d
 B
o
r
o
u
g
h
 P
o
l
i
c
e
 A
c
t
 1
8
5
6
は
近
代
的
な
警
察
制
度
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
確
立
す
る
端
緒
に
な
っ
た
が
、
警
察
の
実
質
的
な
組
織
化
は

七
0
年
代
か
ら
始
ま
る
。
そ
れ
ま
で
警
官
の
離
職
率
は
高
か
っ
た
が
次
第
に
勤
続
の
警
官
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
内
務
省
の
地
方
警
察
に
対
す
る
権
限
は
限

ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
が
、
検
杏
官
の
派
遣
お
よ
び
財
政
補
助
を
通
じ
て
間
接
的
に
影
響
力
を
行
使
し
、
地
方
の
警
察
機
能
の
効
率
化
を
促
し
た

(
P
o
l
i
c
e

(
E
x
p
e
n
s
e
s
)
 A
c
t
 1
8
7
 4

に
よ
り
補
助
率
は
費
用
の
五

0
％
に
達
し
た
）
。
一
方
、
警
察
の
職
務
内
容
も
拡
大
し
、
公
共
の
安
全
を
越
え
て
社
会
生
活
全
般

に
及
ん
だ
。
動
物
の
虐
待
者
、
許
可
な
く
犬
を
飼
う
者
、
初
等
義
務
教
育
法
違
反
者
、
食
物
管
理
違
反
者
、
婚
外
子
の
扶
養
義
務
違
反
者
の
取
り
締
ま
り
な

ど
で
あ
る
。
こ
の
権
限
拡
大
は
、
中
央
お
よ
び
地
方
で
の
立
法
の
増
加
に
よ
る
。
特
に
、

S
u
m
m
a
r
y
J
u
r
i
s
d
i
c
t
i
o
n
 
A
c
t
 1
8
7
9
は
、
社
会
生
活
を
規
律

す
る
警
察
手
続
き
を
国
家
規
模
で
体
系
化
し
た
と
さ
れ
る
。

D
a
v
i
d

N
i
n
e
t
e
e
n
t
h
-
C
e
n
t
u
r
y
 
E
n
g
lミ
ミ

d,

一
九
世
紀
半
ば
以
後
、
法
律
の
素
人
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、

T
a
y
l
o
r
 
(1997) 

M
a
n
c
h
e
s
t
e
r
 U. P., 
pp. 4
4
-
7
9
,
 
8
9
-
9
7
.
 

S
i
r
 
W. R. A
n
s
o
n
 (1896) 
L
a
w
 a
n
d
 C
u
s
t
o
m
 o
f
 the 
Constitution, 
p
a
r
t
 2, 
2
n
d
 edition, 
C
l
a
r
e
n
d
o
n
,
 
p. 
139. 

一
般
的
な
文
言
が
多
く
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
社
会
改
革
立
法
な
ど

T
h
e
 
N
塁

P
o
l
i
c
e
 
in 

~ 

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
自
由
な
言
論
お
よ
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(71) 

(70) 109 

C
l
a
r
e
n
d
o
n
,
 
p. 257. 

J. F
.
 S
t
e
p
h
e
n
 
(
1
8
7
4
)
'
P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
a
r
y
 
G
o
v
e
r
n
m
e
n
t
'
,
 
2
3
 

(72) 
S
t
e
p
h
e
n
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 36, 
pp. 6-7. 

(73)

当
時
の
恒
久
的
な
専
門
家
集
団
で
あ
る
官
僚
的
組
織
と
し
て
、
枢
密
院
教
育
委
員
会
下
の
視
学
官
、
工
場
監
督
官
、
救
貧
法
委
員
、
刑
務
所
監
督
官
な
ど

が
あ
る
。
こ
う
し
た
官
僚
機
構
の
「
近
代
性
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
産
業
革
命
以
後
の
社
会
問
題
を
地
方
権
力
が
処
理
し
き
れ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ

に
中
央
集
権
的
官
僚
制
が
生
ま
れ
て
き
た
と
説
明
さ
れ
る
。
岡
田
与
好
「
経
済
的
自
由
主
義
資
本
主
義
と
自
由
』
(
-
九
八
七
年
）
一
四
九
、
一
七
六
、

一
九
六
ー
一
九
七
ペ
ー
ジ
。

(74) 
Hostettler, 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 21, 
p. 
1
8
9
;
 
H
a
n
s
a
r
d
,
 
vol. 245, 
pp. 327, 
333, 
338, 
339. 

(75) 
H
a
n
s
a
r
d
,
 vol. 245, 
p. 311. 
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
提
起
し
た
刑
事
法
上
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
は
、

L
e
o
n

R
a
d
z
i
n
o
w
i
c
z
 
(1957) 
S
i
r
 
J
a
m
e
s
 

Fitzjミ
m
e
s
S
t
e
p
h
e
n
 1
8
2
9
-
1
8
9
4
 a
n
d
 his 
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
 
to 
the D
e
器
l
o
P
m
e
n
t
o
f
 C
r
i
m
i
n
a
l
 L
a
芦

pp.
2
5
-
2
6
を
参
照
。

(76) 
F. 
W. M
a
i
t
l
a
n
d
 (1885) Justice 
a
n
d
 Peace, 
M
a
c
m
i
l
l
a
n
,
 
p. 4
5
 ;
 Di
c
e
y
,
 
su, 言
n
o
t
e
2, 
p. 
208. 

(77) 
M
o
n
t
a
g
u
e
 C
o
o
k
s
o
n
 (
1
8
7
6
)
'
T
h
e
 N
e
w
 Judicature', 
2
5
 
T
h
e
 F
o
r
t
n
i
g
h
t
l
y
 
R
e
v
i
e
w
,
 
p. 290. 

(78)

こ
の
制
定
法
以
前
の
状
態
に
つ
い
て
上
掲
論
文
は
以
下
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
「
最
終
上
訴
裁
判
所
と
し
て
の
貴
族
院
は
、
意
見
の
分
裂
・
錯
綜
を
公

に
さ
ら
し
、
こ
の
こ
と
に
よ
り
そ
の
力
を
著
し
く
損
な
っ
て
い
る
。
理
論
上
、
貴
族
院
裁
判
官
は
前
任
者
の
す
べ
て
の
判
決
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
そ
の
か
わ

り
自
ら
の
判
決
は
、
立
法
府
の
介
入
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
な
い
限
り
無
謬
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
貴
族
院
の
裁
判
官
が
公
然
と
互
い
に
対
峙
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
の
は
理
不
尽
き
わ
ま
り
な
い
」
。

Ibid.
p. 294. 

T
h
e
 
C
o
n
t
e
m
p
o
r
a
r
y
 

一
三
四

一
三
三
ペ
ー
ジ
。

の
出
現
、
あ
る
い
は
、
起
こ
り
う
る
す
べ
て
の
事
態
を
予
想
で
き
な
い
と
い
う
経
験
則
に
よ
る
と
さ
れ
る
。
望
月
・
前
掲
注

(46)

し
た
制
定
法
の
文
言
の
一
般
化
は
、
最
も
逍
接
的
に
は
起
草
者
の
態
度
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ス
リ
ン
グ
の
思
想
は
無
視
で
き

な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
・
注

(25)
参
照
。

H
ミ
n
s
a
r
d
,
vol. 278, 
pp. 154, 
3
3
2
-
3
3
3
,
 
3
3
5
-
3
3
7
.
 ~
~
 季
全
員
ム
云
げ
江
改
年
叩
的
四
声
立
門
的
｝
な
辻
i

安
禾
の
宰
芦
李
函
た
d
E
]

混
巾
に
右
2
A

っ
た
め
一
八
八
二
年
に
設
置
さ
れ

た
六
十
人
か
ら
八
十
人
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
委
員
会
で
あ
る
。
こ
の
と
き
設
置
さ
れ
た
常
設
委
員
会
は
、
法
務
に
関
す
る
法
案
を
扱
う
も
の
と
産
業
に
関

す
る
法
案
を
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

S
i
r
W.R. A
n
s
o
n
 (1897) 
T
h
e
 L
a
w
 a
n
d
 C
u
s
t
o
m
 o
f
 the Constitution, 
P
a
r
t
 I
 

P
a
r
l
i
a
m
e
n
t
,
 
3
r
d
 ed., 

R
e
0
i
e
uご

pp.
173, 
1
7
7
;
 
S
m
i
t
h
,
 
s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
11, 
p. 

こ
う

18-2-510 (香法'98)
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(84) 

(85) 
6
)
 

(
8
 

(87) 

(88) 

(89) 

(
1
9
9
7
)
 

(80) 

(81) 

(82) 
J. 
F. S
t
e
p
h
e
n
 (
1
8
7
7
)
'
S
u
g
g
e
s
t
i
o
n
s
 a
s
 t
o
 t
h
e
 R
e
f
o
r
m
 o
f
 t
h
e
 C
r
i
m
i
n
a
l
 L
a
w
'
,
 
2
 T
h
e
 N
i
n
e
t
e
e
n
t
h
 C
e
n
t
u
r
y
,
 
p. 
7
4
0
.
 

七
一
年
の
裁
判
所
法
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
た
。
同
法
に
よ
り
、
四
季
裁
判
所
と
ア
サ
イ
ズ
は
廃
止
さ
れ
、
そ
の
代
わ
り
に
刑
事
法
院
が
創
設
さ
れ
た
。

(
8
3
)
Hミ
n
s
a
r
d
,
vol. 2
4
5
,
 
p. 
341. 

白
口
分
の
裁
判
に
お
い
て
刑
事
被
告
人
に
証
人
の
資
格
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
こ
れ
ら
の
反
論
は
新
し
い
も

の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
一
八
五
八
年
に

H
・
ブ
ル
ー
ム
が
同
じ
趣
旨
の
法
案
を
提
出
し
た
と
き
以
来
、
一
八
九
八
年
の

C
r
i
m
i
n
a
l
E
v
i
d
e
n
c
e
 A
c
t
 

の
成
立
ま
で
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
法
に
よ
る
改
正
が
成
功
し
た
の
は
、
裁
判
手
続
き
に
お
け
る
裁
判
官
の
権
限
の
増
大
と
そ
れ
に
伴
う
被
告

の
立
場
の
弱
体
化
に
対
す
る
不
安
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

C
.
J. 
W. Al
l
e
n
 

T
h
e
 

o
f
 
E
v
i
d
e
n
c
e
 

V
i
c
t
o
n
・
a
n
 

匂
g
l
a
n
d
,
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 U. P., 
p
p
.
 1
3
2ー

144,
1
5
2ー

161,
185. 

H
ミ
zsard,
vol. 2
4
5
,
 
p. 3
2
1
 ;
 Al
l
e
n
,
 
ibid., 
p
p
.
 1

2
4
 ,
 125. 

苓
n
s
a
r
d
,
vol. 245, 
p. 
321. 

I
Iミ
n
s
a
r
d
,
vol. 2
3
9
,
 
p. 
1
9
5
4
.
 

Hミ
n
sミ
rd,
vol. 245, 
p
p
.
 1

7
5
1
 ,
 2. 

三
五
ペ
ー
ジ
。

内
田
力
蔵
「
イ
ギ
リ
ス
の
検
察
官
」
『
比
較
法
研
究
』
第
三
八
巻
(
-
九
七
七
年
）

私
人
訴
追
に
お
い
て
は
裁
判
費
用
は
訴
追
者
の
自
己
負
担
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
地
方
自
治
体
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
犯
罪
の
訴
追

は
、
中
央
政
府
の
仕
事
で
は
な
く
、
地
方
的
な
事
務
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
一
八
四
六
年
以
降
は
自
治
体
の
負
担
を
国
家
が
払
い
戻
す
よ
う
に
な

っ
た
。
一
方
、
警
察
は
、
従
来
治
安
判
事
が
行
使
し
て
い
た
訴
追
機
能
を
受
け
継
い
で
、
主
要
な
訴
追
者
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
警
察
の

組
織
化
が
全
国
規
模
で
義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
と
並
ん
で
、
全
国
の
監
獄
の
管
轄
が
治
安
判
事
か
ら
内
務
大
臣
に
移
っ
た
こ
と
も
重
要
な
変
化
で
あ
る

(
P
r
i
s
o
n
 A
c
t
 1
 
00 
77, 
4
0
 &
 41
 Viet., 
c. 
2
1
)
 0
5臼
m
i
.
卜
4
坦
四
述
躙

X
、
-
―
上
J

-

1

―
八
ペ
ー
ジ
、
三
四
ペ
ー
ジ
。

S
k
y
r
m
e
,
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 66, 
p
p
.
 6
4
4ー

645.

L
ミ

w

．
 

2n 

M
a
i
t
l
a
n
d
,
 
s
u
p
r
a
 n
o
t
e
 76, 
p. 
1
7
1
 

(79) 

H
ミ
Z
S
ミ

rd,
vol. 2
4
5
,
 
p. 
322. 

刑
事
控
訴
院

(
t
h
e
C
o
u
r
t
 o
f
 C
r
i
m
i
n
a
l
 A
p
p
e
a
l
)

が
一
九

0
七
年
に
創
設
さ
れ
た
。
一
九
六
六
年
以
降
は
、

権
限
は
控
訴
院
の
刑
事
部
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
上
訴
に
つ
い
て
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
見
解
は
そ
の
後
否
定
的
な
も
の
へ
変
わ
る
。

S
m
i
t
h
,

s
u
p
r
a
 
n
o
t
e
 
11, 
p
p
.
 9

5
-
9
7
.
 

な
お
、
七
九
年
法
案
は
、

R
e
p
o
r
t

o
f
 
R
o
y
a
l
 
C
o
m
m
i
s
s
i
o
n
 
a
p
p
o
i
n
t
e
d
 
to 
C
o
n
s
i
d
e
r
 

I
n
d
i
c
t
a
b
l
e
 
0
/
f
e
葵

g
1
8
7
9

に
含
ま
れ
て
い
る
。
本
文
中
の
括
弧
内
に
示
し
た
該
当
条
文
は
こ
れ
に
よ
っ
て
参
照
し
た
。

H
ミ
zsard,
vol. 245, 
p. 
322. 

t
h
e
 
L
a
w
 

こ
の
点
は
、

一
三
五

一
九

R
e
l
d
i
m
g
 
to 

こ
の

18-2 -511 （香法'98)
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