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一

は
じ
め
に

刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
自
白
は
、
民
事
訴
訟
法
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
た
と
え
法
廷
自
白
で
あ
っ
て
も
ひ
と
つ
の
証
拠
に
過
ぎ
な

い
。
そ
し
て
、
自
白
は
供
述
証
拠
で
あ
る
か
ら
、
供
述
が
ど
の
程
度
信
用
で
き
る
か
の
評
価
な
く
し
て
そ
の
証
拠
価
値
は
定
ま
ら
な
い
。
一

般
に
、
自
白
の
信
用
性
評
価
の
や
り
方
に
は
い
く
通
り
か
の
方
法
が
あ
る
。
第
一
の
や
り
方
は
、
自
白
か
ら
独
立
し
た
補
強
証
拠
が
あ
る
こ

と
を
条
件
に
、
そ
れ
が
真
実
を
述
べ
た
も
の
か
否
か
の
判
断
は
事
実
認
定
者
の
自
由
心
証
に
委
ね
る
方
法
で
あ
る
。
第
二
の
や
り
方
は
、
証

人
尋
問
の
場
合
と
同
様
、
自
白
し
た
被
告
人
に
供
述
過
程
に
つ
き
直
接
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
、
信
用
で
き
る
自
白
か
ど
う
か
吟
味
す
る
機

会
を
設
け
る
方
法
で
あ
る
。
当
該
方
法
に
よ
る
信
用
性
の
吟
味
は
、
被
告
人
が
黙
秘
権
を
放
棄
し
、
質
問
に
応
じ
る
場
合
に
の
み
可
能
に
な

る
。
第
三
の
や
り
方
は
、
法
廷
外
に
お
い
て
裁
判
官
が
自
白
調
書
を
熟
読
吟
味
し
て
信
用
性
の
評
価
を
行
う
方
法
で
あ
る
。
当
該
方
法
は
、

大
量
の
供
述
調
書
が
証
拠
提
出
さ
れ
て
き
た
日
本
に
お
い
て
は
一
般
的
な
評
価
方
法
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
、
供
述
が
体
験
に
基
づ

く
供
述
が
否
か
を
分
析
す
る
た
め
の
供
述
心
理
学
的
手
法
の
研
究
が
進
展
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
目
的
で
行
わ
れ
た
心
理
学
鑑
定
の
信
用
性

を
肯
定
し
、
再
審
開
始
決
定
の
ひ
と
つ
の
理
由
に
加
え
た
事
例
も
登
場
し
て
い
る１

）。
取
調
べ
過
程
の
録
音
・
録
画
の
運
用
の
拡
大
に
伴
い
、

供
述
過
程
を
客
観
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
お
り
、
今
後
、
体
験
供
述
か
否
か
の
客
観
的
分
析
が
可
能
か
つ
適
切
な
事
例
が
増

え
い
く
だ
ろ
う２

）。

刑
事
訴
訟
に
お
け
る
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
供
述
証
拠
の
信
用
性
評
価
の
あ
り
方
に
変
化
を
も
た
ら
し
た
。
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、

供
述
調
書
を
読
み
込
ん
で
、
そ
の
信
用
性
を
吟
味
す
る
第
三
の
や
り
方
は
維
持
で
き
な
く
な
り
、
実
務
に
お
い
て
は
、
供
述
調
書
が
作
成
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
も
、
な
る
べ
く
公
判
に
お
け
る
尋
問
を
通
じ
て
、
供
述
の
信
用
性
を
吟
味
す
る
と
い
う
第
二
の
や
り
方
が
重
視

さ
れ
る
よ
う
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
第
三
者
供
述
だ
け
で
な
く
被
告
人
供
述
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、
自
白
調
書
を
含
む
被
告
人
の
供
述
調

書
の
証
拠
採
否
を
留
保
し
、
被
告
人
質
問
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
で
、
供
述
の
信
用
性
を
吟
味
す
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
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に
な
っ
た
。
し
か
し
、
被
告
人
質
問
の
場
合
は
証
人
尋
問
と
は
異
な
り
被
告
人
が
個
々
の
質
問
に
対
し
て
供
述
を
拒
む
こ
と
も
で
き
、
ま
た

虚
偽
供
述
を
行
っ
て
も
偽
証
罪
に
よ
る
制
裁
を
課
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
常
に
被
告
人
質
問
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
が
果
た
し
て
被
告
人
供
述
の

信
用
性
を
吟
味
す
る
た
め
の
最
善
の
方
法
と
言
え
る
か
に
つ
い
て
、
検
察
官
か
ら
は
強
い
疑
念
が
提
起
さ
れ
て
い
る３

）。

筆
者
は
別
稿
に
お
い
て
、
被
告
人
供
述
に
つ
い
て
も
証
人
の
供
述
同
様
に
直
接
主
義
の
理
念
が
妥
当
す
る
と
の
理
解
の
下
、
被
告
人
質
問

先
行
型
審
理
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
そ
の
在
り
方
を
論
じ
る
機
会
が
あ
っ
た４

）。
し
か
し
、
被
告
人
の
供
述
調
書
の
取
調
べ
よ
り
も
被
告
人
質

問
を
先
行
さ
せ
る
こ
と
が
法
的
ル
ー
ル
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
わ
け
で
は
な
く
、
証
拠
調
べ
の
順
序
に
関
す
る
裁
判
所
の
裁
量
権
の
行
使
と

し
て
、
そ
の
合
理
性
を
肯
定
で
き
る
こ
と
を
論
じ
る
に
留
め
た
。
日
本
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
取
調
べ
や
供
述
調
書
の
偏
重
と
い
う
実
態

が
あ
る
と
し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
証
拠
法
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
現
行
刑
訴
法
の
下
で
、
被
告
人
の
供
述
調
書
の
取
調
べ
よ
り
も
被
告
人

質
問
を
優
先
す
べ
き
こ
と
を
法
的
ル
ー
ル
と
し
て
論
じ
る
こ
と
は
、
一
見
す
る
と
簡
単
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当
事
者
主
義
を
原
理
と
す

る
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
は
、
自
白
を
含
め
、
民
刑
事
共
通
の
証
拠
法
上
の
概
念
で
あ
るa

d
m
issio

n

に
当
た

り
、
伝
聞
法
則
は
適
用
さ
れ
な
い
。
例
え
ば
連
邦
証
拠
規
則
八
〇
一
条
（
ｄ
）

２
）
項
は
、
同
条
項
が
定
義
す
る
訴
訟
の
相
手
当
事
者
側

の
供
述
を
、
当
該
供
述
を
行
っ
た
当
事
者
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
用
い
る
と
き
は
、
こ
れ
を
「
非
伝
聞
証
拠
」
と
し
て
い
る５

）。a
d
m
issio

n

は
「
不
利
益
事
実
の
承
認
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
法
律
上
は
、a

d
m
issio

n

の
本
来
の
語
意
に
含
ま
れ
る
何
か
を
「
認

め
る
」
こ
と
も
、
供
述
の
内
容
が
供
述
者
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
こ
と
も
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。
訴
訟
当
事
者
の
行
っ
た
過
去
の
供
述

を
当
該
当
事
者
に
対
す
る
不
利
益
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
がa

d
m
issio

n

で
あ
る
。a

d
m
issio

n

と
い
う
言
葉
は
、
連
邦
証
拠
法
八
〇
四

条
（
Ｂ
）

３
）
項
が
伝
聞
例
外
と
し
て
定
め
る
「
利
益
に
反
す
る
供
述
」

sta
tem

en
t a
g
a
in
st in

terest

）
と
混
同
さ
れ
易
い
こ
と
も
あ

り
、
連
邦
証
拠
法
は
二
〇
一
一
年
改
正
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
使
用
し
て
き
たa

d
m
issio

n

と
い
う
表
記
を
止
め
、

相
手
当
事
者
の
供

述
」

a
n
 
o
p
p
o
sin
g
 
p
a
rty
’s sta

tem
en
t

）
と
い
う
表
記
に
変
更
し
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、a

d
m
issio

n

は
カ
タ
カ
ナ
で
「
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
と
表
記
す
る
こ
と
と
し
、

相
手
当
事
者
の
供
述
」
と
同
義
に
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
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ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
相
手
当
事
者
の
口
頭
に
よ
る
供
述
を
直
接
聞
い
た
者
の
証
人
尋
問
や
口
頭
供
述
の
録
音
物
の
再
生
、
あ
る
い
は
相

手
当
事
者
の
作
成
な
い
し
署
名
し
た
供
述
書
面
を
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ
る
形
で
、
法
廷
に
顕
出
さ
れ
る
。
被
告
人
が
自
ら
の
法
廷
外
供
述

の
信
用
性
を
争
い
た
い
と
き
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
証
拠
顕
出
さ
れ
た
後
に
、
自
ら
証
言
台
に
立
っ
て
供
述
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
説
明

す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
証
拠
法
は
、
証
言
に
つ
い
て
は
反
対
尋
問
を
通
じ
て
そ
の
信
用
性
を
争
う
機
会
を
設
け
る
こ

と
を
原
則
と
す
る
一
方
、
当
事
者
の
供
述
を
本
人
に
対
す
る
不
利
益
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
は
、
被
告
人
質
問
を
通
じ
て
当
該
供
述
の
信

用
性
の
吟
味
の
機
会
を
設
け
る
こ
と
を
原
則
と
は
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
日
本
の
現
行
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
は
、
占
領
軍
統
合
司
令
部

が
提
出
し
た
刑
訴
改
正
案
の
修
正
案
に
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
証
拠
使
用
で
き
る
場
合
の
一
つ
と
し
て
、

被
告
人
の
自
己
に
不
利
益

な
事
実
の
承
認
」

a
d
m
issio

n b
y d

efen
d
a
n
t w

h
ich is a

d
v
erse to h

is in
terests

）
を
盛
り
込
ん
だ
こ
と
か
ら
、
そ
の
強
い
影
響
を

受
け
て
作
ら
れ
た
規
定
と
さ
れ
る６

）。
日
本
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
三
二
二
条
（
及
び
三
二
四
条
）
が
果
た
し
て
き
た
取
調
べ
偏
重
の
捜
査
を

正
当
化
す
る
機
能
は
、
ア
メ
リ
カ
証
拠
法
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
果
た
し
て
き
た
機
能
と
異
な
る
。
し
か
し
、
三
二
二
条
一
項
が
ア
ド
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
考
え
方
に
強
い
影
響
を
受
け
た
規
定
で
あ
る
以
上
、
な
ぜ
相
手
当
事
者
の
任
意
の
法
廷
外
供
述
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
の
そ
れ
よ
り

も
緩
や
か
な
要
件
で
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
法
的
根
拠
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
実
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お

い
て
も
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
が
ど
の
よ
う
な
原
理
に
依
拠
し
た
も
の
か
に
関
す
る
理
解
は
決
し
て
自
明
の
理
で
は
な
く
、
議
論
が
重
ね

ら
れ
て
き
た
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
を
め
ぐ
り
ど
の
よ
う
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
き
た
か
を
知
る
こ
と
は
、
日
本

の
刑
訴
法
三
二
二
条
の
理
解
を
深
め
る
上
で
も
有
益
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
め

ぐ
る
議
論
を
紹
介
し
た
上
で
、
現
行
法
三
二
二
条
の
解
釈
に
ど
う
活
か
せ
る
か
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

論 説
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二

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
め
ぐ
る
議
論

（
一
）
国
内
の
議
論

一

三
二
二
条
一
項
は
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
が
不
利
益
事
実
の
承
認
で
あ
る
場
合
（
前
段
）
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
（
後
段
）
に
分
け
、

両
者
を
一
文
に
ま
と
め
て
規
定
し
て
お
り
、
形
式
的
に
は
三
二
〇
条
の
例
外
規
定
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
前
段
に
つ
い

て
は
当
初
よ
り
伝
聞
法
則
不
適
用
の
ケ
ー
ス
と
し
て
説
明
が
行
わ
れ
て
い
た
。

例
え
ば
、
現
行
法
制
定
当
時
の
英
米
証
拠
法
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
江
家
義
男
は
、
三
二
二
条
一
項
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る７

）。

「
公
判
外
に
お
け
る
被
告
人
の
供
述
を
記
載
し
た
書
面
又
は
被
告
人
の
供
述
の
伝
聞
供
述
を
証
拠
と
す
る
こ
と
は
、
形
に
お
い
て
は
伝

聞
証
拠
の
許
容
に
似
て
い
る
が
、
そ
の
実
は
伝
聞
証
拠
の
許
容
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
被
告
人
は
自
己
の
供
述
に
対
し
反
対
尋
問

権
を
も
つ
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
但
し
、
そ
の
供
述
が
被
告
人
に
利
益
な
も
の
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
検
察
官
に
不
利
益
な
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
検
察
官
が
反
対
尋
問
権
を
有
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
証
拠
と
し
て
許
容
す
る
の
は
伝
聞
法
則
の
例
外
に
な
る
。
第
三

二
二
条
一
項
及
び
三
三
四
条
一
項
は
、
こ
の
見
地
か
ら
、
前
者
は
書
証
（
供
述
書
又
は
供
述
録
取
書
）
に
つ
い
て
、
後
者
は
伝
聞
供
述

に
つ
い
て
規
定
を
設
け
て
い
る
。」

「
英
米
法
に
よ
れ
ば
、
公
判
外
に
お
け
る
被
告
人
の
供
述
で
自
己
に
不
利
益
な
も
の
は
す
べ
て
許
容
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
被
告
人

の
自
己
に
不
利
益
な
供
述
に
は
伝
聞
法
則
の
適
用
が
な
い
か
ら
で
あ
る
が
、
な
お
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
は
、
一
般
に
信
用
性
が
あ

る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
一
一
の
（
二
）

４
）
参
照
）。
不
利
益
な
供
述
は
必
ず
し
も
犯
罪
行
為
後
に
お
け
る
供
述
、
す
な
わ
ち

自
白
又
は
自
認
（
狭
義
）
に
限
ら
れ
な
い
。
犯
罪
行
為
前
に
お
け
る
供
述
、
例
え
ば
、
犯
罪
の
動
機
、
計
画
な
ど
の
供
述
を
含
む
（
広

義
の
自
認
）。
…
…
な
お
、
自
認
は
自
白
と
は
異
な
り
、
被
告
人
が
供
述
に
際
し
、
そ
れ
が
自
己
に
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意

（84-３- ）581 21
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識
す
る
必
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
自
己
に
利
益
で
あ
る
と
信
じ
て
な
し
た
供
述
で
あ
っ
て
も
、
客
観
的
に
不
利
益
な
も

の
で
あ
る
と
き
は
自
認
で
あ
る
。」

江
家
は
、
三
二
二
条
一
項
が
設
け
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、
①
被
告
人
は
自
己
の
供
述
に
対
し
反
対
尋
問
権
を
持
ち
得
な
い
こ
と
、
及
び

②
自
己
に
不
利
益
な
供
述
は
、
一
般
に
信
用
性
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
の
、
二
点
を
挙
げ
て
い
る
。
①
は
英
米
証
拠
法
の
権
威
で
あ
る

ウ
ィ
グ
モ
ア
（W

ig
m
o
re

）
の
見
解
に
依
拠
し
た
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
②
に
つ
い
て
は
、
英
米
法
に
お
い
て
「
利
益
に
反
す

る
供
述
」
が
伝
聞
例
外
と
さ
れ
て
い
る
理
由
を
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
参
照
と
の
指
示
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
一
般
人
の
心
理
と
し
て
、
自

己
に
不
利
益
な
事
実
を
自
ら
虚
構
と
し
て
他
人
に
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
自
己
の
利

益
に
反
す
る
事
実
を
供
述
し
た
場
合
は
、
そ
れ
は
一
応
真
実
性
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る８

）。
し
か

し
、
英
米
法
に
お
い
て
「
利
益
に
反
す
る
供
述
」
と
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
異
な
る
法
理
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

前
者
は
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
は
不
利
益
と
は
金
銭
的
、
財
産
的
な
も
の
に
限
定
し
、
刑
事
上
の
責
任
を
含
ま
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
。
今
日
、

連
邦
証
拠
規
則
を
含
む
各
法
域
の
法
令
に
お
い
て
刑
事
上
の
責
任
を
負
う
こ
と
に
つ
な
が
る
発
言
も
利
益
に
反
す
る
供
述
に
含
め
る
傾
向
に

あ
る
が
、
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
者
が
自
己
の
刑
事
責
任
を
示
唆
す
る
発
言
を
行
っ
た
こ
と
を
、
被
告
人
の
有
利
な
証

拠
と
し
て
用
い
る
場
合
の
伝
聞
例
外
で
あ
る９

）。
こ
れ
に
対
し
、
被
告
人
本
人
が
自
己
の
刑
事
責
任
を
示
唆
す
る
発
言
を
し
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
問
題
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、
も
は
や
供
述
の
信
用
性
の
有
無
は
証
拠
と
し
て
の
許
容
性
に
と
っ
て
重
要
で
は
な
い
。

ま
た
、
利
益
に
反
す
る
供
述
の
場
合
、
そ
れ
ゆ
え
に
真
実
性
を
推
定
さ
せ
る
と
い
う
以
上
は
、
少
な
く
と
も
供
述
時
に
当
該
供
述
が
自
己
に

と
っ
て
不
利
益
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
行
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
訴
訟
の
一
方
当

事
者
側
が
行
っ
た
過
去
の
供
述
を
訴
訟
に
お
い
て
そ
の
者
の
不
利
益
に
使
用
す
る
場
合
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
事
者
が
供
述
し
た
際
、

そ
れ
が
将
来
自
己
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
必
要
は
な
い
こ
と
は
、
江
家
自
身
が

指
摘
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
江
家
の
解
説
に
は
、
三
二
二
条
一
項
前
段
を
説
明
す
る
た
め
に
、
部
分
的
に
は
英
米
法
の
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ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
に
依
拠
し
、
部
分
的
に
は
「
利
益
に
反
す
る
供
述
」
の
法
理
を
参
照
し
た
こ
と
に
よ
り
、
三
二
二
条
一
項
前
段
の

趣
旨
に
つ
き
一
貫
性
を
欠
い
た
説
明
が
み
ら
れ
る
。

二

こ
れ
に
対
し
、
藤
岩
睦
郎
は
、
や
は
り
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
見
解
を
参
照
し
つ
つ
、
三
二
二
条
一
項
の
趣
旨
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る10

）。

「
承
認
は
事
実
に
関
す
る
主
張
即
ち
証
言
的
発
言
で
あ
る
こ
と
、
被
告
人
以
外
の
者
の
法
廷
外
の
供
述
と
異
な
ら
な
い
。
そ
の
証
拠
価

値
は
供
述
者
の
観
察
能
力
、
そ
の
偏
見
・
利
害
の
存
否
、
等
々
に
依
存
す
る
。
こ
の
見
地
か
ら
は
承
認
の
証
拠
価
値
は
、
当
事
者
の
利

益
に
提
出
さ
れ
る
と
不
利
益
に
提
出
さ
れ
る
と
を
問
わ
ず
同
一
の
は
ず
で
あ
る
。

（
一
）
と
こ
ろ
が
被
告
人
の
不
利
益
に
提
出
さ
れ
る
と
き
は
、
証
言
的
発
言
一
般
と
し
て
の
価
値
の
他
に
、
さ
ら
に
証
人
の
自
己
矛

盾
（
法
三
二
八
条
参
照
）
と
同
じ
論
理
的
価
値
を
持
つ
。
被
告
人
は
そ
の
主
張
や
そ
の
提
出
す
る
証
拠
全
体
を
通
じ
て
語
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
自
己
矛
盾
の
基
礎
は
こ
れ
ら
の
全
体
で
あ
る
。
殊
に
わ
が
刑
事
訴
訟
で
は
被
告
人
が
起
訴
事
実
を
認
め
る
と
否
と
に
か
か

わ
ら
ず
検
察
側
は
そ
の
全
部
を
立
証
す
る
責
任
を
負
担
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
判
決
あ
る
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
争
っ
て
い
る

も
の
と
擬
制
さ
れ
て
い
る
に
他
な
ら
ず
、
不
利
益
な
事
実
の
承
認
は
か
よ
う
に
擬
制
さ
れ
た
被
告
人
の
主
張
に
対
し
論
理
的
に
は
常
に

自
己
矛
盾
た
る
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
右
の
論
理
的
見
地
を
離
れ
て
こ
れ
を
法
律
的
見
地
か
ら
観
れ
ば
、
被
告
人
の
供
述
と
い
え
ど
も
事
実
に
関
す
る
証
言
的
発
言

で
あ
る
限
り
伝
聞
規
則
（
法
三
二
〇
条
）
の
適
用
を
受
け
そ
の
障
壁
に
遭
遇
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
被
告
人
の
法
廷
外
の
供
述

は
、
そ
の
利
益
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
特
別
の
例
外
即
ち
「
特
に
信
用
す
べ
き
情
況
の
下
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
き
」

法
三
二

二
条
一
項
後
段
・
三
二
四
条
一
項
）
に
該
当
し
な
い
限
り
、
こ
の
障
壁
を
通
過
し
な
い
。

し
か
し
、
被
告
人
の
不
利
益
に
提
出
さ
れ
た
と
き
は
伝
聞
規
則
の
障
壁
を
通
過
す
る
（
法
三
二
二
条
一
項
前
段
・
三
二
四
条
一
項
）。

何
と
な
れ
ば
反
対
尋
問
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
伝
聞
規
則
の
そ
も
そ
も
の
基
礎
が
こ
こ
で
は
欠
除
〔
マ
マ
〕
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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被
告
人
自
身
が
伝
聞
規
則
を
援
用
す
べ
き
唯
一
の
者
で
あ
り
、
ま
た
自
分
を
反
対
尋
問
す
る
必
要
も
な
い
。
既
に
自
分
を
反
対
尋
問
す

る
機
会
は
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
更
に
自
ら
法
廷
で
供
述
し
て
前
の
供
述
を
弁
明
す
る
に
十
分
な
機
会
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
意

味
に
お
い
て
承
認
は
伝
聞
規
則
の
例
外
と
い
っ
て
も
、
始
め
か
ら
伝
聞
規
則
適
用
の
範
囲
外
で
あ
る
と
説
明
し
て
も
、
同
じ
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
が
承
認
一
般
の
証
拠
法
上
最
も
重
要
な
特
色
で
あ
る
。
…
…

（
三
）

不
利
益
な
事
実
の
承
認
」
と
い
う
文
言
に
曖
昧
さ
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
承
認
の
対
象
は
そ
の
承
認
を
な
し
た
と
き
被
告
人

に
不
利
益
で
あ
っ
た
事
実
に
は
限
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
供
述
当
時
の
供
述
者
の
利
益
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
信
憑
性

は
増
大
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
証
拠
能
力
と
は
関
係
が
な
い
。
供
述
者
の
現
在
の
主
張
と
の
矛
盾
が
承
認
を
証
拠
と
し

て
用
い
る
理
由
な
の
で
あ
る
。

（
四
）
右
に
述
べ
た
通
り
、
現
在
の
主
張
と
の
自
己
矛
盾
と
し
て
の
価
値
と
、
伝
聞
規
則
の
障
壁
を
通
過
し
た
証
言
と
し
て
こ
れ
を

な
し
た
人
及
び
そ
の
際
の
状
況
に
応
じ
た
証
言
的
価
値
と
の
二
重
の
価
値
を
有
す
る
。
承
認
が
単
に
「
証
明
力
を
争
う
」
も
の
と
し
て

の
み
で
は
な
く
、
独
立
の
「
実
質
的
証
拠
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
こ
の
後
者
と
し
て
の
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
自
白
は
こ

の
承
認
の
一
種
に
他
な
ら
な
い
。」

藤
岩
は
、
三
二
二
条
一
項
前
段
の
理
解
に
お
い
て
、
後
述
の
ウ
ィ
グ
モ
ア
に
よ
る
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
法
理
の
理
解
に
そ
の
ま
ま
依
拠
し
た

説
明
を
施
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
三
二
二
条
一
項
前
段
の
「
不
利
益
な
事
実
の
承
認
」
と
い
う
文
言
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
た
上
で
、

被
告

人
に
不
利
益
な
事
実
の
承
認
」
に
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
理
由
を
、
①
自
己
矛
盾
と
同
じ
論
理
的
価
値
を
持
つ
こ
と11

）、
及
び
②
被
告
人

自
身
に
対
し
て
は
反
対
尋
問
す
る
必
要
が
な
く
、
法
廷
で
自
ら
弁
明
す
る
機
会
も
有
し
て
い
る
こ
と
に
見
出
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前
者

に
つ
い
て
は
、
英
米
法
と
は
異
な
り
、
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
は
被
告
人
が
公
判
で
罪
を
認
め
て
い
る
場
合
も
検
察
官
の
有
罪
立
証
を
要
求
し

て
お
り
、
そ
の
場
合
も
自
白
調
書
は
三
二
二
条
一
項
前
段
に
よ
り
証
拠
採
用
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
被
告
人
が
罪
を
認
め
て
い
る
場
合
で

あ
っ
て
も
、
検
察
官
の
立
証
の
必
要
が
あ
る
以
上
、
罪
を
争
っ
て
い
る
こ
と
が
擬
制
さ
れ
て
お
り
、
不
利
益
事
実
の
承
認
は
常
に
自
己
矛
盾
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に
当
た
る
と
い
う
、
技
巧
的
な
説
明
が
行
わ
れ
て
い
る
。

②
の
点
は
、
江
家
の
説
明
と
共
通
す
る
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
藤
岩
は
、
被
告
人
は
自
分
を
反
対
尋
問
す
る
機
会
は
有
し
て
い
た
は
ず
で

あ
り
、
更
に
自
ら
法
廷
で
供
述
し
て
前
の
供
述
を
弁
明
す
る
に
十
分
な
機
会
を
有
し
て
い
る
点
を
補
足
し
て
い
る
。
後
者
の
点
は
、
田
中
和

夫
も
、

被
告
人
は
欲
す
れ
ば
任
意
の
供
述
に
よ
っ
て
、
そ
の
書
面
又
は
原
供
述
の
意
味
を
説
明
し
、
ま
た
そ
の
供
述
を
す
る
に
至
っ
た
事

情
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
充
分
に
反
対
尋
問
と
同
一
の
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
不
利
益
な
事
実
の
承
認
を
内
容
と
す
る
書
面
又
は
他
人
の
証
言
は
、
形
式
的
に
は
伝
聞
証
拠
の
形
体
を
と
っ
て
い

る
（
…
）
が
、
実
質
的
に
は
は
じ
め
か
ら
伝
聞
証
拠
の
要
素
を
欠
い
て
い
る
。
従
っ
て
、
理
論
的
に
は
こ
の
規
定
は
、
伝
聞
証
拠
の
法
則
の

例
外
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い
。」
と
説
明
し
て
い
る12

）。
し
か
し
、
被
告
人
が
公
判
で
三
二
二
条
一
項
書
面
の
信
用
性
を
争
う
機
会
を

持
て
る
こ
と
を
理
由
に
、
法
廷
外
供
述
を
非
伝
聞
と
結
論
付
け
て
よ
い
か
に
つ
い
て
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
疑
問
が
あ
る
。

三

こ
の
よ
う
に
三
二
二
条
一
項
前
段
が
設
け
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
部
分
的
に
矛
盾
を
来
し
て
い
た
り
技
巧
的
過
ぎ
る
説
明
が
含
ま

れ
て
お
り
、
明
快
と
言
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
教
科
書
に
お
い
て
も
、
三
二
二
条
一
項
の
原
理
を
、
①
被
告
人
自
身
に
対
す

る
反
対
尋
問
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
も
の13

）、
②
任
意
に
自
己
の
利
益
に
反
す
る
供
述
を
行
う
場

合
は
一
般
的
に
信
用
性
が
高
い
か
ら
伝
聞
例
外
と
さ
れ
た
と
す
る
も
の14

）、
③
自
己
矛
盾
に
当
た
る
か
ら
、
被
告
人
は
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
義

務
が
生
じ
る
と
す
る
も
の15

）、
あ
る
い
は
、
④
こ
れ
ら
の
複
数
の
観
点
か
ら
説
明
し
て
い
る
も
の16

）、
が
多
い
。
さ
ら
に
は
、
⑤
こ
れ
ら
い
ず
れ

の
説
明
も
不
十
分
と
し
た
上
で
、
結
局
、
当
事
者
主
義
的
見
地
か
ら
説
明
す
る
他
な
い
と
す
る
も
の17

）、
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ば
ら
ば

ら
の
根
拠
付
け
が
行
わ
れ
て
き
た
中
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
三
二
二
条
一
項
に
対
し
て
は
、
そ
の
根
拠
の
説
明
は
と
も
か
く
、
捜
査
機
関

の
作
成
し
た
大
量
の
被
告
人
の
供
述
調
書
が
証
拠
提
出
さ
れ
て
し
ま
う
結
果
に
対
し
て
、
直
接
主
義
の
観
点
か
ら
の
修
正
を
施
す
こ
と
が
課

題
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
田
宮
裕
は
、

直
接
主
義
は
、
証
拠
と
裁
判
所
の
関
係
を
問
題
に
す
る
職
権
主
義
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
む
し
ろ
、
わ
が
国

の
伝
聞
法
則
の
ね
ら
い
の
中
枢
に
迫
る
重
要
な
視
点
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
調
書
と
く
に
捜
査
書
類
の
多
用
と
い
う
こ
と
が
日
本
の
刑
事

裁
判
の
特
色
で
も
あ
り
、
ま
た
問
題
点
で
も
あ
る
が
、
そ
の
規
制
が
ま
さ
に
伝
聞
法
則
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
最
大
の
課

題
と
い
え
る
か
ら
だ
。」
と
述
べ
て
い
る18

）。
ま
た
、
松
尾
浩
也
も
、

捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
取
調
べ
の
結
果
を
証
拠
と
し
て
一
般
的
に
許

容
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
直
接
主
義
の
観
点
か
ら
批
判
を
生
じ
て
お
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
い
る
。」
こ
と
を
認
め

て
い
た19

）。

さ
ら
に
、
近
時
は
直
接
主
義
の
観
点
を
伝
聞
法
則
の
趣
旨
に
盛
り
込
む
積
極
的
解
釈
も
展
開
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
堀
江
慎
司
は
「
伝

聞
法
則
の
基
礎
に
あ
る
公
判
廷
で
の
尋
問
の
手
続
を
構
成
す
る
要
素
に
は
、
相
手
方
当
事
者
に
よ
る
反
対
尋
問
の
機
会
だ
け
で
は
な
く
、
事

実
認
定
者
に
よ
る
供
述
者
の
態
度
・
表
情
等
の
観
察
や
法
廷
の
厳
粛
さ
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
第
１
の
見
解
（
筆
者
注：

上

記
①
の
見
解
）
の
よ
う
に
伝
聞
法
則
の
趣
旨
が
妥
当
し
な
い
と
ま
で
言
い
切
る
の
は
適
切
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。」
と
論
じ
て
い
る20

）。
ま
た
、

松
田
岳
士
は
刑
訴
法
三
二
〇
条
一
項
の
伝
聞
法
則
は
、
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
供
さ
れ
る
供
述
の
採
取
過
程
に
お
け
る
「
公
開
の
対
審
」
を

保
障
す
る
趣
旨
と
の
理
解
に
立
ち
、

公
判
に
お
け
る
被
告
人
か
ら
の
供
述
採
取
と
公
判
外
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
公
開
主
義
の
保
障
の
有

無
の
ほ
か
、
公
平
な
裁
判
所
の
前
で
行
わ
れ
る
か
否
か
、
弁
護
人
の
立
会
権
な
い
し
質
問
権
の
保
障
を
伴
う
か
否
か
等
、
同
条
項
の
関
心
に

属
す
る
重
要
な
差
異
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
も
、
伝
聞
不
適
用
で
は
な
く

伝
聞
例
外
を
定
め
た
も
の
で
あ
り
、
伝
聞
例
外
の
要
件
は
「
必
要
性
」
と
「
信
用
性
の
情
況
的
保
障
」
が
要
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
解

釈
の
下
、
前
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
公
判
に
お
い
て
公
判
外
供
述
と
異
な
る
供
述
を
行
う
か
、
あ
る
い
は
黙
秘
す
る
場
合
に
、

一
般
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
後
者
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
上
記
②
の
見
解
に
よ
り
説
明
す
る
ほ
か
な
い
と
唱
え
て
い
る21

）。
当
該
見

解
は
、
直
接
主
義
の
理
念
を
読
み
込
ん
だ
三
二
二
条
一
項
の
具
体
的
解
釈
の
試
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
三
二
二
条
一
項
に
も
直
接
主
義
の
理
念
を
盛
り
込
み
解
釈
し
よ
う
と
す
る
近
時
の
見
解
は
、
今
の
と
こ
ろ
多
数
の
支
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持
を
得
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
う
に
、
当
該
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
改
め
て
、
そ
も
そ
も
英
米
法
に

お
い
て
、
な
ぜ
当
事
者
の
法
廷
外
供
述
が
そ
の
他
の
者
の
法
廷
外
供
述
と
比
べ
て
証
拠
法
上
特
別
に
許
容
さ
れ
て
き
た
の
か
、
そ
の
原
理
を

め
ぐ
り
ど
の
よ
う
な
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
振
り
返
る
こ
と
か
ら
、
考
察
を
始
め
る
こ
と
が
有
益
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
、
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
議
論
に
つ
い
て
、
そ
の
概
略
を
紹
介
し
て
お
く
。

（
二
）
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
民
刑
事
に
共
通
す
る
証
拠
法
上
の
法
理
で
あ
り
、
そ
の
適
用
範
囲
は
日
本
の
刑
訴
法
三
二
二
条

よ
り
も
広
い
。
連
邦
証
拠
法
八
〇
一
条
（
ｄ
）

２
）
項
が
定
め
る
よ
う
に
、
当
事
者
本
人
の
供
述
以
外
に
、
当
事
者
か
ら
当
該
事
項
に
つ

き
供
述
す
る
こ
と
を
授
権
さ
れ
た
者
、
当
事
者
の
代
理
人
や
被
用
者
、
そ
し
て
当
事
者
の
共
謀
者
の
供
述
も
対
象
に
な
り
得
る
こ
と
は
、
三

二
二
条
と
の
重
大
な
相
違
で
あ
る
。
ま
た
、
口
頭
供
述
、
供
述
書
面
だ
け
で
な
く
、
事
実
上
ま
た
は
法
律
上
の
争
点
に
関
連
し
て
、
発
言
を

伴
っ
た
当
事
者
の
行
為
自
体
も
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
本
人
が
直
接
知
見
し
た
事
実
の

供
述
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
個
人
の
意
見
や
他
人
の
意
見
を
語
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い22

）。
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
さ
れ
る
供
述

は
日
本
の
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
前
段
よ
り
も
広
範
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
統
一
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
必
ず
し

も
簡
単
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
位
置
付
け
は
、
伝
聞
法
則
の
体
系
化
が
進
め
ら
れ
る
中
で
活
発
に
議
論
さ

れ
た
過
去
を
持
つ
。
理
論
的
な
疑
問
点
が
解
消
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
の
伝
統
と
し
て
今
日
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ

て
き
た
。
以
下
で
は
、
基
本
的
に
ベ
イ
ン
（B

ein

）
が
一
九
八
四
年
に
発
表
し
た
論
文
「
当
事
者
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
代
理
人
の
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン：

羊
の
皮
を
被
っ
た
伝
聞
狼23

）」
の
整
理
に
従
っ
て
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
学
説
を
紹
介
す
る
こ
と

に
し
た
い
。
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ベ
イ
ン
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
に
関
す
る
学
説
を
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
①
供
述
証
拠
に
当
た
ら
な
い
か
ら
伝
聞
法
則
の
適
用

が
な
い
と
す
る
見
解
、
②
供
述
を
行
っ
た
当
事
者
に
反
対
尋
問
の
機
会
を
付
与
す
る
必
要
が
な
い
か
ら
、
供
述
証
拠
で
あ
っ
て
も
伝
聞
法
則

の
適
用
が
な
い
と
す
る
見
解
、
及
び
③
伝
聞
証
拠
に
当
た
る
が
、
当
事
者
主
義
の
原
理
か
ら
認
め
ら
れ
て
き
た
特
別
の
伝
聞
例
外
で
あ
る
と

す
る
見
解
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ベ
イ
ン
自
身
は
、
い
ず
れ
の
見
解
も
批
判
し
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
自
由
な
証
拠
使
用
を
認
め
て
、

補
強
法
則
と
証
明
力
評
価
に
よ
り
正
確
な
事
実
認
定
を
担
保
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を

通
常
の
伝
聞
例
外
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
伝
聞
例
外
を
真
実
に
合
致
す
る
形
で
、
制
限
的
か
つ
合
理
的
に
運
用
す
る
裁

判
所
の
裁
量
権
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
に
、
伝
聞
例
外
の
要
件
に
信
用
性
の
要
件
を
加
え
る
必
要
は
な
い
と
説
く
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
立

場
か
ら
特
に
自
己
の
知
識
経
験
に
基
づ
か
な
い
よ
う
な
信
用
性
を
欠
く
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
排
除
の
可
能
性
を
論
じ
て
い
る24

）。

（
１
）
非
供
述
証
拠
説
（
情
況
証
拠
説
）

ス
ト
ラ
ホ
ー
ン
（S

tra
h
o
rn

）
は
、
伝
聞
法
則
は
法
廷
外
供
述
を
そ
の
内
容
の
真
実
性
を
証
明
す
る
目
的
で
使
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し

て
い
る
と
こ
ろ
、
伝
聞
法
則
に
係
ら
ず
法
廷
外
の
発
言
が
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
る
場
合
を
、
①
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
、
す
な

わ
ち
、
法
廷
外
の
発
言
が
供
述
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
何
ら
信
用
性
の
問
題
が
生
じ
な
い
場
合
、
②
伝
聞
法
則
が
部
分
的

に
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
、
供
述
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
法
廷
外
の
発
言
が
、
信
用
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
何
ら
か

の
調
整
的
仕
組
み
の
下
で
行
わ
れ
、
ま
た
は
再
生
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
受
入
れ
可
能
で
あ
る
場
合
、
③
純
粋
な
伝
聞
例
外
の
場
合
、
す
な
わ
ち
、

完
全
に
無
条
件
下
で
行
わ
れ
た
法
廷
外
の
発
言
が
、
信
用
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
調
整
的
仕
組
み
を
不
要
に
す
る
正
当
な
理
由
に
よ
り
、

供
述
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
る
場
合
に
分
類
し
て
い
る25

）。
そ
し
て
、
①
の
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
場
合
と
し
て
、

ⅰ
）
作
用
的

な
行
為
と
し
て
の
発
言
（
例
え
ば
、
約
束
行
為
、
中
傷
行
為
、
名
誉
棄
損
行
為
等
）、

ⅱ
）
関
連
性
を
も
つ
行
為
の
一
部
と
し
て
の
発
言

（
事
件
と
関
連
性
を
も
つ
行
為
と
同
時
に
行
わ
れ
た
発
言
に
よ
っ
て
行
為
の
意
味
を
説
明
す
る
場
合
）、

ⅲ
）
そ
れ
自
体
が
関
連
性
を
も
つ
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情
況
的
行
為
と
し
て
の
発
言
（
後
述
）、

ⅳ
）
以
前
の
不
一
致
供
述
を
証
人
の
弾
劾
に
用
い
る
場
合
、

ⅴ
）
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
取
り
上

げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
初
の
三
つ
に
よ
り
伝
聞
不
適
用
の
す
べ
て
の
場
合
を
カ
バ
ー
で
き
、
後
の
二
つ
に
つ
い
て
は
、

ⅰ
）
か
ら
（
ⅲ
）

の
一
つ
ま
た
複
数
に
分
類
で
き
る
と
い
う26

）。

さ
ら
に
彼
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
、
①
当
事
者
に
よ
る
明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
②
当
事
者
と
一
定
の
関
係
を
持
つ
者
が
当
該
関
係

と
の
関
連
で
行
っ
た
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
代
理
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）、
③
他
人
の
供
述
を
当
事
者
が
否
定
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
黙
示

的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
④
当
事
者
の
行
為
に
よ
る
暗
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
四
類
型
に
分
類
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
ア

ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
叙
述
的
価
値
を
持
つ
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
本
当
の
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
行
為
と
し
て
使
用

さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
証
拠
と
し
て
使
用
可
能
な
理
由
は
、
そ
れ
ら
が
当
事
者
又
は
当
事
者
と
有

意
義
な
関
係
を
有
す
る
者
の
関
連
性
を
も
つ
行
為
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
た
と
え
そ
れ
が
叙
述
的
価
値
を
も
有
し
得
る

と
し
て
も
、
そ
の
信
用
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
く
正
当
化
で
き
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う27

）。
以
下
で
は
各
タ
イ
プ
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
基

本
型
で
あ
る
明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
限
定
し
て
、
ス
ト
ラ
ホ
ー
ン
の
見
解
を
説
明
す
る
。

明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
」
は
、
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
相
手
方
が
申
し
立
て
た
そ
の
者
の
法
廷
外
供
述
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
ト
ラ

ホ
ー
ン
は
、
明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
「
そ
れ
自
体
が
関
連
性
を
も
つ
情
況
的
行
為
と
し
て
の
発
言
」

情
況
的
発
言
）
に
該
当
す
る
と

い
う28

）。
こ
の
情
況
的
発
言
と
は
、
特
定
の
人
物
に
よ
り
、
あ
る
い
は
特
定
の
外
部
的
情
況
の
下
で
行
わ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
発
言
内
容

が
真
実
で
あ
る
か
否
か
に
関
係
な
く
、
証
明
力
を
持
つ
発
言
の
こ
と
で
あ
り
、
伝
聞
法
則
は
適
用
さ
れ
ず
、
情
況
的
発
言
と
し
て
許
容
さ
れ

る
と
い
う29

）。
情
況
的
発
言
の
例
と
し
て
は
、
①
精
神
に
問
題
の
あ
る
者
の
滑
稽
な
発
言
を
そ
の
者
の
精
神
異
常
を
証
明
す
る
た
め
の
情
況
証

拠
と
し
て
用
い
る
場
合
の
他
、
②
犬
の
飼
い
飼
い
主
に
よ
る
隣
人
へ
の
犬
に
注
意
と
い
う
警
告
を
、
犬
の
獰
猛
な
性
格
に
つ
い
て
の
飼
い
主

の
認
識
を
証
明
す
る
た
め
の
情
況
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
、
③
義
母
の
息
子
に
対
す
る
妻
の
所
に
帰
り
な
さ
い
と
い
う
忠
告
を
、
義
母
が

息
子
の
（
妻
に
対
す
る
）
愛
情
を
疎
外
し
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
義
母
が
嫁
に
対
し
て
悪
意
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
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た
め
の
情
況
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
、
④
被
害
者
が
発
し
た
脅
迫
を
被
告
人
が
聞
い
た
こ
と
を
、
被
告
人
が
正
当
防
衛
を
行
う
必
要
が
あ

る
と
信
じ
て
い
た
こ
と
の
情
況
証
拠
と
し
て
用
い
る
場
合
等
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
情
況
的
発
言
の
一
種

で
あ
り
、
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

ス
ト
ラ
ホ
ー
ン
は
そ
う
考
え
る
理
由
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る30

）。
一
般
に
情
況
的
発
言
の
証
明
力
は
、
そ
の
存
在
が
当
該
証
拠
を
申

し
立
て
ら
れ
た
当
事
者
の
主
張
の
有
効
性
と
整
合
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
例
え
ば
、
愛
情
疎
外
行
為
に
よ
り
訴
え
ら
れ
て
い
る
義

母
が
、
自
分
の
息
子
に
対
し
妻
の
と
こ
ろ
に
帰
る
よ
う
に
助
言
し
た
こ
と
の
立
証
を
申
し
立
て
る
場
合
、
彼
女
は
、
原
告
で
あ
る
息
子
の
妻

の
、
義
母
が
自
分
に
悪
意
を
抱
い
て
お
り
、
か
つ
息
子
の
妻
に
対
す
る
愛
情
を
疎
外
し
た
と
い
う
主
張
と
は
一
致
し
な
い
情
況
を
立
証
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
訴
訟
当
事
者
の
好
ま
し
く
な
い
言
語
的
行
為
が
、
息
子
の
現
在
の
訴
答
に
お
け
る
主
張
の
有
効
性
を
否
定
す

る
情
況
証
拠
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
息
子
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
場
合
も
、
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
当

事
者
の
供
述
が
そ
の
者
の
現
在
の
訴
答
に
お
け
る
主
張
と
異
な
る
と
い
う
情
況
は
、
陪
審
員
に
よ
っ
て
考
慮
さ
れ
る
に
値
す
る
適
切
な
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
、

た
ま
た
ま
供
述
が
叙
述
的
内
容
を
伴
う
な
ら
ば
）
供
述
中
に
お
い
て
明
示
的
に
叙
述
さ
れ
た
事
実
が
真
実
で
あ
っ
た

と
き
と
同
じ
程
度
の
重
要
性
を
付
与
す
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、
叙
述
的
内
容
を
伴
う
か
ど
う
か
は
偶
然
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
当
事
者

の
関
連
性
を
も
つ
行
為
で
あ
る
が
ゆ
え
に
訴
訟
に
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
伝
聞
法
則
の
適
用
の
対
象
で
は
な
い
。
伝
聞
法
則
は
、
叙
述
的

で
あ
る
こ
と
に
唯
一
の
正
当
性
を
持
つ
供
述
に
対
し
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。

彼
の
い
う
「
情
況
的
発
言
」
は
、
発
言
が
事
実
を
叙
述
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
訴
訟
当
事
者
の
裁
判
に
お
け
る
主
張
と
一
致

し
な
い
情
況
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
証
明
力
を
肯
定
で
き
る
発
言
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
明
示
的
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
、

叙
述
的
内
容
を
伴
う
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
当
事
者
の
裁
判
に
お
け
る
主
張
と
一
致
し
な
い
過
去
の
関
連
性
を
持
つ
行
為
と
し
て
証
明
力

を
肯
定
で
き
る
の
で
、

情
況
的
発
言
」
に
分
類
で
き
る
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
趣
旨
は
分
か
り
難
い
。
そ
も
そ
も
、
ス
ト
ラ
ホ
ー
ン
が

情
況
的
発
言
と
し
て
例
示
す
る
内
容
は
日
本
の
教
科
書
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
精
神
状
態
の
供
述
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
精
神
状
態
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の
供
述
は
表
現
・
叙
述
の
過
程
を
伴
う
た
め
、
供
述
の
信
用
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
証
明
力
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
情
況
的
発
言
が
常

に
証
明
力
を
持
つ
と
い
う
た
め
に
は
、
当
事
者
の
発
言
事
実
（
情
況
）
か
ら
発
言
者
の
心
理
を
推
認
し
、
さ
ら
に
発
言
者
の
心
理
か
ら
こ
れ

に
影
響
を
与
え
た
事
実
の
存
在
を
推
認
す
る
二
段
階
の
推
認
を
容
認
す
る
他
な
い
が
、
そ
う
し
た
推
認
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
結
局
す
べ

て
の
供
述
は
情
況
証
拠
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
伝
聞
法
則
は
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う31

）。
ス
ト
ラ
ホ
ー
ン
が
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
情
況
証
拠
と
し
て
正
当
化
し
よ
う
と
試
み
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
支
持
を
受
け
る
に
至
ら
っ
て
お
ら
ず
、
ま
し
て
や
、
彼

の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
捉
え
方
は
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
供
述
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
日
本
の
刑
訴
法
三
二
二
条

一
項
前
段
と
は
か
け
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
参
考
に
は
な
ら
な
い
。

（
２
）
反
対
尋
問
不
要
説

ウ
ィ
グ
モ
ア
の
初
期
の
見
解
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
、
証
人
の
自
己
矛
盾
供
述
の
弾
劾
的
使
用
と
共
通
す
る
点
に
見
出
し
、
実

質
証
拠
と
し
て
の
使
用
を
認
め
な
い
考
え
方
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
供
述
証
拠
で
あ
り
、
か
つ
実
質
証
拠
と
し
て
使

用
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
き
た
判
例
の
立
場
を
受
入
れ
た
上
で
、
伝
聞
法
則
の
適
用
を
否
定
し
て
い
る
。
彼
は
そ
の
理
由
と
し
て
、
ま
ず
通

常
の
論
理
学
と
心
理
学
的
側
面
か
ら
、
①
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
、
一
般
の
供
述
に
備
わ
っ
て
い
る
の
と
同
じ
自
然
的
な
証
明
力
を
肯
定
で
き

る
こ
と
、
②
追
加
的
な
価
値
と
し
て
、
現
在
の
主
張
と
矛
盾
す
る
供
述
を
別
の
機
会
に
行
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
相
手
当
事
者
の
信

用
を
失
わ
せ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
証
人
の
自
己
矛
盾
供
述
と
同
じ
論
理
が
妥
当
す
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る
。
次
に
、
証
拠
の
許

容
性
に
関
す
る
法
的
ル
ー
ル
の
観
点
か
ら
、
③
自
ら
の
公
判
外
供
述
を
自
己
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
当
事
者
は
、
自
ら
が

伝
聞
法
則
を
援
用
す
る
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
自
ら
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
行
う
必
要
が
な
い
た
め
、
伝
聞
法
則
を
適
用
す
べ
き
基
礎
が
失

わ
れ
る
こ
と
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
既
に
自
分
自
身
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
行
う
機
会
を
有
し
て
い
た
し
、
証
言
台
に
立
っ
て

以
前
の
供
述
に
つ
き
説
明
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
を
指
摘
し
て
い
る32

）。
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ウ
ィ
グ
モ
ア
に
よ
れ
ば
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
二
重
の
要
素
か
ら
な
る
特
別
の
証
明
力
が
あ
る
と
い
う
。
ひ
と
つ
は
、
す
べ
て
の
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
自
己
矛
盾
供
述
を
証
人
に
対
し
て
使
用
す
る
場
合
と
同
様
の
弾
劾
的
推
認
を
、
相
手
当
事
者
の
公
判
に
お
け
る
主
張
に
対

し
て
行
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
点
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
全
て
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
相
手
当
事
者
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
伝

聞
法
則
を
満
た
し
て
お
り
、
ひ
と
た
び
許
容
さ
れ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
供
述
が
情
況
に
応
じ
て
有
す
る
の
と
同
じ
供
述
証
拠
と
し
て
の
価
値
を

有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
例
え
ば
、
当
事
者
が
供
述
を
行
っ
た
時
に
供
述
が
当
該
当
事
者
の
自
然
な
偏
向
な
い
し
利
益
に
反
す
る
こ
と
が
よ

り
顕
著
で
あ
る
程
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
よ
り
信
用
性
が
高
く
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
要
素
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
証
明
力
を
高
め
る
が
、

許
容
性
に
と
っ
て
は
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る33

）。

な
お
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
証
人
の
自
己
矛
盾
供
述
の
証
拠
と
し
て
の
使
用
は
弾
劾
的
推
認
を
可
能
に
す
る
点
で
共
通

す
る
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
前
者
と
後
者
が
同
じ
法
理
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
点
に
注
意
を
要
す
る
。
両
者
を
証
拠
顕
出
す

る
際
の
手
続
的
違
い
と
し
て
、
証
人
の
自
己
矛
盾
供
述
を
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
た
め
に
は
、
予
め
証
言
台
の
証
人
に
警
告
を
行
い
、
こ
れ

か
ら
自
己
矛
盾
供
述
と
し
て
申
し
立
て
よ
う
と
す
る
供
述
を
行
わ
な
か
っ
た
か
否
か
を
質
問
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
当
事
者
の
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
証
拠
と
し
て
申
し
出
る
場
合
は
、
こ
の
事
前
警
告
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理
由
に
つ
き
、
一
九
世
紀
中
頃
ま
で
コ
モ

ン
ロ
ー
上
は
相
手
当
事
者
に
は
陳
述
能
力
も
証
言
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
被
告
人
に
以
前
に
ど
の
よ
う
な

供
述
を
行
っ
た
か
質
問
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
も
し
そ
れ
を
要
求
す
れ
ば
、
す
べ
て
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ
て

し
ま
っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
の
後
、
相
手
当
事
者
の
陳
述
能
力
が
認
め
ら
れ
、
証
言
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
が
、
ル
ー
ル

は
変
わ
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
そ
し
て
、
ル
ー
ル
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
は
二
つ
の
重
要
な
理
由
が
あ
り
、
一
つ
目
は
、
相
手

当
事
者
は
事
実
上
証
言
台
に
立
た
な
く
て
よ
く
、
し
た
が
っ
て
予
め
以
前
の
自
己
矛
盾
供
述
に
つ
き
相
手
当
事
者
に
質
問
す
る
機
会
を
持
て

な
い
こ
と
、
二
つ
目
は
、
事
前
警
告
を
要
求
す
る
唯
一
の
目
的
は
、
証
人
が
退
席
す
る
前
に
以
前
の
自
己
矛
盾
供
述
に
つ
き
説
明
す
る
公
正

な
機
会
を
与
え
る
こ
と
に
あ
る
と
こ
ろ
、
当
事
者
は
理
論
上
は
公
判
の
間
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
さ
れ
る
供
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述
を
取
調
べ
た
後
に
相
手
当
事
者
が
必
要
と
考
え
る
な
ら
ば
、
説
明
の
た
め
に
証
言
台
に
立
ち
自
ら
防
御
す
る
機
会
を
持
て
る
こ
と
に
あ
る

と
さ
れ
る34

）。

こ
の
よ
う
に
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
当
事
者
は
そ
れ
に
対
し
て
反
対
尋
問
を
行
う
必
要
が

な
い
た
め
伝
聞
法
則
を
適
用
す
べ
き
基
礎
を
欠
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
当
事
者
は
自
ら
以
前
の
供
述
に
つ
き
慎
重
に
発
言
で
き
た
し
、
自
ら

証
言
台
に
立
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
伝
聞
証
拠
に
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
他
方
、
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
証
明
力
に
つ
い
て
は
、
相
手
当
事
者
の
公
判
に
お
け
る
主
張
に
対
す
る
弾
劾
的
推
認
力
を
基
礎
と
し
た
上
で
、
情
況
に
応
じ

て
程
度
は
異
な
る
が
、
当
事
者
の
自
然
な
偏
向
な
い
し
利
益
に
反
す
る
供
述
は
そ
の
供
述
の
信
用
性
を
高
め
る
と
い
う
意
味
で
の
証
明
力
も

伴
い
得
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
の
見
解
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
つ
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
放
置
さ
れ
た
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
信
用
性
に
関
し
て
自
ら
が
法
廷
で
説
明
す
る
機
会
の
保
障
は
、
相
手
方
証
人
に
対
す
る
反
対
尋
問
権
の
保

障
と
は
、
同
じ
意
味
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
伝
聞
法
則
が
法
廷
外
証
拠
を
供
述
の
真
実
性
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
と
す
る

こ
と
を
原
則
と
し
て
禁
止
し
て
い
る
の
は
、
反
対
尋
問
権
を
行
使
た
め
の
機
会
を
相
手
当
事
者
に
与
え
る
た
め
で
あ
る
。
相
手
当
事
者
が
反

対
尋
問
に
よ
り
信
用
性
を
吟
味
す
る
必
要
が
な
い
と
考
え
る
と
き
は
、
伝
聞
証
拠
に
同
意
す
る
こ
と
で
、
伝
聞
証
拠
で
あ
っ
て
も
証
拠
能
力

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
反
対
尋
問
権
の
行
使
が
必
要
と
考
え
る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
伝
聞
証
拠
の
証
拠
調
べ
は
行
わ
れ
ず
、
原

供
述
者
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
合
、
自
己
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
側
の
当
事
者

が
そ
の
信
用
性
を
争
う
こ
と
を
選
択
し
た
と
し
て
も
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
が
自
己
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
採
用
さ
れ
た
当
事
者
は
、
確
か
に
、
そ
れ
が
真
実
を
述
べ
た
も
の
で
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
機

会
を
持
つ
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
の
説
明
に
成
功
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
た
と
え
信
用
性
の
基
盤
を
欠
く
よ
う
な
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン

で
あ
っ
て
も
、
裁
判
所
が
事
実
認
定
の
資
料
と
す
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い35

）。
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第
二
に
、
ウ
ィ
グ
モ
ア
は
、
ほ
ぼ
民
事
事
件
を
念
頭
に
お
い
て
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
説
明
を
し
て
い
る
が
、
刑
事
事
件
の
場
合
、
被
告
人

が
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
法
廷
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
防
御
権
の
行
使
で
は
な
く
、
黙
秘
権
の
放

棄
を
も
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
被
告
人
は
、
黙
秘
権
を
放
棄
し
て
、
自
ら
、
問
題
と
な
っ

て
い
る
法
廷
外
供
述
を
行
っ
た
の
か
、
自
己
が
語
っ
た
こ
と
が
正
確
に
法
廷
に
顕
出
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
は
真
実
を
述
べ
た
も
の
か
を
供

述
す
る
方
法
を
選
択
す
る
か
、
あ
る
い
は
黙
秘
権
行
使
を
選
択
し
、
自
ら
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
し
て
何
ら
供
述
し
な
い
か
の
選
択
を
迫

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
刑
事
事
件
に
お
い
て
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
採
用
は
、
少
な
く
と
も
被
告
人
に
黙
秘
権
行
使
を
放
棄
す
る
か
維
持
す
る

か
の
選
択
を
迫
る
不
利
益
を
及
ぼ
す
以
上
、
信
用
性
の
基
盤
を
欠
く
よ
う
な
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
ま
で
許
容
し
て
し
ま
う
こ
と
を
防
ぐ
方
策
が

採
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
伝
聞
法
則
の
適
用
外
と
位
置
付
け
て
し
ま
っ
て
は
、
司
法
審
査

に
お
い
て
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
証
拠
と
し
て
の
許
容
性
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
可
能
性
は
大
幅
に
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
も
し

ウ
ィ
グ
モ
ア
が
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
弾
劾
的
推
認
力
し
か
認
め
ず
、
真
実
立
証
の
た
め
の
証
拠
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
当
初
の
立
場
を
維

持
し
て
い
た
な
ら
ば
、
伝
聞
証
拠
に
該
当
し
な
い
と
い
う
位
置
付
け
は
一
貫
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
実
質
証
拠
と
し
て
の
使
用
を

認
め
る
立
場
を
と
る
以
上
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
非
伝
聞
と
位
置
付
け
る
こ
と
は
、
一
般
的
な
伝
聞
証
拠
の
定
義
と
は
一
貫
し
な
い
。

（
３
）
特
別
な
伝
聞
例
外
説

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
伝
聞
証
拠
と
位
置
付
け
た
上
で
、
し
か
し
伝
聞
例
外
を
認
め
る
た
め
の
信
用
性
の
情
況
的
保
障
と

は
無
関
係
な
、
特
別
の
理
由
か
ら
伝
聞
例
外
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
説
明
も
有
力
で
あ
る
。

モ
ー
ガ
ン
は
、
伝
聞
証
拠
を
供
述
内
容
の
真
実
性
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
申
し
立
て
た
法
廷
外
供
述
と
定
義
す
る
な
ら

ば
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
も
明
ら
か
に
伝
聞
証
拠
に
当
た
る
と
し
た
上
で
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
は
伝
聞
法
則
よ
り
も
歴
史
が
古
く
、

特
権
の
主
張
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
事
者
の
い
か
な
る
関
連
性
を
も
つ
行
為
の
証
拠
も
、
そ
の
者
に
対
す
る
証
拠
と
し
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て
許
容
で
き
る
」
と
い
う
、
承
認
さ
れ
て
き
た
法
理
の
附
随
物
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
不
適
切
な
方
法
で
獲
得
さ
れ
た
自
白
を
排
除
す

る
自
白
法
則
を
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
を
後
に
修
正
し
た
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る36

）。
さ
ら
に
、
彼
は
、

当
事
者
自
身
に
よ
っ

て
行
わ
れ
た
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
許
容
性
は
、
そ
れ
が
行
わ
れ
た
情
況
が
事
実
認
定
者
に
よ
る
そ
れ
を
公
正
に
評
価
す
る
手
段
を
与
え
る
と

い
う
考
え
方
に
で
は
な
く
、
訴
訟
の
当
事
者
主
義
理
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
当
事
者
は
、
自
分
に
対
し
て
反
対
尋
問
す
る
機
会
を
持
て
な

か
っ
た
こ
と
や
、
あ
る
い
は
自
分
は
宣
誓
の
制
裁
の
下
で
話
し
て
も
信
用
す
る
に
足
り
な
い
こ
と
に
、
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
は
ほ
と
ん

ど
で
き
な
い
。
当
事
者
の
相
手
方
は
、
そ
の
当
事
者
が
述
べ
た
り
、
行
っ
た
こ
と
が
何
で
あ
れ
、
そ
の
者
に
対
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
。
も
と
も
と
、
当
事
者
は
法
廷
で
説
明
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
一
八
〇
〇
年
代
の
中
ご
ろ
か
ら
、
証
人
適
格
が

肯
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
事
実
認
定
者
に
、
そ
の
者
が
知
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
関
連
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、

伝
統
的
な
判
例
は
供
述
証
拠
に
対
し
て
通
常
適
用
さ
れ
る
制
限
を
当
事
者
本
人
の
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
証
拠
に
適
用
す
る
こ
と
を
否
定
し
て
い

る
」
と
も
説
明
し
て
い
る37

）。

ま
た
、
レ
フ
（L

ev

）
も
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
法
廷
外
供
述
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
真
実
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
と
し
て
許
容
さ

れ
る
以
上
、
定
義
上
は
伝
聞
証
拠
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
信
用
性
を
高
め
る
方
向
に
推
進
さ
せ
る
力
に
よ
っ
て
の
み
ほ

と
ん
ど
の
例
外
の
存
在
が
正
当
化
さ
れ
る
の
に
対
し
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
異
な
る
基
礎
の
も
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ

ち
、

そ
れ
は
、
当
事
者
が
別
の
機
会
に
裁
判
所
に
お
け
る
現
在
の
立
場
と
合
致
し
な
い
供
述
を
行
っ
て
い
た
と
き
は
、
そ
の
者
の
現
在
の

立
場
は
悪
く
な
る
、
と
い
う
司
法
政
策
」
で
あ
り
、
ま
た
、

そ
れ
は
、
不
一
致
に
対
す
る
制
裁
で
あ
り
、
現
在
の
請
求
と
異
な
る
別
の
機

会
の
説
明
を
締
め
出
す
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
の
禁
反
言
で
あ
る
。
相
対
的
な
信
用
性
は
重
要
で
は
な
い
。
当
事
者
が
自
分
自
身
に
矛
盾
す

れ
ば
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
か
の
立
場
を
真
実
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。」
と
い
う
わ
け
で
あ
る38

）。

こ
う
し
た
当
事
者
の
自
己
責
任
論
に
依
拠
し
た
説
明
は
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
性
質
を
、
伝
聞
法
則
の
体
系
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
説

明
す
る
試
み
で
あ
る
。
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
、
取
調
べ
時
に
被
告
人
が
任
意
に
行
っ
た
弁
解
と
、
公
判
に
お
い
て
検
察
側
の
証
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拠
を
見
た
上
で
行
わ
れ
た
被
告
人
の
弁
解
の
内
容
と
異
な
る
と
き
、
捜
査
段
階
の
供
述
が
公
判
に
お
け
る
被
告
人
の
弁
解
に
反
駁
す
る
証
拠

と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
際
、
た
と
え
捜
査
段
階
の
弁
解
が
虚
偽
で
、
公
判
段
階
の
弁
解
が
真
実
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
こ
う
し
た
使
用
が
許
容
さ
れ
る
の
は
、
被
告
人
が
自
ら
捜
査
段
階
で
虚
偽
弁
解
を
行
っ
た
こ
と
が
招
い
た
帰
結
と
言
え
な
く
は
な
い
。

し
か
し
、
捜
査
段
階
で
自
白
し
て
い
た
被
告
人
が
公
判
に
お
い
て
否
認
に
転
じ
た
と
き
に
、
捜
査
段
階
の
自
白
に
よ
っ
て
犯
罪
を
立
証
し
よ

う
と
す
る
ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
捜
査
段
階
の
自
白
を
法
廷
に
お
け
る
被
告
人
の
否
認
供
述
の
信
用
性
を
弾
劾
す
る
目
的
に
と
ど

ま
ら
ず
、
捜
査
段
階
の
自
白
が
検
察
側
立
証
の
中
心
に
な
る
場
合
が
含
ま
れ
る
。
こ
の
場
合
は
、
被
告
人
が
捜
査
段
階
で
自
白
し
た
こ
と
が

虚
偽
か
真
実
か
を
問
わ
ず
に
、
証
拠
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
被
告
人
は
捜
査
段
階
で
自
白
し
て
い
た
と
い

う
事
実
自
体
が
、
事
実
認
定
者
に
予
断
を
与
え
、
事
実
認
定
を
誤
ら
せ
る
危
険
は
常
に
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
当
事
者
主
義
原
理
に
基
づ

く
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
証
拠
の
正
当
化
は
、
民
事
事
件
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
と
り
わ
け
「
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
証
明
」
が
要
求
さ
れ

る
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、
何
ら
か
の
安
全
装
置
が
設
け
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
原
理
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
ま
ま
日
本
に
受
け

入
れ
る
こ
と
は
妥
当
で
な
か
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
の
原
理
は
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
か
、
節
を
改
め
若
干
の

考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

三

三
二
二
条
一
項
の
解
釈

現
行
刑
事
訴
訟
法
が
被
告
人
以
外
の
者
の
供
述
と
被
告
人
の
供
述
を
区
別
し
て
伝
聞
例
外
規
定
を
定
め
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、
ア
ド
ミ
ッ

シ
ョ
ン
の
法
理
の
影
響
を
受
け
て
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
事
実
だ
ろ
う
。
英
米
法
に
お
け
る
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
の
主
要
な
適
用
場
面
は

民
事
事
件
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
刑
事
事
件
に
お
い
て
の
み
、
当
事
者
（
被
告
人
に
限
定
さ
れ
て
い
る
）
の
法
廷
外
供
述
に
特
別
の
伝
聞
例
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外
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
刑
事
訴
訟
法
が
伝
聞
法
則
を
導
入
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
は
伝
聞
法
則
よ
り

歴
史
の
古
い
法
理
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、
訴
訟
当
事
者
は
法
廷
外
で
自
ら
発
言
し
た
内
容
か
ら
生
じ
る
帰
結
に
責
任
を
負
う
べ
き

で
あ
る
と
い
う
、
当
事
者
主
義
原
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
同
じ
く
、
当
事
者
主
義
諸
国
の
典
型
的
な
制
度
と
し
て
は
、
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト

制
度
（
有
罪
答
弁
制
度
）
や
、

事
実
の
合
意
」

stip
u
la
tio
n

）
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
真
実
の
解
明
を
犠
牲
に
し
て
し
ま
う
懸
念

か
ら
日
本
に
は
導
入
さ
れ
ず
、
あ
る
い
は
合
意
書
面
と
い
う
形
に
修
正
し
た
上
で
導
入
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

法
理
に
つ
い
て
も
、
英
米
法
に
お
け
る
理
解
の
ま
ま
導
入
さ
れ
た
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
な
い
。

ま
た
、
三
二
二
条
一
項
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
同
条
の
文
言
も
無
視
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
項
前
段
は
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述

が
、
不
利
益
事
実
の
承
認
を
内
容
と
す
る
も
の
に
限
定
し
て
、
そ
れ
が
自
白
で
な
く
て
も
任
意
性
を
条
件
に
証
拠
能
力
を
付
与
し
、
後
段
は
、

そ
れ
以
外
の
場
合
に
供
述
の
信
用
性
を
支
え
る
情
況
の
存
在
（
特
信
性
）
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
来
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
合
、

当
事
者
の
供
述
内
容
が
本
人
に
と
っ
て
利
益
が
不
利
益
か
は
重
要
で
な
く
、
当
事
者
の
法
廷
外
供
述
を
相
手
側
が
本
人
に
対
す
る
証
拠
と
し

て
用
い
る
か
、
当
該
供
述
し
た
本
人
が
自
己
の
主
張
を
支
え
る
証
拠
と
し
て
用
い
る
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
場
合

は
、
供
述
し
た
側
の
当
事
者
に
反
対
尋
問
の
機
会
を
与
え
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
伝
聞
法
則
は
適
用
さ
れ
な
い
が
、
後
者
の
場
合
は
、
供
述

者
の
相
手
当
事
者
に
反
対
尋
問
権
を
保
障
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
伝
聞
法
則
が
適
用
さ
れ
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
当
た
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。

そ
こ
で
、

ⅰ
）
三
二
二
条
一
項
前
段
こ
そ
が
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
の
影
響
の
下
に
制
定
さ
れ
た
条
文
で
あ
る
と
理
解
す
る
な
ら

ば
、
当
該
条
文
の
「
不
利
益
事
実
の
承
認
」
の
文
言
は
、
前
述
の
藤
岩
の
解
釈
の
よ
う
に
、
当
該
証
拠
を
使
用
す
る
時
点
を
基
準
に
被
告
人

に
と
っ
て
不
利
益
事
実
か
否
か
と
い
う
意
味
に
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
後
段
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
（
検
察
側
に
よ
る
被
告
人

の
法
廷
外
供
述
の
証
拠
利
用
）
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
被
告
人
が
自
己
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
用
い
る
た
め
の
伝

聞
例
外
要
件
を
定
め
た
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
三
二
二
条
一
項
と
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
段
は
、
ア

ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
が
、
自
白
を
含
む
不
利
益
事
実
の
承
認
で
あ
る
場
合
は
、
有
罪
認
定
を
支
え
る
重
要
な
証
拠
と
な
り
得
る
こ
と
か
ら
、

一
項
但
書
が
定
め
る
よ
う
に
供
述
の
任
意
性
に
疑
い
の
な
い
限
り
に
お
い
て
、
特
信
性
を
満
た
す
と
み
な
し
た
規
定
で
あ
り
、
後
段
は
、
ア

ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
内
容
が
嫌
疑
に
対
す
る
弁
解
等
、
そ
れ
自
体
は
不
利
益
事
実
の
承
認
で
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
検
察
官
は
公
判
に
お
け

る
被
告
人
の
主
張
の
反
駁
証
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
か
ら
、
前
段
に
該
当
し
な
い
場
合
の
一
般
的
な
例
外
要
件
と
し
て
特
信

性
を
求
め
た
規
定
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
な
お
、
任
意
性
と
特
信
性
の
関
係
に
つ
き
、
任
意
性
を
虚
偽
排
除
説
的
に
理
解
す
れ

ば
信
用
性
の
基
盤
を
欠
く
証
拠
を
排
除
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
両
者
は
実
質
的
に
重
な
る
が
、
任
意
性
の
要
件
は
単
に
信
用
性
の
基
盤

を
欠
く
証
拠
の
排
除
の
点
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
白
の
獲
得
に
偏
っ
た
捜
査
の
抑
止
と
い
う
政
策
目
的
が
含
ま
れ
て
お
り
、
違
法
排

除
説
を
採
用
す
る
か
否
か
に
係
ら
ず
、
特
信
性
よ
り
も
高
度
な
要
求
と
理
解
し
て
よ
か
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
口
頭
に
よ
り
証
拠
顕
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
三
二
四
条
は
被
告
人
以
外
の

者
を
通
じ
て
、
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
顕
出
す
る
こ
と
し
か
定
め
て
い
な
い
。
証
人
が
口
頭
に
よ
り
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
法
廷
に
証

拠
顕
出
す
る
場
合
、
当
該
証
人
の
供
述
に
よ
り
被
告
人
が
法
廷
外
で
そ
の
よ
う
な
供
述
を
行
っ
た
こ
と
を
認
定
し
、
さ
ら
に
、
被
告
人
の
法

廷
外
供
述
か
ら
供
述
さ
れ
た
事
実
を
認
定
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
辿
る
の
に
対
し
、
被
告
人
が
自
ら
の
法
廷
外
供
述
を
証
拠
顕
出
す
る
場

合
は
、
こ
う
し
た
二
段
階
の
立
証
過
程
を
と
る
必
要
は
な
く
、
端
的
に
被
告
人
が
法
廷
外
で
供
述
し
た
内
容
を
法
廷
で
供
述
す
れ
ば
よ
い
か

ら
で
あ
る
。
も
し
、
被
告
人
が
自
ら
の
法
廷
外
供
述
を
証
拠
顕
出
す
る
場
合
も
二
段
階
の
立
証
過
程
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

被
告
人
に
は
自
己
の
供
述
を
保
全
す
る
た
め
の
証
拠
保
全
手
続
が
認
め
ら
れ
て
も
よ
い
よ
う
に
思
う
が
、
被
告
人
が
自
ら
の
公
判
外
供
述
を

法
廷
に
証
拠
顕
出
す
る
手
段
と
し
て
自
己
に
対
す
る
証
拠
保
全
請
求
を
行
う
こ
と
も
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
告
人

が
自
己
の
法
廷
外
供
述
を
口
頭
で
は
な
く
書
面
に
よ
り
証
拠
顕
出
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
り
、
三
二
二
条
一
項
後
段
が
設
け
ら
れ
て
い
る

と
い
う
の
は
一
貫
性
を
欠
く
。
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こ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
も
、
被
告
人
の
記
憶
が
薄
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
な
ら
ば
自
己
の
供
述
書
面
を
、
記
憶
喚
起
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
け
ば
足
り
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
し
、
被
告
人
が
作
成
し
た
文
書
で
類
型
的
に
信
用
性
が
高
い
も
の
は
三
二
三
条

三
号
で
対
応
で
き
る
か
ら
不
都
合
は
な
か
ろ
う
。
ま
た
、
被
告
人
が
自
己
の
法
廷
外
供
述
を
検
察
側
が
証
拠
顕
出
し
た
被
告
人
の
公
判
外
供

述
を
弾
劾
す
る
目
的
で
使
用
す
る
場
合
は
三
二
八
条
に
よ
り
対
応
で
き
る
し
、
そ
れ
以
外
に
法
廷
外
で
供
述
し
た
事
実
を
非
供
述
証
拠
し
て

利
用
で
き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
、
直
接
主
義
の
要
請
と
し
て
、
被
告
人
が
自
ら
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
法
廷

外
の
供
述
内
容
を
証
拠
顕
出
し
た
い
と
き
は
、
被
告
人
が
直
接
法
廷
で
供
述
す
る
こ
と
で
証
拠
顕
出
す
る
こ
と
が
原
則
と
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
三
二
二
条
一
項
後
段
を
被
告
人
側
が
自
ら
の
供
述
書
面
を
証
拠
調
べ
請
求
す
る
場
合
の
規
定
と
理
解
し
た
場
合
、
三
二
二

条
一
項
後
段
に
必
要
性
の
要
件
は
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
直
接
主
義
の
要
請
に
も
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
、
三
二
二
条
一
項
全
体
が
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
検
察
官
が
被
告
人
の
供
述
書
面
を
被
告
人
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
使
用
す
る
場

合
の
規
定
と
位
置
づ
け
、

ⅱ
）
の
よ
う
に
解
釈
す
る
方
が
、
条
文
の
文
言
に
忠
実
で
あ
ろ
う
。

確
か
に
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
許
容
性
要
件
と
し
て
特
信
性
を
要
求
す
る
こ
と
は
、
英
米
法
に
お
け
る
理
解
と
は
異
な
る
。
そ
し
て
、
三

二
二
条
が
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
規
定
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
供
述
に
信
用
性
の
基
礎
が
あ
る
か
ど
う
か
を
独

立
の
許
容
性
要
件
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、

ⅰ
）
の
解
釈
が
唯
一
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
行
刑
訴
法
は
英

米
法
の
制
度
を
取
捨
選
択
し
て
導
入
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
当
事
者
主
義
の
ラ
ジ
カ
ル
な
部
分
を
緩
和
し
、
三
二
二
条
一
項
全
体
を
ア
ド

ミ
ッ
シ
ョ
ン
規
定
の
日
本
版
と
解
す
る
（
ⅱ
）
の
解
釈
が
、
同
項
の
文
言
に
そ
ぐ
わ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か

ら
の
手
続
的
帰
結
と
し
て
、
被
告
人
質
問
先
行
型
審
理
を
説
明
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
白
を
含
む
、
不
利
益
供
述

の
承
認
を
内
容
と
す
る
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
の
任
意
性
が
争
点
と
な
っ
た
場
合
は
、
検
察
官
は
証
拠
採
用
し
て
も
ら
う
前
に
任
意
性
立
証

が
要
求
さ
れ
、
そ
の
際
、
通
常
は
被
告
人
質
問
も
先
行
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
任
意
性
に
争
い
の
な
い
被
告
人
の
法
廷

外
供
述
や
、
不
利
益
事
実
の
承
認
に
当
た
ら
な
い
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
、
検
察
官
が
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
主
張
に
反
駁
す
る
目
的
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で
使
用
す
る
場
合
は
、
独
立
の
任
意
性
審
査
は
不
要
で
あ
る
（
証
拠
評
価
に
際
し
三
二
五
条
の
求
め
る
範
囲
の
任
意
性
審
査
が
行
わ
れ
れ
ば

足
り
る
）。
し
か
し
、
例
え
ば
捜
査
段
階
で
作
成
さ
れ
た
被
告
人
の
供
述
調
書
は
虚
偽
と
知
り
つ
つ
署
名
し
た
と
か
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
の
意
味
を
理
解
で
き
な
い
ま
ま
署
名
し
た
等
の
理
由
か
ら
、
被
告
人
が
そ
の
信
用
性
を
争
う
と
き
は
、
裁
判
所
が
、
当
該
供
述
書
面

を
証
拠
採
用
す
る
前
に
特
信
情
況
の
有
無
を
確
認
す
る
た
め
に
、
そ
の
採
用
に
先
立
っ
て
被
告
人
質
問
を
実
施
し
、
供
述
書
面
が
作
成
さ
れ

た
時
の
情
況
に
特
信
性
が
認
め
ら
れ
る
か
の
審
査
を
要
求
す
る
の
が
、
三
二
二
条
一
項
後
段
の
趣
旨
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
冒
頭
で
述
べ
た
被
告
人
質
問
先
行
型
審
理
の
運
用
は
、
単
に
三
二
二
条
一
項
書
面
の
許
容
性
審
査
の
た
め
の
被
告
人
の
先
行
を

説
く
も
の
で
は
な
く
、
同
条
の
書
面
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
、
被
告
人
が
直
接
法
廷
で
供
述
し
た
場
合
は
、
も
は
や
重
複
的
証
拠
と
し

て
、
三
二
二
条
一
項
書
面
の
証
拠
採
用
を
不
要
と
す
る
考
え
方
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
直
接
主
義
の
理
念
に
基
づ
き
、
被
告
人
が
法
廷
外

で
語
っ
た
こ
と
を
自
ら
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
被
告
人
が
直
接
法
廷
で
語
る
こ
と
で
法
廷
外
供
述
を
顕
出
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
ま
で
は
言
え
て
も
、
検
察
官
が
被
告
人
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
を
証
拠
顕

出
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
、
被
告
人
が
供
述
の
信
用
性
を
争
う
こ
と
を
前
提
に
法
廷
外
で
述
べ
た
こ
と
を
語
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
、
検
察
官

に
よ
る
被
告
人
の
法
廷
外
供
述
の
証
拠
使
用
が
不
要
に
な
る
と
ま
で
言
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
考
察
を
深
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
被
告
人
の
供
述
書
面
の
証
拠
顕
出
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
直
接
主
義
に
厳
格
な
ド
イ
ツ
の
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
も
、
活

発
に
議
論
さ
れ
て
き
た
歴
史
が
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
の
分
析
を
含
め
、
さ
ら
に
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

１
）

鹿
児
島
地
決
平
二
九
・
六
・
二
八L

E
X
/D
B
25545985

（
大
崎
事
件
第
三
次
再
審
請
求
開
始
決
定
）

２
）

こ
の
点
に
つ
き
、
高
木
光
太
郎
「
供
述
信
用
性
評
価
へ
の
取
り
組
み
と
取
調
べ
の
可
視
化
（
法
と
心
理
学
会
第
一
五
回
大
会

公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

取
調
室
の
な
か
に
心
理
学
者
は
何
を
見
る
の
か

：

可
視
化
と
心
理
学
研
究
の
可
能
性
）」
法
と
心
理
一
五
巻
一
号
（
二
〇
一
五
年
）
二
四
頁
を
参
照
さ

れ
た
い
。

３
）

清
野
憲
一
「『
被
告
人
質
問
先
行
』
に
関
す
る
一
考
察
」
判
時
二
二
五
二
号
三
頁
、
野
口
元
郎
「
比
較
法
的
観
点
か
ら
見
た
被
告
人
の
捜
査
段
階
供
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述
の
公
判
で
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
判
時
二
三
二
〇
号
三
頁
。

４
）

拙
稿
「
被
告
人
質
問
先
行
型
審
理
と
検
察
官
の
証
拠
調
べ
請
求
権
」
判
時
二
三
三
一
号
一
三
四
頁
。

５
）

連
邦
証
拠
規
則
八
〇
一
条

（
ｄ
）
非
伝
聞
供
述

次
の
条
件
を
満
た
す
供
述
は
伝
聞
に
は
当
た
ら
な
い
。

（
１
）
供
述
者
証
人
の
以
前
の
供
述

略

（
２
）
相
手
当
事
者
の
供
述

当
該
当
事
者
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
申
し
立
て
ら
れ
た
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
供
述

（
Ａ
）
当
該
当
事
者
が
個
人
又
は
代
表
の
資
格
で
行
っ
た
と
き

、

（
Ｂ
）
当
該
当
事
者
が
、
そ
れ
が
承
認
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
ま
た
は
真
実
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
る
と
き
、

（
Ｃ
）
当
該
当
事
者
が
当
該
事
項
に
つ
き
供
述
す
る
権
限
を
付
与
し
た
者
に
よ
り
行
わ
れ
た
と
き
、

（
Ｄ
）
当
該
当
事
者
の
代
理
人
又
は
被
用
者
に
よ
り
、
職
務
の
範
囲
内
の
問
題
に
つ
き
、
職
務
に
あ
る
間
に
行
わ
れ
た
と
き
、
又
は
、

（
Ｅ
）
当
該
当
事
者
の
共
謀
者
に
よ
り
、
共
謀
が
継
続
し
て
い
る
間
に
、
そ
れ
を
推
進
す
る
目
的
で
行
わ
れ
た
と
き
。

当
該
供
述
を
、

Ｃ
）
の
い
う
供
述
者
の
供
述
権
限
、

Ｄ
）
の
い
う
職
務
の
存
在
若
し
く
は
範
囲
、
又
は
（
Ｅ
）
の
い
う
共
謀
の
存
在
若
し
く
は
共
謀

へ
の
参
加
の
証
明
に
お
い
て
考
慮
に
加
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

６
）

団
藤
重
光
編
『
法
律
実
務
講
座
刑
事
編
第
八
巻
証
拠
法
（
１
）』

有
斐
閣
、
一
九
五
六
年
）
一
七
三
九
｜
四
二
頁
〔
横
井
大
三
〕。

７
）

江
家
義
男
『
刑
事
証
拠
法
の
基
礎
理
論
〔
訂
正
版
〕』

有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
）
一
二
八
｜
一
二
九
頁
。

８
）

同
前
八
〇
頁
。

９
）

S
ee,

A
d
m
issib

ility
,
a
s a
g
a
in
st in

terest,
in crim

in
a
l ca

se o
f d
ecla

ra
tio
n o

f co
m
m
issio

n o
f crim

in
a
l a
ct,

92 A
.L
.R
.3d 1164

(O
rig
in
a
lly p

u
b
lish

ed in 1979).

10
）

団
藤
編
・
前
掲
注

６
）一
七
九
四
｜
九
六
頁
〔
藤
岩
睦
郎
〕。

11
）

三
二
二
条
一
項
前
段
の
原
理
を
自
己
矛
盾
供
述
に
当
た
る
と
説
明
し
て
い
る
教
科
書
と
し
て
、
平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』

有
斐
閣
、
一
九
五
八

年
）
二
一
二
頁
、
宇
藤
崇
‖
松
田
岳
士
‖
堀
江
慎
司
『
刑
事
訴
訟
法
』

有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
七
〇
頁
〔
堀
江
〕
が
あ
る
。

12
）

田
中
和
夫
『
新
版
証
拠
法
』

有
斐
閣
、
一
九
五
九
年
）
一
七
三
｜
一
七
四
頁
。

13
）

団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
〔
七
訂
版
〕』

創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
二
六
五
頁
、
髙
田
卓
爾
『
刑
事
訴
訟
法
〔
二
訂
版
〕』

青
林
書
院
新
社
、

一
九
八
四
年
）
二
三
四
頁
、
井
戸
田
侃
『
刑
事
訴
訟
法
要
説
』

有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
二
三
頁
他
多
数
。

14
）

斉
藤
金
作
『
刑
事
訴
訟
法
上
巻
』

有
斐
閣
、
一
九
六
一
年
）
二
三
七
頁
、
岸
盛
一
『
刑
事
訴
訟
法
要
義
』

廣
文
堂
書
店
、
一
九
六
一
年
）
一
七
五

頁
、
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
下
〔
新
版
補
正
第
二
版
〕』

弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
四
五
頁
、
河
上
和
雄
他
編
『
注
釈
刑
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕
第
六
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巻
』

立
花
書
房
、
二
〇
一
五
年
）
五
三
二
｜
五
三
三
頁
〔
香
城
敏
麿
‖
朝
山
芳
史
〕

た
だ
し
、
被
告
人
が
公
判
廷
で
供
述
が
変
わ
っ
た
理
由
を
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、
証
拠
採
用
し
て
も
手
続
が
不
当
に
な
ら
な
い
理
由
と
す
る
。）、
河
上
和
雄
他
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二

版
〕
第
七
巻
』

青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
六
六
四
頁
〔
杉
田
宗
久
〕。

15
）

平
野
龍
一
『
刑
事
訴
訟
法
』

有
斐
閣
、
一
九
五
八
年
）
二
一
二
頁
。

16
）

①
と
②
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
三
井
誠
‖
酒
巻
匡
『
入
門
刑
事
訴
訟
法
〔
第
七
版
〕』

有
斐
閣
、
二
〇
一
七
年
）
二
五
九
頁
。
田
宮
裕
『
刑
事

訴
訟
法
〔
新
版
〕』

有
斐
閣
、
一
九
九
六
年
）
は
、
伝
聞
証
拠
で
な
い
と
す
れ
ば
①
、
伝
聞
例
外
で
あ
る
と
す
れ
ば
②
を
理
由
と
す
る
。

17
）

小
泉
祐
康
「
犯
罪
の
外
形
的
事
実
を
承
認
し
た
供
述
調
書
」『
証
拠
法
大
系
Ⅲ
伝
聞
証
拠
』

日
本
評
論
社
、
一
九
七
〇
年
）
二
六
九
頁
、
光
藤
景
皎

『
口
述
・
刑
事
訴
訟
法
Ⅱ
』

成
文
堂
、
二
〇
一
三
年
）
二
二
三
頁
（
た
だ
し
、
補
助
的
に
被
告
人
に
公
判
に
お
い
て
説
明
す
る
機
会
が
あ
る
こ
と
を
加
え

て
い
る
）、
上
口
裕
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
三
版
〕』

成
文
堂
、
二
〇
一
二
年
）
四
五
四
頁
。
な
お
、
白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
〔
第
九
版
〕』

日
本
評
論

社
、
二
〇
一
七
年
）
四
三
七
頁
は
、
当
事
者
主
義
を
理
由
と
す
る
説
明
が
よ
り
説
得
的
と
し
つ
つ
、
そ
も
そ
も
三
二
二
条
一
項
前
段
の
例
外
を
認
め
る
こ

と
自
体
疑
問
と
す
る
。

18
）

田
宮
・
前
掲
注

16
）三
六
五
頁
。

19
）

松
尾
・
前
掲
注

14
）四
五
頁
。

20
）

宇
藤
‖
松
田
‖
堀
注
・
前
掲
注

11
）三
七
〇
頁
。

21
）

松
田
岳
士
『
刑
事
手
続
の
基
本
問
題
』

成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
八
三
｜
八
七
頁
。

22
）

M
a
h
la
n
d
t v
.
W
ild C

a
n
id S

u
rv
iv
a
l
&
R
esea

rch C
en
ter,

588 F
.2d 626,

630
631

(8th C
ir.1978);

U
.
S
.
v
.
A
m
m
a
r,
714 F

.2d 238,

254
(3d C

ir.1983);
D
o
n
lin v

.
A
ra
m
a
rk C

o
rp
.,
162 F

.R
.D
.
149,

150
(D
.
U
ta
h 1995).

23
）

F
red

a F
.
B
ein
,
P
a
rties’

A
d
m
issio

n
s,
A
g
en
ts’

A
d
m
issio

n
s:
H
ea
rsa

y W
o
lv
es in S

h
eep

’s C
lo
th
in
g
,
12 H

o
fstra L

.
R
ev
.
393.

24
）

Id
.
a
t 400

401.

25
）

S
tra
h
o
rn
,
A
 
R
eco

n
sid
era

tio
n o

f th
e H

ea
rsa

y R
u
le a

n
d A

d
m
issio

n
s,
85 U

.
P
a
.
L
.
R
ev
.
484,

487
(1937).

26
）

Id
.
a
t 490.

27
）

Id
.
a
t 564,

569
570.

28
）

Id
.
a
t 571.

29
）

Id
.
a
t 492.

30
）

Id
.
a
t 573.

31
）

E
.
M
.
M
o
rg
a
n
,
A
d
m
issio

n
s a
s a
n E

x
cep

tio
n to th

e H
ea
rsa

y R
u
le,

30 Y
a
le L

.
J.
355,

357
(1921).
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32
）

J.
W
ig
m
o
re,

E
v
id
en
ce in T

ria
ls a

t C
o
m
m
o
n L

a
w
,
3rd

.,
V
o
l.4,

1048,
a
t 2

4.

33
）

Id
.
a
t 5

6.

34
）

Id
.
a
t 8

10.
35
）

連
邦
証
拠
規
則
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
非
伝
聞
証
拠
と
位
置
付
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
多
く
の
連
邦
判
例
も
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
信
用
性
は
許
容
性

の
独
立
し
た
要
件
で
は
な
い
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
る
。S

ee,
U
n
ited S

ta
tes v

.
P
in
a
lto
,
771 F

.2d 457,
459

(1985);
U
.
S
.
v
.
D
iD
o
m
en
ico
,

78 F
.3d 294,

303
(1996).

36
）

E
.M
.
M
o
rg
a
n
,
B
a
sic P

ro
b
lem

s o
f E

v
id
en
ce V

o
l.2

(1963),
230.

モ
ー
ガ
ン
は
、
刑
事
被
告
人
と
の
関
係
で
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
法
理
を
修
正
し
た
も
の
が
自
白
法
則
で
あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
な
お
、
自
白
法
則

が
自
白
に
該
当
し
な
い
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
に
ま
で
適
用
が
あ
る
か
ど
う
か
は
法
域
に
よ
っ
て
考
え
方
が
異
な
る
。
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
判
例
は
、
脅
迫
や
誘

導
、
あ
る
い
は
そ
の
獲
得
過
程
に
お
い
て
違
法
性
を
帯
び
る
こ
と
な
く
、
自
由
か
つ
任
意
に
行
わ
れ
た
自
白
ま
た
は
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
れ
ば
、
証
拠

と
し
て
許
容
で
き
る
と
し
て
き
た

。
こ
れ
に
対
し
て
、
州
の
法
域
に
お
い
て
は
、
自
白
に
該
当
し
な
い
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
場
合
、
任
意
性
は
許
容
性

の
要
件
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
自
白
の
任
意
性
が
争
わ
れ
る
場
合
と
は
異
な
り
、
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
許
容
性
を
審
査
す
る
た
め
の
予
備
審
理
は
不
要
で

あ
る
と
す
る
判
例
も
見
ら
れ
る
。M

o
ra v

.
P
eo
p
le,

19 C
o
lo
.
255,

262
(1893);

B
ru
n
er v

.
P
eo
p
le,

113 C
o
lo
.
194,

206
(1945);

W
a
lk
er v

.

P
eo
p
le,

126 C
o
lo
.
135,

152
153

(1952),
248;

L
a
w
ren

ce v
.
S
ta
te,

29 A
riz.

247
(1925);

M
cD
a
n
iels v

.
S
ta
te,

158 P
.2d 151,

155
(1945);

S
ta
te v

.
R
o
m
o
,
66 A

riz.
174,

185
(1947);

S
ta
te v

.
R
o
b
in
so
n
,
89 A

riz.
224,

228
229

(1961);
S
ta
te v

.
M
cG
ilb
ry
,
96 A

riz.
84,

87
88

(1964);
P
eo
p
le v

.
Jo
n
es,

254 N
.Y
.S
.2d 627,628

(1964).

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
被
告
人
が
以
前
に
罪
責
を
否
定
す
る
方
向
の
虚
偽
の
弁
解
を
し
て

い
た
事
実
を
、
被
告
人
の
公
判
に
お
け
る
否
認
供
述
に
つ
い
て
も
信
用
で
き
な
い
こ
と
の
証
拠
と
す
る
目
的
で
ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
証
拠
と
し
て
申
し
立
て

た
ケ
ー
ス
で
あ
る
。

37
）

Id
.
a
t 231.

38
）

E
d
w
a
rd R

.
L
ev
,
T
h
e L

a
w
 
o
f V

ica
rio
u
s A

d
m
issio

n
s

｜A
n E

sto
p
p
el,

26 U
.
C
in
.
L
.
R
ev
.
17,

28
30
(1957).

ア
ド
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の

原
理
を
当
事
者
の
禁
反
言
ま
た
は
権
利
放
棄
と
し
て
説
明
し
て
い
る
判
例
と
し
て
、U

.
S
.
v
.
D
iD
o
m
en
ico
,
78 F

.3d 294,
303

(1996).
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