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付
帯
私
訴
制
度
の
展
開

目
　
次

一
　
は
じ
め
に

二
　
付
帯
私
訴
制
度
創
設
ま
で
の
経
緯

三
一
九
八
六
年
の
被
害
者
保
護
法
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一
　
は
じ
め
に

内
　
海
　
朋
　
子

付
帯
私
訴
と
は
、
被
害
者
側
が
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
民
法
上
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
刑
事
訴
訟
手
続
の
中
で
行
使
す
る
訴

訟
形
態
で
あ
る
。
二
回
行
わ
れ
る
は
ず
の
裁
判
を
一
回
で
終
了
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
同
一
事
件
に
つ
き
複
数
の
裁
判
所
が
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説

関
与
し
て
矛
盾
し
た
結
論
に
至
る
の
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
、
ま
た
刑
事
事
件
で
明
ら
か
に
な
っ
た
事
実
を
前
提
に
裁
判
が
行
わ
れ
、

被
害
者
自
ら
が
証
拠
収
集
を
行
な
う
必
要
が
な
い
た
め
、
被
害
者
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト
は
大
き
い
、
と
い
う
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

論
　
ま
た
、
運
用
次
第
で
は
、
被
害
者
ひ
い
て
は
国
民
の
刑
事
司
法
へ
の
参
与
を
よ
り
大
き
な
も
の
と
す
る
道
を
開
く
。
し
か
し
、
従
来
、

こ
う
し
た
多
く
の
長
所
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
付
帯
私
訴
制
度
は
う
ま
く
機
能
し
な
い
と
さ
れ
て
き
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
現
に
こ
の

（1）

制
度
を
導
入
し
て
い
る
ド
イ
ツ
で
は
、
度
重
な
る
法
改
正
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
活
用
さ
れ
ず
、
日
本
の
大
正
刑
事
訴
訟
法
に

お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
も
そ
の
後
の
刑
事
手
続
法
の
発
展
に
大
き
な
実
り
を
も
た
ら
し
た
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
ド
イ

（2）

ツ
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
の
歴
史
を
振
り
返
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
制
度
の
有
す
る
意
義
と
そ
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
い

き
た
い
。
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二
　
付
帯
私
訴
制
度
創
設
ま
で
の
経
緯

1
　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
の
歴
史

（3）

付
帯
私
訴
の
起
源
は
ロ
ー
マ
法
に
遡
る
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
普
通
法
、
地
方
特
別
法
い
ず
れ
に
お
い
て

も
規
定
が
見
ら
れ
、
特
に
一
八
六
〇
年
代
頃
、
盛
ん
に
立
法
が
な
さ
れ
た
。
一
八
七
七
年
の
帝
国
刑
事
訴
訟
法
制
定
の
際
に
も
、
フ

ラ
ン
ス
法
の
影
響
を
受
け
て
最
初
の
二
草
案
に
付
帯
私
訴
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
の
立
法
過
程
で
当
該
規
定
は
削
除

（4）
さ
れ
、
賠
償
金
制
度
が
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
刑
事
法
簡
素
化
の
動
き
の
中
、
あ
ま
り
活
用
さ
れ
な
か
っ

た
賠
償
金
制
度
は
統
廃
合
さ
れ
、
こ
れ
に
代
替
す
る
制
度
と
し
て
付
帯
私
訴
が
再
び
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
る
。
一
九
〇
九
年
か
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（5）

ら
刑
法
及
び
刑
事
訴
訟
法
に
付
帯
私
訴
規
定
を
設
け
る
試
み
が
な
さ
れ
、
一
九
三
六
年
以
降
の
司
法
省
内
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
法
の

草
案
作
り
に
お
い
て
は
、
一
九
三
七
年
案
、
一
九
三
九
年
案
い
ず
れ
に
お
い
て
も
付
帯
私
訴
の
導
入
が
認
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
一
九
四
三
年
に
同
制
度
は
刑
事
訴
訟
法
四
〇
三
条
以
下
に
規
定
さ
れ
、
現
行
制
度
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

付
帯
私
訴
制
度
の
復
活
に
あ
た
っ
て
は
、
一
九
三
五
年
に
公
に
さ
れ
た
ア
ド
ル
フ
・
シ
ュ
ン
ケ
の
研
究
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
さ
れ
る
。
シ
ュ
ン
ケ
は
、
地
方
特
別
法
に
お
い
て
こ
の
制
度
が
大
い
に
活
用
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的
経
緯
か
ら
、
民
刑
の
分
離
は

（6）

そ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
て
き
た
国
民
の
法
感
情
に
反
す
る
点
、
付
帯
私
訴
は
犯
罪
抑
制
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
点
な
ど
に
着
目
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
制
度
創
設
に
あ
た
っ
て
注
目
さ
れ
た
の
は
、
犯
罪
行
為
か
ら
生
じ
た
請
求
権
に
関
す
る
民
事
上
の
争
い
を
刑
事
裁
判

（7）

官
に
よ
っ
て
処
理
さ
せ
る
と
い
う
、
司
法
制
度
簡
素
化
の
重
要
な
担
い
手
と
し
て
の
側
面
で
あ
る
。
健
全
な
国
民
の
法
感
情
と
の
合

（8）

致
な
ど
が
立
法
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
付
帯
私
訴
制
度
自
体
は
当
時
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
国
家
社
会
主
義

（9）

的
思
想
の
色
彩
は
薄
く
、
戦
後
も
維
持
さ
れ
た
。

そ
の
後
、
一
九
八
六
年
に
被
害
者
保
護
法
が
制
定
さ
れ
、
制
度
の
拡
充
が
な
さ
れ
る
と
と
も
に
被
害
者
保
護
の
一
環
と
し
て
付
帯

私
訴
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
さ
ら
な
る
法
改
正
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
今
後
も
活
用
へ
の
期
待

が
か
か
っ
て
い
る
。

2
　
被
害
者
保
護
と
の
関
係

付
帯
私
訴
制
度
導
入
当
初
か
ら
被
害
者
保
護
法
制
定
以
前
に
か
け
て
、
被
害
者
は
刑
事
手
続
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
法
的
地
位
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
被
害
の
補
償
を
刑
事
手
続
に
組
み
入
れ
る
役
割
を
果
た
す
制
度
と
し
て
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説
は
、
付
帯
私
訴
の
ほ
か
に
も
、
旧
刑
法
一
八
八
条
、
二
三
一
条
に
規
定
の
あ
っ
た
賠
償
金
制
度
や
、
一
九
五
三
年
に
刑
法
二
四
条
一

（10）

項
に
導
入
さ
れ
た
、
賦
課
と
し
て
の
損
害
賠
償
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
は
、
こ
れ
ら
の
制
度
が
犯
罪
被
害
に
よ
っ
て
生

論
　
じ
た
損
害
の
賠
償
を
刑
事
手
続
に
組
み
入
れ
る
制
度
で
あ
る
と
の
意
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
被
害
者
に
対
す
る
損
害
賠
償
が
刑
事
司

法
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
も
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ
ら
の
制
度
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
分
析
し
ょ
う
と
す
る
試

み
は
、
十
分
で
は
な
か
っ
た
。
　
1

付
帯
私
訴
制
度
の
長
所
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
の
も
、
第
一
次
的
に
は
訴
訟
手
続
の
簡
便
化
や
民
事
裁
判
・
刑
事
裁
判
に
お
け

（〓）

る
判
断
の
統
一
な
ど
で
あ
り
、
被
害
者
へ
の
購
罪
が
有
す
る
、
社
会
に
お
け
る
秩
序
回
復
機
能
は
二
次
的
な
も
の
と
看
倣
さ
れ
、
被

害
者
の
主
体
性
の
尊
重
と
い
う
側
面
は
、
強
調
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
他
方
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
は
、
民
事
で
は
両
当
事
者
は
対

（12）

等
な
立
場
に
立
つ
と
こ
ろ
、
付
帯
民
事
訴
訟
に
お
い
て
は
被
告
人
が
不
利
な
立
場
に
お
か
れ
る
、
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
。
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三
一
九
八
六
年
の
被
害
者
保
護
法
の
制
定

1
　
被
害
者
保
護
法
の
改
正

一
九
八
〇
年
代
に
入
る
と
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
地
位
向
上
へ
の
動
き
が
大
き
な
高
ま
り
を
見
せ
、
従
来
、
証
人
と
し

て
脇
役
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
か
っ
た
犯
罪
被
害
者
は
、
む
し
ろ
刑
事
手
続
に
お
い
て
特
別
の
地
位
を
有
す
べ
き
こ
と
が
強
調
さ
れ
始

め
る
。
特
に
ド
イ
ツ
法
曹
大
会
刑
事
法
部
会
に
お
け
る
ベ
ー
タ
ー
・
リ
ー
ス
の
基
調
報
告
「
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
法
的
地

（
蔓

位
」
は
、
ド
イ
ツ
学
界
お
よ
び
そ
の
後
の
立
法
作
業
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
。
リ
ー
ス
は
、
基
本
法
一
条
一
項
に
定
め
る
人
間
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の
尊
厳
は
、
被
告
人
の
み
な
ら
ず
被
害
者
に
も
保
障
さ
れ
る
べ
き
だ
と
の
認
識
の
下
、
被
害
者
へ
の
速
や
か
な
損
害
賠
償
が
そ
の
地

位
の
向
上
に
資
す
る
と
主
張
し
、
諸
制
度
の
改
善
を
促
し
た
の
で
あ
る
。

リ
ー
ス
は
、
損
害
賠
償
が
有
す
る
被
告
人
に
と
っ
て
の
長
所
に
も
目
を
向
け
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
罰
権
の
行
使
は
そ
の
負
の
側
面

も
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
は
損
害
の
回
復
と
い
う
、
よ
り
積
極
的
な
意
義
を
有
し
、
政
治
政
策
的
に
も
好

へ
‖
－

ま
し
い
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
、
被
害
者
が
損
害
賠
償
を
行
っ
た
場
合
に
、
刑
罰
権
の
行
使
を

（ほ）

差
し
控
え
る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
制
約
す
る
と
の
政
策
論
も
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
一
方
、
リ
ー
ス
は
、
そ
の
よ
う
な

制
度
を
積
極
的
に
採
用
す
れ
ば
、
自
己
の
刑
事
訴
訟
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
、
被
告
人
が
民
事
に
お
い
て
原
告
の
請
求
に
対
し
妥
協

（沌）

的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
点
も
指
摘
し
て
い
る
。

（17）

こ
う
し
た
議
論
を
背
景
に
、
一
九
八
六
年
二
万
一
八
日
の
被
害
者
保
護
法
－
同
法
は
文
字
通
り
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者

（18）

の
地
位
・
諸
権
利
を
明
確
に
す
る
た
め
の
法
律
で
あ
る
－
で
は
、
被
害
者
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
地
位
の
向
上
と
い
う
観
点
か
ら
、

付
帯
私
訴
制
度
の
拡
充
が
図
ら
れ
た
。

付
帯
私
訴
に
関
し
て
は
、
そ
の
間
口
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
を
実
現
さ
せ
、

（19）

よ
り
一
層
の
制
度
活
用
を
促
進
す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
法
改
正
後
一
九
八
九
年
に
行
わ
れ
た
統
計
調
査
で
は
、

第
一
審
で
行
わ
れ
た
六
五
万
四
六
九
一
件
の
訴
訟
の
う
ち
、
付
帯
私
訴
が
行
わ
れ
た
の
は
わ
ず
か
一
六
八
九
件
に
す
ぎ
ず
、
全
体
の

〇
・
二
五
八
％
を
占
め
る
に
す
ぎ
ず
、
一
九
九
〇
年
に
は
そ
の
数
は
さ
ら
に
減
り
、
六
四
万
二
六
九
一
件
の
う
ち
の
一
五
七
五
件
、

（20）

全
体
の
〇
．
二
四
五
％
で
あ
っ
た
。

（21）

付
帯
私
訴
制
度
が
普
及
し
な
い
理
由
と
し
て
は
、
民
事
裁
判
・
刑
事
裁
判
と
い
う
区
別
が
消
滅
し
て
し
ま
う
こ
と
、
民
事
上
の
争

い
を
審
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
の
遅
滞
が
懸
念
さ
れ
る
こ
と
、
裁
判
官
・
検
察
官
双
方
に
と
っ
て
民
事
的
判
断
を
要
求
さ
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説
れ
る
。
と
は
過
責
担
で
あ
る
。
と
、
証
明
の
程
甥
刑
法
と
民
法
で
は
異
な
る
こ
と
、
さ
ら
に
民
法
で
は
相
殺
も
認
め
ら
れ
て
い

る
た
め
、
刑
事
手
続
と
の
統
一
が
困
難
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
の
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
現
実
的
な
問
題
と
し
て
、
報
酬
が
減

「コ」

論
　
額
さ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
弁
護
士
が
こ
の
よ
う
な
訴
訟
形
態
を
好
ま
な
い
、
と
い
う
実
情
も
指
摘
さ
れ
た
。

2
　
被
害
者
保
護
の
さ
ら
な
る
動
き

∵
九
九
〇
年
代
以
降
も
、
被
害
者
の
地
位
向
上
に
向
け
て
の
動
き
は
途
準
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
特
に
、
旧
東
ド
イ
ツ
の
刑
事

訴
訟
法
は
刑
事
手
続
に
関
す
る
情
報
の
提
供
に
関
し
て
旧
西
ド
イ
ツ
よ
り
も
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
東
西
ド
イ

〈

飢

〉

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

お

）

ッ
統
合
の
後
、
そ
の
影
響
を
受
け
、
被
害
者
の
地
位
向
上
の
た
め
の
付
帯
私
訴
制
度
の
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
続
け
た
。

こ
の
時
期
の
学
説
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
の
位
置
づ
け
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
被
害
者
に
対
す
る
被
害
補
償
の
有
す
る
刑

（26）

事
政
策
的
意
義
、
お
よ
び
行
為
者
・
被
害
者
に
お
け
る
和
解
制
度
の
有
用
性
が
次
第
に
強
調
さ
れ
始
め
た
こ
と
で
あ
る
。
和
解
に
つ

い
て
は
、
シ
エ
ビ
が
社
会
統
合
と
し
て
の
行
為
者
－
被
害
者
和
解
モ
デ
ル
の
有
用
性
に
着
目
し
て
、
和
解
に
よ
る
社
会
に
お
け
る
秩

（27）

序
回
復
に
言
及
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
実
務
、
特
に
少
年
事
件
に
お
い
て
和
解
の
有
用
性
が
確
認
さ
れ
、
そ
の
適
用
範
囲
の
拡
大

（28）

が
期
待
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
流
れ
の
中
で
、
一
九
九
四
年
の
犯
罪
対
策
法
に
お
い
て
、
刑
法
四
六
条
a
が
新
た
に
導
入
さ
れ
、
損
害
賠
償
が
あ
っ
た

場
合
、
も
し
く
は
被
告
人
が
損
害
賠
償
に
積
極
的
な
姿
勢
を
示
し
た
場
合
に
は
刑
の
減
軽
…
免
除
を
な
し
う
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、

行
為
者
－
被
害
者
間
の
和
解
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
時
に
、
こ
の
立
法
は
、
量
刑
上
の
考
慮
と
い
う
形
で
損
害
賠
償
が

ぁ
っ
た
場
合
に
刑
罰
権
行
使
が
＝
疋
程
度
抑
制
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
、
従
来
か
ら
欠
点
と
し
て
考
え
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ら
れ
て
い
た
、
よ
り
軽
い
刑
を
獲
得
す
る
た
め
に
被
告
人
が
妥
協
的
に
な
る
と
の
指
摘
は
、
む
し
ろ
好
ま
し
い
傾
向
と
し
て
評
価
さ

れ
る
に
い
た
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
量
刑
場
面
で
の
刑
の
減
軽
を
武
器
に
損
害
賠
償
を
さ
せ
る
と
い
う
「
取
引
」
も
、
暗
に
認

め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
を
促
進
す
る
方
策
が
採
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3
　
二
〇
〇
四
年
の
法
改
正
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
の
将
来

E
U
内
で
刑
事
手
続
に
お
け
る
被
害
者
の
法
的
地
位
に
関
す
る
ミ
ニ
マ
ム
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
形
成
さ
れ
る
な
ど
国
際
的
な
潮
流
の

（29）

後
押
し
も
あ
っ
て
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
入
る
と
被
害
者
保
護
の
一
層
の
促
進
を
図
る
目
的
か
ら
、
付
帯
私
訴
制
度
改
善
に
つ
い
て
の

議
論
が
再
燃
し
始
め
る
。
二
〇
〇
〇
年
二
月
一
六
日
の
、
付
帯
私
訴
制
度
改
善
に
関
す
る
連
邦
参
議
院
草
案
に
お
い
て
は
、
被
害

（30）

者
保
護
の
た
め
に
刑
事
手
続
に
お
け
る
よ
り
効
果
的
な
被
害
補
償
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
犯
罪
被

害
者
に
と
っ
て
、
そ
の
損
害
が
迅
速
に
補
償
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
重
大
な
関
心
事
で
あ
り
、
被
害
者
の
多
く
が
刑
事
手
続
と
民
事
手

続
の
統
一
は
望
ま
し
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
、
犯
罪
学
上
の
調
査
か
ら
裏
付
け
ら
れ
た
、
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

こ
う
し
た
中
、
賠
償
を
実
現
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
、
特
に
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
の
は
、
行
為
者
－
被
害
者
和
解
モ
デ
ル

を
付
帯
私
訴
制
度
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
草
案
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
改
正
の
第
「
占
盲
と
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
四
a

条
第
一
項
に
、
迅
速
な
被
害
補
償
に
つ
い
て
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
、
お
よ
び
四
〇
四
a
条
に
認
諾
判
決
を
導
入
す
る
こ
と
が
議
論

さ
れ
た
。
認
諾
判
決
に
つ
い
て
は
、
既
に
B
G
H
が
、
被
告
人
に
和
解
を
強
要
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
と
し
て
、
許
さ
れ
な
い

（31）

と
の
判
断
を
下
し
て
い
た
た
め
、
新
た
に
認
諾
判
決
を
認
め
る
規
定
を
設
け
、
行
為
者
と
被
害
者
が
補
償
額
一
に
つ
い
て
同
意
し
、
あ

る
い
は
行
為
者
が
被
害
者
側
の
請
求
権
に
つ
き
認
諾
し
て
い
る
場
合
に
、
被
害
者
が
速
や
か
に
民
事
上
の
手
続
を
取
れ
る
こ
と
を
許
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そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
採
り
得
る
民
事
上
の
手
続
と
し
て
は
、
裁
判
所
外
で
の
和
解
に
よ
る
補
償
や
、
両
当
事
者
の
同
意
が
あ
る

場
合
に
お
け
る
、
裁
判
所
で
の
和
解
手
続
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
B
G
H
の
趣
旨
を
尊
重
し
て
、
こ
れ
ら
の
手
続
に
お
い
て
は
、

不
適
切
な
和
解
額
を
強
制
し
た
り
、
行
為
者
側
の
意
思
決
定
の
自
由
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
行
為
者
側
が
積
極
的
に
手

続
を
進
め
る
こ
と
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
行
為
者
が
承
諾
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
行
為
者
か
ら
の
承
諾
が

ぁ
っ
た
と
し
て
も
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
無
罪
推
定
の
原
則
が
堅
持
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（32）

改
正
の
第
二
点
目
と
し
て
は
、
刑
事
手
続
上
の
制
約
を
緩
和
す
る
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
旧
制
度
で
は
裁
判
所
は
自
由
裁
量

で
付
帯
私
訴
の
請
求
を
却
下
す
る
こ
と
が
で
き
た
（
旧
四
〇
五
条
）
た
め
、
草
案
で
は
請
求
却
下
に
つ
き
〓
疋
の
条
件
を
課
す
こ
と

が
検
討
さ
れ
た
。

（33）

さ
ら
に
、
二
〇
〇
三
年
＝
月
＝
日
の
連
邦
議
会
草
案
に
お
い
て
は
、
四
〇
五
条
を
全
面
的
に
改
正
し
、
和
解
に
つ
い
て
詳
細

な
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。
和
解
は
、
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
と
は
無
関
係
に
な
し
得
る
。
被
害
者
の
相
続
人
も
和
解

を
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
手
続
に
つ
い
て
の
特
別
規
定
は
設
け
ら
れ
ず
、
通
常
通
り
と
さ
れ
る
。
四
〇
六
条
に
つ
い
て
は
、
従
来

の
四
〇
五
条
の
内
容
を
統
合
し
、
認
諾
判
決
に
関
す
る
定
め
を
含
む
新
し
い
条
文
の
作
成
が
検
討
さ
れ
た
。
従
来
の
四
〇
五
条
第
二

文
は
、
四
〇
六
条
五
項
に
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
被
害
者
側
か
ら
の
請
求
を
却
下
す
る
と
き
は
、
可
能
な
限
り
早
く
判
断
を

示
す
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
以
上
の
よ
う
な
改
正
の
動
き
と
平
行
し
て
、
学
説
サ
イ
ド
か
ら
も
、
裁
判
所
外
で
の
和
解
に
お
い
て
認

め
ら
れ
た
犯
罪
行
為
に
由
来
す
る
財
産
権
的
請
求
権
を
、
被
害
者
・
行
為
者
双
方
の
同
意
に
基
づ
い
て
申
請
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、

（朗）

裁
判
所
は
調
書
に
記
載
す
る
、
な
ど
の
案
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
。

（
登

以
上
の
よ
う
な
立
法
作
業
を
経
て
、
二
〇
〇
四
年
の
被
害
者
の
権
利
に
関
す
る
法
改
正
に
よ
り
、
刑
事
訴
訟
法
四
〇
六
h
条
に
二

項
が
付
け
加
え
ら
れ
、
被
害
者
や
そ
の
遺
族
に
出
来
る
か
ぎ
り
早
期
に
付
帯
私
訴
に
関
す
る
情
報
を
提
供
す
べ
き
旨
が
定
め
ら
れ
た
。
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ま
た
、
和
解
に
つ
い
て
は
四
〇
五
条
に
、
認
諾
判
決
に
つ
い
て
は
四
〇
六
条
二
項
に
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
付
帯
私
訴
制
度
の
運
用
上
、
最
も
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
、
民
事
的
判
断
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
訴
訟
が
遅
滞

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
に
は
、
請
求
を
却
下
で
き
る
、
と
し
て
い
る
旧
四
〇
五
条
第
二
文
に
つ
い
て
は
、
内
容
面
で
の
大
幅
な
変

更
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
、
四
〇
六
条
一
項
第
六
文
に
お
い
て
慰
謝
料
請
求
に
つ
い
て
は
訴
訟
の
遅
滞
の
お
そ
れ
を
理
由

と
し
て
訴
訟
を
却
下
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
特
例
が
認
め
ら
れ
た
に
と
ど
ま
る
。

二
〇
〇
四
年
の
立
法
に
関
し
て
は
、
被
害
者
が
損
害
賠
償
を
有
利
に
運
ぶ
た
め
に
刑
事
手
続
で
の
真
実
解
明
を
犠
牲
に
す
る
行
動

（36）

を
取
る
の
で
は
な
い
か
等
の
疑
問
が
示
さ
れ
、
慰
謝
料
請
求
の
特
例
に
つ
い
て
も
、
限
定
的
に
解
釈
す
べ
き
と
の
意
見
が
早
く
も
出

（37）

さ
れ
て
い
る
。

四
　
ま
と
め

ド
イ
ツ
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
は
、
被
害
者
保
護
法
以
降
、
一
貫
し
て
被
害
者
の
損
害
賠
償
請
求
を
速
や
か
に
実
現
し
、
被
害

者
の
主
体
的
地
位
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
る
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
今
後
も
、
学
界
、
実
務
家
あ
る
い
は
立
法
担
当
者

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
認
識
に
根
本
的
な
変
更
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。
た
し
か
に
、
た
び
た
び
行
わ
れ
る
法
改
正
は
比
較
的
小

規
模
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
付
帯
私
訴
手
続
に
入
る
以
前
に
多
く
の
申
請
が
不
適
切
と
し
て
門
前
払
い
を
さ
れ
る
こ
と
へ
の
抜
本
的

な
解
決
策
は
い
ま
だ
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
付
帯
私
訴
制
度
の
意
義
を
、
被
害
者
の
地
位
向
上
と
と
も

に
、
被
害
者
へ
の
賠
償
を
通
じ
て
の
積
極
的
一
般
予
防
に
求
め
て
、
刑
事
司
法
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
自

体
は
十
分
注
目
に
債
す
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
お
い
て
は
、
日
本
で
危
倶
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
応
報
感
情
の
エ
ス
カ
レ
ー
ト
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は
正
当
化
さ
れ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
行
為
者
－
被
害
者
間
の
和
解
と
、
付
帯
私
訴
制
度
を
組
み
合
わ
せ
た
こ
と
に
つ
い
て

も
、
今
後
の
日
本
の
制
度
活
用
に
あ
た
っ
て
ひ
と
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
参
考
と
な
ろ
う
。

（
1
）
　
F
汀
M
e
y
e
l
G
O
S
S
n
e
ュ
n
‥
S
耳
鼻
r
O
N
e
S
S
O
r
d
u
n
g
，
芦
b
己
P
g
声
ざ
r
　
合
い
一
闊
戸
－
．

〈
2
〉
　
二
〇
〇
四
年
の
法
改
正
前
に
お
け
る
付
帯
私
訴
制
度
に
つ
い
て
は
、
滝
沢
誠
「
付
帯
私
訴
に
よ
る
被
害
者
の
損
害
回
復
」
法
学
新
報
一

〇
七
巻
九
二
〇
号
（
二
〇
〇
＝
年
）
一
胸
二
頁
以
下
、
川
出
敏
裕
「
付
帯
私
訴
制
度
に
つ
い
て
」
扇
富
裕
博
士
追
悼
論
集
　
下
巻
』

（
二
〇
〇
三
年
）
二
八
七
頁
以
下
に
詳
し
い
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ス
…
ロ
ク
シ
ン
著
…
新
失
悦
二
・
吉
田
宣
之
共
訳
『
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
法
』

（
一
九
九
二
年
）
　
六
四
〇
頁
以
下
も
参
照
。

（
3
）
　
A
d
O
電
撃
賢
e
・
B
e
i
屋
e
2
r
E
r
e
く
O
m
A
d
h
賢
n
s
p
r
O
邑
こ
面
拐
S
・
昌
る
邑
n
B
e
n
e
d
賢
く
O
n
H
畳
D
e
r
A
d
h
賢
n
s
p
r
O
N
e
S
S
－

－
繁
華
S
…
ひ
．

（
4
）
　
H
a
n
s
・
H
e
i
n
計
h
J
e
s
c
h
e
c
k
盲
e
冒
s
c
h
賢
官
n
g
d
e
s
蚕
訂
汀
訂
n
n
a
c
h
d
e
u
t
s
c
h
e
n
S
t
r
峯
e
c
h
こ
Z
－
冨
示
箆
．
は
、
規
定
の
削

除
は
驚
く
べ
き
決
断
で
あ
っ
た
と
す
る
。

（
5
）
　
絆
h
旨
k
e
・
B
e
i
l
r
曹
N
u
r
㌃
h
r
e
く
O
n
詮
h
訝
1
0
n
S
p
r
O
N
e
戸
a
．
a
．
〇
．
こ
旨
m
．
芦
S
．
合
掌

〈
6
）
　
S
c
h
旨
k
e
・
B
e
i
t
r
結
e
Z
u
r
F
h
r
e
く
O
n
A
d
h
賢
O
n
S
p
r
O
N
e
戸
a
．
a
…
〇
．
」
旨
m
…
芦
S
．
－
芦

（
7
）
　
も
っ
と
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は
、
比
較
的
早
期
か
ら
そ
の
＝
肢
予
防
効
果
に
言
及
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
F
註
i
r
c
h
旨
n
e
k
も
e
r

A
d
h
訝
i
O
n
S
p
r
O
N
e
訪
n
a
c
h
蔓
e
r
r
e
i
c
h
i
s
c
h
e
m
R
e
c
h
こ
紀
わ
ー
望
…

（
8
）
　
H
O
】
s
t
－
D
e
r
A
d
h
賢
O
n
S
p
r
O
N
e
S
S
∵
P
a
…
○
…
．
【
旨
m
．
芦
S
．
－
念
ト

（
9
）
　
H
O
言
D
e
r
詮
h
裟
O
n
S
p
r
O
N
e
S
S
．
a
…
a
．
〇
…
」
旨
芦
芦
S
．
∽
f
f
．

〈
1
0
）
　
執
行
猶
予
の
条
件
と
し
て
、
被
害
者
へ
の
損
害
賠
償
等
を
行
わ
せ
る
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
執
行
猶
予
が
取
り
消

さ
れ
、
刑
が
執
行
さ
れ
る
。
J
e
s
c
h
e
c
k
盲
e
E
n
l
s
c
h
監
…
習
g
d
e
s
蟹
訂
答
n
n
a
c
h
d
e
u
l
s
c
h
e
n
S
t
r
賢
c
h
I
－
a
，
a
，
O
，
こ
旨
m
．
芦
S
．

欝
・
損
害
賠
償
の
賦
課
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
は
、
刑
罰
の
特
殊
形
態
と
考
え
る
も
の
、
量
刑
に
関
す
る
規
定
と
考
え
る
も
の
、
第
三
の

制
裁
を
規
定
す
る
も
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