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す　

び
は
じ
め
に

二
〇
世
紀
初
頭
の
一
九
〇
七
年
、
ロ
ン
ド
ン
の
中
央
刑
事
法
院
、
通
称
オ
ー
ル
ド
ベ
イ
リ
ー
の
メ
イ
ン
ホ
ー
ル
に
、
建
物
の
改
築
に
あ

わ
せ
、
次
の
よ
う
な
大
理
石
の
銘
板
が
掲
げ
ら
れ
た（（
（

。

一
六
七
〇
年
、
こ
の
近
く
に
お
い
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
（W

illiam
 Penn

（
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
（W

illiam
 M

ead

（
は
、



二

グ
レ
ー
ス
チ
ャ
ー
チ
街
に
お
け
る
違
法
集
会
で
説
教
を
し
た
と
し
て
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
の
陪
審
、
す
な
わ
ち
、

ト
ー
マ
ス
・
ヴ
ィ
ア
（T

hos V
ere

（
と
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
ッ
シ
ェ
ル
（Edw

ard Bushell

（、
そ
し
て
他
の
一
〇
名
の
者
た
ち
は
、
二

晩
に
わ
た
っ
て
食
事
な
し
で
監
禁
さ
れ
た
も
の
の
、
被
告
人
ら
に
不
利
な
評
決
を
与
え
る
こ
と
を
拒
み
つ
づ
け
、
あ
く
ま
で
無
罪
の

評
決
を
下
し
た
が
た
め
、
罰
金
を
科
せ
ら
れ
た
。
こ
の
銘
板
は
彼
ら
の
勇
気
と
忍
耐
を
讃
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
陪
審
員
た
ち
の
事
件
は
、
人
身
保
護
令
状
（w

rit of H
abeas Corpus

（
に
も
と
づ
い
て
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
し
て
、

ヴ
ォ
ー
ン
主
席
裁
判
官
（Chief Justice V

aughan

（
は
、
み
ず
か
ら
の
信
念
に
し
た
が
っ
て
評
決
を
下
す
「
陪
審
の
権
利
」
を
確
立

す
る
法
廷
意
見
を
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
銘
板
は
、
多
少
紛
ら
わ
し
い
が
、
二
つ
の
裁
判
に
か
か
わ
る
。
前
半
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
六
七
〇
年
の
ペ
ン
と
ミ
ー
ド

の
事
件
で
あ
る
。
ク
エ
ー
カ
ー
教
の
指
導
者
で
あ
る
二
人
は
、
違
法
集
会
を
行
っ
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
オ
ー
ル
ド
ベ
イ
リ
ー
で
行
わ

れ
た
ロ
ン
ド
ン
市
刑
事
巡
回
裁
判
に
お
い
て
、
陪
審
は
、
違
法
集
会
に
つ
き
有
罪
で
あ
る
と
い
う
裁
判
官
が
求
め
て
い
た
評
決
を
提
出
し

な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
裁
判
官
は
、
陪
審
に
評
決
を
変
更
す
る
よ
う
に
迫
り
、
水
、
食
料
そ
し
て
暖
房
な
し
で
彼
ら
を
監
禁
し
た
。
翌
日

も
、
さ
ら
に
そ
の
次
の
日
も
陪
審
は
違
法
集
会
に
つ
い
て
有
罪
で
あ
る
と
の
評
決
を
下
さ
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
官
は
陪
審
員
た
ち
は
裁

判
所
を
侮
辱
し
た
と
し
て
罰
金
を
科
し
、
罰
金
が
支
払
わ
れ
る
ま
で
彼
ら
を
拘
禁
し
た
。

拘
禁
さ
れ
た
陪
審
員
の
う
ち
八
人
は
罰
金
を
支
払
っ
た
が
、
四
人
の
陪
審
員
が
そ
の
支
払
い
を
拒
み
つ
づ
け
た
。
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ら
四
名

は
民
訴
裁
判
所
に
人
身
保
護
請
求
を
し
、
同
裁
判
所
で
審
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。Bushell

事
件
は
、
ペ
ン
と
ミ
ー
ド
の
事
件

と
は
別
の
ブ
ッ
シ
ェ
ル
自
身
の
事
件
で
あ
る
。
銘
板
の
後
半
は
こ
の
事
件
に
関
す
る
。
民
訴
裁
判
所
は
、
人
身
保
護
令
状
を
発
し
、
そ
し
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て
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ら
陪
審
員
を
解
放
し
た
。
こ
れ
以
後
、
裁
判
官
の
説
示
に
し
た
が
わ
な
い
評
決
を
下
し
た
こ
と
を
理
由
に
陪
審
員
が
処
罰

さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。Bushell

事
件
は
、
陪
審
の
独
立
を
確
立
し
た
事
件
と
し
て
、
ま
た
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
こ
の
画
期

的
な
判
決
を
下
し
た
裁
判
官
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
に
名
前
を
刻
む
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
き
わ
め
て
著
名
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
き
わ
め
て
著
名
で
あ
る
か
ら
か
、
こ
の
一
七
世
紀
の
事
件
を

め
ぐ
っ
て
は
、
歴
史
的
評
価
が
定
ま
ら
ず
、
い
ま
だ
に
議
論
が
つ
づ
い
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
判
決
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
も

「
ま
っ
た
く
胡
散
臭
いcom

pletely im
plausible

」
と
け
な
さ
れ
た
り（（
（

、「
驚
く
ほ
ど
現
代
的
で
あ
るastonishingly m

odern

」
と
称

賛
さ
れ
た
り
し
て
い
る（（
（

。
本
稿
は
、
わ
が
国
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
本
判
決
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に

紹
介
す
る
と
と
も
に（（
（

、
そ
の
評
価
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

一 
Bushell

事
件
の
時
期
に
つ
い
て

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
そ
の
判
決
を
下
し
た
時
期
が
い
つ
な
の
か
、
実
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
民
訴
裁
判
所
に
よ
っ
て
人
身
保
護
令
状
が

発
せ
ら
れ
た
の
が
一
六
七
〇
年
一
一
月
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
長
ら
く
特
に
議
論
は
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ

と
も
、
一
九
四
七
年
に
ク
ラ
ー
ク
が
「
一
六
七
一
年
に
、
長
い
遅
延
の
後In （67（, after long delays

」
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
判
決
が
、

陪
審
の
権
利
を
確
立
し
た
と
述
べ
て
お
り（（
（

、
一
九
八
五
年
の
著
書
に
お
い
て
グ
リ
ー
ン
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
意
見
を
述
べ
た
正
確
な

日
付
は
不
明
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
ク
ラ
ー
ク
の
記
述
と
、
一
六
七
一
年
の
二
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た
と
同
氏
が
考
え
る
ペ

ン
の
『
偽
り
か
ら
救
い
だ
さ
れ
た
真
実
』（

6
（

の
補
遺
に
本
件
民
訴
裁
判
所
で
係
属
中
と
記
述
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
本
判
決
が
下
さ



四

れ
た
の
は
一
六
七
一
年
の
秋
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
た（7
（

。

当
時
の
史
料
と
し
て
は
、
一
九
五
三
年
に
印
刷
刊
行
さ
れ
た
『
英
国
歴
史
文
書
』
に
一
六
七
一
年
の
一
一
月
に
発
行
さ
れ
た
ニ
ュ
ー
ズ

レ
タ
ー
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、Bushell

事
件
の
判
断
が
一
週
間
前
（a w

eek earlier

（
に
な
さ
れ
た
と
の
記
述
が
あ
る（（
（

。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
二
年
に
ク
ロ
ス
ビ
ー
（K
evin Crosby

（
は
、
特
に
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
、
こ
の
一
六
七
一

年
は
一
六
七
〇
年
の
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る（（
（

。

Bushell

事
件
を
報
告
す
る
判
例
集
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
判
例
集（（1
（

、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
判
例
集（（（
（

、
フ
リ
ー
マ
ン
の
判
例
集
の
三
つ
あ
る

が
（
（1
（

、
不
思
議
な
こ
と
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
例
集
と
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
判
例
集
に
は
、
開
廷
期
に
つ
い
て
の
記
載
が
な
い
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に

は
、
開
廷
期
の
記
載
が
な
い
事
件
が
他
に
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
例
集
は
、
登
載
さ
れ
て
い
る
二
二
件
の
う
ち
、
開
廷

期
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
本
件
と
、
財
務
府
会
議
室
裁
判
所
に
て
（in Cam

era Scaccarii

（
と
あ
る
当
事
者
名
の
な
い
事
件
の

二
つ
だ
け
で
あ
り
、
例
外
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
フ
リ
ー
マ
ン
の
判
例
集
だ
け
は
、Bushell

事
件
を
一
六
七
〇
年
の
ミ
ク
ル
マ
ス
開

廷
期
（
一
〇
月
か
ら
一
二
月
（
と
し
て
、
報
告
し
て
い
る
が
、
記
述
の
ほ
と
ん
ど
が
弁
護
士
た
ち
の
弁
論
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。
少
な
く
と

も
、
こ
の
時
期
に
裁
判
が
は
じ
ま
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

注
目
す
べ
き
も
う
一
つ
の
史
料
と
し
て
は
、
一
六
七
一
年
の
六
月
一
八
日
に
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
（Sir John Robinson

（
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ソ

ン
（Sir Joseph W

illiam
son

（
に
あ
て
た
報
告
文
が
あ
る（（1
（

。

…
…
オ
ー
ル
ド
ベ
イ
リ
ー
で
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
た
ち
を
有
罪
と
認
定
せ
ず
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
狂
信
的
な
陪
審
員
、
彼
ら
は
、
彼

ら
の
罰
金
の
た
め
収
監
さ
れ
た
が
、
民
訴
裁
判
所
に
人
身
保
護
請
求
を
行
っ
た
。
彼
ら
に
対
し
て
は
数
か
月
前
に
保
釈
（bail

（
が
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な
さ
れ
た
。
彼
ら
の
問
題
は
裁
判
官
た
ち
が
数
回
に
わ
た
っ
て
議
論
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
開
廷
期
（this term

（
に
お
い
て
、

裁
判
官
の
う
ち
八
人
が
他
の
四
人
と
は
反
対
の
意
見
を
下
し
、
当
該
陪
審
員
た
ち
は
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
に
再
拘
禁
さ
れ
る
べ
き
だ

と
し
た
。
と
い
う
の
は
、
当
該
事
件
の
理
由
は
刑
事
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
民
訴
裁
判
所
に
は
そ
の
管
轄
権
は
な
く
、
王
座
裁
判
所

の
裁
判
官
の
面
前
で
処
理
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
…
…

ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
こ
の
史
料
を
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、「
ど
う
や
ら
、Bushell

事
件
に
お
い
て
、
全
裁
判
官
の
う
ち
の
多
数
（
八

対
四
（
は
、
民
訴
裁
判
所
は
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
当
該
令
状
を
発
給
で
き
な
い
と
の
見
解
を
採
用
し
た
よ
う
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い

る
（
（1
（

。
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
決
が
下
さ
れ
た
時
期
を
一
六
七
〇
年
と
み
な
が
ら
、
こ
の
決
定
も
ま
たBushell

事
件
の
審

理
に
お
け
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
一
方
で
、
一
六
七
〇
年
の
ヴ
ォ
ー
ン
の
主
張
（argum

ent

（
は
「
以
来
、
有
効
な
法
と
し
て
受
け
入

れ
ら
れ
て
き
たhas been ever since accepted as good law

」
と
説
明
し
、
両
者
の
関
係
に
つ
き
、
若
干
の
混
乱
が
み
ら
れ
る
。

一
九
八
六
年
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
と
ト
ン
プ
ソ
ン
は
「
事
態
を
さ
ら
に
混
乱
さ
せ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
そ
の
画
期
的
な
意
見

を
下
し
た
権
威
（authority

（
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
な
が
ら
、
史
料
に
忠
実
に
、
全
裁
判
官
が
民
訴
裁
判

所
に
は
人
身
保
護
令
状
の
発
給
権
限
が
な
い
と
決
定
し
た
の
は
、
一
六
七
〇
年
の
判
決
の
後
の
一
六
七
一
年
六
月
で
あ
っ
た
と
し
な
が

ら
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
を
引
用
し
、
前
年
の
判
決
は
有
効
な
法
と
さ
れ
た
と
す
る（（1
（

。

し
か
し
、
も
し
既
存
の
史
料
に
誤
り
が
な
い
と
い
う
前
提
に
た
て
ば
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
六
七
〇
年
一
〇
月
、
民
訴
裁
判
所
は
、
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
め
ぐ
り
審
議
し
、
主
席
裁
判
官
の
ヴ
ォ
ー
ン
が
一
人
反
対
し
た
も
の

の
令
状
を
発
給
す
る（（1
（

。
フ
リ
ー
マ
ン
が
開
廷
期
を
記
載
し
て
報
告
す
る
よ
う
に
、
答
弁
書
は
年
内
に
は
返
さ
れ
、
民
訴
裁
判
所
は
こ
の
答
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弁
書
を
め
ぐ
っ
て
法
廷
を
開
く
。
た
だ
し
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
「
異
常
な
ま
で
に
長
い
意
見extraordinarily long opinion

」（
（1
（

は
こ

の
段
階
で
は
書
か
れ
ず
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
報
告
す
る
よ
う
に
陪
審
員
た
ち
は
い
っ
た
ん
保
釈
さ
れ
る
。
一
六
七
一
年
六
月
の
段
階
で
収
監

者
は
数
か
月
前
に
保
釈
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
こ
の
直
前
、
民
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
同
裁
判
所
が
人
身
保
護
令
状
を
発
給
す
べ
き
か
を
別
の
事
件
に
お
い
て
再
度
議
論
し

て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
前
年
の
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
請
求
の
と
き
と
同
様
、
こ
こ
で
も
同
僚
と
の
議
論
に
敗
れ
る（（1
（

。
お
そ
ら
く
そ
う

し
た
ヴ
ォ
ー
ン
の
呼
び
か
け
で
一
二
名
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
官
全
員
が
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
イ
ン
に
集
ま
り
、
民
訴
裁
判
所
の
令
状
発
給
問

題
を
討
議
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
い
う
よ
う
に
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
を
中
心
に
、
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ら
四
名
を
再

収
監
せ
よ
と
の
声
が
高
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
再
収
監
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
も
再
収
監
さ
れ
た
と
ま
で
は

書
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ら
は
、
民
訴
裁
判
所
で
の
身
柄
解
放
の
決
定
で
は
満
足
せ
ず
、
そ
の
後
、
市
長
ら
を
相
手
に
損
害

賠
償
請
求
を
し
た
り
、
議
会
に
補
償
を
求
め
て
請
願
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
請
願
文
に
は
、
拘
禁
は
約
三
か
月
（about three 

m
onths

（
に
及
ん
だ
と
記
さ
れ
て
い
る（（1
（

。

全
裁
判
官
に
と
っ
て
重
要
な
も
う
一
つ
の
論
点
は
、
そ
も
そ
も
裁
判
所
が
陪
審
員
を
そ
の
評
決
を
理
由
と
し
て
処
罰
で
き
る
か
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
後
述
す
る
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
例
集
に
よ
る
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
全
裁
判
官
が
リ
ン
カ
ー
ン
ズ
イ
ン
に
集
ま

り
、
タ
ー
ナ
ー
（T

urner

（
財
務
裁
判
所
主
席
裁
判
官
を
除
き
、
今
度
は
、
全
員
が
処
罰
禁
止
で
同
意
し
た
と
い
う
。
タ
ー
ナ
ー
が
、
同

裁
判
所
主
席
裁
判
官
に
就
任
す
る
の
は
、
一
六
七
一
年
五
月
二
三
日
の
こ
と
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
記
述
が
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
以
降
に
、
刑
事
事
件
を
管
轄
す
る
王
座
裁
判
所
の
裁
判
官
も
含
め
た
全
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
官
に
よ
る
審
理
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
高

い
。
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二 
Bushell

事
件

（
一
（
民
訴
裁
判
所
の
人
身
保
護
令
状
発
給
権
限

一
六
七
〇
年
九
月
、
陪
審
員
長
ヴ
ィ
ア
を
は
じ
め
一
二
名
の
陪
審
員
た
ち
は
、
罰
金
の
支
払
い
を
命
じ
ら
れ
る
が
、
ブ
ッ
シ
ェ
ル
ら
四

名
は
、
こ
れ
を
拒
み
、
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
に
収
監
さ
れ
た
。
彼
ら
は
、
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
コ
モ
ン
・
ロ
ー
裁
判
所
に
求
め
た

が
、
そ
こ
で
彼
ら
が
選
ん
だ
裁
判
所
は
、
通
常
な
ら
ば
選
択
さ
れ
る
は
ず
の
王
座
裁
判
所
で
は
な
く
、
民
訴
裁
判
所
で
あ
っ
た
。
民
訴
裁

判
所
に
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
い
る
の
で
好
意
的
（friendlier

（
な
審
理
を
期
待
し
て
同
裁
判
所
を
選
択
し
た
と
い
う
の
は（11
（

、
お
そ
ら
く
結
果
か

ら
の
推
測
で
あ
ろ
う
。
ク
エ
ー
カ
ー
教
徒
の
人
身
保
護
請
求
に
関
し
て
は
、
一
六
六
五
年
に
同
様
の
事
案
が
王
座
裁
判
所
に
か
か
り
、
人

身
保
護
請
求
が
認
め
ら
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
王
座
裁
判
所
か
ら
の
令
状
発
給
は
期
待
で
き
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
弁
護
団
は
管
轄
拡
大
を

求
め
て
い
た
民
訴
裁
判
所
が
人
身
保
護
令
状
発
給
の
好
機
と
す
る
可
能
性
に
賭
け
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（1（
（

。
実
際
に
、
民
訴
裁
判
所
の
四
人

の
裁
判
官
の
う
ち
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
以
外
の
三
人
が
令
状
発
給
に
賛
成
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
戦
術
は
奏
功
し
た
わ
け
で
あ
る
。

人
身
保
護
令
状
発
給
の
申
請
を
受
け
た
民
訴
裁
判
所
で
は
、
ま
ず
そ
の
発
給
権
限
が
審
議
さ
れ
た
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
報
告
す
る
の

は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
だ
け
で
あ
る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
に
よ
る
と
、
民
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
の
う
ち
主
席
裁
判
官
の
ヴ
ォ
ー
ン
だ
け
が
「
先
例
を
欠

くdefect des presidents

」
こ
と
を
理
由
に
反
対
し
た
と
い
う（11
（

。

（
二
（
答
弁
書
の
一
般
性

民
訴
裁
判
所
の
人
身
保
護
令
状
に
対
す
る
実
際
の
答
弁
書
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
例
集
の
み
が
そ
の
内
容
を
掲
載
し
て
い
る
。



八

ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
報
告
は
、
い
く
ぶ
ん
唐
突
に
次
の
よ
う
に
は
じ
ま
る
。

国
王
の
人
身
保
護
令
状
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
二
世
治
世
二
二
年
一
一
月
九
日
に
、
当
裁
判
所
に
よ
り
発
給
さ
れ
、
ロ
ン
ド
ン
の
執
行

官
ら
に
向
け
ら
れ
、
彼
ら
が
監
獄
に
拘
禁
し
て
い
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
身
柄
を
、
期
日
な
ら
び
に
逮
捕
お
よ
び
拘
禁
の

理
由
を
添
え
て
、
来
る
金
曜
日
に
、
当
裁
判
所
の
面
前
に
差
し
出
し
、
当
裁
判
所
が
こ
れ
を
受
け
取
り
吟
味
で
き
る
よ
う
に
せ
よ
、

な
お
そ
の
際
に
は
裁
判
所
の
該
令
状
も
ま
た
こ
れ
を
差
し
出
せ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
令
状
に
対
し
、
ロ
ン
ド
ン
の
執
行
官

で
あ
る
ペ
イ
シ
ャ
ン
ト
・
ウ
ォ
ー
ド
お
よ
び
ダ
ネ
ッ
ト
・
フ
ー
ス
は
令
状
に
添
え
て
次
の
よ
う
な
答
弁
書
を
提
出
し
た（11
（

。

こ
の
後
に
ヴ
ォ
ー
ン
が
示
す
答
弁
書
は
、
冗
長
な
だ
け
で
な
く
、
英
語
と
ラ
テ
ン
語
が
入
り
混
じ
り
、
答
弁
書
の
文
言
そ
の
ま
ま
な
の

か
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
手
も
加
わ
っ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、
ま
ず
、
オ
ー
ル
ド
ベ
イ
リ
ー
で
八
月
三
一
日
に
ロ
ン
ド
ン
市
長
ス
タ
ー

リ
ン
グ
の
主
宰
で
開
か
れ
た
刑
事
巡
回
裁
判
に
起
因
し
て（11
（

、
ブ
ッ
シ
ェ
ル
が
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
に
収
監
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
、

ロ
ン
ド
ン
市
刑
事
巡
回
裁
判
所
の
命
令
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
の
事
情
を
説
明
し
た
後
に
、
さ
ら
に
、
巡
回
裁
判
所
の
命
令
を
次
の
よ
う

に
引
用
す
る
。

エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ
ッ
シ
ェ
ル
お
よ
び
名
前
が
列
挙
さ
れ
た
一
一
名
は
、
一
二
名
の
陪
審
員
と
し
て
、
そ
の
時
そ
の
場
所
で
、
国
王

陛
下
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
お
よ
び
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
と
の
間
で
争
わ
れ
た
不
法
侵
害
、
裁
判
所
侮
辱
、
違
法
集
会
お
よ
び
騒

擾
に
関
す
る
種
々
の
争
点
を
審
理
す
る
と
、
そ
の
時
そ
の
場
所
で
、
宣
誓
し
、
そ
し
て
任
に
当
た
っ
た
者
た
ち
で
あ
る
が
、
該
ペ
ン
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お
よ
び
ミ
ー
ド
が
他
の
氏
名
不
詳
の
者
た
ち
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
な
し
、
そ
し
て
犯
し
、
三
〇
〇
人
に
及
ぶ
者
た
ち
を
違
法
か
つ

騒
擾
的
に
ロ
ン
ド
ン
は
グ
レ
ー
ス
チ
ャ
ー
チ
街
に
集
め
、
平
和
を
紊
し
、
こ
れ
に
よ
り
、
該
ペ
ン
お
よ
び
ミ
ー
ド
は
前
記
裁
判
官
の

前
に
正
式
起
訴
さ
れ
、
そ
の
起
訴
に
対
し
て
、
該
ペ
ン
お
よ
び
ミ
ー
ド
が
無
罪
の
答
弁
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
当
裁
判
所

は
、
陪
審
員
全
員
に
、
罰
金
四
〇
マ
ー
ク
が
、
各
々
に
、
科
さ
れ
る
よ
う
命
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
彼
ら
陪
審
員
ら
は
、
…
…
不
法

侵
害
、
裁
判
所
侮
辱
、
違
法
集
会
お
よ
び
騒
擾
に
か
か
わ
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
ン
お
よ
び
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ミ
ー
ド
を
、
こ
の
イ
ン

グ
ラ
ン
ド
王
国
の
法
に
反
し
（contra legem

 hujus Regni A
ngliæ

（、
そ
し
て
、
十
分
か
つ
明
白
な
証
拠
に
反
し
（contra plenam

 

&
 m

anifestam
 evidentiam

（、
そ
し
て
前
記
ペ
ン
と
ミ
ー
ド
に
対
す
る
該
陪
審
員
ら
の
前
提
に
関
連
し
、
そ
の
前
提
に
つ
き
当
法
廷

が
公
然
と
述
べ
、
か
つ
宣
言
し
た
法
律
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
説
示
に
反
し
（contra directionem

 Curiæ
 in m

ateria legis

（、

正
式
起
訴
さ
れ
た
囚
人
を
無
罪
放
免
と
し
（acquietaverunt

（、
…
…
現
国
王
お
よ
び
国
王
の
法
を
侮
辱
し
、
そ
し
て
、
正
義
を
大

い
に
妨
害
し
、
か
つ
阻
害
し
、
そ
し
て
、
同
種
の
事
件
に
お
い
て
過
ち
を
犯
す
他
の
す
べ
て
の
陪
審
員
の
悪
し
き
例
と
な
っ
た
か
ら

で
あ
る（11
（

。

答
弁
書
で
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
罰
金
が
支
払
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
刑
事
巡
回
裁
判
所
が
ニ
ュ
ー
ゲ
ー
ト
監
獄
に
彼
の
拘
禁
を
命

じ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
現
在
も
な
お
収
監
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
次
の
よ
う
に
そ
の
理
由
が
説
明
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
該
エ
ド
ワ
ー
ド
は
前
記
国
王
陛
下
に
前
記
四
〇
マ
ー
ク
の
罰
金
を
支
払
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
前
記
我
々
現
行
執
行

官
は
、
該
エ
ド
ワ
ー
ド
の
身
柄
を
前
記
監
獄
に
現
在
ま
で
拘
束
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
該
エ
ド
ワ
ー
ド
の
逮
捕
お
よ
び
拘
束



一
〇

の
理
由
（causa captionis &

 detentionis

（
で
あ
り
、
現
在
そ
の
者
の
身
柄
を
前
記
裁
判
官
の
前
に
差
し
出
す
用
意
が
あ
る（11
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
で
は
、
た
だ
ち
に
答
弁
書
の
内
容
に
検
討
が
う
つ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
意
見
は
、
異
常
な
ま
で
に
長
い
と
い
う

こ
と
だ
け
で
な
く
、「
明
ら
か
に
未
完
成
な
草
稿
の
形
を
と
っ
て
い
るevidently in the form

 of an unfinished draft

」
と
し
て
批

判
さ
れ
て
い
る
が（11
（

、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
原
稿
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
的
な
判
例
報
告
集
の
よ
う
に
法
廷
の
様
子
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ま
ず
答
弁
書
を
め
ぐ
る
両
当
事
者
の
主
張
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

フ
リ
ー
マ
ン
の
報
告
に
よ
れ
ば
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
弁
護
人
の
一
人
で
あ
る
ニ
ュ
ー
ジ
ゲ
ー
ト
（N

ew
degate

（
は
、
答
弁
は
、
犯
罪
行
為

が
行
わ
れ
た
場
所
に
つ
い
て
の
明
確
な
記
載
を
欠
く
な
ど
、
一
般
的
過
ぎ
て
、
形
式
に
瑕
疵
が
あ
る
と
し
、「
形
式
が
実
体
を
与
え
る

form
a dat esse

」
と
い
う
格
言
を
示
す（11
（

。
一
方
、
こ
れ
も
弁
護
側
の
エ
リ
ス
（Ellis

（
は
、「
一
般
的
な
も
の
は
不
確
実
で
あ
る
が
た
め

に
滅
ぶgenerale perit in incertitudine
」
と
同
様
に
本
答
弁
書
の
一
般
性
を
批
判
す
る（11
（

。
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
に
は
、
こ
う
し
た
弁
護

士
の
主
張
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
判
断
が
示
さ
れ
る
。

人
身
保
護
令
状
は
、
人
が
法
に
反
し
て
自
由
を
奪
わ
れ
た
と
き
、
そ
の
者
に
自
由
を
回
復
す
る
た
め
の
、
今
や
最
も
通
常
の
救
済

方
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
身
保
護
令
状
は
、
期
日
な
ら
び
に
被
拘
禁
者
の
逮
捕
お
よ
び
拘
留
の
理
由
が
答
弁
書
に
お
い
て
明

ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
命
じ
る
の
で
あ
り
、
も
し
こ
れ
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
、
裁
判
所
は
、
当
該
の
拘
禁
お
よ
び
拘
留
が
法
に
則
っ

て
い
る
か
、
ま
た
は
反
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
拘
禁
の
理
由
は
、
答
弁
書
に
よ
っ
て
、
特
定
的
か
つ
明
確
に
、
答
弁
が
提
出
さ
れ
る
裁
判
官
に
対
し
て
示
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
結
果
は
次
の
い
ず
れ
か
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
答
弁
書
は
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
結
果
、
被
拘
禁
者
は
、
答
弁
さ
れ
た
監
禁
の
理
由
が
一
般
的
に
す
ぎ
る

（too general

（
と
し
て
、
も
し
仮
に
理
由
が
よ
り
詳
細
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
は
再
拘
禁
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

釈
放
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
も
し
仮
に
理
由
が
詳
細
に
答
弁
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
者
が
釈
放
さ
れ
て
い
た
場
合

に
、
再
拘
禁
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
法
の
威
厳
を
損
な
う
不
都
合
で
あ
る
。
…
…

本
件
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
答
弁
が
な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
囚
人
は
、
オ
ー
ル
ド
ベ
イ
リ
ー
の
刑
事
巡
回
裁
判
に
お
い

て
、
不
法
か
つ
騒
擾
的
に
集
会
を
行
っ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
正
式
起
訴
に
基
づ
き
、
国
王
と
ペ
ン
お
よ
び
ミ
ー
ド
と
の
間
で
争
わ

れ
た
事
件
を
他
の
者
と
と
も
に
審
理
す
る
任
に
当
た
っ
て
い
た
陪
審
員
の
う
ち
の
一
人
で
あ
っ
た
が
、
法
廷
に
お
い
て
公
然
と
与
え

ら
れ
た
十
分
か
つ
明
白
な
証
拠
に
反
し
、
正
式
起
訴
さ
れ
た
囚
人
ら
を
、
国
王
を
侮
辱
し
て
、
無
罪
放
免
と
し
た
云
々
と
。

当
裁
判
所
は
、
こ
の
答
弁
書
か
ら
は
、
証
拠
が
十
分
か
つ
明
白
で
あ
っ
た
か
、
疑
わ
し
く
、
不
十
分
か
つ
薄
弱
で
あ
っ
た
か
、
あ

る
い
は
そ
も
そ
も
争
点
に
関
連
す
る
証
拠
で
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
具
体
的
に
い
か
な
る
証
拠
が
提

出
さ
れ
、
そ
し
て
、
与
え
ら
れ
た
か
が
答
弁
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
人
の
判
断
の
た
め
に
供
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
を
正
し
く
判
断
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
、
陪
審
に
与
え
ら
れ
た
証
拠
が
当
裁
判
所

に
一
切
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
証
拠
に
も
と
づ
く
刑
事
巡
回
裁
判
の
判
断
が
提
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
証
拠
が
十

分
か
つ
明
白
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
い
誰
が
我
々
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
我
々
の
判
断
は
、
我
々
自
身
の
推
論
お
よ
び
理
解

に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
他
人
の
そ
れ
に
も
と
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

あ
る
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。「
も
し
、
陪
審
が
明
白
な
証
拠
に
反
し
た
認
定
を
行
っ
た
た
め
に
罰
金
を
科
さ
れ
た
か
も



一
二

し
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
答
弁
書
に
当
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
も
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
証
拠
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
す
べ
て
の
証
拠
を
答
弁
す
る
と
長
く
な
り
す
ぎ
る
（too long

（
の
で
あ
る
か
ら
、
本
答
弁
書
は
正
当
と
す
べ
き
で
あ
る
」

と
。
な
ん
と
も
奇
妙
な
理
由
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
法
が
私
に
不
当
監
禁
に
対
す
る
救
済
を
許
す
と
い
う
の
な
ら
、
監
禁
の
理
由

が
正
当
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
理
由
は
長
す
ぎ
て
明
ら
か
に
で
き
な
い

と
述
べ
る
こ
と
は
、
法
は
私
が
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
救
済
を
与
え
る
と
述
べ
る
に
等
し
い
。
す
な
わ
ち
、「
私
は
不
当
に
監
禁
さ

れ
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
私
が
釈
放
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
は
長
す
ぎ
て
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
」。
法
が

あ
る
目
的
を
許
す
こ
と
に
必
要
な
こ
と
が
、
長
す
ぎ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
何
も
そ
こ
か
ら
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が

長
す
ぎ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
（N

on sunt longa quibus nihil est quod dem
ere possis

（
と
い
う
の
は（11
（

、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
あ
ら

ゆ
る
定
理
と
同
じ
よ
う
に
真
理
で
あ
る
。
な
お
、
証
拠
の
す
べ
て
が
答
弁
さ
れ
な
く
て
も
、
一
つ
の
明
白
な
証
拠
が
答
弁
さ
れ
て
い

れ
ば
十
分
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
他
の
裁
判
官
は
彼
に
同
意
し
な
か
っ
た（1（
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
お
お
む
ね
弁
護
側
の
主
張
を
い
れ
、
答
弁
さ
れ
た
理
由
が
一
般
的
す
ぎ
る
（too general

（
た
め
ブ
ッ
シ
ェ
ル

は
釈
放
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
考
え
を
示
す
。
こ
の
「
あ
る
裁
判
官
」
が
誰
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、最
後
の
一
文
の
「
彼
」

と
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
自
分
自
身
を
指
し
て
い
る
も
の
で
、
他
の
全
裁
判
官
が
こ
の
点
に
つ
い
て
自
分
に
反
対
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い

る
。ヴ

ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
さ
ら
に
、
こ
れ
に
対
す
る
国
側
の
反
論
で
あ
る
「
裁
判
官
の
裁
量
が
ど
れ
ほ
ど
か
は
詮
索
し
な
い
の
が
慣
習
で

あ
るinstitutum

 est quoad non inquiratur de discretione judicis

」
と
い
う
主
張
に
関
連
し（11
（

、
ロ
ン
ド
ン
刑
事
巡
回
裁
判
所
は
、
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す
べ
て
の
裁
判
官
が
委
任
状
を
有
し
て
お
り
、
下
級
裁
判
所
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
証
拠
に
疑
問
を
挟
ん
で
は
な
ら
な
い

と
い
う
点
に
つ
い
て
、
こ
の
論
法
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
た
だ
し
、
裁
判
官
の
裁
量
に
疑
問
を
挟
ん
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
慣
習
に
つ
い

て
は
、
そ
れ
を
否
定
し
な
が
ら
も
、
一
面
で
は
真
理
を
突
い
て
い
る
と
し
て
、
国
王
だ
け
が
裁
判
官
の
能
力
、
適
性
を
判
断
で
き
る
と
い

い
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

し
か
し
、
権
利
を
争
う
人
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
身
体
ま
た
は
財
産
に
対
す
る
裁
判
官
の
判
断
、
行
為
、
ま
た
は
権
威
の
行
使
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
そ
の
い
ず
れ
か
で
も
、
裁
判
官
の
黙
示
の
裁
量
お
よ
び
無
謬
性
に
し
た
が
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
法
が
彼
に
許
す
救
済
を
求
め
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
者
が
い
る
の
な
ら
、
こ
れ
は
常
識
、
承
認
さ
れ
た
法
な
ら

び
に
本
王
国
お
よ
び
す
べ
て
の
国
々
の
慣
行
に
反
す
る
考
え
で
あ
る
。

も
し
裁
判
所
が
、
下
級
で
あ
れ
上
級
で
あ
れ
、
誤
っ
た
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
判
決
を
下
し
た
な
ら
、
そ
う
し
た
判
決
が
、
王
国

の
手
続
き
に
則
り
、
誤
審
令
状
な
い
し
上
訴
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
ほ
ど
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
が
ほ
か
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
彼
ら
が
、
腐
敗
し
て
、
偽
り
の
判
決
を
下
し
た
場
合
、
裁
判
官
た
ち
は
い
つ
の
時
代
で
も
、
星
室
に
お
け
る
国
王
（the 

K
ing in the Starr-Cham

ber

（（
11
（

ま
た
は
議
会
に
告
発
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る（11
（

。

さ
ら
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
「
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
ホ
ー
ン
は
彼
の
『
正
義
の
鏡M

irror of Justice

』（
11
（

に
お
い
て
、
ノ
ル
マ
ン
征
服

の
前
、
腐
敗
し
た
判
決
を
下
し
た
が
た
め
に
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
大
王
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
多
く
の
裁
判
官（11
（

に
言
及
し
て
い
る
」
と
述
べ
る（11
（

。

フ
リ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、『
正
義
の
鏡
』
は
、
弁
護
側
の
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ
ン
（Baldw

in
（
が
持
ち
出
し
た
よ
う
で
あ
る（11
（

。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
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官
は
さ
ら
に
、
エ
ド
ワ
ー
ド
一
世
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
、
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
各
治
世
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
処
罰

の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
本
件
自
体
は
陪
審
員
の
処
罰
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
こ
と

さ
ら
裁
判
官
の
処
罰
例
を
あ
げ
て
い
る
点
に
は
、
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
（
答
弁
書
の
内
容
の
不
備

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
こ
の
答
弁
書
に
つ
い
て
は
、
二
番
目
の
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
は
陪
審
員
の
処
罰
に
関
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
意

見
の
重
要
部
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

本
答
弁
書
の
も
う
一
つ
の
欠
点
は
、
陪
審
員
は
、
十
分
か
つ
明
白
な
証
拠
に
反
し
、
瀆
職
的
に
、
当
該
証
拠
が
起
訴
さ
れ
た
者
た

ち
に
つ
い
て
十
分
か
つ
明
白
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
起
訴
さ
れ
た
者
た
ち
に
無
罪
を
言
い
渡
し
た
と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
証
拠
が
ど
れ
ほ
ど
明
白
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
陪
審
員
に
と
っ
て
は
そ
の
証
拠
は
明
白
で
は
な
く
、

そ
し
て
、
陪
審
員
が
明
白
で
は
な
い
と
信
じ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
罰
金
を
科
さ
れ
る
落
ち
度
で
も
、
拘
禁
さ
れ
る
落
ち
度
で
も
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
誤
っ
た
評
決
を
し
た
陪
審
員
を
処
罰
す
る
法
は
、
主
に
こ
の
点
の
違
い
に
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ブ
ラ
ク
ト
ン
か
ら
の
一
節
は
、
陪
審
査
問
に
つ
い
て
の
こ
こ
で
の
目
的
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。「
陪
審
員
は
、
偽
り
の
宣
誓
の

た
め
偽
証
を
犯
す
。
も
し
、
し
か
し
、
彼
の
宣
誓
が
偽
り
で
あ
っ
た
し
て
も
愚
か
で
あ
っ
た
と
き
は
、
た
と
え
真
実
が
彼
の
宣
誓
し

た
と
こ
ろ
と
異
な
っ
て
い
て
も
、
彼
は
偽
証
を
犯
し
て
は
い
な
い
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
良
心
に
し
た
が
っ
て
宣
誓
し
、
知
る
と
こ

ろ
に
は
反
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。
誤
っ
た
こ
と
は
嘘
で
あ
る
と
い
う
人
が
い
る
が
、
し
か
し
、
み
ず
か
ら
の
知
る
と
こ
ろ
に
反
し
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た
こ
と
を
誓
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
偽
証
を
犯
す
の
で
あ
る
。（

11
（

」

同
じ
状
況
に
お
い
て
、
同
じ
言
葉
が
、
フ
リ
ー
タ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。「
陪
審
員
は
、
と
き
ど
き
、
正
し
い
事
柄
と
は
別
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
と
誓
言
し
た
と
き
、
偽
り
の
宣
誓
の
た
め
偽
証
を
犯
す
。
も
し
、
偽
り
で
あ
っ
て
も
、
愚
か
（fatuum

（
で
あ
っ

た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。（

11
（

」
こ
れ
ら
の
記
述
は
良
心
の
法
廷
に
お
け
る
陪
審
員
の
偽
証
に
関
す
る
も
の
と
し
て
の
み
理
解

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
両
法
書
は
、
明
ら
か
に
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
か
か
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
思
慮
深
い
審
理

を
と
お
し
て
、
陪
審
の
故
意
で
は
な
い
過
誤
は
、
回
避
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
彼
ら
の
評
決
は
修
正
さ
れ
う

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る（1（
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
賄
賂
を
も
ら
っ
て
い
た
と
い
う
の
な
ら
処
罰
も
さ
れ
よ
う
が
、
陪
審
員
が
証
拠
を
愚
か
に
も
間
違
っ
て
理
解
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
偽
証
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
二
つ
の
権
威
的
書
物
を
持
ち
出
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
陪

審
の
評
決
が
修
正
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
は
や
や
独
自
な
視
点
で
あ
る
が
、
こ
の
後
に
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
さ
て
、
近
代
以
降
の
法
学
者

は
、
ブ
ラ
ク
ト
ン
や
フ
リ
ー
タ
を
引
用
す
る
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
わ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
報
告
を
し
て
い
る
。

一
方
、
法
的
に
重
要
な
点
を
含
ま
な
い
た
め
か
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
言
及
し
な
い
が
、
レ
ト
リ
ッ
ク
が
巧
み
な
た
め
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

の
が
次
の
部
分
で
あ
る
。

二
人
の
者
、
学
生
、
バ
リ
ス
タ
ー
あ
る
い
は
裁
判
官
が
、
同
一
の
判
決
か
ら
相
対
立
す
る
反
対
の
結
論
を
導
く
こ
と
以
上
に
あ
り

ふ
れ
た
こ
と
が
、
も
し
あ
る
の
な
ら
知
り
た
い
も
の
で
あ
る
。
同
じ
著
作
の
同
じ
個
所
が
互
い
に
相
対
立
す
る
結
論
を
支
持
す
る
た
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め
に
強
力
に
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
な
ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
決
め
る
の
は
難

し
い
。
宗
教
の
論
争
に
お
い
て
、
正
反
対
の
教
義
の
典
拠
と
し
て
同
一
の
正
文
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
な

ど
あ
る
だ
ろ
う
か
。
理
性
と
廉
直
さ
を
備
え
た
二
人
の
者
が
、
一
人
あ
る
い
は
複
数
の
証
人
が
述
べ
る
と
こ
ろ
を
、
あ
る
者
は
そ
の

者
の
判
断
に
お
い
て
、
明
白
に
あ
る
事
柄
を
証
明
す
る
も
の
と
は
理
解
で
き
な
い
と
い
い
、
一
方
、
別
の
者
は
、
そ
の
者
の
理
解
に

お
い
て
、
正
反
対
の
事
柄
を
証
明
す
る
も
の
と
理
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
起
こ
り
え
な
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
彼

ら
の
う
ち
の
一
人
は
、
彼
の
宣
誓
と
廉
直
さ
を
守
り
、
そ
う
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
し
た
と
い
う
の
で
、
罰
金
お
よ
び
監
禁
に

あ
た
い
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
と
陪
審
の
場
合
に
も
し
ば
し
ば
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
本
答
弁
書
は
、
収
監
者
が
十
分
か
つ
明
白
な
証
拠
に
反
し
、
ペ
ン
と
ミ
ー
ド
を
無
罪
放
免
と
し
た
こ
と
を
も
っ
ぱ

ら
罪
状
と
す
る
だ
け
で
、
収
監
者
が
、
証
拠
は
起
訴
さ
れ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
十
分
か
つ
明
白
に
不
利
な
も
の
で
あ
っ
た
と
知
っ
て

い
た
、
そ
し
て
信
じ
て
い
た
と
は
記
し
て
お
ら
ず
、
私
は
罰
金
ま
た
は
拘
禁
の
理
由
と
は
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
る（11
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
の
判
例
集
の
一
四
二
頁
の
マ
ー
ジ
ン
の
部
分
に
は
「
一
一
名
中
、
一
〇
名
の
裁
判
官
が
こ
の
考
え
を
受
け
入
れ
た
。
タ
ー

ナ
ー
財
務
裁
判
所
主
席
裁
判
官
は
弁
論
の
場
に
い
な
か
っ
た
の
で
、
何
も
意
見
を
述
べ
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

（
四
（
証
人
と
陪
審

陪
審
員
の
性
格
は
、
そ
の
元
々
の
証
人
的
性
格
を
す
て
、
歴
史
的
に
は
徐
々
に
事
実
の
認
定
者
と
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
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時
代
に
は
、
依
然
と
し
て
証
人
的
要
素
を
残
し
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
が
本
判
決
に
お
い
て
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
そ
れ
で

も
、
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
証
人
と
陪
審
の
相
違
を
述
べ
る
。

さ
て
、
念
の
た
め
、
こ
こ
で
述
べ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
陪
審
の
評
決
と
証
人
の
証
言
と
は
、
そ
れ
ら
の
正
誤
に

関
し
て
、
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
証
人
は
、
一
般
的
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
み
ず
か
ら
が

見
聞
き
し
た
こ
と
の
み
を
、
そ
の
五
感
で
感
得
し
た
も
の
の
み
を
宣
誓
し
て
証
言
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
陪
審
員
は
、
み
ず
か

ら
の
理
解
の
働
き
と
力
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
証
人
ら
の
証
言
か
ら
、
み
ず
か
ら
が
問
わ
れ
て
い
る
事
実
は
こ
れ
で
あ
る
と
し
て
、

推
論
・
判
断
で
き
る
こ
と
を
宣
誓
し
て
答
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
官
が
、
み
ず
か
ら
検
討
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
判
決
の

な
か
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
法
律
問
題
は
こ
れ
で
あ
る
と
推
論
す
る
こ
と
と
、
処
断
に
関
し
て
は
と
も
か
く
、
理
性
に
関
し
て
は
、

ま
っ
た
く
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る（11
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
、
次
に
「
私
の
記
憶
す
る
限
り
、
誰
か
ら
も
主
張
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
こ
の
一
般
的
答
弁

を
正
当
化
す
る
反
論
が
一
つ
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
回
答
を
与
え
よ
う
」
と
当
事
者
の
弁
論
か
ら
離
れ
、「
あ
る
者
が
反
逆
罪
ま
た
は
重

罪
で
拘
禁
さ
れ
、
そ
し
て
人
身
保
護
請
求
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
者
は
反
逆
罪
ま
た
は
重
罪
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
と
答
弁
が

な
さ
れ
る
場
合
、
こ
れ
は
確
か
に
一
般
的
答
弁
で
は
あ
る
が
、
そ
の
者
を
拘
禁
す
る
十
分
な
答
弁
で
あ
る
」
と
傍
論
を
述
べ
る
。
一
方

で
、
正
式
起
訴
の
場
合
に
は
、
具
体
的
に
理
由
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
る
程
度
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
も
、
答
弁
は
十

分
で
は
な
い
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
し
て
、「
本
件
で
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
が
起
訴
さ
れ
た
者
に
対
し
て
ま
っ
た
く
十
分
で
も
明
白



一
八

で
も
な
く
、
む
し
ろ
陪
審
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
起
訴
さ
れ
た
者
を
無
罪
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
」
と
述

べ
る
の
で
あ
る（11
（

。

（
五
（
法
律
問
題
と
事
実
問
題

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、「
陪
審
は
こ
れ
ら
正
式
起
訴
さ
れ
た
者
た
ち
を
、
裁
判
所
に
お
い
て
陪
審
に
公
然
と

与
え
ら
れ
、
そ
し
て
宣
言
さ
れ
た
法
律
問
題
に
関
す
る
裁
判
所
の
説
示
に
反
し
、
無
罪
放
免
と
し
た
」
と
い
う
答
弁
書
の
部
分
で
あ
る
と

い
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
陪
審
が
法
律
問
題
を
担
当
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、
こ
う
し
た
言
葉
は
、
愚
か
（not 

intelligent

（
で
あ
る
と
い
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、「
我
々
は
こ
の
ヴ
ェ
ー
ル
と
潤
色
さ
れ
た
言
葉
（veil and colour of w

ords

（
を
取
り
去
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
何
か
意
味
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
が
、
本
当
は
何
の
意
味
も
な
い
」
と
し（11
（

、
さ
ら
に
次
の
よ
う

に
つ
づ
け
る
。

も
し
、「
法
律
問
題
に
つ
い
て
の
裁
判
所
の
説
示
に
反
し
て
認
定
し
た
」
と
い
う
文
言
の
意
味
が
、
も
し
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た

証
拠
を
審
理
し
た
裁
判
官
が
（
裁
判
官
は
こ
れ
以
外
の
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
（、
陪
審
に
、
こ
の
証
拠
に
よ
れ
ば
、
法
は
原
告
に
有
利

で
あ
る
と
か
、
あ
る
い
は
被
告
に
有
利
で
あ
る
と
説
き
、
し
た
が
っ
て
、
あ
な
た
方
は
、
罰
金
と
拘
禁
と
い
う
罰
（pain

（
に
さ
ら

さ
れ
て
お
り
、
い
わ
れ
た
ま
ま
に
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
命
じ
た
と
き
、
陪
審
員
は
こ
れ
に
し
た
が
う
義
務
が
あ
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
な
ら
、
誰
の
眼
に
も
、
陪
審
は
た
だ
の
面
倒
な
訴
訟
の
遅
延
で
あ
り
、
大
い
な
る
負
担
で
あ
り
、
そ
し
て
正
と
不
正
の

判
定
に
と
っ
て
無
益
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
陪
審
に
よ
る
審
理
は
存
続
さ
せ
る
よ
り
も
廃
止
し
た
方
が
良
い
と
い
う
こ
と
に
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な
り
か
ね
な
い
が
、
陪
審
裁
判
が
何
百
年
に
も
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
後
の
こ
れ
は
奇
妙
な
新
発
見
と
い
う
べ
き
結
論
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
も
し
裁
判
官
が
、
証
拠
に
よ
っ
て
、
ま
ず
自
分
の
判
断
で
、
い
か
な
る
審
理
に
お
い
て
も
な
に
が
事
実
で
あ
る
か

を
解
決
し
、
そ
し
て
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
う
え
で
、
な
に
が
法
で
あ
る
か
を
解
決
し
、
そ
し
て
、
陪
審
に
刑
罰
の
強
制
を
も
っ

て
、
陪
審
に
そ
の
と
お
り
に
認
定
す
る
よ
う
に
命
ず
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
陪
審
を
用
い
る
こ
と
、
そ
も
そ
も
陪
審
に
よ
る
審
理

を
存
続
さ
せ
る
こ
と
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
必
要
性
と
利
便
性
が
あ
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、
陪
審
が
す
べ
て
の
審
理
に
お
い
て
そ
う
し
て
与
え
ら
れ
た
説
示
に
、
し
た
が
う
義
務
を
負
う
わ
け
で
は
な
く
、
た
だ
い

く
つ
か
種
類
の
審
理
（
例
え
ば
、
正
式
起
訴
ま
た
は
私
訴
に
よ
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
審
理
（
に
お
い
て
の
み
そ
う
だ
と
し
て
も
、
陪
審

は
（
重
要
な
役
割
を
失
っ
た
と
し
て
（
放
棄
ま
た
は
廃
止
す
べ
き
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
こ
と
は
民
事
事
件
に
お
い
て
陪
審
を
廃

止
す
る
こ
と
よ
り
も
、
市
民
に
と
っ
て
は
る
か
に
大
き
な
害
悪
を
も
た
ら
す（11
（

。

弁
護
側
の
ウ
ォ
ー
ラ
ー
（W
aller

（
は
、
裁
判
官
に
陪
審
員
が
「
あ
な
た
が
『
は
い
』
な
ら
私
も
『
は
い
』、
あ
な
た
が
『
い
い
え
』
な

ら
私
も
『
い
い
え
』A

is aio, negas nego

」
と
い
う
の
で
は
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
生
む
と
し
て
い
た
が
、
弁
護
士
た
ち
も
陪
審
の
廃

止
ま
で
は
論
じ
て
い
な
い（11
（

。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
こ
の
ま
ま
で
は
刑
事
陪
審
の
廃
止
と
い
う
市
民
に
と
っ
て
の
重
大
な
事
態
を
招
来
す

る
と
ま
で
い
う
。
さ
ら
に
論
は
す
す
む
。

確
か
に
、
も
し
、
あ
る
特
別
評
決
に
か
か
わ
る
審
理
に
お
い
て
、
陪
審
が
評
決
を
下
す
準
備
を
整
え
た
後
、
そ
し
て
、
そ
の
評
決

が
下
さ
れ
る
前
に
、
裁
判
官
が
、
陪
審
に
、
裁
判
官
が
提
案
し
た
と
お
り
に
あ
る
特
定
の
事
実
を
認
定
す
る
か
と
問
い
か
け
、
あ
る
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い
は
、
証
人
が
証
言
し
た
と
お
り
に
事
実
問
題
を
認
定
す
る
か
と
問
い
か
け
、
陪
審
が
事
実
問
題
は
そ
の
よ
う
に
認
定
す
る
と
答
え

た
と
す
る
。
そ
し
て
、
も
し
裁
判
官
が
、
あ
な
た
方
に
よ
っ
て
事
実
問
題
が
そ
の
よ
う
に
認
定
さ
れ
る
な
ら
、
法
は
原
告
に
有
利
で

あ
り
、
あ
な
た
方
は
、
し
た
が
っ
て
、
原
告
有
利
と
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
明
し
た
と
す
る
。
も
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
陪
審
が
被
告
有
利
の
認
定
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
「
裁
判
所
の
説
示
に
反
し
て
法
律
問
題
に
つ
い
て
認
定
し

た
」
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
陪
審
は
ま
ず
事
実
を
言
明
し
、
そ
の
事
実
は
陪
審
自
身
に
よ
っ

て
認
定
さ
れ
、
そ
の
事
実
に
対
し
、
裁
判
官
が
法
は
結
果
と
し
て
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
言
明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
は
よ
く
起
こ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
陪
審
が
予
想
に
反
し
て
、
原
告
ま
た
は
被
告
に
有
利
な
認
定
を
し
た
場
合
、
裁

判
官
は
「
あ
な
た
方
は
ど
う
や
っ
て
そ
の
特
定
の
事
実
を
認
定
し
た
の
か
」
と
尋
ね
、
彼
ら
の
回
答
を
聞
い
て
、
す
で
に
陪
審
が
原

告
有
利
と
い
う
認
定
あ
る
い
は
そ
の
反
対
の
認
定
を
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
そ
れ
な
ら
、
被
告
に
有
利
と
な
る
」
と
述
べ
、
そ
し

て
、
こ
れ
を
う
け
て
陪
審
が
み
ず
か
ら
の
評
決
を
修
正
す
る
こ
と
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
常
に
、
陪
審
の
分
別
が
あ
る
適
法
な
助
力
を
前
提
に
、
裁
判
官
の
説
示
は
仮
定
的
（hypothetical

（
で
想
定
に
基

づ
く
も
の
で
あ
り
、
確
定
的
で
強
制
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
も
し
あ
な
た
方
が
事
実
関
係
を
か
く
か
く
と
認
定

す
る
の
な
ら
、
あ
な
た
方
は
原
告
有
利
の
評
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
も
し
あ
な
た
方
が
事
実
関
係
を
し
か
じ
か
と

認
定
す
る
の
な
ら
、
あ
な
た
方
は
被
告
有
利
の
評
決
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る（11
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
こ
こ
で
も
弁
護
側
の
主
張
を
お
お
む
ね
受
け
入
れ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ジ
ゲ
イ
ト
は
、
国
側
は
「
彼
ら
が
国
の
法

（the law
 of land

（
に
反
し
て
彼
を
無
罪
放
免
と
し
た
と
い
う
が
、
そ
も
そ
も
陪
審
が
事
実
を
認
定
し
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
は
法
律
問
題
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に
つ
い
て
判
断
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
」
と
反
論
し
、「
裁
判
官
は
陪
審
員
た
ち
の
目
を
開
か
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
意
の
ま
ま
に
操

る
（lead them

 by the nose

（
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る（11
（

。

（
六
（
陪
審
員
の
処
罰

本
件
の
最
大
の
争
点
は
、
陪
審
員
を
そ
の
評
決
を
理
由
に
処
罰
で
き
る
か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
法
廷
で
は
、
陪
審
査
問
と
の
関
係
が

も
っ
ぱ
ら
議
論
さ
れ
て
い
た
。
陪
審
査
問
と
は
、
民
事
陪
審
の
評
決
に
対
し
て
別
の
二
四
名
の
陪
審
が
元
の
評
決
を
審
査
す
る
も
の
で
あ

り
、
誤
っ
た
評
決
で
あ
る
と
さ
れ
た
場
合
、
元
の
評
決
を
下
し
た
陪
審
員
ら
は
厳
し
く
処
罰
さ
れ
た
。
も
と
も
と
陪
審
が
証
人
的
性
格
を

有
す
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
て
、
当
時
す
で
に
制
度
と
し
て
は
廃
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
代
の
学
者
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
時

代
錯
誤
を
批
判
す
る
が
、
法
廷
で
ブ
ッ
シ
ェ
ル
側
国
側
の
双
方
が
活
発
な
議
論
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
い
わ
ば
本
件
の
結
論
と
し
て
、「
陪
審
の
下
し
た
評
決
に
対
し
陪
審
査
問
が
成
立
す
る
場
合
、
陪
審
は
そ
の
評

決
に
つ
い
て
裁
判
官
に
よ
っ
て
罰
金
を
科
さ
れ
た
り
拘
禁
さ
れ
た
り
す
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
し
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
、
サ
ー
ジ
ャ
ン

ト
イ
ン
に
お
い
て
会
議
が
開
か
れ
、
全
裁
判
官
が
こ
の
点
に
つ
い
て
同
意
し
た
と
い
う
。
陪
審
査
問
で
は
最
初
に
陪
審
が
下
し
た
評
決
が

正
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
同
じ
評
決
を
裁
判
官
が
誤
り
だ
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
と
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
そ
の
理
由
を
説
明

す
る（11
（

。
問
題
は
、
は
た
し
て
本
件
が
陪
審
査
問
の
対
象
と
な
る
事
件
か
ど
う
か
で
あ
る
。
民
事
事
件
で
陪
審
査
問
が
成
立
す
る
こ
と
に
は
争
い

は
な
か
っ
た
が
、
本
件
は
刑
事
事
件
で
あ
り
見
解
は
分
か
れ
た
。
弁
護
側
の
エ
リ
ス
は
、
本
件
は
刑
事
事
件
で
は
あ
る
が
、
死
刑
に
か
か

わ
る
事
件
で
は
な
い
の
で
、
陪
審
査
問
の
対
象
に
な
る
と
主
張
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ゲ
イ
ト
は
、
有
罪
の
場
合
に
は
陪
審
査
問
は
な
く
、
無
罪



二
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の
場
合
に
は
陪
審
査
問
は
あ
る
と
主
張
し
た
。
一
方
、
国
側
の
ポ
ウ
ィ
ス
（Pow

ys

（
は
、
被
告
人
が
無
罪
で
陪
審
査
問
が
成
立
し
う
る

と
き
も
、
国
王
に
は
選
択
権
が
あ
る
と
い
い
、
同
じ
く
国
側
の
メ
イ
ナ
ー
ド
（M

aynard

（
は
、
告
訴
（inform

ation

（
は
国
王
が
い
わ
ば

原
告
で
あ
る
の
で
陪
審
査
問
が
成
立
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
式
起
訴
は
、
地
域
住
民
（country

（
の
訴
え
で
あ
る
か
ら
、
陪
審
査
問

の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
、
興
味
深
い
主
張
を
し
て
い
た（1（
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
罰
金
を
科
す
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
も
う
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
陪
審
は
公
式
記
録
に
登
録
さ
れ
る
ま
で
は
評
決

内
容
を
変
更
で
き
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
い
さ
さ
か
強
引
に
、
こ
の
理
由
を
も
っ
て
、
陪
審
査
問
の
対
象
に
な

る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
陪
審
が
法
律
問
題
に
つ
い
て
裁
判
官
の
説
示
に
し
た
が
わ
な
か
っ
た
と
陪
審
を
咎
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
（
11
（

。（
七
（
陪
審
と
証
拠

結
局
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
本
件
で
は
陪
審
査
問
は
成
立
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
罰
金
を
科
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
立
場
を
と

る
。
そ
し
て
、「
私
は
法
の
典
拠
（authority

（
か
ら
み
て
も
法
の
理
論
（reason

（
か
ら
み
て
も
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
の
な
か
で
も
最
も

明
白
で
あ
る
と
思
う
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
先
例
を
検
討
し
、
ポ
ッ
パ
ム
裁
判
官
の
時
代
ま
で
は（11
（

、
軽
罪
は
別
と
し
て
、
裁
判
官
の
説

示
に
反
し
た
と
い
う
理
由
で
、
陪
審
が
罰
金
を
科
さ
れ
た
り
拘
禁
さ
れ
た
り
し
た
例
は
な
い
と
述
べ
る
。

し
か
し
、
私
が
思
う
に
、
裁
判
官
が
そ
う
し
た
事
件
に
お
い
て
陪
審
に
罰
金
を
科
す
こ
と
や
、
拘
禁
す
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
で
き

な
か
っ
た
、
そ
し
て
今
も
で
き
な
い
理
由
は
き
わ
め
て
明
快
で
あ
る
。
合
意
さ
れ
た
事
実
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
で
あ
れ
誰
で
あ
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れ
、
そ
う
し
た
事
実
に
関
連
す
る
法
を
知
る
こ
と
も
、
そ
れ
に
関
し
て
説
示
す
る
こ
と
も
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
対
象
の
な
い
出

来
事
（an accident that has no subject

（
を
認
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に（11
（

。

す
な
わ
ち
、
裁
判
官
は
、
ま
ず
法
が
何
か
を
知
る
こ
と
な
し
に
、
争
わ
れ
て
い
る
い
か
な
る
問
題
に
つ
い
て
も
そ
の
法
を
説
示
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
事
実
に
対
す
る
事
前
の
知
識
が
な
け
れ
ば
、
陪
審
は
、
裁
判
官
の
法
に
関

す
る
説
示
に
反
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
、
裁
判
官
は
説
示
を
な
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら（11
（

。

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
さ
ら
に
、
陪
審
員
の
個
人
的
知
識
（personal know

ledge

（
に
関
す
る
議
論
を
開
始
す
る
。
実
は
、
こ
れ
も
弁

護
側
の
エ
リ
ス
が
、
裁
判
官
は
弁
護
士
の
弁
論
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
陪
審
員
は
そ
の
よ
う
な
拘
束
を
う
け
な
い
と
強
く
主
張
し
て
い
た
と

こ
ろ
で
あ
る（11
（

。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
独
自
の
視
点
を
織
り
交
ぜ
、
詳
細
に
こ
の
問
題
を
論
じ
る
。

し
か
し
、
裁
判
官
は
、
裁
判
官
た
る
も
の
と
し
て
、
お
そ
ら
く
、
陪
審
が
有
し
て
い
る
証
拠
か
ら
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
む
し
ろ
、
裁
判
官
は
、
陪
審
が
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
有
し
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
官

は
陪
審
が
有
す
る
証
拠
を
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
事
実
問
題
を
知
る
こ
と
も
、
陪
審
が
彼
ら
の
証
拠
に
反
す
る
認
定
を
し
た

と
し
て
、
陪
審
を
処
罰
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

確
か
に
、
も
し
陪
審
が
法
廷
で
証
言
さ
れ
た
も
の
以
外
に
は
事
実
に
関
す
る
証
拠
を
有
し
て
い
な
い
場
合
、
裁
判
官
は
陪
審
員
の

有
す
る
証
拠
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
し
て
、
彼
ら
と
同
じ
証
拠
か
ら
事
実
を
引
き
出
し
、
本
件
に
お
け
る
法
を
こ

れ
こ
れ
で
あ
る
と
説
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
証
拠
か
ら
得
ら
れ
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四

る
結
論
は
、
裁
判
官
と
陪
審
で
は
、
互
い
が
誠
実
で
あ
っ
て
も
、
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
二
人
の
裁
判

官
の
間
に
お
い
て
よ
く
起
き
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
陪
審
が
事
実
に
関
し
て
有
す
る
証
拠
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
と
は
大
い
に
異
な
る
。
と
い
う
の
は
、

一
、
訴
訟
原
因
が
発
生
し
た
と
こ
ろ
の
近
隣
か
ら
彼
ら
が
召
喚
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
法
は
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
い
ず
れ
の
当
事

者
か
ら
も
裁
判
所
に
証
拠
が
提
出
さ
れ
な
く
て
も
、
陪
審
は
争
点
に
な
っ
て
い
る
問
題
を
審
理
す
る
に
十
分
な
知
識
を
有
し
て
い
る

（
有
し
て
い
る
に
違
い
な
い
（
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
証
拠
に
つ
い
て
裁
判
官
は
知
ら
な
い
（the 

judge is a stranger

（
の
で
あ
る
。

二
、
陪
審
は
彼
ら
自
身
の
個
人
的
知
識
か
ら
の
証
拠
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
知
識
に
よ
っ
て
、
法
廷
で
証
言
さ
れ
た

こ
と
が
ま
っ
た
く
の
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
陪
審
は
確
信
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
こ
と
も
裁
判
官
は
知
ら
な
い
（the judge is a stranger

（
の
で
あ
る
。
彼
は
裁
判
所
で
知
り
え
た
限
り
で
し
か
事
実

を
知
ら
な
い
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
、
虚
偽
の
証
言
な
ど
が
な
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
結
果
と
し
て
ま
っ
た
く
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ

る
。三

、
証
人
た
ち
が
か
つ
て
罪
人
で
あ
り
、
証
人
と
し
て
の
能
力
が
な
い
こ
と
を
陪
審
は
知
っ
て
い
る
が
、
当
事
者
も
さ
ら
に
は
裁

判
所
も
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
。

四
、
多
く
の
事
件
で
は
、
当
然
、
陪
審
は
多
く
の
点
に
お
い
て
、
彼
ら
自
身
の
よ
り
良
い
情
報
が
ゆ
え
に
、
一
致
し
た
意
見
を
有

す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
証
拠
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
裁
判
官
は
知
ら
な
い
（the judge is a stranger

（
の
で
あ
る
。

五
、
も
し
陪
審
が
裁
判
官
の
説
示
に
し
た
が
う
な
ら
、
査
問
を
さ
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
そ
し
て
判
決
は
そ
れ
を
理
由
に
覆
さ
れ
る
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か
も
し
れ
な
い
と
し
て
、
そ
の
場
合
、
も
し
陪
審
が
説
示
に
し
た
が
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
陪
審
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
罰
金
を

科
さ
れ
、
拘
禁
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
不
合
理
な
こ
と
で
あ
る
。

六
、
も
し
陪
審
が
説
示
に
し
た
が
わ
ず
、
そ
の
た
め
に
罰
金
を
科
さ
れ
る
場
合
、
さ
ら
に
、
陪
審
は
査
問
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
同
一
の
違
法
行
為
に
対
し
て
、
別
の
司
法
機
関
か
ら
二
重
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
コ
モ
ン
・

ロ
ー
が
許
さ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
…
…

七
、
何
の
た
め
に
陪
審
は
訴
訟
原
因
が
発
生
し
た
近
隣
か
ら
召
喚
さ
れ
る
の
か
。
何
の
た
め
に
ハ
ン
ド
レ
ッ
ド
の
住
民
が
陪
審
と

な
り
、
近
郊
の
広
い
地
域
の
者
た
ち
よ
り
も
、
彼
ら
の
方
が
事
実
に
よ
り
迫
る
知
識
を
有
し
て
い
る
と
法
が
想
定
す
る
の
か
。
何
の

た
め
に
彼
ら
は
全
体
と
し
て
、
そ
し
て
個
人
と
し
て
厳
正
な
忌
避
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ
る
の
か
。
何
の
た
め
に
彼
ら
は
一
定
の

自
由
土
地
保
有
者
で
あ
り
、
か
つ
善
良
で
適
法
な
者
た
ち
（probi &

 legales hom
ines

（
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
一
方
で
、
関
係
当

事
者
の
近
親
者
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
か
。
何
の
た
め
に
彼
ら
は
多
く
の
事
件
に
お
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
彼
ら
自
身
の
よ
り
正
確
な

知
識
に
よ
っ
て
意
見
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
何
の
た
め
に
彼
ら
は
、
罰
金
と
拘
禁
と
い
う
罰
に
脅
さ
れ
て
、
他
人
の

指
図
と
命
令
に
よ
る
評
決
を
下
す
こ
と
を
結
局
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
の
最
良
の
知
識
に
し
た
が
っ
て
評
決
す
る
と
宣

誓
し
た
と
は
い
え
、
過
酷
判
決
（villanious judgm

ent
（（

11
（

に
よ
る
厳
し
い
処
罰
に
さ
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

八
、
人
は
他
人
の
眼
で
み
る
こ
と
は
で
き
ず
、
他
人
の
耳
で
聞
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
は
他
人
の
判
断
ま
た
は
推

論
に
よ
っ
て
、
事
柄
が
解
明
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
た
り
、
考
え
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
仮
に
陪
審
が
下
す
評
決
が

正
し
い
と
し
て
も
、
陪
審
は
、
そ
れ
自
身
の
判
断
か
ら
そ
の
評
決
が
正
し
い
と
自
信
を
も
っ
て
い
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と

も
良
心
の
法
廷
に
お
い
て
偽
証
の
罪
を
犯
し
て
い
る
。



二
六

九
、
も
し
裁
判
の
過
程
に
お
い
て
、
被
告
か
ら
「
期
日
支
払
い
抗
弁solvit ad diem

」
が
だ
さ
れ
、
金
銭
債
務
証
書
の
存
在
は

証
明
さ
れ
た
が
、
支
払
い
の
証
拠
が
提
示
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
陪
審
が
彼
ら
自
身
の
知
識
に
基
づ
き
、
法
廷
に
お
け
る
い
ず
れ
の

側
の
証
拠
に
も
よ
ら
な
い
認
定
を
し
た
と
き
、
裁
判
官
は
そ
の
証
拠
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
知
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陪
審

が
彼
ら
自
身
の
も
つ
証
拠
に
反
し
た
と
し
て
、
裁
判
官
に
よ
っ
て
罰
金
が
科
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
で
あ
る（11
（

。

（
八
（
結　
　
　

論

さ
て
、
こ
の
後
も
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
は
な
お
一
〇
ペ
ー
ジ
以
上
つ
づ
く
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
を
詳
細
に
再
録
し
て
き
た
ロ

バ
ー
ト
ソ
ン
も
こ
こ
か
ら
先
に
つ
い
て
は
「
古
今
の
文
献
を
紐
解
き
つ
つ
賛
成
論
と
反
対
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
」
と
省
略
し
て
い
る（11
（

。

確
か
に
、
す
で
に
論
じ
ら
れ
た
点
や
関
連
す
る
点
が
思
い
つ
く
ま
ま
備
忘
録
風
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
見
す
る
と
判
決
文
の
体

裁
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
が
同
じ
順
序
で
要
点
を
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と（11
（

、
法
廷
で
も
こ
の
と
お
り
に
読

み
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
、
こ
の
後
半
部
分
か
ら
注
目
す
べ
き
記
述
を
二
つ
だ
け
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す

る
。第

一
点
目
は
、
法
と
事
実
の
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
事
実
問
題
と
法
律
問
題
を
一
応
分
け
て
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た

が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
こ
こ
で
新
し
い
視
点
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、
全
面
否
認
訴
答
（general issue

（
と
し
て
、
不
法
侵
害
訴
訟
に
お
け
る

「
侵
害
な
し
」、
金
銭
債
務
訴
訟
に
お
け
る
「
債
務
な
しnil debt

」、
占
有
侵
奪
訴
訟
（assize

（
に
お
け
る
「
侵
奪
な
しnul disseisin

」、

聖
職
者
推
挙
権
妨
害
排
除
に
お
け
る
「
妨
害
な
しne disturba pas

」
と
い
っ
た
訴
答
が
な
さ
れ
た
場
合
、
陪
審
は
、
特
定
の
事
実
の

み
を
判
定
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う（1（
（

。
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陪
審
は
（
特
別
評
決
の
よ
う
に
（
個
々
の
事
件
の
事
実
を
み
ず
か
ら
認
定
し
、
法
に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
任
せ
る
と
い
う
の
で
は
な

く
、
審
理
す
べ
き
争
点
に
つ
い
て
原
告
有
利
ま
た
は
被
告
有
利
と
の
認
定
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
陪
審
は
複
雑
に

絡
ま
っ
た
法
と
事
実
の
双
方
を
解
く
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
事
実
の
み
を
解
く
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
評
決
が
特
別
で
あ
る
場
合

を
除
き
、
主
た
る
主
張
に
関
し
、
争
点
が
一
般
的
に
争
わ
れ
る
場
合
、
彼
ら
は
「
法
と
は
何
か
」
と
い
う
質
問
に
答
え
る
と
い
う
よ

り
も
、
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
問
題
に
お
け
る
法
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る（11
（

。

法
と
事
実
が
絡
み
合
う
こ
と
は
、
現
代
に
も
通
じ
る
問
題
で
あ
る
が
、
裁
判
に
お
い
て
、
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
た
の
は
、
国
側
の
ス

ク
ロ
ッ
グ
ス
（Scroggs

（
で
あ
っ
た
。
ス
ク
ロ
ッ
グ
ス
は
「
事
実
問
題
に
お
い
て
の
み
、
陪
審
は
判
定
者
（judges

（
で
あ
る
こ
と
が
予

定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
事
実
問
題
と
法
律
問
題
が
混
ざ
り
あ
う
（m

ixt w
ith

（
と
き
は
、
法
が
事
実
を
導
く
の
で
あ
り
、
彼
ら
は
、

裁
判
所
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る（11
（

。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
む
し
ろ
こ
の
主
張
を
逆
手
に
と
っ
て
、
そ

う
し
た
場
合
は
、
陪
審
が
法
を
決
定
す
る
と
ま
で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
点
目
は
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
も
注
目
し
て
い
る
次
の
部

分
で
あ
る
が（11
（

、
こ
の
判
決
の
結
論
部
分
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

評
決
を
下
す
た
め
の
陪
審
員
の
職
務
の
大
半
は
、
行
政
的
（m

inisterial

（
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
宣
誓
の
後
は
他
の
陪
審
員

か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
忌
避
手
続
き
の
終
了
後
に
も
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
…
…
宣
誓
の
後
は
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
な
か
っ

た
証
拠
を
い
ず
れ
の
側
か
ら
も
得
て
は
な
ら
ず
、
評
決
の
前
に
は
飲
食
を
し
て
は
な
ら
ず
、
評
決
を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
彼
ら
が
違
反
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
は
罰
金
を
科
さ
れ
る
。
し
か
し
、
評
決
自
身
は
、
ひ
と
た
び
下
さ
れ
た
な
ら



二
八

ば
、
行
政
的
な
行
為
で
は
な
く
、
司
法
的
（judicial

（
な
行
為
で
あ
り
、
彼
ら
の
最
良
の
判
断
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
あ
り
、

陪
審
査
問
の
場
合
を
除
い
て
、
評
決
に
よ
っ
て
彼
ら
は
罰
金
を
科
さ
れ
た
り
、
処
罰
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
い（11
（

。

三 

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
意
見
に
対
す
る
評
価

（
一
（
当
時
の
状
況

陪
審
員
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
、
中
世
以
来
、
住
民
の
義
務
で
あ
り
、
と
き
に
は
相
当
な
負
担
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
陪
審
査

問
に
よ
っ
て
、
誤
っ
た
評
決
を
し
た
と
さ
れ
る
陪
審
は
、
別
の
陪
審
に
よ
っ
て
、
偽
証
罪
に
問
わ
れ
、
財
産
を
没
収
さ
れ
、
適
法
な
人
と

し
て
の
資
格
を
失
っ
た
。
こ
れ
は
陪
審
が
真
実
を
知
っ
て
い
る
証
人
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
の
あ
る
制
度
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
。
陪
審
は
嘘
を
つ
い
た
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
陪
審
が
法
廷
の
証
拠
を
中
心
に
判
断
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
不
合
理
な

制
度
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
一
六
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は
廃
れ
て
い
っ
た
。
一
方
で
、
陪
審
が
裁
判
官
の
指
図
に
し
た
が
わ
ず
無
罪
評
決

を
下
す
よ
う
な
場
合
に
は
、
彼
ら
は
「
頑
固
な
陪
審obstinate jury

」
と
し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
チ
ュ
ー
ダ
ー
朝
で
は
王

権
の
意
に
そ
む
い
て
政
治
犯
を
無
罪
と
し
た
陪
審
員
は
処
罰
さ
れ
た
し
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
朝
に
お
い
て
そ
の
傾
向
は
一
層
強
く
な
っ
た
。

星
室
裁
判
所
が
陪
審
員
を
処
罰
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（11
（

。
星
室
裁
判
所
は
、
長
期
議
会
初
期
の
一
六
四
一
年
に
廃
止
さ
れ
た

が
、
一
六
六
〇
年
の
王
政
復
古
後
も
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
陪
審
員
に
対
す
る
裁
判
官
の
強
圧
的
な
態
度
は
王

座
裁
判
所
に
引
き
継
が
れ
て
い
た
。

王
座
裁
判
所
の
キ
ー
リ
ン
グ
（K

elying

（
主
席
裁
判
官
は
、
一
六
六
五
年
のW

agstagff

事
件
を
含
め
、
こ
の
時
期
に
た
び
た
び
陪
審
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員
ら
を
処
罰
し
て
い
た
。
し
か
し
、
一
六
六
七
年
に
、
サ
マ
ー
セ
ッ
ト
の
大
陪
審
に
罰
金
を
科
し
た
と
こ
ろ
、
陪
審
員
長
が
庶
民
院
議
員

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
キ
ー
リ
ン
グ
裁
判
官
自
身
が
、
議
会
に
お
い
て
弾
劾
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
結
局
、
キ
ー
リ
ン
グ
裁
判
官

は
弾
劾
を
免
れ
た
が
、
委
員
会
は
「
彼
は
恣
意
的
か
つ
不
法
な
権
限
を
行
使
し
た
」
と
非
難
し
、
そ
の
後
、
議
会
に
は
、
裁
判
官
が
陪
審

員
を
脅
し
た
り
、
罰
金
を
科
し
た
り
、
処
罰
し
た
り
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
案
が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
法
案
も
結
局
は
成
立
し
な
か
っ

た
が
、
こ
の
時
、
庶
民
院
に
は
、
民
訴
裁
判
所
主
席
裁
判
官
に
な
る
前
の
ヴ
ォ
ー
ン
が
い
た
。
議
員
と
し
て
の
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
法
案
中
の

「
脅
し
た
り
」
と
い
う
文
言
が
広
す
ぎ
る
と
し
て
削
除
を
求
め
、
ま
た
「
裁
判
官
の
峻
厳
さ
の
み
な
ら
ず
、
陪
審
の
不
品
行
を
妨
げ
る
よ

う
注
意
が
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
発
言
し
て
い
た
。
グ
リ
ー
ン
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
態
度
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
（m

iddle position

（

で
あ
っ
た
と
い
う
が（11
（

、
む
し
ろ
、
裁
判
官
を
規
制
す
る
こ
と
に
は
反
対
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
一
六
六
八
年
五
月

二
〇
日
に
上
級
法
廷
弁
護
士
と
な
り
、
同
月
二
三
日
に
民
訴
裁
判
所
の
主
席
裁
判
官
に
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
（Bushell

事
件
後
の
評
価

Bushell

事
件
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
が
そ
の
説
示
に
反
し
た
と
の
理
由
で
陪
審
員
を
処
罰
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
こ
れ
は
事
実
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、Bushell

事
件
に
疑
問
が
さ
し
は
さ
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る（11
（

。
例
え
ば
、
ヴ
ォ
ー
ン
の

友
人
で
も
あ
る
ヘ
イ
ル
は
、
王
座
裁
判
所
が
陪
審
員
に
罰
金
を
科
す
こ
と
を
一
方
で
は
恣
意
的
で
あ
る
と
い
い
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
も

は
や
既
成
事
実
と
し
て
こ
れ
を
容
認
す
る
よ
う
な
態
度
も
示
し
て
い
た
が（11
（

、
王
座
裁
判
所
の
主
席
裁
判
官
と
な
っ
て
か
ら
は
、Bushell

事
件
を
尊
重
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
同
時
代
に
お
い
て
、Bushell

事
件
に
賛
意
を
示
し
こ
れ
を
さ
か
ん
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
ホ

イ
ッ
グ
の
政
治
的
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る（11
（

。



三
〇

一
八
世
紀
に
ハ
ー
グ
レ
イ
ヴ
は
、Bushell

事
件
に
つ
い
て
「
ヴ
ォ
ー
ン
主
席
裁
判
官
は
、
そ
の
折
に
、
陪
審
の
権
利
を
擁
護
す
る
最

も
造
詣
深
い
議
論
に
よ
っ
て
、
名
声
を
博
し
た
」
と
讃
え
て
い
る
が（1（
（

、
一
九
世
紀
に
な
る
と
、
手
放
し
の
評
価
か
ら
変
化
の
兆
し
が
み
え

は
じ
め
る
。
エ
イ
モ
ス
は
「
こ
う
し
た
些
末
な
技
術
論
を
こ
え
て
、
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
の
一
般
原
則
に
ま
で
ヴ
ォ
ー
ン
が
取
り
組
ん
で

い
な
け
れ
ば
、Bushell

事
件
の
先
例
性
は
一
つ
の
権
威
と
し
て
は
無
価
値
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ（11
（

、
セ
イ
ヤ
ー
は
「
ヴ
ォ
ー

ン
の
意
見
は
、
我
々
が
伝
え
知
る
限
り
、
明
ら
か
に
未
完
成
の
草
稿
の
形
を
と
っ
て
い
る
」
と
そ
の
形
式
面
に
つ
い
て
苦
言
を
呈
し
て
い

る
（
11
（

。（
三
（
近
年
の
評
価

ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
に
対
し
て
、
そ
の
形
式
面
で
は
な
く
、
そ
の
論
理
自
体
に
つ
い
て
疑
問
を
な
げ
か
け
た
最
初
の
歴
史
家
は
、
お
そ
ら

く
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
「
陪
審
は
そ
れ
自
身
の
見
解
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
あ
の
旧
い

見
解
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
と
い
う
も
の
の
、
な
お
、
彼
は
陪
審
員
た
ち
の
独
立
性
に
大
き
な
余
地
を
設
け
た
。
古
く
か
ら
の
法
を
固
執

し
た
。
…
…
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
決
は
古
い
制
度
を
好
む
傾
向
と
、
論
理
と
を
結
び
つ
け
た
と
い
う
点
で
、
非
常
に
巧
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。

当
時
の
事
情
か
ら
し
て
、
こ
れ
ら
は
、
疑
い
も
な
く
政
治
的
干
渉
に
対
し
陪
審
員
た
ち
を
守
る
た
め
の
適
当
な
武
器
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
…
…
陪
審
査
問
が
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
彼
の
判
決
は
、
陪
審
の
無
答
責
の
宣
言
と
等
し
い
こ
と
を
知
っ
て
い

た
」
と
述
べ
、「Bushell

事
件
の
法
理
は
、
疑
い
も
な
く
、
必
ず
し
も
ヴ
ォ
ー
ン
の
理
由
づ
け
の
す
べ
て
を
是
認
す
る
こ
と
な
し
に
、

政
治
的
に
望
ま
し
い
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
─
ヴ
ォ
ー
ン
の
理
由
づ
け
と
い
う
の
は
、
彼
の
時
代
に
お
い
て
す
ら
、（
彼
の
他
の
見
解
の

あ
る
も
の
と
同
様
に
（
ど
こ
か
人
工
的
に
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
い
う（11
（

。
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一
九
七
八
年
に
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
政
治
的
な
判
断
を
押
し
隠
し
な
が
ら
陪
審
の
独
立
性
を
守
っ
た
と
い
う
こ
う

し
た
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
の
考
え
を
お
し
す
す
め
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
判
決
を
辛
辣
に
批
評
す
る
。
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
は
、Bushell

事
件
以
後
も
陪

審
が
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
、
本
件
は
「
刑
事
手
続
き
の
処
理
に
は
実
務
上
何
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
か
っ
た（11
（

」
と
ま
で
断
言
す

る
。
そ
し
て
、
陪
審
が
み
ず
か
ら
の
知
見
に
頼
る
こ
と
が
で
き
る
と
ヴ
ォ
ー
ン
が
述
べ
た
点
を
お
そ
ら
く
は
捉
え
て
の
こ
と
だ
ろ
う
が
、

Bushell

事
件
の
論
理
を
「
不
正
直
で
無
意
味dishonest nonsense

」（
11
（

、「
頑
な
な
ま
で
に
時
代
錯
誤w

illfully anachronistic

」
と
い

う
（
11
（

。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
陪
審
員
が
当
該
の
事
件
に
つ
い
て
知
識
が
あ
る
場
合
、
評
議
室
で
そ
の
知
見
を
仲
間
同
士
と
検
討

す
る
の
で
は
な
く
、
公
の
法
廷
で
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
べ
き
と
さ
れ
た
一
六
五
〇
年
のBennet v H

undred of H
artford

事
件

で
は
な
く
て
、
反
対
の
立
場
を
示
し
て
い
た
一
五
九
八
年
のGraves v Short

事
件
を
ヴ
ォ
ー
ン
が
引
用
し
た
こ
と
を
挙
げ
、
そ
の
姿

勢
を
批
判
し
て
い
る（11
（

。

Bushell

事
件
を
め
ぐ
る
近
年
の
論
争
、
あ
る
い
は
評
価
の
動
揺
は
、
実
質
的
に
は
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
の
こ
の
論
文
に
は
じ
ま
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
。
一
九
八
五
年
に
グ
リ
ー
ン
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、「
彼
は
陪
審
に

罰
金
を
科
す
こ
と
に
賛
成
な
者
た
ち
が
先
例
と
し
て
依
拠
す
る
同
時
代
の
一
連
の
判
決
に
つ
い
て
は
、
最
も
重
要
な
一
六
六
五
年
の

W
agstaff

事
件
を
除
き
、
無
視
し
た
」
と
し
「
ヴ
ォ
ー
ン
は
、『
理
性
』
と
彼
自
身
の
（
理
想
化
さ
れ
た
（
古
き
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
考
え
に

単
純
に
基
づ
く
こ
と
で
、
こ
の
論
争
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
」
と
述
べ
て
い
る（11
（

。

同
じ
よ
う
に
、
一
九
八
六
年
に
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
と
ト
ン
プ
ソ
ン
は
、
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
の
「
不
正
直
で
無
意
味
」
と
い
う
点
に
は
反
論
し

な
が
ら
、
時
代
錯
誤
と
い
う
点
に
は
同
意
し
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
「
無
視
し
た
」
陪
審
員
に
罰
金
が
科
せ
ら
れ
た
一
六
六
四
年
と
一
六
六
五
年

の
判
例
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
み
せ
る（11
（

。
史
実
の
提
示
と
し
て
歴
史
学
専
攻
者
と
し
て
の
こ
う
し
た
態
度
は
勤
勉
も
の
な
の
か
も
し
れ
な



三
二

い
が
、
法
的
な
点
で
は
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

罰
金
に
関
し
て
ヴ
ォ
ー
ン
が
多
数
の
判
例
を
無
視
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
だ
が
、
当
事
者
主
義
に
照
ら
せ
ば
、
当
事
者
が
法
廷
で
主

張
し
な
い
先
例
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
責
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
罰
金
を
科
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、

W
agstaff

事
件
だ
け
で
な
く
、Braynes

事
件
、W

harton

事
件
、Southw

ell

事
件
等
の
先
例
性
が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。（

1（
（

ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
決
し
て
無
視
し
た
わ
け
で
は
な
い
。W
agstaff

事
件
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

最
近
の
王
座
裁
判
所
に
お
け
るW

agstaff

事
件
は
本
件
と
同
じ
事
案
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
記
録
に
よ
れ
ば
、
陪
審
員
ら
は
、

均
等
に
は
罰
金
を
科
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
陪
審
員
が
、
彼
ら
の
証
拠
に
反
し
た
こ
と
の
ほ
か
に
、
な
ん
ら
か
の
不
法
を
犯

し
た
と
合
理
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
の
答
弁
書
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
裁
判
官
は
、
裁
判
所
の
理
解

す
る
証
拠
あ
る
い
は
裁
判
所
が
説
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
か
ら
さ
ま
に
反
し
た
こ
と
が
そ
の
陪
審
に
罰
金
を
科
す
十
分
な
理
由
で
は
な

い
と
決
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
答
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
事
件
の
答
え
と
な
る（11
（

。

な
お
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
、
こ
の
よ
う
にW

agstaff
事
件
を
理
解
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
は
、
判
例
報
告
上
は
、
罰

金
は
均
等
に
科
さ
れ
て
お
り
、
弁
護
側
の
誤
っ
た
主
張
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
引
き
ず
ら
れ
た
と
み
る
。
確
か
に
、
同
事
件
を
報
告
す

る
判
例
報
告
に
は
、
罰
金
が
不
均
等
で
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
る
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
当
時
の
判
例
報
告
の
信
頼
性
と
、
数
年
前
の
事

件
と
し
て
、
法
律
家
の
記
憶
に
も
新
し
い
は
ず
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
罰
金
が
均
等
に
は
科
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
だ
ろ

う
。
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も
っ
と
も
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
当
事
者
間
の
弁
論
に
対
応
し
て
、
一
七
世
紀
の
判
決
も
検
討
し
て
は
い
る
が
、
終
始
ブ
ッ
シ
ェ
ル
側

に
肩
入
れ
し
、
陪
審
員
に
罰
金
を
科
す
と
い
う
王
座
裁
判
所
の
新
し
い
風
潮
に
否
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

問
題
は
歴
史
的
に
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
陪
審
員
の
権
利
を
守
っ
た
と
い
う
結
果
か
ら
単
純

に
逆
算
し
「
こ
れ
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
『
真
髄
』（‘genius’ of the com

m
on law

（、
す
な
わ
ち
、
進
歩
的
な
目
的
の
た
め

に
古
い
先
例
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
」
と
美
化
す
る
こ
と
も
で
き
る（11
（

。
グ
リ
ー
ン
は
こ
れ
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
行

動
や
発
言
を
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
陪
審
員
の
守
護
者
と
い
う
観
点
か
ら
は
一
貫
し
た
説
明
が
で
き
な
か
っ
た
。
ミ
ド
ル
ポ
ジ
シ
ョ
ン

に
と
ど
ま
っ
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
二
〇
一
六
年
に
は
「
お
よ
そ
三
〇
年
前
に
本
件
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
本
の
長
い
一

章
を
書
い
た
と
き
、
私
に
と
っ
てBushell

事
件
（
一
六
七
〇
年
（
は
不
可
解
（m

ysterious

（
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
日
で
は

さ
ら
に
こ
の
事
件
に
困
惑
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る（11
（

。
一
方
の
極
に
た
つ
ラ
ン
グ
バ
イ
ン
は
、
偶
像
化
さ
れ
た
ヴ
ォ
ー
ン
像
に

対
す
る
攻
撃
の
手
を
緩
め
て
い
な
い
。
二
〇
〇
三
年
に
も
一
九
七
八
年
の
論
文
と
同
様
の
見
解
を
繰
り
返
し（11
（

、
二
〇
〇
九
年
に
は

「Bushell

事
件
は
十
分
で
明
確
な
理
由
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
」
と
し
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
動
機
は
「
政
治
的
な
ご
都
合
主
義
」
で
あ
っ

た
と
し
か
説
明
で
き
な
い
と
述
べ
て
い
る（11
（

。

（
四
（
私　
　
　

見

グ
リ
ー
ン
が
「
ヴ
ォ
ー
ン
は
当
時
の
政
治
に
わ
ず
か
で
も
か
か
わ
る
よ
う
な
議
論
は
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
に
細
心
の
注
意
を
払
っ

た
」
と
困
惑
し
た
よ
う
に（11
（

、
判
決
文
か
ら
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
陪
審
制
度
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
か
、
う
わ
べ
だ
け
の
ご
都
合
主
義
者
で
あ
っ
た

か
を
決
し
よ
う
と
し
て
も
水
掛
け
論
に
し
か
な
ら
な
い
。
一
方
で
、
現
在
の
最
新
の
議
論
と
し
て
は
、
さ
ら
に
眼
光
を
紙
背
に
徹
し
、
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「
良
心
の
法
廷foro conscientiæ

」
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
、
陪
審
員
の
良
心
と
い
う
観
点
か
ら
、Bushell

事
件
を
再
評
価
す
る

動
き
が
あ
る（11
（

。

こ
こ
で
は
も
う
少
し
法
律
論
を
深
め
た
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
に
と
っ
て
先
例
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
従
来
の
議
論
は
こ
の
点
に
は

無
頓
着
で
あ
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
今
で
はBushell

事
件
で
の
み
有
名
で
あ
る
が
、
判
例
法
理
論
に
つ
い
て
重
要
な
発
言
を
し
て
い
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
ら
な
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
に
登
載
さ
れ
た
一
六
七
二
年
のSheppard v Gosnold

事
件
で
は
、
い
く
ぶ
ん
傍
論
気

味
に（11
（

、「
我
々
は
こ
う
し
た
用
例
に
つ
い
て
古
い
先
例
を
探
し
た
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
国
王
治
世
の
も
の
が
一
件
と
、
先
の
国
王
の
時
代
の

も
の
数
件
を
見
出
し
た
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
ら
は
あ
ま
り
に
も
新
し
く
（so new

（、
し
た
が
っ
て
考
慮
に
あ
た
い
し
な
い
（that they are 

not considerable

（」
と
述
べ
て
い
る（11
（

。
一
六
七
〇
年
に
始
ま
るBushell

事
件
の
と
き
に
だ
け
、
陪
審
員
を
処
罰
か
ら
救
わ
ん
が
た
め
に

古
い
法
を
持
ち
出
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
、
一
七
二
九
年
の
ジ
ェ
イ
コ
ブ
の
『
新
法
律
辞
典
』
の
先

例
（precedent

（
の
項
目
の
な
か
で
「
新
し
い
先
例
は
考
慮
に
あ
た
い
し
な
い
」
と
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
の
サ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
と
と
も
に
採

用
さ
れ
て
い
る（1（
（

。
こ
の
言
葉
は
一
八
一
一
年
版
ま
で
残
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
も
し
同
時
代
人
に
と
っ
て
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
が
無
意

味
で
滑
稽
な
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
な
ら
、
一
〇
〇
年
以
上
も
辞
書
に
語
釈
と
し
て
残
る
は
ず
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
時
代
の
判
決
な
ら
先
例
的
価
値
が
あ
る
の
か
。
こ
こ
で
、
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
や
グ
リ
ー
ン
を
は
じ
め
学
者
た
ち
を
困

惑
さ
せ
て
き
た
一
六
七
一
年
の
事
件
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
カ
ー
タ
ー
判
例
集
が
、
一
六
七
一
年
の
イ
ー
ス
タ
ー
開
廷
期
（
四
月
か
ら

五
月
（
の
も
の
と
し
て
報
告
す
る
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
め
ぐ
る
事
件
で
は
、
民
訴
裁
判
所
の
三
名
の
裁
判
官
が
、
同
裁
判
所
が
人
身

保
護
令
状
を
発
給
で
き
る
か
に
つ
い
て
議
論
を
し
て
い
る
。
カ
ー
タ
ー
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
人
身
保
護
令
状
の
発
給
に
一
人

反
対
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
刑
事
事
件
に
つ
い
て
民
訴
裁
判
所
に
管
轄
権
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
民
訴
裁
判
所
の
判
断
は
王
座
裁
判
所
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で
覆
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
「
誰
も
自
分
の
依
頼
人
に
、
終
局
と
な
る
王
座
裁
判
所
で
は
な
く
、
こ
こ
に
そ
の
発
給
を
求
め
る
よ
う
助
言
す

る
者
は
い
な
い
。
人
身
保
護
令
状
で
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
当
法
廷
に
お
い
て
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
治
世
よ
り
も
古

い
時
代
に
は
何
も
（none antient beyond Q

ueen Elizabeth

（
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
先
例
が
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
の
で
あ

る
（
11
（

。
一
六
〇
三
年
生
ま
れ
の
ヴ
ォ
ー
ン
に
と
っ
て
、
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
朝
は
あ
ま
り
に
も
新
し
す
ぎ
る
の
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
にBushell

事
件
に
お
い
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
人
身
保
護
令
状
発
給
に
一
人
で
反
対
し
た
が
令
状
は
発
給
さ
れ
て
い
る
。

前
年
に
一
度
発
給
し
て
お
き
な
が
ら
、
先
例
が
存
在
し
な
い
と
い
う
理
由
で
、
再
び
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
拒
む
姿
は
、
陪
審
員
の
救

世
主
像
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
な
ぜ
古
い
判
例
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン

は
、
一
六
四
一
年
に
庶
民
院
議
員
を
辞
め
て
か
ら
は
、
政
治
活
動
だ
け
で
な
く
、
法
廷
活
動
も
一
切
し
て
い
な
い
。
革
命
と
共
和
政
、
そ

し
て
王
政
復
古
後
の
混
乱
期
に
下
さ
れ
た
判
決
・
決
定
の
数
々
は
、
彼
に
と
っ
て
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
姿
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
と

映
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

結
局
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
主
眼
は
、
陪
審
員
を
処
罰
か
ら
保
護
し
、
陪
審
の
独
立
を
確
立
す
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
む
し
ろ
、
裁
判
官
が
陪
審
員
を
処
罰
す
る
こ
と
で
、
と
き
の
政
治
的
問
題
に
関
与
し
、
か
え
っ
て
そ
の
地
位
を
危
う
く
す
る
こ
と
を

お
そ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
人
身
保
護
令
状
の
発
給
を
何
度
も
拒
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
た
び
発
給
さ

れ
る
と
、
裁
判
官
が
処
罰
さ
れ
た
過
去
の
先
例
に
注
意
を
促
し
つ
つ
、
あ
た
か
も
裁
判
官
に
よ
る
処
罰
の
痕
跡
を
消
し
去
る
か
の
よ
う
に

被
拘
禁
者
を
釈
放
し
た
こ
と
も
、
そ
れ
な
り
に
、
説
明
が
つ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
問
題
と
法
律
問
題
に
つ
い
て
、
少
し
で
も
両
者

が
混
在
し
て
い
る
場
合
は
、
す
べ
て
陪
審
に
任
せ
る
べ
き
だ
と
し
た
態
度
も
、
裁
判
官
が
事
実
の
判
断
に
立
ち
入
っ
て
し
ま
い
、
市
民
側

か
ら
に
せ
よ
、
王
権
側
か
ら
に
せ
よ
、
批
判
の
矢
面
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



三
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む　

す　

び

本
稿
は
、
重
要
か
つ
有
名
な
事
件
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
な
お
そ
の
評
価
が
定
ま
ら
ず
、
議
論
が
つ
づ
い
て
い
るBushell

事
件
に
お

け
る
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
判
決
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
、
そ
の
意
義
を
改
め
て
確
認
し
よ
う
と
し
た
試
み
で
あ
っ
た
。
一
に
お
い
て

は
、
本
件
の
時
期
に
つ
い
て
、
一
六
七
〇
年
で
は
終
結
せ
ず
、
一
六
七
一
年
ま
で
事
件
が
継
続
し
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。

二
で
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
意
見
を
、
も
っ
と
も
前
半
部
分
が
中
心
だ
が
、
比
較
的
詳
細
に
紹
介
し
た
。
特
に
、
弁
護
側
と
国
側
の
主

張
を
取
り
上
げ
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
意
見
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
努
め
た
。
わ
ず
か
な
注
記
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
当
時
の
知
識

人
た
る
法
律
家
の
精
神
生
活
に
も
注
意
を
払
っ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
三
で
は
、
現
在
ま
で
の
本
判
決
に
対
す
る
評
価
の
お
お
ま
か
な
変
遷

を
示
す
と
と
も
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
が
人
権
の
砦
た
る
陪
審
制
度
の
擁
護
者
で
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
視
点
か
ら
離
れ
、
い
わ
ば
「
司

法
消
極
主
義
者
」
と
し
て
の
ヴ
ォ
ー
ン
像
を
提
示
し
た
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
も
ま
た
印
象
論
で
あ
っ
て
、
決
定
的
な
証
拠
・
根
拠
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、Bushell

事
件
を
読
み
す
す

め
る
う
ち
に
、
筆
者
は
そ
の
よ
う
な
考
え
を
強
く
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
の
脳
裏
か
ら
終
始
離
れ
な
か
っ
た
の
は
、
不
思
議
な
こ
と

に
ト
マ
ス
・
モ
ア
で
あ
っ
た
。
一
六
世
紀
に
モ
ア
は
、
そ
の
『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』
の
な
か
で
、
か
の
国
に
お
い
て
積
極
的
に
事
実
問
題
に
取

り
組
む
裁
判
官
を
理
想
的
に
描
い
た（11
（

。
そ
し
て
大
法
官
と
な
っ
て
か
ら
は
、
モ
ア
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
裁
判
官
た
ち
に
訴
訟
手
続
き
の
変

更
を
促
す
の
だ
が
、
裁
判
官
た
ち
は
、「
陪
審
員
に
評
決
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
（
裁
判
官
（
は
一
切
の
口
論
か
ら
逃
れ
ら

れ
、
こ
れ
を
彼
ら
（
陪
審
（
に
押
し
付
け
る
こ
と
が
で
き
るthey m

ay, by the verdict of the jury, cast off all quarrels from
 

them
selves upon them

」
と
主
張
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
と
い
う（11
（

。
筆
者
に
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
の
態
度
は
一
六
世
紀
の
コ
モ
ン
・
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ロ
ー
裁
判
官
と
相
通
じ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
高
い
学
識
を
周
囲
か
ら
認
め
ら
れ
な
が
ら
政
治
的
に
王
党
派

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
法
律
家
と
し
て
は
長
く
隠
遁
状
態
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
で
あ
る
。
ヘ
イ
ル
の
よ
う
に
時
代
に
迎
合
す
る
器
用
さ
は

持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
王
政
復
古
後
も
、
し
ば
ら
く
は
裁
判
官
職
を
固
辞
し
て
い
た
が
、
庶
民
院
議
員
と
し
て
裁

判
官
に
対
す
る
批
判
を
目
の
当
た
り
に
し
、
裁
判
官
た
る
も
の
が
政
治
的
な
問
題
に
介
入
す
る
こ
と
の
危
う
さ
を
感
じ
と
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。「
裁
判
官
は
関
知
し
な
いthe judge is a stranger

」
と
い
う
言
葉
は
彼
の
本
心
を
よ
く
表
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
一
七
世
紀
に
お
い
て
、
裁
判
官
が
政
治
か
ら
超
然
と
し
て
い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、Bushell

事
件
に
か
か
わ
っ
た
者

た
ち
も
、
ス
ク
ロ
ッ
グ
ス
の
よ
う
に
後
に
王
座
裁
判
所
主
席
裁
判
官
と
な
り
悪
名
を
は
せ
る
者
が
あ
り（11
（

、
そ
の
一
方
で
、
エ
リ
ス
の
よ
う

に
後
に
民
訴
裁
判
所
の
裁
判
官
と
な
る
が
、
政
権
の
意
に
沿
わ
な
い
と
し
て
、
解
任
さ
れ
る
者
が
い
た
。
そ
れ
で
も
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官

の
本
件
の
議
論
は
、
一
七
九
二
年
の
フ
ォ
ッ
ク
ス
文
書
名
誉
毀
損
法
（Fox’s Libel A

ct

（
に
お
い
て
、
裁
判
官
を
政
治
的
な
問
題
か
ら
逃

れ
さ
せ
る
一
つ
の
布
石
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か（11
（

。
こ
の
こ
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
お
け
る
裁
判
官
の
地
位
を
安
定
さ
せ
る
こ
と
に
、
ひ

い
て
は
コ
モ
ン
・
ロ
ー
自
体
を
守
る
こ
と
に
一
定
の
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
証
を
つ
づ

け
た
い
。

（
（
（
こ
の
銘
板
の
写
真
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
容
易
に
検
索
・
閲
覧
で
き
る
が
、
書
籍
と
し
て
は
、
一
九
〇
八
年
に
復
刻
さ
れ
たT

he T
rial of 

W
illiam

 Penn and W
illiam

 M
ead at the O

ld Bailey, （670

の
口
絵
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（
（Stern, ‘Betw

een Local K
now

ledge and N
ational Politics’ 

（（00（
（ Y

ale L. J. （（（（ at （（（6. Langbein, ‘T
he Crim

inal T
rial 

before the Law
yers’ （（ U

. Chi. L. Rev. （（（7（

（ （6（ at （（（.

（
（
（M

orissette, ‘A
ppellate Standards of Review

 T
hen and N

ow
’ （（ J. A

PP. PRA
C. &

 PRO
CESS （（0（7

（ （（ at （（.
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（
（
（
『
英
米
判
例
百
選
』
第
三
版
（
一
九
九
六
年
（
一
二
四
頁
の
佐
藤
正
滋
氏
に
よ
る
解
説
は
詳
細
な
も
の
で
あ
る
。

（
（
（George N

orm
an Clark, T

he Later Stuarts, （670

─（7（7 （（（（7

（ at （0（.
（
6
（W

illiam
 Penn, T

ruth Rescued from
 Im

posture （（670

（.

（
7
（T

hom
as A

ndrew
 Green, V

erdict A
ccording Conscience （（（（（

（ at （（6.

（
（
（A

ndrew
 Brow

ning, ed., English H
istorical D

ocum
ents, vol. （ （（（（（

（ at （6.

（
（
（Crosby, ‘Bushell’s Case and the Juror’s Soul’ （（0（（

（ （（ Journal of Legal H
istory （（（ at （（（.

（
（0
（V

aughan, at （（（. 

本
件
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
の
判
例
報
告
集
の
一
三
五
頁
か
ら
一
五
七
頁
ま
で
に
、Bushell’s Case

と
し
て
、
掲
載
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
彼
自
身
で
は
な
く
、
彼
の
死
後
に
息
子
で
法
律
家
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
が
、
遺
稿
を
整
理
し
て
発
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
六

七
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
判
例
集
は
、
さ
ら
に
エ
ド
ワ
ー
ド
の
死
後
、
一
七
〇
六
年
に
第
二
版
が
「
旧
版
の
誤
り
を
注
意
深
く
訂
正
し
て
」
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
こ
の
版
が
最
も
信
頼
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、
ほ
ぼ
一
〇
〇
年
後
の
一
八
一
〇
年
に
は
、
ハ
ウ
ェ

ル
（T

hom
as Bayly H

ow
ell

（
のState T

rials

第
六
巻
の
九
九
九
頁
以
下
に
初
版
と
思
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
句
読
点
な
ど
を
整
え
て
、
再
録

さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
法
律
家
は
ラ
テ
ン
語
を
な
ま
じ
読
め
る
か
ら
か
、
勝
手
に
活
用
を
変
え
る
な
ど
、
誤
植
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
ま

た
一
〇
〇
年
後
の
一
九
一
二
年
に
は
、English Reports

が
ヴ
ォ
ー
ン
の
初
版
の
テ
キ
ス
ト
を
再
録
し
て
い
る
。（（（ E. R. （006 

（（66（

（.  

な

お
、
年
号
は
誤
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
般
に
利
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
収
録
の
対
象
は
初
版
だ
が
、
せ
っ
か
く
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
第
二
版

で
直
さ
れ
て
い
る
誤
植
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る
ば
か
り
か
、English Reports

自
体
が
、
特
に
ラ
テ
ン
語
の
ス
ペ
ル
を
新
た
に
何
か
所
も
間
違
え

て
い
る
の
は
残
念
で
あ
る
。
筆
者
の
よ
う
な
ラ
テ
ン
語
初
級
者
は
混
乱
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
い
ち
い
ち
明
示
し
な
い
が
、
最
新
の
学
生
用
資
料

集
も
専
門
家
の
学
術
論
文
も
こ
れ
ら
を
直
す
気
配
は
な
い
。
本
稿
は
、
第
二
版
の
テ
キ
ス
ト
をV

aughan

と
し
て
引
用
す
る
。

（
（（
（T

. Jones, at （（. 

一
六
九
五
年
に
印
刷
刊
行
さ
れ
た
ト
ー
マ
ス
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
（T

hom
as Jones

（
の
判
例
集
は
、Bushel’s Case de 

H
abeas Corpus

の
名
で
（
ブ
ッ
シ
ェ
ル
の
エ
ル
が
一
個
で
あ
る
点
に
注
意
、
エ
ル
一
個
の
表
記
が
散
見
さ
れ
る
の
は
こ
こ
に
由
来
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
（、
本
件
を
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
。
な
お
、
一
八
世
紀
の
初
頭
ま
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
判
例
集
も
出
版
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス

語
は
イ
ギ
リ
ス
の
法
律
家
に
と
っ
て
難
し
い
言
葉
に
な
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
こ
の
判
例
集
は
、
一
七
四
二
年
に
、
英
仏
対
訳

版
で
再
版
さ
れ
て
い
る
。English Reports

が
収
録
す
る
の
は
、
こ
の
第
二
版
の
し
か
も
英
訳
の
方
で
あ
る
。（（ E. R. （（（（ 

（（670

（. 

ジ
ョ
ー

ン
ズ
自
身
の
言
葉
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
初
版
をT

. Jones

と
し
て
引
用
す
る
。
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（
（（
（Freem

an, at （. 

フ
リ
ー
マ
ン
（Richard Freem

an

（
の
一
七
四
二
年
の
判
例
集
の
巻
頭
を
飾
る
一
件
目
が
、Bushell

事
件
の
報
告
で
あ

る
。
ジ
ョ
ー
ン
ズ
と
照
合
す
る
こ
と
で
、
弁
論
の
様
子
が
明
ら
か
に
な
る
。
な
お
、English Reports

は
、
一
八
二
六
年
に
詳
細
な
注
と
と
も

に
再
版
さ
れ
た
も
の
を
収
録
す
る
。（（ E. R. （ （（670

（.

（
（（
（State Papers, D

om
estic Series, （67（ vol.（（, at （（（.

（
（（
（W

illiam
 H

oldsw
orth, A

 H
istory of English Law

, vol. （, 7th edn, （（（（6

（ at （0（.

（
（（
（Phillips and T

hom
pson, ‘Juror v. Judges in Later Stuart England: T

he Penn/M
ead T

rial and Bushell’s Case’ 

（（（（6

（ （ 
Law

 &
 Ineq. （（（ at （（6.

（
（6
（Jones, at （（.

（
（7
（Phillips and T

hom
pson, supra note （（, at （（6.

（
（（
（Carter, at （（（.

（
（（
（T

he Case of Edw
ard Bushel, John H

am
m

ond, Charles M
ilson and John Baily, Citizens and Free-M

en of London, Stated, 
and H

um
bly Presented to the H

onourable H
ouse of Com

m
ons A

ssem
b’ed in Parliam

ent （（670

（.

（
（0
（Green, supra note 7, at （（7.

（
（（
（
ホ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ス
は
、
人
権
保
護
を
大
義
名
分
と
す
る
管
轄
拡
大
の
問
題
と
み
る
。See H

oldsw
orth, supra note （（, at （0（.

（
（（
（T

. Jones, at （（.

（
（（
（V

aughan, at （（（.

（
（（
（
ペ
ン
ら
が
法
廷
に
現
れ
た
の
は
九
月
一
日
だ
が
、
刑
事
巡
回
裁
判
は
八
月
三
一
日
に
始
ま
っ
て
い
た
。See Phillips and T

hom
pson, supra 

note （（, at （（（.

（
（（
（V

aughan, at （（（

─（（6.

（
（6
（Id, at （（6.

（
（7
（T

hayer, ‘T
he Jury and Its D

evelopm
ent. III’ （（（（（

（ vol. （, no. （ H
arv. L. R. （（7, at （（（.

（
（（
（Freem

an, at （. 

な
お
、
判
例
集
で
はN

ugigate

と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
は
お
そ
ら
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
形
而
上
学
』

に
由
来
し
、
ラ
テ
ン
語
で
は
、「
形
式
が
物
に
実
体
を
与
え
るform

a dat esse rei
」
と
い
う
表
現
で
も
知
ら
れ
て
い
た
が
、
法
律
家
は
ラ
テ
ン



四
〇

語
の
ス
ペ
ル
ミ
ス
な
ど
の
方
式
の
不
備
を
難
詰
す
る
と
き
に
、
こ
の
言
葉
を
好
ん
で
用
い
た
。

（
（（
（
こ
の
表
現
の
下
敷
き
と
な
っ
て
い
る
言
葉
は
、「
正
し
い
人
が
彼
の
正
義
に
よ
っ
て
滅
ぶjustus perit in justitia sua

」
と
い
う
『
伝
道
者
の

書
』
七
章
一
五
節
（
ウ
ル
ガ
タ
（
か
ら
の
一
文
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
聖
書
刊
行
会
『
聖
書　

新
改
訳
』（
二
〇
一
七
年
（
が
「
正
し
い
人
が

正
し
い
の
に
滅
び
…
…
」（
一
五
節
（
と
訳
す
と
こ
ろ
に
対
応
す
る
。
こ
の
後
に
は
「
あ
な
た
は
正
し
す
ぎ
て
は
な
ら
な
い
」（
一
六
節
（
と
過
剰

を
戒
め
る
文
が
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

（
（0
（
こ
の
言
葉
は
、
ロ
ー
マ
の
詩
人
マ
ー
ル
テ
ィ
ア
ー
リ
ス
（M

arcus V
alerius M

artialis

（
の
エ
ピ
グ
ラ
ム
か
ら
の
一
文
で
あ
る
。

（
（（
（V

aughan, at （（6

─（（（.

（
（（
（
法
格
言
集
で
も
知
ら
れ
る
ブ
ル
ー
ム
は
、「
裁
判
官
は
、
そ
の
誠
実
と
職
務
に
つ
い
て
は
詮
索
さ
れ
な
い
が
、
そ
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
法
の

誤
り
で
あ
れ
、
事
実
の
誤
り
で
あ
れ
、
詮
索
さ
れ
るD

e fide et officio judicis non recipitur quaestio, sed de scientia sive sit eror 
juris sive facti

」
と
い
う
別
の
法
格
言
を
こ
こ
の
部
分
に
注
記
す
る
。See H

erbert Broom
, Constitutional Law

 V
iew

ed in Relation to 
Com

m
on Law

 （（（66

（ at （（（.

（
（（
（
こ
れ
は
国
王
評
議
会
を
指
す
。

（
（（
（V

aughan, at （（（.

（
（（
（
こ
の
時
期
に
『
正
義
の
鏡
』
が
法
律
家
に
よ
っ
て
権
威
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
を
看
過
す
る
べ
き
で
き
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
フ
リ
ー
マ
ン

も
ジ
ョ
ー
ン
ズ
も
注
目
し
報
告
す
る
が
、
近
代
以
降
の
学
者
の
目
に
は
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
に
し
か
映
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

（
（6
（
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
四
四
名
と
具
体
的
に
報
告
す
る
。T

. Jones, at （（.

（
（7
（V

aughan, at （（（.

（
（（
（Freem

an, at （.

（
（（
（Bracton, fol. （（（b.

（
（0
（Fleta, fol. （（6. 

こ
の
部
分
は
親
友
の
セ
ル
デ
ン
に
よ
る
一
六
四
七
年
版
を
利
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。John Selden, Fleta, seu 

Com
m

entarius Juris A
nglicani 

（（6（7

（. 

共
通
の
誤
り
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
中
のfatuum

が
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
初
版
で
も

factum

と
誤
っ
て
い
る
。
セ
ル
デ
ン
版
は
一
六
八
五
年
の
第
二
版
で
改
め
ら
れ
、
ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
も
第
二
版
で
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
（V

aughan, at （（0

─（（（.
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一
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に
つ
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て
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一
考
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（
北
井
）

（
（（
（V

aughan, at （（（

─（（（.
（
（（
（Id, at （（（.

（
（（
（Id, at （（（

─（（（.

（
（（
（Id, at （（（.

（
（6
（Id, at （（（

─（（（.

（
（7
（
こ
の
言
葉
は
、
テ
レ
ン
テ
ィ
ウ
ス
（Publius T

erentius A
fer

（
の
喜
劇
『
宦
官Eunuchus

』
の
な
か
の
太
鼓
持
ち
の
台
詞
に
由
来
す
る
。

Freem
an, at （. 

も
っ
と
も
、
処
罰
に
関
連
し
て
の
文
脈
で
は
あ
る
が
、
エ
リ
ス
は
、
も
し
裁
判
官
に
罰
金
を
科
す
権
限
が
あ
る
と
い
う
の
な
ら
、

古
く
か
ら
つ
づ
く
陪
審
裁
判
が
破
壊
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
た
。Id, at （.

（
（（
（V

aughan, at （（（
─（（（.

（
（（
（Freem

an, at （.

（
（0
（V

aughan, at （（（

─（（（.

（
（（
（Freem

an, at （

─（. 

な
お
、
判
例
集
で
は
、
一
六
八
八
年
に
七
主
教
裁
判
事
件
の
検
察
側
の
指
揮
を
執
り
、
後
に
王
座
裁
判
所
裁
判
官
と
な
る

ポ
ウ
ィ
ス
（T

hom
as Pow

ys

（
は
、Pow

is
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
（V

aughan, at （（（.

（
（（
（
ポ
ッ
パ
ム
（John Popham

（
は
、
一
五
九
二
年
に
女
王
座
裁
判
所
主
席
裁
判
官
に
な
っ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
本
判
決
の
後
半
に

お
い
て
、
ポ
ッ
パ
ム
裁
判
官
が
一
六
〇
二
年
のW

harton
事
件
の
裁
判
官
の
一
人
と
し
て
、
陪
審
員
た
ち
に
怒
り
、
罰
金
を
科
し
た
こ
と
を
認

め
つ
つ
、
陪
審
が
説
示
に
反
し
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
そ
の
不
法
な
ふ
る
ま
い
に
よ
っ
て
罰
金
を
科
さ
れ
た
と
理
解
し
、
罰
金
を
科
す
こ
と
が
合

法
な
事
案
で
あ
っ
た
と
す
る
。V

aughan, at （（（.

（
（（
（
こ
こ
は
ス
ア
レ
ス
（Francisco Suárez

（『
形
而
上
学
討
論
』
第
三
二
討
論
一
章
三
節
の“et non est accidens, quia non est in subiecto, 

nec ex subiecto”

の
部
分
が
か
す
か
に
看
取
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
（V

aughan, at （（7.

（
（6
（Freem

an, at （.

（
（7
（
こ
こ
で
は
陪
審
査
問
に
よ
っ
て
有
責
と
さ
れ
る
判
決
を
指
し
、
そ
の
場
合
に
は
法
外
放
置
に
匹
敵
す
る
過
酷
な
扱
い
を
受
け
た
。



四
二

（
（（
（V

aughan, at （（7

─（（（.
（
（（
（Charles Grant Robertson, Select Statutes, Cases, and D

ocum
ents to Illustrate English Constitutional H

istory （660

─（（（（ 

（（（0（

（ at （（（.

（
60
（T

. Jones, at （7.

（
6（
（V

aughan, at （（0.

（
6（
（Id.

（
6（
（Freem

an, at （.
判
例
集
で
は
、Scrog

と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

（
6（
（H

oldsw
orth, supra note （（, at （（（.

（
6（
（V

aughan, at （（（.

（
66
（
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
（
伊
藤
正
己
監
修
、
イ
ギ
リ
ス
法
研
究
会
訳
（『
イ
ギ
リ
ス
法
制
史　

総
説
編
上
』（
一
九
五
九
年
（
二
四
一
頁
参
照
。
こ
れ
は

T
heodore F. T

. Plucknett, A
 Concise H

istory of the Com
m

on Law
, （th edn （（（（6

（ 

の
翻
訳
で
あ
る
。

（
67
（Green, supra note 7, at （（0
─（（（.

（
6（
（
処
罰
を
め
ぐ
る
事
例
で
は
な
い
がSt. Bar v W

illiam
s, （ K

eble （（（ 

（（67（

（ 

は
、Bushell

事
件
を
初
め
て
引
用
し
た
事
件
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。Bushell

事
件
の
後
、
裁
判
官
は
、
意
に
沿
わ
な
い
評
決
が
下
さ
れ
る
と
、
再
審
理
（new

 trial

（
を
命
じ
る
よ
う
に
な
る
が
、

こ
こ
で
は
再
審
理
を
主
張
す
る
訴
追
側
の
メ
イ
ナ
ー
ド
に
対
し
て
、
ヴ
ォ
ー
ン
裁
判
官
は
、
証
拠
に
明
ら
か
に
反
し
た
評
決
で
な
い
限
り
、
再
審

理
は
認
め
ら
れ
な
い
と
こ
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
民
事
の
評
決
に
つ
い
て
罰
金
は
科
さ
れ
な
い
が
、
刑
事
で
は
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

と
し
てBushell

事
件
に
言
及
が
あ
る
。

（
6（
（M

athew
 H

ale, T
he H

istory of the Pleas of the Crow
n, vol.（ （（（00

（ at （（（.

（
70
（Stern, supra note （, at （（（（.

（
7（
（Edw

ard Coke, Francis H
argrave and Charles Butler, T

he First Part of the Institutes of the Law
s of England 

（（7（（

（ at 
（（（b, note （.

（
7（
（A

ndrew
 A

m
os, T

he English Constitution in the Reign of K
ing Charles the Second （（（（7

（ at （7（.

（
7（
（T

hayer, supra note （7, at （（（.



四
三

ブ
ッ
シ
ェ
ル
事
件
に
つ
い
て
の
一
考
察
（
北
井
）

（
7（
（
プ
ラ
ク
ネ
ッ
ト
、
前
掲
注（
66
（・
二
四
二
頁
以
下
参
照
。

（
7（
（Langbein, supra note （, （（（.

（
76
（Id.

（
77
（Id, at （（（.

（
7（
（Id.

（
7（
（Green, supra note 7, at （（（.

（
（0
（Phillips and T

hom
pson, supra note （（, at （（6.

（
（（
（V

aughan, at （（（.

（
（（
（Id.

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
後
半
の
英
文
を
示
し
て
お
く
。But how

ever, all the Judges having, upon this return, resolved, that 
finding against the evidence in Court, or direction of the Court barely, is no sufficient cause to fine

（,

（the jury

（,

（answ
ers 

all these cases, if not answ
ered before. 

ヴ
ォ
ー
ン
判
例
集
の
初
版
は
、fine

の
後
に
コ
ン
マ
を
置
い
て
い
た
。
文
法
的
に
は
わ
か
り
や
す

い
形
と
な
る
が
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
第
二
版
はjury

の
後
に
コ
ン
マ
を
置
き
、
コ
ン
マ
の
前
後
で
書
体
ま
で
変
え
て
注
意
を
促

し
て
い
る
。
こ
ち
ら
を
採
用
し
、
解
読
に
努
め
た
。

（
（（
（John H

ostettler, T
he Crim

inal Jury O
ld and N

ew
: Jury Pow

er from
 Early T

im
es to the Present D

ay （（00（

（ at 7（.

（
（（
（Green, ‘Lights H

idden U
nder Bushel's Case’ T

exts and Contexts in Legal H
istory （（0（6

（ （（7, at （（（.

（
（（
（John H

. Langbein, T
he O

rigins of A
dversary Crim

inal T
rial （（00（

（ at （（（.

（
（6
（John H

. Langbein, Renee Lettow
 Lerner and Bruce P. Sm

ith, H
istory of the Com

m
on Law

 （（00（

（ at （（（.

（
（7
（Green, supra note 7, at （（（.

（
（（
（
前
掲
の
ク
ロ
ス
ビ
ー
や
ホ
ィ
ッ
ト
マ
ン
の
研
究
が
そ
れ
で
あ
る
。Jam

es Q
. W

hitm
an, T

he O
rigins of Reasonable D

oubt 

（（00（

（. 

グ

リ
ー
ン
が
両
者
の
着
眼
点
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
。Green, supra note （（, at （（

─（（.

（
（（
（
詳
述
は
し
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
傍
論
と
い
う
意
味
でgratis dictum

と
い
う
表
現
を
使
っ
た
の
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
最
初
で
あ
る
。
こ
れ
は
一

六
七
三
年
のBole v H

orton

に
説
明
が
あ
る
。
こ
の
事
実
は
こ
れ
ま
で
多
く
の
学
者
が
指
摘
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
ク
ロ
ス
は
、
判
決
理
由
と

傍
論
の
区
別
が
、
一
六
七
三
年
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
を
何
度
も
強
調
す
る
。Rupert Cross and J. W

. H
arris, Precedent in English 



四
四

Law
, （th edn 

（（（（（

（ at （（. 

し
か
し
、
お
そ
ら
く
ヴ
ォ
ー
ン
が
こ
の
言
葉
を
初
め
て
使
用
し
た
の
はBushell

事
件
に
お
い
て
で
あ
る
。「
そ

れ
は
当
該
裁
判
官
に
よ
る
単
な
る
傍
論
に
す
ぎ
な
い
、
彼
ら
を
拘
束
す
る
も
の
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
いthat w

as only gratis dictum
 by 

the Judge, for no such thing w
as done, as binding them

」。V
aughan, at （（（.

（
（0
（V

aughan, at （6（.

（
（（
（Giles Jacob, A

 N
ew

 Law
-D

ictionary （（7（（

（.

（
（（
（Carter, at （（（.

（
（（
（
ト
マ
ス
・
モ
ア
（
沢
田
昭
夫
訳
（『
ユ
ー
ト
ピ
ア
』（
一
九
七
八
年
（
一
七
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（（
（W

illiam
 Roper, T

he Life of T
hom

as M
ore （（（（（

（ at （（.

（
（（
（
ハ
ヴ
ィ
ガ
ー
ス
ト
は
、
そ
の
悪
名
を
知
ら
ぬ
学
生
は
い
な
い
と
い
う
。See H

avighurst, ‘T
he Judiciary and Politics in the Reign of 

Charles II’ （（（（0

（ 66 L. Q
. R. 6（ at 6（.

（
（6
（
田
中
英
夫
『
英
米
法
概
論
上
』（
一
九
八
〇
年
（
一
四
八
頁
参
照
。

（
本
学
法
学
部
教
授
（


