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一 

略
式
命
令
の
違
憲
性
に
関
す
る
質
問 

刑
事
訴
訟
法
第
五
百
二
十
三
條
の
略
式
命
令
は
今
日
な
お
全
國
多
数
の
簡
易
裁
判
所
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
私
は

「
裁
判
の
民
主
化
と
略
式
命
令
の
違
憲
性
」
に
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
は
憲
法
違
反
で
あ
る
と
考
え
る
。
然
る
に
、
こ

れ
に
対
す
る
政
府
の
見
解
が
不
明
確
で
あ
る
た
め
、
各
地
の
裁
判
所
に
お
い
て
事
務
的
不
統
一
が
起
つ
て
い
る
。 

こ
れ
に
関
す
る
明
確
な
見
解
と
不
統
一
に
因
る
事
務
的
混
乱
に
対
す
る
処
理
方
針
に
つ
い
て
政
府
に
質
問
す
る
。 

 

裁
判
の
民
主
化
と
略
式
命
令
の
違
憲
性 

一 

民
主
々
義
政
治
の
原
理
は
、
人
民
の
政
治
、
人
民
に
よ
る
政
治
、
そ
し
て
人
民
の
た
め
の
政
治
を
行
う
こ
と
に
在
り
、

裁
判
は
政
治
そ
の
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
民
主
政
治
の
支
柱
と
し
て
、
人
民
の
信
任
を
背
景
と
し
、
民
主
國
家
の
発

展
に
奉
仕
す
る
國
家
機
関
の
作
用
で
あ
つ
て
、
そ
の
生
命
は
、
公
正
の
二
字
に
終
始
す
る
と
思
う
。
お
よ
そ
裁
判
の
公
正

な
く
し
て
は
、
民
主
々
義
の
発
展
は
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 



 

二 
二 
裁
判
の
一
種
に
略
式
命
令
な
る
も
の
が
あ
つ
た
。
罰
金
又
は
科
料
を
科
す
も
の
で
あ
つ
た
が
、
戰
時
中
は
体
刑
を
も
科

し
て
い
た
。
そ
の
審
理
は
、
純
然
た
る
書
面
審
理
で
あ
り
、
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
顔
す
ら
見
な
い
で
裁
判
を
し
て
い 

た
。
ま
し
て
、
そ
の
弁
解
を
き
ゝ
泣
訴
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
も
な
か
つ
た
。
被
告
人
は
ま
た
、
裁
判
官
の
氏
名
も
顔
も
知

る
に
由
な
く
、
も
と
よ
り
自
己
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
不
利
な
記
録
が
で
き
上
つ
て
い
る
か
知
る
す
べ
も
な
く
、
日
本

の
刑
事
訴
訟
法
は
起
訴
状
を
被
告
人
に
送
達
し
な
い
か
ら
、
何
時
自
分
が
起
訴
さ
れ
た
の
か
も
判
ら
ぬ
、
刑
を
科
せ
ら
れ

た
こ
と
を
知
つ
た
瞬
間
、
即
ち
略
式
命
令
の
謄
本
が
送
達
さ
れ
た
そ
の
時
ま
で
、
弁
護
人
を
依
賴
す
る
こ
と
も
で
き
な
か

つ
た
。
率
直
に
い
へ
ば
所
謂
天
降
り
式
裁
判
で
あ
つ
て
、
た
ゞ
、
不
服
が
あ
れ
ば
、
正
式
裁
判
を
申
し
立
て
た
ら
よ
か
ら

う
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
ま
こ
と
に
、
民
は
依
ら
し
む
べ
し
知
ら
し
む
べ
か
ら
ず
の
裁
判
で
あ
つ
た
。 

三 

新
憲
法
は
、
日
本
の
夜
明
け
を
宣
言
し
た
。
主
権
の
存
す
る
國
民
の
権
利
と
義
務
と
、
そ
し
て
自
由
と
が
、
い
か
な
る

も
の
で
あ
る
か
を
明
か
に
し
た
。
即
ち
、
第
三
十
七
條
は
、
す
べ
て
の
刑
事
々
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
公
平
な
裁
判

所
の
迅
速
な
公
開
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の
証
人
を
審
問
す
る
機
会
を
充
分
に
與
え
ら
れ
る
こ 



 

三 

と
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
弁
護
人
を
依
賴
す
る
こ
と
が
で
き
、
貧
し
い
者
は
國
費
で
弁
護
人
を
付
け
て
も
ら
え
る
こ
と

さ
え
明
か
に
し
、
第
三
十
八
條
は
、
何
人
も
自
白
を
強
要
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
証
拠
が
本
人
の

自
白
で
あ
る
場
合
は
、
有
罪
と
さ
れ
、
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
る
こ
と
が
絶
対
に
な
い
こ
と
を
明
か
に
し
、
第
八
十
二
條
は
、

裁
判
の
対
審
と
判
決
と
は
必
ず
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
う
べ
く
、
公
序
良
俗
を
害
す
る
虞
あ
る
と
き
は
、
例
外
と
し
て
傍

聽
禁
止
が
許
さ
れ
る
が
、
政
治
犯
、
出
版
罪
、
基
本
的
人
権
が
爭
と
な
つ
た
事
件
に
つ
い
て
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
例
外

な
く
絶
対
に
そ
の
裁
判
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
明
か
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
條
規
は
、
國
民
が
過
つ

て
刑
事
被
告
人
の
地
位
に
立
つ
た
場
合
の
、
最
低
限
度
の
人
権
保
障
で
あ
り
、
一
面
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
に
対
す
る
行

動
の
規
範
を
與
え
た
も
の
で
、
ま
た
、
憲
法
を
擁
護
す
る
責
任
あ
る
立
場
に
お
か
れ
た
裁
判
官
の
職
務
上
の
義
務
を
定
め

た
も
の
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

四 

賢
明
な
る
國
民
諸
君
は
、
す
で
に
略
式
命
令
な
る
裁
判
が
、
新
憲
法
に
違
反
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
感
づ
か
れ
た
こ

と
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
一
つ
の
理
解
し
が
た
い
現
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
な
お
、
全
國
多
数
の
簡
易
裁
判 



 

四 

所
に
お
い
て
、
依
然
と
し
て
こ
の
暗
黑
裁
判
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
、
去
六
月
十
二
日
司

法
省
が
「
ど
う
も
違
憲
で
は
な
い
・

・

・

・

」
と
い
う
極
め
て
非
科
学
的
な
理
由
を
つ
け
て
、
全
國
の
檢
事
に
対
し
て
、
略
式
命

令
が
可
能
で
あ
る
と
の
見
解
を
通
牒
し
、
一
部
の
判
事
が
こ
れ
に
迎
合
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
に

先
だ
ち
、
旧
最
高
裁
判
所
臨
時
刑
事
委
員
会
は
、
五
月
十
七
日
十
対
四
の
多
数
決
を
も
つ
て
、
略
式
命
令
が
憲
法
違
反
で

あ
る
こ
と
を
決
議
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
論
拠
は
、
略
式
手
続
は
憲
法
第
三
十
七
條
、
第
三
十
八
條
、
第
八
十
二
條

等
に
牴
触
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
八
月
四
日
成
立
し
た
最
高
裁
判
所
は
、
未
だ
こ
の
問
題
に
つ
い
て
権
威

あ
る
判
決
を
與
え
る
機
会
に
惠
ま
れ
ず
、
簡
易
裁
判
所
の
判
決
に
対
す
る
上
告
審
で
あ
る
高
等
裁
判
所
に
お
い
て
も
、 

未
だ
は
つ
き
り
し
た
判
決
を
與
え
る
に
至
つ
て
い
な
い
。
憲
法
第
九
十
八
條
は
、
日
本
國
憲
法
は
國
の
最
高
法
規
で
あ
つ

て
、
そ
の
條
規
に
反
す
る
法
律
は
一
切
効
力
を
有
し
な
い
こ
と
を
定
め
て
い
る
の
で
、
第
一
線
の
裁
判
官
は
、
一
日
も
早

く
、
こ
の
問
題
の
解
決
が
與
え
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
つ
つ
今
日
に
至
つ
た
の
で
あ
る
が
、
客
観
情
勢
は
、
も
は
や
暢
氣

に
構
え
て
い
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
も
の
が
あ
る
し
、
漫
然
と
上
告
審
の
判
決
を
待
望
し
て
い
る
間
に
、
刻
一
刻
と
憲
法
の
保 



 

五 

障
す
る
裁
判
の
迅
速
性
は
失
わ
れ
て
行
く
。 

五 

刑
事
裁
判
の
理
想
は
、
文
化
的
・
政
治
的
・
若
し
く
は
経
済
的
な
社
会
の
秩
序
を
維
持
し
、
人
類
社
会
の
平
和
を
實
現
す

る
に
在
り
、
そ
の
技
術
は
、
無
知
又
は
誤
解
か
ら
刑
事
被
告
人
の
地
位
に
立
つ
た
國
民
を
対
象
と
し
、
そ
の
基
本
的
人
権

を
擁
護
し
つ
つ
、
そ
の
社
会
的
適
合
性
を
復
活
さ
せ
る
に
在
り
、
そ
の
方
法
は
、
往
々
に
し
て
被
告
人
の
利
益
を
奪
う
。

け
だ
し
、
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
は
、
一
個
人
の
利
害
得
失
の
み
を
眼
中
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
檢
察

官
が
、
涙
を
の
ん
で
國
民
を
起
訴
す
る
の
も
、
た
ゞ
こ
れ
が
た
め
で
あ
つ
て
、
若
し
被
告
人
の
意
思
や
希
望
、
あ
る
い
は

そ
の
利
害
の
み
を
眼
中
に
お
く
と
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
初
め
か
ら
起
訴
し
な
い
で
あ
ら
う
。
檢
察
宮
が
、
い
や
し
く
も

起
訴
す
る
以
上
、
そ
こ
に
は
必
ず
や
個
人
た
る
被
告
人
の
利
害
を
超
え
、
そ
れ
以
上
に
保
護
す
べ
き
社
会
の
利
害
が
あ
る

か
ら
で
あ
り
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
、
被
告
人
を
公
開
の
法
廷
に
立
た
し
め
、
堂
々
と
起
訴
の
理
由
を
公
開
し
、
正
義

の
法
廷
を
し
て
、
公
正
な
る
裁
判
を
な
さ
し
む
べ
く
要
求
し
、
自
己
を
信
任
せ
る
人
民
に
対
し
て
、
檢
察
の
公
正
と
法
の

威
信
と
を
知
ら
し
め
る
こ
と
こ
そ
、
檢
察
官
本
來
の
任
務
で
あ
り
、
公
正
な
る
檢
察
は
、
公
正
な
る
裁
判
の
前
提
で
あ 



 

六 

る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
被
告
人
も
ま
た
隸
從
と
偏
狹
を
去
り
、
公
開
法
廷
に
起
つ
て
、
自
己
の
主
張
す
べ
き
こ

と
を
主
張
し
、
非
を
非
と
し
て
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
こ
そ
憲
法
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
、
非
公
開
の
ま 

ま
、
徒
ら
に
軽
い
刑
罰
を
の
み
こ
れ
希
う
は
、
單
な
る
欲
望
で
あ
つ
て
権
利
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら 

ぬ
。 

六 

從
來
、
被
告
人
が
略
式
命
令
に
対
し
て
正
式
裁
判
を
請
求
し
た
殆
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
が
、
よ
り
軽
い
罰
金
刑
を
希
望

し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
事
実
そ
の
希
望
を
達
し
た
場
合
が
多
か
つ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
公
開
裁
判
の
賜
で
あ
つ

た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
刑
そ
の
も
の
に
不
服
の
な
い
場
合
、
略
式
命
令
は
確
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
若
し
新

憲
法
の
下
に
お
い
て
も
、
略
式
命
令
が
許
さ
れ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
が
確
定
し
た
場
合
、
非
公
開
で
裁
判
し
た
こ 

と
、
即
ち
公
開
裁
判
を
受
け
る
被
告
人
の
権
利
を
奪
つ
た
責
任
は
、
一
体
、
裁
判
官
以
外
の
何
人
が
こ
れ
を
負
担
す
る
の

で
あ
ら
う
か
。
若
し
人
あ
つ
て
、
確
定
後
、
こ
の
点
に
関
す
る
不
服
を
主
張
し
た
と
し
た
ら
、
ど
う
な
る
か
。
被
告
人
の

打
算
に
よ
つ
て
、
裁
判
官
は
そ
の
都
度
、
憲
怯
違
反
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
そ
の
汚
名
を
押
し
付
け
ら
れ
る
に
至
る
で
は
な 



 

七 

い
か
。
し
か
し
、
問
題
は
、
單
に
被
告
人
と
裁
判
官
の
み
の
利
害
に
限
ら
れ
る
事
柄
で
は
な
い
。
裁
判
の
公
開
は
実
に
憲

法
上
の
鉄
則
で
あ
つ
て
、
こ
れ
な
く
し
て
は
、
裁
判
の
公
正
は
絶
対
に
確
保
さ
れ
な
い
。
歴
史
の
証
明
す
る
と
お
り
、
非

公
開
裁
判
の
弊
害
は
、
そ
の
極
端
な
場
合
に
想
到
す
る
と
き
は
、
戰
慄
す
べ
き
も
の
が
あ
る
の
で
あ
つ
て
、
裁
判
の
公
開

こ
そ
は
、
罰
金
の
多
少
や
裁
判
官
の
責
任
と
比
較
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
貴
い
民
主
政
治
の
支
柱
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
略
式
裁
判
が
、
す
べ
て
公
開
法
廷
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
。
ま
た
、
罰
金
刑
に
も
執
行
猶
予
の

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
先
進
國
の
あ
る
こ
と
に
も
思
い
を
致
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
し
、
経
済
事
情
の
惡
化
に
よ
り
、
罰

金
を
納
め
る
こ
と
が
不
能
な
境
遇
に
陷
れ
ば
、
罰
金
に
代
え
て
労
役
場
に
留
置
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
も
考
え
ね
ば
な

ら
ぬ
。
更
に
、
新
憲
法
の
施
行
に
伴
う
刑
事
訴
訟
法
の
應
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
の
第
九
條
は
、
予
審
制
度
を
廃
止
し

た
の
で
あ
る
が
、
司
法
省
は
、
そ
の
論
拠
と
し
て
、
予
審
制
度
は
非
公
開
主
義
で
あ
り
、
新
憲
法
の
裁
判
公
開
の
原
則
に

反
す
る
か
ら
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
実
体
上
の
裁
判
を
行
わ
ぬ
予
審
で
さ
え
、
憲
法
違
反
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
現
実
に
刑
を
科
す
る
略
式
命
令
の
み
が
、
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
論
理
は
、
ど
こ
か
ら
生
れ
て
來
る
の
で 



 

八 

あ
ら
う
か
。
予
審
を
経
由
し
た
事
件
は
、
正
式
裁
判
請
求
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
然
公
開
裁
判
を
保
障
さ
れ
て
い
る

の
に
、
更
に
、
反
対
論
に
と
つ
て
致
命
的
な
こ
と
は
、
憲
法
第
八
十
二
條
の
規
定
で
あ
る
。
例
を
選
挙
違
反
に
採
つ
て
考

察
す
る
に
、
同
條
に
よ
り
、
選
挙
違
反
事
件
の
対
審
は
、
絶
対
的
公
開
主
義
で
あ
る
か
ら
、
檢
察
官
が
公
判
請
求
の
形
式

で
起
訴
す
る
限
り
、
常
に
公
開
裁
判
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
若
し
新
憲
法
の
下
に
お
い
て
も
、
略
式
請
求
の
形
式
で

起
訴
す
る
こ
と
が
合
憲
法
的
と
し
て
許
容
さ
れ
た
な
ら
、
こ
れ
は
非
公
開
で
裁
判
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
政
府
の
方
針
如

何
に
よ
つ
て
は
、
起
訴
不
起
訴
の
決
定
ば
か
り
で
な
く
、
起
訴
の
方
式
ま
で
も
、
自
由
に
変
更
さ
れ
、
選
挙
に
対
す
る
一

種
の
干
渉
の
道
具
に
供
さ
れ
、
第
八
十
二
條
を
空
文
と
化
し
去
る
の
み
な
ら
ず
、
反
民
主
々
義
的
政
府
の
樹
立
を
可
能
な

ら
し
め
る
ご
と
き
危
險
き
わ
ま
る
萠
芽
を
残
す
虞
な
し
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。 

七 

民
主
々
義
政
治
が
、
人
民
に
よ
る
人
民
の
政
治
で
あ
り
、
裁
判
の
民
主
化
が
、
そ
の
支
柱
で
あ
る
以
上
、
被
告
人
も
ま

た
、
無
分
別
な
打
算
か
ら
自
己
を
解
放
し
て
、
憲
法
上
の
鉄
則
た
る
公
開
裁
判
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
勇
氣
を
鼓
し
て
民

主
法
廷
に
起
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
、
新
憲
怯
の
下
に
お
け
る
刑
事
被
告
人
の
民
主
的
な
責
務
で
あ
る
。
裁
判
官 
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は
、
も
は
や
天
皇
の
官
吏
で
な
く
、
人
民
の
た
め
、
人
民
の
信
任
を
唯
一
の
基
礎
と
し
て
、
法
廷
に
臨
ん
で
い
る
。
人
民

は
先
ず
そ
の
念
頭
か
ら
、
封
建
的
な
白
洲
の
連
想
を
取
り
去
る
こ
と
が
必
要
だ
。
法
廷
は
人
民
の
も
の
で
あ
る
。 

す
べ
て
の
刑
事
々
件
に
つ
い
て
、
公
開
裁
判
が
行
わ
れ
、
そ
の
公
正
が
、
國
民
に
よ
つ
て
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た

な
ら
、
淸
貧
と
心
労
と
苦
難
と
に
常
に
直
面
し
て
い
る
日
本
の
裁
判
官
の
使
命
は
、
ほ
ぼ
果
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ら 

う
。
憲
法
を
擁
護
し
、
眞
理
を
貴
ぶ
が
故
に
、
私
は
、
略
式
命
令
が
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
世
の
批
判
を
待

つ
も
の
で
あ
る
。 

右
質
問
す
る
。 




