
将
来
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す
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節
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ド
イ
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け
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l将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
警
察
活
動
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本
質

ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
訴
追
伝
言
号
由
民
♀
明
言
明
)

と
は

立
法
に
よ
る
響
曲
栄
権
限
の
拡
大

現
代
の
犯
罪
を
視
野
に
入
れ
た
警
察
実
務
の
考
え
方

(
以
上
本
号
)

第
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節

第
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第

6
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第

3
掌

第

4
章

お
わ
り
に

(
1
)
 

Bよa
石

下

充

雅

情
報
社
会
に
お
け
る
警
察
活
動
の
変
容
と
法
制
度

現
代
裂
の
警
察
活
動
に
対
処
す
る
ド
イ
ツ
法
理
論

検
討
と
ま
と
め
い
犯
罪
対
策
に
向
け
た
警
察

活
動
の
実
態
と
ド
イ
ツ
法

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
と
は

ー
ー
そ
の
本
質
と
法
的
規
制
の
あ
り
方

将
来
の
担
罪
に
対
す
る
捜
査
と
現
行
法
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は
じ
め
に

通
説
に
し
た
が
い
、
捜
査
と
は
、
「
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合
に
、

公
訴
の
提
起
・
追
行
の
た
め
に
、
犯
人
を
保
全
し
、
証
拠
を
収
集
保
全

す
る
行
為
」
で
あ
る
と
し
た
と
き
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
犯
罪
に

対
す
る
捜
査
と
い
う
も
の
は
お
よ
そ
法
の
予
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
が
許
さ

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
c

そ
も
そ
も
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
が
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

と
恩
わ
れ
る
犯
罪
の
こ
と
を
「
将
来
の
犯
罪
」
と
呼
ぶ
と
し
て
、
同
家

は
こ
の
「
将
来
の
犯
罪
」
に
ど
う
対
応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
ま
ず
は
警
察
が
そ
の
発
生
を
防
止
す
る

は
ず
だ
と
思
う
の
が
素
朴
な
感
覚
で
あ
ろ
う
。
警
察
は
、
捜
査
と
な
ら

ん
で
犯
罪
の
予
防
を
そ
の
任
務
と
し
て
い
る
(
警
察
法
第
一
条
)
か
ら
、

犯
罪
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
が
警
察
の
責
務
で
あ
る
こ
と
は
当
然

で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
行
法
制
度
に
お
い
て
、
犯
罪
の
予
防
を
理
由
と

し
て
警
察
が
行
使
で
き
る
権
限
は
、
響
察
官
職
務
執
行
法
な
ど
を
根
拠

と
す
る
ご
く
限
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
他
方
、
技
査
と
い
う
名
の

も
と
で
将
来
の
犯
罪
を
理
由
と
し
た
犯
人
の
途
端
や
証
拠
の
収
集
・
保

全
を
行
う
と
き
、
ぞ
れ
は
犯
罪
の
予
妨
を
理
由
と
し
て
行
わ
れ
る
活
動

と
区
別
し
に
く
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
も
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
強
制

八
四

捜
査
を
許
す
と
す
れ
ば
、
結
果
と
し
て
、
警
察
は
、
戦
前
の
よ
う
に
、

強
力
な
手
段
を
用
い
て
犯
罪
を
阻
止
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
が
許
さ
れ
る
の
か
否
か
は
、
こ
れ
ま
で

も
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
は
主
と
し
て
、
強

制
処
分
を
念
頭
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
日
策
大
の
理
由
は
、

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
強
制
処
分
の
濫
用
が
危
倶
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
強
制
処
分
を
念
頭
に
お
い
た
議
論
に
は
、
一
九
九
九

年
に
成
立
し
た
「
犯
罪
媛
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
」
(
以

下
、
「
通
信
傍
受
法
」
と
す
る
)
を
め
ぐ
っ
て
活
発
な
論
議
が
交
わ
さ

れ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
任
意
捜
査
に
お
い
て
は
、

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
燦
査
を
問
題
に
す
る
必
要
性
が
乏
し
か
っ
た
こ

と
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
は
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
森
の
可
奇
と
そ
の
限

界
に
つ
い
て
、
よ
り
高
い
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
テ

l
マ
を
な
が
め
る
こ
と

に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
強
制
捜
査
を
合
め
た
捜
査
一
般
の
み
な
ら
ず
、

犯
罪
の
予
防
を
含
め
た
警
察
の
活
動
全
体
も
視
野
に
入
れ
つ
つ
論
を
進

め
て
い
き
た
い
。
そ
し
て
、
現
代
の
警
察
が
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う

犯
罪
に
対
処
す
る
場
面
で
は
ど
う
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
か
を
分
析
す

る
こ
と
に
よ
り
、
本
テ
l
マ
に
つ
い
て
さ
ら
に
実
質
的
に
議
論
す
る
た

め
の
素
材
を
提
示
し
て
い
き
た
い
。

l 

平
野
総

4

「
刑
事
訴
訟
法
」
(
一
九
五
八
)
八

4

頁。



時
間

m
1
I皐

日
本
に
お
け
る
議
論
の
状
況

第一

1
時
間
山

戦
前
に
お
け
る
考
え
方
と
そ
の
背
景

日
本
に
お
い
て
は
十
円
く
か
ら
、
基
本
的
な
考
え
方
と
し
て
、
捜
本
札
は

犯
罪
発
生
後
の
活
動
と
し
て
行
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
さ
し
あ

た
り
、
戦
前
の
学
説
に
つ
い
て
み
る
と
、
刑
事
訴
訟
法
学
に
お
い
て
は
、

「
捜
資
の
開
始
は
犯
罪
あ
り
と
の
嫌
疑
を
生
じ
た
る
こ
と
を
前
提
と
す

る
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
た
り
、
警
祭
機
関
の
活
動
に
は
「
事
後
に
お
い

て
犯
罪
を
捜
資
す
る
機
能
」
が
あ
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、

時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
「
撃
者
多
ク
ハ
捜
資
権
ハ
犯
罪
ア
ル
ト
同
時

ニ
後
生
ス
ト
謂
」
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
端
的
に

犯
罪
の
発
生
と
捜
査
を
結
び
つ
け
た
も
の
だ
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、

4

般
的
に
は
、
す
で
に
犯
罪
が
行
わ
れ
た
段
階
に
な
っ
て
は

じ
め
て
捜
査
が
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

で
は
、
実
定
法
は
娘
査
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
定
め
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
c

現
行
刑
事
訴
訟
法
の
第
一
八
九
条
第
二
攻
に
よ
れ
ば
、
「
司

法
警
察
職
員
は
、
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
犯
人
及
び
証
拠

を
捜
査
す
る
も
の
と
す
る
」
υ

こ
の
条
文
を
一
瞥
す
る
限
り
、
文
言
上
、

犯
罪
発
生
後
に
の
み
綬
査
の
開
始
を
許
す
規
定
な
の
か
否
か
は
即
断
で

き
な
い
。
だ
が
、
問
項
と
ほ
ぼ
同
内
容
の
旧
刑
事
訴
訟
法
第
二
四
六
条

は
、
「
検
事
犯
罪
ア
リ
ト
思
料
ス
ル
ト
キ
ハ
犯
人
及
議
機
ヲ
抽
出
奈
ス
ヘ

将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制

(
l
)
(
岩
下
)

と
し
、
同
第
二
四
八
条
も
、
警
察
官
そ
の
他
は
「
検
事
ノ
輔
佐
ト

シ
テ
其
ノ
指
揮
ヲ
受
ケ
司
法
警
察
官
ト
シ
テ
犯
罪
ヲ
技
査
ス
へ
シ
」
と

定
め
て
い
た
c

さ
ら
に
、
な
が
く
警
祭
官
吏
の
職
務
に
関
す
る
根
拠
規

定
と
さ
れ
た
旧
行
政
警
察
規
則
第
四
条
は
、
「
行
政
警
察
漁
防
ノ
力
及

ハ
ス
シ
テ
、
法
律
ニ
背
ク
者
ア
ル
ト
キ
、
其
犯
人
ヲ
探
索
逮
捕
ス
ル
ハ

司
法
警
察
ノ
職
務
ト
ス
」
と
規
定
し
て
お
り
、
法
文
の
う
え
で
は
、
す

で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
の
み
を
捜
賓
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
戦
前
の
認
法
を
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
特
徴
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
第
一
に
、
捜
査
は
公
訴
を
提
起
す
る
検
察
官
が

中
核
と
し
て
担
う
も
の
と
さ
れ
、
警
祭
機
関
は
そ
の
補
効
者
に
過
ぎ
な

い
。
第
三
に
、
脚
静
岡
察
機
関
の
職
務
に
つ
い
て
は
、
司
法
警
察
と
い
う
語

と
行
政
警
祭
と
い
う
認
が
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
お
り
、
後
者
は
犯
罪

の
党
生
を
防
止
す
る
職
務
で
あ
り
、
対
す
る
前
者
は
発
生
し
た
犯
罪
を

解
明
す
る
職
務
と
さ
れ
る
の

以
上
の
二
点
は
、
職
権
主
義
を
基
調
と
す
る
大
陸
法
的
な
刑
事
訴
訟

の
法
体
系
に
関
布
の
特
徴
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
明
治

初
期
に
フ
ラ
ン
ス
よ
り
警
祭
作
川
を
ほ
別
す
る
考
え
万
が
持
ち
込
ま
れ

た
、
と
い
う
い
き
さ
つ
か
ら
も
う
か
が
い
知
れ
る
で
あ
ろ
う
c

た
だ
、

犯
紫
の
予
防
と
犯
罪
の
捜
査
は
と
も
に
密
接
す
る
も
の
で
あ
り
、
司
法

警
察
作
用
と
し
て
行
わ
れ
る
活
動
と
行
政
警
察
上
の
活
動
は
連
続
な
い

し
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
行
政
警
察
上
の
活
動
に

}¥. 
五
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従
事
す
る
者
が
捜
査
を
も
合
わ
せ
行
う
こ
と
こ
そ
効
率
的
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
司
法
嚇
話
祭
作
用
と
行
政
警
察
作
用
を
区
別
し
つ
つ
、
問
者
と
も

に
同
一
の
機
関
が
そ
の
職
務
と
す
る
よ
、
つ
に
な
っ
た
。
も
っ
と
も
、
捜

査
は
犯
罪
発
生
後
に
限
っ
て
行
わ
れ
る
活
動
だ
か
ら
、
建
前
上
、
犯
罪

発
生
前
の
段
階
に
お
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
権
限
を
用
い
て
犯

罪
に
対
処
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

こ
う
し
て
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
は
、
実
定
法
に
お
い
て
も
学
問

上
も
、
ふ
た
つ
の
警
祭
作
用
が
犯
罪
発
生
の
前
後
で
区
別
さ
れ
て
い
た

こ
と
に
な
る

d

こ
の
う
ち
、
行
政
警
察
作
用
は
、
学
問
上
、
行
政
組
織

で
あ
る
警
察
機
関
に
鴎
有
の
職
責
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

司
法
警
察
作
川
は
、
警
察
機
関
に
間
有
の
職
責
で
な
く
、
も
と
も
と
倹

察
官
が
掌
握
し
て
い
る
犯
罪
捜
査
の
職
責
を
補
う
作
用
と
考
え
ら
れ
て

い
た
。
「
司
法
」
警
察
作
用
と
い
う
語
そ
れ
じ
た
い
、
銀
査
が
行
政
機

関
で
あ
る
警
察
の
本
務
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
捜
査
は
、
刑
罰
権
の
具
体
的
な
実
現
を
目
的
と
し
た
国

家
作
用
の
一
穣
で
あ
る
が
、
そ
の
日
的
で
あ
る
刑
罰
権
の
実
現
は
裁
判

所
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
戦
前
に
お
い
て
、
刑
事
裁
判
権
の
担
い
手
で

あ
る
司
法
裁
判
所
は
、
職
権
主
義
の
も
と
、
自
己
の
責
務
と
し
て
、
真

実
の
解
明
と
適
正
な
刑
罰
機
の
実
現
に
積
極
的
な
関
心
を
も
っ
て
い
た
。

そ
の
結
来
、
捜
査
は
、
裁
判
所
が
真
実
を
解
明
す
る
た
め
に
と
り
行
う

活
動
の
下
準
備
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
理
解
の
仕
方
と
し

八
六

て
は
、
ま
ず
、
裁
判
所
に
よ
る
公
判
手
続
が
刑
事
訴
訟
の
中
心
に
置
か

れ
、
つ
ぎ
に
、
こ
れ
に
先
だ
っ
捜
資
が
、
公
判
手
続
に
奉
仕
す
る
活
動

と
し
て
、
訴
訟
の
対
象
物

l
l
i
す
な
わ
ち
事
件

i
lー
を
公
判
手
続
へ

引
き
波
す
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
、
、
旧
刑
事
訴
訟
法
の
制
定
直
後
に

著
さ
れ
た
概
説
書
に
お
い
て
、
「
務
審
ハ
:
:
:
其
ノ
資
質
ヲ
論
ス
レ
ハ

捜
査
ノ
延
長
ナ
リ
、
資
質
ニ
重
一
キ
ヲ
援
ケ
ハ
捜
査
ト
問
、
ン
ク
之
ヲ
公
訴

ノ
準
備
手
緩
ト
見
ミ
ル
モ
可
ナ
リ
、
我
法
制
ハ
此
ノ
見
解
ニ
依
ラ
ス
、

専
ラ
形
式
ニ
重
キ
ヲ
霞
キ
公
判
ノ
準
備
手
績
ト
シ
テ
之
ヲ
審
判
ノ
一
階

段
ト
ス
」
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
が
、
予
審
の
合
わ
せ
も
つ
説
拠
収
集

機
関
と
し
て
の
実
質
と
審
判
手
続
の
一
部
と
し
て
の
形
式
に
は
、
捜
査

か
ら
公
判
へ
と
烹
る
訴
訟
の
逮
続
性
が
あ
ら
わ
れ
て
い
よ
う
。
な
お
、

捜
交
を
公
判
手
続
の
下
準
備
と
位
置
づ
け
る
考
え
方
は
、
大
陸
的
な
一
二

機
分
立
原
理
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
大
陸
的
な
一
一
一
権
分
立
原
理
の
も
と
、
職
権
主
義
的
な

訴
訟
構
造
を
採
刑
す
る
と
、
後
査
は
公
判
手
続
の
ド
準
備
と
位
澄
づ
け

ら
れ
、
訴
訟
の
全
容
は
、
捜
査
の
結
果
が
公
判
へ
と
連
続
的
に
引
き
継

が
れ
終
局
判
決
で
頂
点
に
奈
る
よ
う
な
か
た
ち
と
な
る
。
こ
う
し
た
訴

訟
構
造
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
公
訴
を
提
起
・
追
行
す
る
検
察
官
の
地

位
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
す
な
わ
ち
、
検
察
宵
は
、
裁
判
所
と
協
同
す
る

司
法
機
関
と
し
て
司
法
作
用
の
一
翼
に
組
み
込
ま
れ
、
(
準
)
司
法
官
と

し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
公
判
手
続
の
下
準
俄
で
あ
る

捜
資
お
よ
び
公
訴
提
起
も
ま
た
司
法
作
用
の
一
部
分
と
し
て
性
格
づ
け



ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
捜
査
は
、
(
準
)
司
法
山
初
で
あ
る
検
察
官
が
主
宰

す
る
こ
と
と
な
る

3

こ
れ
に
対
し
て
、
司
法
部
門
に
属
し
な
い
警
察
機

関
は
、
怖
は
資
の
う
え
で
検
察
官
閥
有
の
職
務
を
補
助
す
る
も
の
に
過
ぎ

な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
戦
前
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
の
構
造
と
授
資
の
佼
置
づ
け
を

前
提
と
し
て
、
さ
ら
に
議
論
が
進
む
と
、
捜
査
の
時
間
的
限
界
に
つ
い

て
一
定
の
理
論
的
な
万
向
性
が
生
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
刑

罰
権
の
確
認
を
ゴ

l
ル
と
す
る
連
鎖
的
な
訴
訟
構
造
に
よ
る
限
り
、
連

鎖
の
一
部
に
組
み
込
ま
れ
た
捜
査
も
ま
た
、
犯
罪
の
発
生
後
に
生
じ
る

(
観
念
上
の
)
刑
罰
権
を
前
提
と
す
る
の
が
自
然
だ
と
い
え
る
。
だ
と

す
れ
ば
、
後
授
の
間
開
始
も
犯
罪
の
発
生
し
た
後
に
は
じ
め
て
認
め
る
の

が
よ
り
論
理
的
で
あ
る
。
捜
査
が
犯
罪
発
生
後
の
活
動
と
さ
れ
る
法
原

地
上
の
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
大
陸
的
な
一
一
一
権
分
立
原
理
は
、
司
法
裁
判
所
と
な
ら
ん
で
、

行
政
機
関
の
系
統
に
属
す
る
行
政
裁
判
所
が
あ
る

G

そ
の
結
果
、
戦
前

ま
で
は
、
行
政
警
察
上
の
活
動
に
お
い
て
違
法
な
行
為
が
あ
っ
た
と
疑

わ
れ
る
場
合
、
こ
れ
を
救
済
す
る
手
続
は
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
行
政

上
の
争
訟
と
し
て
行
わ
れ
、
他
方
、
河
法
警
察
作
用
と
し
て
行
わ
れ
た

活
動
の
違
法
性
に
つ
い
て
は
、
司
法
裁
判
所
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
取
り
扱
い
の
違
い
は
、
警
察
作
用
を
区
別
す
る
実
滋
の
ひ
と

つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
c

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(
]
)
(
者
下
)

こ
こ
ま
で
の
説
明
を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
は
、
捜
査
ー
や
後
活
動
と
あ
ら
わ
せ
る
国

式
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
い
う
娘
査
H
事
後
活
動
の
図
式
と
は
、
捜
本
此
が

犯
界
発
生
後
に
限
っ
て
一
地
則
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
図
式
は
、
司
法
警
祭
作
用
と
行
政
警
祭
作
用
を
区
別
す
る
考
え
方
に

織
り
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
捜
資
H
挙
後
活
動
の
凶
式
お
よ
び
警

察
作
用
を
区
別
す
る
考
え
方
は
、
大
陸
的
な
一
二
権
分
立
原
勝
の
も
と
、

職
権
主
義
的
な
訴
訟
構
造
を
採
用
し
た
こ
と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
線

論
上
の
締
結
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
畑
出
査
H
事
後
日
前
動
の
図
式

と
職
権
主
義
的
な
訴
訟
構
造
を
結
び
つ
け
て
い
た
の
は
、
捜
査
機
関
の

も
つ
法
的
性
格
で
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
検
祭

守
口
を
(
準
)
河
法
官
と
し
健
常
祭
機
関
を
検
察
官
の
補
助
者
と
し
た
の
が
そ

れ
で
あ
る

3

第
2
節

現
行
法
の
も
と
で
生
じ
た
学
説
の
対
立

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
に
お
い
て
は
、
授
木
肌
H
十
字
後
活
動
と
い
う
凶

式
の
背
景
事
情
が
一
変
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
大
際
的
な
一
二
権
分
立

原
理
も
職
権
主
義
的
な
訴
訟
構
造
も
す
で
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ

ヲ@。
戦
後
、
英
米
法
に
由
来
す
る
司
法
制
度
の
採
用
に
よ
り
、
行
政
裁
判

所
は
廃
止
さ
れ
、
唯
↓
の
司
法
機
関
と
な
る
裁
判
所
の
独
立
が
徹
底
さ

人
七
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れ
、
そ
れ
と
同
時
に
司
法
権
が
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
検
察
官
は
、

組
織
上
、
裁
判
所
か
ら
完
全
に
分
離
し
て
行
政
官
と
な
り
、
そ
の
活
動

は
司
法
機
関
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
対
象
と
な
っ
た
c

ま
た
、
訴
訟

構
造
の
当
事
者
主
義
化
が
図
ら
れ
、
起
訴
状
一
本
主
義
な
ど
に
よ
り
捜

査
と
公
判
は
明
確
に
分
離
さ
れ
、
捜
査
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
犯
罪
の

嫌
疑
を
連
続
的
に
公
判
へ
と
引
き
継
ぐ
か
た
ち
は
奇
定
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
現
行
刑
訴
法
は
、
司
法
警
察
と
い
う
語
を
残
し
つ
つ
も
、
警
察
官

を
は
じ
め
と
す
る
司
法
警
察
職
員
に
第
一
次
的
捜
査
権
を
与
え
、
こ
れ

を
捜
査
の
中
心
に
霞
い
て
い
る
(
問
第
一
八
九
条
、
第
一
九
二
条
)
。

他
方
、
刑
事
訴
訟
法
に
よ
っ
て
強
力
な
捜
査
権
限
を
与
え
ら
れ
た
司
法

警
察
職
員
は
、
検
察
官
と
阿
様
、
捜
査
権
限
の
行
使
に
あ
た
っ
て
、
裁

判
所
と
い
う
外
部
機
関
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
く

な
っ
た
。

こ
う
し
て
、
現
行
法
の
も
と
で
は
、
捜
査
機
関
の
も
つ
性
格
が
一
変

し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
警
察
に
よ
る
捜
査
の
性
質
も
大
き
く
変
わ
っ
た
。

撹
査
は
、
司
法
作
用
す
な
わ
ち
裁
判
所
に
よ
る
刑
罰
権
の
実
現
を
目
指

し
て
行
わ
れ
る
活
動
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
じ
た
い
は
も
は
や
裁
判
所

に
よ
る
司
法
作
用
の
一
部
分
と
な
り
え
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
警
察
に

よ
る
捜
査
も
、
〈
準
)
司
法
官
で
あ
る
検
察
官
の
捜
査
を
補
助
す
る
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
司
法
讐
察
と
い
う
請
の
意
味
も

ま
た
、
そ
れ
相
応
に
変
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
行
法
の
も
と
で
湾
法
警
察
と
い
う
語
の
意
味

Ji、
人

が
変
わ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
捜
査
H
事
後
活
動
の
関
式
は
、
そ
の
よ

り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
消
滅
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

戦
後
も
こ
の
図
式
は
た
だ
ち
に
消
滅
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
よ
り
正
確

に
い
う
と
、
刑
事
訴
訟
法
の
分
野
に
お
い
て
は
、
比
較
的
最
近
に
な
る

ま
で
、
捜
査
H
事
後
活
動
の
図
式
が
|
|
と
く
に
違
和
感
を
も
た
れ

る
こ
と
な
く

i
lひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
捜
査
日
事
後
活
動
の
図
式
が
戦
後
も
維
持
さ
れ
て
き
た

の
に
は
、
お
お
よ
そ
理
由
が
ふ
た
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
の

理
由
は
、
司
法
警
察
職
員
に
よ
る
捜
査
と
行
政
警
祭
上
の
活
動
が
密
接

な
い
し
交
錯
す
る
場
面
ー
ー
ー
職
務
質
問
や
任
意
向
行
な
ど
を
実
施
す

る
場
面

1
1ー
に
つ
い
て
、
そ
こ
で
の
活
動
が
警
察
作
用
を
区
別
す
る

考
え
方
に
し
た
が
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
二
の

理
由
は
、
あ
る
捜
査
の
類
型
が
将
来
の
犯
罪
に
つ
い
て
犯
人
の
保
全
や

託
拠
収
集
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
て
も
、
理
論
上
、
図
式
を
否
定

す
る
こ
と
な
く
こ
れ
ら
の
捜
査
を
許
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

第
一
の
理
由
に
つ
い
て
ふ
え
ん
す
る
と
、
職
務
質
問
や
自
動
車
検
問
、

任
意
向
行
と
い
っ
た
活
動
を
説
明
す
る
と
き
に
は
、
学
問
上
、
警
察
作

用
を
区
別
す
る
伝
統
的
な
方
法
論
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
捜
査

H
事
後
活
動
の
図
式
も
ま
た
再
検
討
の
な
い
ま
ま
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が

指
摘
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
職
務
質
問
は
、
捜
査
の
端
緒
と
理
解
さ

れ
て
捜
査
そ
の
も
の
と
は
区
別
さ
れ
た
行
政
警
察
上
の
活
動
と
さ
れ
る



し
、
ま
た
、
任
意
向
行
も
、
捜
査
を
目
的
と
す
る
も
の
と
行
政
警
・
奈
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
も
の
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

職
務
質
問
や
任
意
向
行
に
つ
い
て
定
め
る
警
察
官
職
務
執
行
法
(
以
下
、

「
勧
告
自
殺
法
」
と
す
る
)
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
権
限
行
使
の
対
象
と
な
る

者
に
は
刑
訴
法
に
い
う
被
疑
者
お
よ
び
参
考
人
と
な
り
う
る
者
が
含
ま

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
の
場
面
に
お
い
て
は
、
外
形
的
に
も
、

ま
た
、
符
ら
れ
る
効
果
と
い
う
点
で
も
、
刑
訴
法
に
い
う
任
意
捜
査
か

警
職
法
に
も
と
づ
く
活
動
か
の
区
別
が
し
に
く
い
。
そ
こ
で
、
す
で
に

行
わ
れ
た
犯
罪
に
関
す
る
限
り
で
、
し
か
も
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合

に
の
み
刑
訴
法
に
よ
る
規
制
を
問
題
と
す
る
の
が
説
明
と
し
て
明
快
で

あ
る
と
い
え
よ
う
。

他
方
、
判
例
会
体
の
傾
向
か
ら
す
れ
ば
、
警
職
法
も
含
め
た
行
政
警

察
上
の
権
限
に
も
と
づ
く
活
動
は
、
刑
訴
法
に
も
と
づ
く
同
種
の
活
動

に
相
応
し
た
要
件
の
も
と
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
さ
ら
に
、
行
政

讐
祭

k
の
活
動
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
結
果
は
、
ひ
ろ
く
犯
罪
の
捜
査
に

も
利
用
で
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
務
に
お
い
て
も
、
司
法
警
察
職
員
に

よ
る
捜
査
と
行
政
警
察
上
の
活
動
が
密
接
な
い
し
交
錯
す
る
場
面
に
つ

い
て
、
刑
訴
法
に
も
と
づ
く
捜
査
を
あ
え
て
犯
罪
発
生
前
に
許
す
こ
と

ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
捜
査
H
挙
後
活
動
の
関
式
を
否
定
す
る
こ
と
ー
ー

が
必
要
と
は
い
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
第
二
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
お
と
り
捜
査
や
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
ド
・
デ
リ
パ
リ

l
、
検
証
令
状
に
よ
る
電
話
傍
受
な
ど
が
問
題
と
な

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

岩
下

る
。
た
と
え
ば
、
お
と
り
捜
査
と
は
、
そ
の
意
図
を
隠
し
た
者
が
相
手

方
に
犯
罪
を
行
う
よ
う
働
き
か
け
、
こ
れ
に
応
じ
た
相
手
方
が
犯
罪
の

実
行
に
着
手
し
た
時
点
で
現
行
犯
逮
捕
な
ど
を
行
う
手
法
で
あ
る
か
ら
、

働
き
か
け
の
時
点
で
は
い
ま
だ
検
挙
の
対
象
と
な
る
者
が
犯
罪
を
行
っ

て
い
な
い
の
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
働
き
か
け
の
段
階
を

「
捜
査
の
た
め
の
準
備
行
為
」
と
み
て
犯
罪
発
生
前
の
捜
査
と
し
て
と

り
扱
わ
な
い
見
解
や
、
す
で
に
同
種
の
犯
罪
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る

九
四
)

場
合
に
限
っ
て
お
と
り
後
査
を
許
す
見
解
が
あ
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ

こ
れ
ま
で
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
ひ
ろ
く
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
た
と
い

っ
て
よ
い
だ
ろ
、
っ
。

ま
た
、
後
に
く
わ
し
く
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
検
証
令
状
に
よ

る
電
話
傍
受
も
、
通
信
傍
受
法
の
制
定
以
前
に
判
例
が
扱
っ
た
事
案
に

つ
い
て
は
、
お
と
り
捜
査
と
同
様
の
考
え
方
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い

た
。
す
な
わ
ち
、
た
し
か
に
、
傍
受
さ
れ
た
会
話
内
符
が
将
来
行
わ
れ

る
犯
罪
に
つ
い
て
の
謀
議
で
あ
る
場
合
は
、
将
来
の
犯
罪
に
関
す
る
証

拠
を
収
集
し
た
よ
う
に
も
み
え
る
c

し
か
し
な
が
ら
、
判
例
が
認
め
た

検
証
令
状
は
、
す
で
に
同
種
の
犯
罪
が
行
わ
れ
た
疑
い
が
あ
る
場
合
に

の
み
、
そ
れ
を
被
疑
事
実
と
し
て
発
布
さ
れ
る
も
の
と
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
傍
受
さ
れ
た
謀
議
に
つ
い
て
は
、
被
疑
事
実
と
さ
れ
た
同
種
の

犯
罪
と
関
連
性
の
あ
る
証
拠
と
い
え
、
い
わ
ば
過
去
の
犯
罪
に
つ
い
て

犯
人
の
保
全
や
証
拠
収
集
を
行
っ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
に
お
い
て
、
復
交
H
事
後
活
動
の
図
式
が
戦
後
も
維
持
さ

J¥. 

九
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れ
て
き
た
期
巾
に
つ
い
て
説
明
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
、

別
論
上
も
、
ま
た
、
実
務
に
お
い
て
も
、
図
式
の
当
否
を
問
い
直
す
必

姿
性
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
将
来
の
犯
罪
に

対
す
る
技
査
を
許
す
こ
と
が
と
く
に
必
要
と
な
ら
な
い
限
り
は
、
立
法

論
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
現
行
刑
訴
法
の
解
釈
論
に
お
い
て

も
、
間
式
を
積
極
的
に
百
定
す
る
理
由
が
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

も
っ
と
も
、
一
九
七

0
年
代
に
は
、
使
交
実
務
に
お
い
て
、
正
樹
か

ら
こ
の
凶
式
の
当
奇
を
問
い
直
す
動
き
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

い
わ
ば
、
実
務
に
お
い
て
将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
を
真
正
面
か
ら

許
す
こ
と
が
と
く
に
必
要
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

関
式
の
当
r
h

け
を
問
い
直
す
動
き
は
、
令
状
実
務
に
お
け
る
問
題
提
起

が
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
問
題
と
は
、
捜
索
・
差
押
の
よ
う
な
物

に
対
す
る
強
制
処
分
に
つ
い
て
、
法
解
釈
論
上
、
い
ま
だ
行
わ
れ
て
い

な
い
犯
罪
を
被
疑
事
実
と
す
る
令
状
が
発
和
で
き
る
の
か
百
か
、
と
い

う
も
の
で
あ
っ
た
c

こ
れ
が
な
ぜ
問
題
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
刑

事
訴
訟
法
第
一
九
九
条
第

J

項
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
が
一
説
則
さ
れ
る
の
は
「
被

疑
者
が
罪
を
犯
し
た
」
疑
い
の
あ
る
と
き
で
あ
り
、
法
文
上
、
犯
罪
の

嫌
疑
は
過
去
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
捜

索
・
差
抑
・
検
証
に
は
そ
う
い
っ
た
文
言
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

た
め
、
少
な
く
と
も
法
律
上
は
、
解
釈
論
に
お
い
て
、
将
来
の
犯
罪
に

対
す
る
捜
索
・
差
押
・
検
一
訟
を
許
す
余
地
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

九
0 

も
っ
と
も
、
こ
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
典
刻
的
な
事
例
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
薬
物
犯
罪
に
関
す
る
国
外
犯
処
罰
規
定
が
な

か
っ
た
必
イ
一
時
に
お
い
て
、
事
前
に
提
供
さ
れ
た
情
報
に
も
と
づ
き
、
外

国
か
ら
党
せ
い
剤
等
の
薬
物
を
密
輸
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
符
が
日
本

行
き
の
航
空
機
に
乗
り
込
ん
だ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
あ

っ
た
。
こ
の
場
合
だ
と
、
航
空
機
が
日
本
に
到
着
し
て
か
ら
令
状
が
執

行
さ
れ
る
時
点
で
は
、
被
疑
者
が
す
で
に
犯
努
の
実
行
に
着
手
し
た
後

山
一

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
こ
で
提
起
さ
れ
た
問
題

は
、
基
本
的
に
、
犯
罪
発
生
後
に
捜
索
・
差
押
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
を

念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ロ

だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
令
状
の
発
布
が
可
能
と
結
論
づ
け
た
か
ら
と

い
っ
て
、
た
だ
ち
に
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
証
拠
収
集
活
動
ま
で
も
認

め
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
に
も
み
え
る
。
げ
ん
に
、
さ
き
の
事
例

は
「
令
状
の
執
行
時
点
で
:
:
:
犯
探
の
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
確
実
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
関
係
に
あ
る
場
合
」
だ
と
理
解
し
、
こ
の
場
合
に

お

令
状
の
発
布
が
許
さ
れ
る
余
地
を
否
定
し
な
い
見
解
は
、
他
方
に
お
い

て
、
犯
罪
発
生
前
に
捜
索
・
差
押
を
実
施
す
る
場
合
に
は
令
状
の
発
布

を
許
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
犯
罪
の
発
生
前

で
も
:
:
:
犯
罪
を
前
提
と
し
た
情
報
収
集
や
後
査
の
準
備
行
為
な
ど
の

司
法
警
察
上
の
作
用
が
あ
り
得
る
:
:
:
が
、
さ
ら
に
、
犯
罪
発
生
前
に

令
状
の
執
行
と
い
う
捜
斎
の
た
め
の
強
制
処
分
を
利
用
す
る
こ
と
は
・

:
犯
罪
発
生
を
確
認
す
る
運
用
に
し
た
と
し
て
も
、
:
:
:
犯
罪
の
具
体



的
内
容
が
縫
定
し
て
い
な
い
以
上
、
令
状
自
体
も
一
般
探
索
的
な
令
状

に
な
り
か
ね
な
い
」
の
で
、
捜
査
に
対
す
る
司
法
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と

い
う
観
点
か
ら
み
て
、
犯
罪
発
生
前
に
捜
索
・
差
押
と
い
っ
た
強
制
処

分
を
実
施
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
提
起
さ
れ
た
問
題
に
さ
ら
な
る
検
討
を
加
え
、
犯

平
副
一

罪
発
生
前
で
あ
っ
て
も
捜
索
・
差
押
の
実
施
を
許
す
見
解
が
あ
る
。
こ

の
見
解
は
、
以
下
に
示
す
と
お
り
、
犯
罪
発
生
前
に
行
わ
れ
る
活
動
の

性
質
を
分
析
し
て
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
擁
査
一
般
の
可
百
に
ま
で

論
を
進
め
る
。

そ
も
そ
も
、
犯
罪
発
生
前
に
行
わ
れ
る
実
質
的
な
証
拠
収
集
活
動
の

性
質
は
、
行
政
警
察
上
の
防
犯
活
動
と
い
う
街
と
刑
訴
法
ヒ
の
授
官
官
と

い
う
面
か
ら
理
解
で
き
る
が
、
こ
の
活
動
を
授
査
と
い
う
而
か
ら
み
る

と
き
、
そ
こ
に
は
「
捜
査
の
添
備
行
為
」
と
い
え
る
活
動
と
捜
査
そ
の

も
の
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
活
動
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
「
捜
査
の
準
備

行
為
」
と
し
て
位
霞
づ
け
ら
れ
る
情
報
収
集
活
動
は
、
捜
査
着
手
前
に

必
姿
な
準
備
と
し
て
刑
訴
法
が
予
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
ひ
ろ
く
許
さ

れ
る
が
、
た
だ
、
写
真
撮
影
や
尾
行
な
ど
を
伴
う
活
動
が
ど
の
範
閉
ま

で
認
め
ら
れ
る
か
は
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
方
、
技
査
そ
の

も
の
と
評
価
さ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
も
、
必
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
刑
事

訴
訟
法
第
一
八
九
条
第
二
項
に
よ
り
許
さ
れ
る
。
な
ぜ
許
さ
れ
る
か
と

い
え
ば
、
薬
物
の
密
輸
入
に
関
し
て
事
前
に
提
供
さ
れ
た
情
報
を
筏
査

報
告
書
や
供
述
調
書
と
し
て
保
全
す
る
こ
と
な
ど
も
娘
査
だ
と
し
た
う

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
使
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

お
ド

え
で
、
こ
れ
を
禁
止
す
る
と
不
都
合
が
生
じ
る
し
、
そ
も
そ
も
禁
止
す

る
理
由
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、
捜
索
・
差
押
と
い
っ
た
強
制
処
分
に
つ
い
て
は
、
確
度
の

高
い
情
報
が
入
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ほ
ほ
確
実
に
犯
罪
が
予
測
で
き
る

よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
犯
罪
発
生
前
で
あ
っ
て
も
令
状
の
発
布
と
処

分
の
実
施
が
許
さ
れ
る
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
あ
る
犯
罪
が
将
来
行
わ

れ
る
か
百
か
の
判
断
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
の
有
無
に
つ
い
て
の

判
断
よ
り
も
不
確
実
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
特
定
の
行
為
の
有
無
と
い

う
崩
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
確
実
さ
の
程
度
と
い
う
点
で
は
量
的
な
問
題

剖
一

に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
c

以
上
に
お
い
て
は
、
将
来
の
犯
罪
を
被
疑
事
実
と
す
る
令
状
が
発
布

で
き
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
此
内
定
す
る
代
表
的
な
ふ
た
つ
の

見
解
に
注
目
し
た
。
雨
見
解
は
い
ず
れ
も
、
現
行
法
の
解
釈
論
と
い
う

か
た
ち
を
と
っ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
く
み

る
と
、
阿
見
解
は
、
現
行
法
か
ら
離
れ
て
、
お
よ
そ
将
来
の
犯
罪
に
対

す
る
捜
査
手
般
に
つ
い
て
論
じ
る
に
あ
た
り
、
そ
こ
で
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
供
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
に
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
か
が

は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。
後
者
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
犯
罪
発
生
前
の
証

拠
収
集
活
動
を
捜
交
と
い
う
「
街
」
か
ら
み
た
と
き
、
そ
れ
に
は
「
捜

査
の
準
備
行
為
」
と
い
え
る
活
動
と
協
同
査
そ
の
も
の
と
評
価
さ
れ
る
べ

)L 
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き
活
動
が
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
は
ど
の
よ
う
に
区
別

さ
れ
る
の
か
が
判
然
と
し
な
い
ば
か
り
か
、
「
捜
本
比
の
準
備
行
為
」
と

は
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
を
指
す
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。
「
捜
査
の

準
備
行
為
」
と
ほ
ぼ
同
じ
語
は
、
お
と
り
捜
査
を
犯
罪
発
生
前
の
捜
査

と
許
価
し
な
い
見
解
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
い
う

準
備
の
段
階
に
お
い
て
行
わ
れ
る
活
動
の
実
質
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
前
者
の
見
解
に
つ
い
て
指
摘
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
あ

る
捜
資
を
適
法
に
実
施
す
る
た
め
の
一
安
件
は
、
そ
の
捜
査
の
対
象
と
さ

れ
る
犯
罪
が
発
生
す
る
前
の
段
階
に
お
い
て
存
在
す
れ
ば
よ
い
の
か
、

と
い
う
問
題
も
あ
る
。
前
者
の
見
解
は
、
捜
索
・
疫
抑
の
実
施
が
犯
罪

発
生
後
で
あ
れ
ば
令
状
の
発
布
を
許
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
令
状
を
発

布
す
る
段
階
に
お
け
る
審
査
の
内
存
は
、
将
来
犯
罪
が
行
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
か
谷
か
の
判
断
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
令
状
審

査
の
内
容
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

犯
罪
発
生
前
に
お
け
る
令
状
審
査
に
関
し
て
は
、
後
者
の
見
解
が
、

「
特
定
の
行
為
の
有
無
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
確
実
さ
の
程
度

(
却
一

と
い
う
点
で
は
量
的
な
問
題
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
見
解
は
、
令
状
議
査
の
段
階
に
お
い
て
判
断
の
た
め
の
資
料
が
十
分

あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
り
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
議
題
は

姥
っ
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。

第
三
に
、
第
一
の
問
題
の
延
長
線
上
に
あ
る
問
題
で
あ
り
、

い
わ
ば

九

根
本
的
な
論
点
と
い
え
る
こ
と
だ
が
、
捜
査

i
i
す
な
わ
ち
司
法
警

察
職
員
に
よ
る
活
動

!
i
t
と
行
政
警
祭
上
の
活
動
と
の
波
別
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
が
明
ら
か
で
な
い
。
後
者
の
見
解
に

つ
い
て
と
く
に
校
討
す
る
と
、
犯
罪
発
生
前
の
証
拠
収
集
活
動
は
、
そ

の
性
質
に
し
た
が
っ
て
行
政
警
察
上
の
活
動
と
捜
査
と
に
区
別
さ
れ
る

よ
う
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
説
明
は
み
ら
れ
な
い
。

も
っ
と
も
、
授
交
日
事
後
活
動
の
図
式
が
維
持
さ
れ
て
き
た
理
由
に

つ
い
て
検
討
す
る
中
で
、
職
務
質
問
や
任
意
向
行
が
伝
統
的
な
方
法
論

に
し
た
が
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
こ
に

お
い
て
は
…
般
に
、
捜
本
此
を
目
的
と
す
る
活
動
と
行
政
警
察
の
目
的
を

達
成
す
る
た
め
の
活
動
に
分
け
て
論
じ
ら
れ
る
υ

し
か
し
、
こ
こ
に
い

う
目
的
と
は
具
体
的
に
何
で
あ
る
の
か
1
1
1
警
察
官
じ
し
ん
の
主
観

を
い
う
の
か
、
活
動
の
客
観
樹
に
お
け
る
何
か
に
お
相
日
す
る
の
か

i
i

は
判
然
と
し
な
い
。

た
だ
し
、
比
較
的
最
近
に
な
っ
て
、
明
確
か
つ
意
識
的
に
捜
査
の
定

義
を
再
構
成
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

あ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
司
法
警
察
職
員
と
し
て
の
活
動
と
行
政
警
祭
上

の
活
動
と
は
両
者
の
も
つ
白
的
・
機
能
の
違
い
に
よ
っ
て
氏
附
加
さ
れ
る

{
却
一

べ
き
だ
と
い
う
。
ま
た
、
「
訴
追
・
裁
判
手
続
へ
の
準
備
に
つ
な
が
る

行
為
」
は
捜
査
と
す
る
見
解
な
ど
も
あ
る
c

も
っ
と
も
、
何
者
が
定
義

の
う
え
で
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
法
的
な
取
り
扱
い
も
お
の
ず
と

違
っ
て
く
る
の
か
否
か
は
明
確
で
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
が
た
だ
ち
に
現



行
刑
訴
法
の
解
釈
論
に
よ
る
捜
査
権
限
の
拡
張
に
夜
絡
す
る
と
は
限
ら

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
用
語
の
う
え
で
の
反
別
と

い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
最
近
に
な
っ
て
、
備
は
査
H
事
後
活
動
の
図
式
を
積
極
的
に
支

持
す
る
見
解
が
多
く
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

あ
る
合
す
な
わ
ち
、
通
信
傍
受
法
に
よ
れ
ば
、
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
犯
罪
の
実
行
と
関
連
す
る
通
信
内
容
を
傍
受
す
る
こ
と
が
で
き
る

(
同
法
第
三
条
第
一
項
て
そ
の
た
め
、
同
法
が
制
定
さ
れ
よ
う
と
い

う
段
階
に
お
い
て
は
、
立
法
化
そ
の
も
の
に
対
す
る
強
い
批
判
が
多
く

の
学
者
か
ら
投
げ
か
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
、
同
規
定
を
設
け
る
こ

と
へ
の
疑
念
と
関
連
し
て
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
が
問
題
と
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
通
信
傍
受
法
の
成
虫
に
前
後
し
て
心
弘
法
化
に
反
対
し

た
論
考
は
数
多
い
が
、
い
ず
れ
も
将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
段
資
を
許
さ

F

担
…

な
い
立
場
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
娘
査
を
お
よ
そ
許
さ
な
い
見
解

は
、
戦
前
に
お
け
る
訴
訟
構
造
が
失
わ
れ
た
現
在
に
お
い
て
、
現
実
的

な
理
由
か
ら
こ
う
し
た
百
定
論
を
主
張
す
る
。

否
定
論
か
ら
声
高
に
投
げ
か
け
ら
れ
る
批
判
は
、
戦
前
よ
り
維
持
さ

れ
て
き
た
司
法
警
察
作
用
と
行
政
警
察
作
用
と
の
区
別
|
|
犯
罪
発

生
の
前
後
に
よ
る
磐
田
祭
作
用
の
区
別
j
i
!
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
権
限
濫
用
な
い
し
人
権
侵
害
の
危
険
が
現
実
化
す
る
と
い
、
つ
c

た

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

宕
下
)

し
か
に
、
百
定
論
の
主
張
す
る
懸
念
を
軽
視
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
戦
前
に
お
い
て
は
、

旧
行
政
執
行
法
や
旧
違
崎
県
一
一
同
罪
即
決
例
、
さ
ら
に
は
旧
治
安
維
持
法
な
ど
、

そ
れ
じ
た
い
の
正
当
性
に
疑
問
の
あ
る
諸
法
が
濫
用
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま

な
場
面
で
人
権
侵
答
が
生
じ
た
。
と
り
わ
け
、
後
に
く
わ
し
く
説
明
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
根
拠
薄
弱
な
ま
ま
対
象
と
な
る
授
の
身
体
を
拘
束

し
て

'p日
ま
で
強
要
す
る
よ
う
な
や
り
万
が
横
行
し
て
い
た
こ
と
は
、

刑
事
訴
訟
に
関
す
る
歴
史
的
な
研
究
に
お
い
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て

お
)

い
る
。
否
定
論
も
、
こ
う
し
た
歴
史
的
事
実
を
指
摘
し
、
近
代
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
法
体
系
に
由
来
す
る
司
法
警
察
と
行
政
警
察
と
の
区
別
を
無

視
・
相
対
化
・
融
合
し
て
法
的
規
制
を
峻
味
に
す
べ
き
で
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
戦
前
の
事
実
は
、
「
厳
絡
な
:
:
:
刑
事
予
続
上
の
安
打
-

手
続
に
従
っ
て
〔
被
疑
者
の
身
体
拘
束
・
取
調
べ
を
〕
行
う
こ
と
が
難

し
い
た
め
、
そ
れ
ら
〔
H
要
件
・
手
続
〕
が
比
較
的
緩
や
か
な
行
政
務

祭
上
の
処
分
を
転
用
し
た
と
い
う
|
|
む
し
ろ
、
行
政
欝
祭
活
動
が

司
法
警
察
的
目
的
の
た
め
に
滋
閉
さ
れ
る
危
険
が
あ
る
こ
と
を
示
す

!
ー
も
の
で
あ
っ
て
、
司
法
警
察
活
動
が
行
政
警
祭
的
目
的
の
た
め

に
滋
用
さ
れ
易
い
こ
と
を
例
一
一
蹴
す
る
も
の
で
は
な
い
」
(
亀
叩
カ
ツ
コ

(

川

沿

)

内
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
加
筆
も
し
く
は
説
明
)
と
も
い
え
よ
う
c

し
か
し
な
が
ら
、
真
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
、
将
米
犯
罪
が
行
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
と
い
う
判
断
に
も
と
づ
い
て
警
察
が
行
う
活
動
そ
の
も
の

7L 



筑
波
法
政
第
三
十
五
号
(
一
一

0
0

に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
こ
う
し
た
活
動
そ
れ
じ
た

い
が
権
限
濫
用
の
危
険
を
は
ら
み
、
あ
る
い
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち

で
人
権
を
不
当
に
侵
害
し
か
ね
な
い
こ
と
で
あ
る
。

否
定
論
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
活
動
の
う

ち
、
こ
れ
ま
で
行
政
警
察
上
の
活
動
と
し
て
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
も
の

|
|
一
例
と
し
て
は
、
刑
訴
法
に
も
と
づ
く
捜
栄
・
差
押
と
同
じ
よ

う
な
態
様
で
行
わ
れ
る
所
持
品
検
資
!
l
i
を
可
法
警
察
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
組
み
入
れ
て
、
こ
の
活
動
に
権
限
を
付
与
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で

許
さ
れ
な
か
っ
た
行
政
警
察
上
の
活
動
に
権
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
な

r
h
N
}
 

り
、
そ
の
結
果
は
許
き
れ
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
否
定
論
に
は
、
こ
の

批
判
の
よ
う
に
膝
史
的
見
地
か
ら
述
べ
る
だ
け
で
な
く
、
濫
般
の
危
険

が
避
け
ら
れ
な
い
構
造
的
な
問
題
に
分
析
を
向
け
る
も
の
も
多
い
。
た

と
え
ば
、
「
犯
罪
に
は
・
:
:
・
捜
査
当
局
の
予
見
・
予
測
を
超
え
る
種
々

の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
複
雑
に
:
:
:
作
用
し
合
っ
て
お
り
、
:
:
:
そ
の
発
生

や
内
容
を
・
・
・
・
:
蓋
然
的
に
予
測
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
近
い
難
事
で
あ

戸
泊る

」
と
し
て
、
活
動
の
正
当
化
根
拠
と
な
る
実
体
要
件
が
十
分
に
認
め

ら
れ
な
い
ま
ま
当
該
活
動
が
実
施
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
危
悦
す
る
。

さ
ら
に
は
、
犯
罪
発
生
前
に
警
察
が
行
、
っ
活
動
は
、
た
ん
に
「
行
政
警

祭
目
的
安
担
、
つ
〈
事
前
の
情
報
探
索
・
収
集
〉
活
動
」
と
な
り
、
警
察

に
よ
る
活
動
の
許
さ
れ
る
限
界
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
、
っ
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
否
定
論
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

九
四

捜
食
で
あ
れ
行
政
警
察
上
の
活
動
で
あ
れ
、
お
よ
そ
将
来
の
犯
罪
に
対

す
る
活
動
そ
の
も
の
が
扮
え
る
危
険
で
あ
る
。
他
方
、
否
定
論
が
前
提

と
し
て
い
る
司
法
警
察
作
用
と
行
政
警
察
作
用
と
の
伝
統
的
な
反
別

l
i
i
以
下
、
こ
れ
を
「
伝
統
的
区
別
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
ー
ー
ー

は
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
を
品
内
定
す
る
見
解
か
ら
み
れ
ば
、
あ

ら
た
な
考
え
方
に
よ
っ
て
積
極
的
に
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。
伝
統
的
区
別
論
に
検
討
を
加
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
な
い
く
つ
か
の
問
題
1
1
1
将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
按
査
と

は
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
糊
間
交
の
実
体
要
件
は
対
象
と
さ
れ

る
犯
罪
が
発
生
す
る
前
の
段
階
に
お
い
て
存
在
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
技

査
と
行
政
時
間
皆
目
祭
上
の
活
動
と
の
区
別
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ

き
な
の
か

1
l
i
に
対
す
る
答
え
を
積
極
的
に
一
ぶ
す
こ
と
が
明
日
ま
し
い
)

結
局
の
と
こ
ろ
、
検
討
す
べ
き
課
題
は
、
お
よ
そ
警
察
に
よ
る
活
動
余

体
に
ま
で
お
し
広
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
の
取
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
答
え
る
た

め
の
素
材
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
の
制
度
と
実
態
な
ら
び
に

そ
の
法
理
論
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
論
述
す
る
内
容
に
は

刑
事
訴
訟
法
の
分
野
か
ら
は
み
出
す
も
の
も
多
い
が
、
す
で
に
述
べ
た

と
お
り
、
日
本
に
お
け
る
警
察
の
活
動
全
体
を
検
討
す
る
う
え
で
必
要

だ
と
思
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
く
わ
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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旅
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事
訴
訟
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に
二
内
九
州
百
円

中
客
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ぺ
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問
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・
前
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E
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九
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4
}

板
品
目
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太
郎
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事
訴
訟
法
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義
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巻
』
士
九
-
一

A

・
)
一
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五
:
a
U
川、

?
と
旧
行
政
相
宵
祭
規
則
の
制
定
は
明
治
八
年
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
第

d

条
に

は
、
「
行
政
断
目
前
察
ノ
柵
問
。
μ
タ
ル
人
民
ノ
兇
山
μ-H

ヲ
品
開
防
シ
ム
小
次
官
一
3

ヲ
保
全
ス
ル
ニ
ア

リ
」
と
定
め
ら
れ
て
い
た

v

(
6
)

鋒
祭
作
附
川
と
は
、
伝
統
的
な
行
政
法
学
に
よ
れ
ば
、
実
質
的
な
意
味
に
お
い

て
、
お
よ
そ
社
会
の
安
全
お
よ
び
秩
序
に
対
す
る
隊
努
を
除
去
す
る
権
力
的
作

用
の
こ
と
で
あ
る
ι

こ
の
怠
此
怖
か
為
り
す
れ
ば
、
学
問

t
の
叫
診
察
と
は
行
政
品
川
に
山
時
引

を
出
加
す
訴
で
あ
り
、
す
で
に
発
生
し
た
犯
罪
を
捜
査
す
る
努
祭
作
用
す
な
わ
ち

司
法
努
察
作
用
は
、
そ
も
そ
も
警
察
作
別
に
厳
し
な
い
も
の
で
あ
る
ご
佐
々
木
尽

惣
…
設
営
祭
法
概
論
』
八
頁
以
下
〔
宮
沢
俊
義
ほ
か
ア
山
川
政
法
耳
」
(

A

九
問

。
)
に
収
録
〕
、
美
濃
w州
連
b
口
円
行
政
法
採
安
下
巻
』
(
第

A

4

版
・
一
九
二
九
)

災
、
な
ど
参
照
ご

(
7
)

山
山
月
給
「
変
容
を
滋
げ
る
技
交
と
そ
の
規
制
」
法
曹
時
織
的
九
巻
一

J
V
(
V

九
九
七
)
問
宍
〔
同
「
変
革
の
な
か
の
刑
事
法
」
(
コ

C
O
O
)
一
二
二
.
民
以

下
に
所
収
〕
、
井

k
一
止
仁
「
捜
査
手
段
と
し
て
の
通
信
・
会
話
の
傍
受
」
三
九

九
仁
」

-m一
一
氏
、
な
ど
ν

な
お
、
明
治
則
よ
り
前
の
日
本
に
お
い
て
は
、
犯

罪
の
防
止
の
た
め
に
公
約
機
関
が
行
う
的
動
に
つ
い
て
、
そ
の
法
制
や
組
織
が

繋
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
治
安
は
刑
罰
制
度
に
よ
っ
て
維
持
す
べ

き
と
の
考
え
が
支
配
的
で
、
時
診
察
と
拙
日
貨
の
概
念
は
深
然
一
体
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
〔
大
隊
仁
「
海
の
治
安
と
捜
査

3
」
拙
間
交
研
究
五
二
伝
川
勺
(
一
九
九
五
)

九
内
氏
以
下
〕
c

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ラ
ン
ス
の
革
え
方
を
と
り
入
れ
て
制
定
さ
れ

将

来

の

犯

罪

に

対

す

る

捜

査

の

本

質

と

そ

の

規

制

(
1
)
(宕
下
)

た
旧
行
政
警
察
規
則
な
ど
は
、
司
法
略
目
祭
か
ら
行
政
警
察
が
独
立
し
た
こ
と
を

武
一
首
す
る
た
め
、
枇
露
目
防
査
察
を
略
し
た
後
融
制
と
い
う
訴
を
別
い
で
そ
の
職
務
を

明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
e

須
貝
飾
一
「
雲
町
M
M
」

m山
γ
郎
ほ
か
編
石
川
政
法

議
燃
第
六
巻
行
政
作

mh(
一
九
六
六
士
一
一
一
一
一
二
五
氏

(
0
0
)

佐
々
木
・
前
掲
注

(
6
)
会
行
〉
!
一
二
氏
、
大
閥
仁
一
行
政
得
然
活
動
と
犯

搾
捜
査
」
松
尾
治
也
H
井
上
正
仁
編
「
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
(
新
版
)
』
(
一
九

九
二
)
問
八
賞
、
な
ど
参
照

J

(
9
)

も
っ
と
も
、
当
初
、
即
時
い
祭
機
関
の
戦
災
は
限
定
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
怠

迷
に
所
持
汀
事
項
の
範
問
が
拡
大
し
て
い
き
、
第
二
次
批
界
大
戦
夜
後
ま
で
の
長

い
閥
、
時
ル
パ
隊
小
官
庁
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
紡
織
上
の
警
祭
機
関
は
、
広
範
な
行

政
明
日
司
祭
機
能
を
」
手
に
栄
援
し
て
い
た
ぺ
川
端
只
・
前
綿
花

(
7
)
一一一七

l

j

A

二
九

fH}

も
っ
と
も
、
戦
後
は
、
脅
祭
機
関
に
よ
る
行
政
枠
内
前
機
能
の
肥
大
化
に

反
省
が
加
え
ら
れ
、
持
者
山
内
小
法
そ
の
他
の
ノ
利
政
法
規
定
に
よ
っ
て
野
祭
の
組
織
お

よ
び
そ
の
機
資
は
制
限
さ
れ
た
~
し
か
し
な
が
ら
、
学
問
仁
は
、
警
祭
と
い
う

ぷ
が
い
ま
だ
に
伝
統
的
な
滋
味
に
お
い
て
問
い
ら
れ
て
い
る

u
m上
品
開
治
延
A

略
小
法
b

(

新
版
・
‘
九
八
二
二
一
七
一
八
百
H
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問
問
{
問
一
ム
頁
な
ど
な
お
、

問
符
総
H
河
仁
和
雄
紛
門
大
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
警
察
{
日
職
務
執
行
法
い
一
九

九
三
)
七
六
一
れ
以
下
〔
波
辺
修
〕
参
照
。

(
日
刊
)
一
千
部
附
断

J

印
刷
「
新
刑
事
訴
訟
法
要
論
い
(
第
ご

A

版
・
一
九
‘
一
一
一
二
し
八
百
H
c

な

お、

M
川
誉
回
六
「
凡
1
1
1

間
六
六
頁
も
合
わ
せ
参
照
c

(
日
)
問
符
・
前
掲
注

(
7
)
七
l
t

九
真
、
消
印
一
良
つ
叶
法
備
す
い
祭
と
行
政
努
山
内
市
に

関
す
る
考
山
N
A
i
l
-
努
'hM
概
念
の
検
討
i
l
!
(
企
)
」
位
前
中
日
常
研
究

A

八
巻
七
・
八

口
ゲ
三
九
四
七
)
一
一
一
六
!
と
一
七
民
以
下
、
な
ど
参
加
…
。

{川
U
)

初出
vn
裕
「
授
禿
の
構
造
』
(
一
九
乞
ふ
)
ム
ハ
八
氏

J

な
お
、
松
尾
治
也
〔
刷
川

事
訴
訟
の
原
理
一
で
九
仁
悶
)
一
:
ヤ
九
一
会
民
以

F
参
照
…

)L 
;五



筑
波
法
政
第
三
十
五
号
(
二

0
0

(
日
)
樹
首
・
前
掲
注

(
7
)
八
頁
。
も
っ
と
も
、
訴
訟
構
造
と
捜
査
の
開
始
時
期

と
の
問
に
論
閣
時
的
な
必
然
性
ま
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
板
倉
・
前
掲
段

F4)

一
一
五
二
i
l
i
-
-

五
閲
真
に
よ
れ
ば
、
真
実
に
お
い
て
犯
罪
が
な
か
っ
た
か
ら

と
い
っ
て
燦
査
が
つ
ね
に
違
法
と
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
窓
味
に
お
い
て

娘
資
擦
は
形
式
的
(
揃
象
的
)
公
訴
権
と
類
似
し
て
お
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

彼
畿
の
開
始
す
な
わ
ち
擁
査
権
の
発
生
は
、
犯
罪
の
品
市
生
と
何
時
で
は
な
く
、

刑
罰
権
が
発
生
し
た
と
思
料
す
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
と
い
う
、
こ
の

見
解
は
、
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
を
肯
定
し
た
も
の
で
な
い
が
、
訴
訟
構

造
と
捜
査
後
の
発
生
時
期
と
の
結
び
つ
き
が
必
然
で
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
と

い、えトーでつ

(
H
H
)

間
‘
一
日
・
前
掲
桟

(
7
)
七
夜
、
安
志
浩
平
「
…
川
法
巻
町
時
制
・
行
政
警
察
Mn分
地
師

に
附
附
す
る
一
考
察
」
鵬
首
祭
学
論
集
冗
二
巻
.
サ
二
九
九
九
)
五
凶
真
、
な
ど

参
照
。
げ
ん
に
、
間
刑
訴
法
に
お
い
て
は
じ
め
て
採

mさ
れ
た
準
抗
告
の
制
度

は
、
行
政
上
の
争
訟
に
お
い
て
数
済
で
き
た
事
件
を
刑
事
訴
訟
に
取
り
込
も
う

と
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
か
ら
〔
井
上
仕
仁
一
捜
索
差
押
の
際
の
写
真
相
叩
影
と

準
抗
告
の
適
否
」
鵬
首
祭
術
究
六
回
巻
二
号
(
一
九
九
二
二
回
大
貝
〕
、
母
法
警

祭
作
郎
と
し
て
行
わ
れ
た
活
動
に
対
す
る
不
服
申
或
は
行
政
裁
判
所
の
管
轄
で

な
か
っ
た
と
い
え
よ
う

G

へ
お
)
さ
し
あ
た
っ
て
、
職
務
質
問
に
つ
い
て
は
、
半
谷
然
♂
「
職
務
質
問
」
技
査

法
大
系
I
二
九
七
二
}
八
東
以
下
な
ど
参
照

P

ま
た
、
任
意
向
行
に
つ
い
て

は
、
三
井
誠
一
刑
事
手
続
法

(
1
)
』
(
新
版
・
‘
九
九
七
)
八
三
八
七
庭
、

田川
M
M
H

河
上
編
・
前
掲
注

(
9
)

一
九
五
百
以
以
ド
[
渡
辺
咲
子
〕
、
な
ど
参
熊

υ

(
山
山
)
河
上
和
維
「
行
政
枇
司
祭
権
と
川
法
警
山
県
川
悼
惜
の
谷
間
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
・
1
-
-

一

号
三
九
八
開
)
三
一
二
真
、
一
一
五
汁
・
前
掲
持
出
(
お
)
人
間
氏
。

(
げ
)
判
例
も
今
日
め
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
は
、
城
正
憲
「
僚
級
収
集
約
動
」
河

7
L
W
A

、

J
j
」
ノ

上
和
雄
編
『
刑
事
裁
判
実
務
大
系
第
一

O
巻
・
警
副
作
品
』
(
…
九
九
一
一
一

)
r
A
O
六

百

H
以
下
、
渡
辺
咲
子
「
行
政
動
昔
前
m
M

悼
憾
の
行
使
と
犯
罪
捜
査
」
河
上
和
雄
編
町
刑

事
裁
判
実
務
大
系
第
即
一
巻
・
犯
罪
抽
出
資
』
(
一
九
九
二
五
九
一
災
以
下
、
な

ど
参
照
。

(
刊
日
)
お
と
り
機
資
と
犯
罪
の
発
生
時
期
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た

っ
て
、
一
出
品
也
氏
「
お
と
り
捜
資
」
法
学
教
室
二
六

O
号
(
二

O
O
一一)一

O
一一

…
災
以
下
、
山
上
佳
子
「
お
と
り
捜
査
」
平
野
徳
一

H
松
尾
治
虫
一
編
吋
新
実
例
刑

事
訴
訟
法

[I]
醐
目
安
』
(
一
九
九
人
)
五
災
以
下
、
な
ど
参
照
ー

(ω)
村
井
敏
邦

H
m
u守
一

H白
取
紘
一
司
「
対
談
捜
資
の
概
念
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー

五
六
-
一
号
(
二

C
O
二
九
九
|
ム

O
C
頁
[
向
日
取
発
一
九
一
一
丘
、
な
ど
。

(
鈎
)
一
一
一
井
・
前
掲
注
(
お
)
八
九
九

O
双
な
ど
の

{
幻
)
札
幌
必
裁
平
成
九
年
五
月
一
広
日
判
決
・
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
六
一
一
号
一
♂
じ
五

資
は
、
被
疑
事
実
と
さ
れ
た
過
去
の
犯
罪
が
傍
受
の
対
象
で
あ
る
こ
と
を
明
2

一泊

す
る
の
同
様
に
刑
制
明
す
る
も
の
と
し
て
は
、
河
k
和
雄
「
電
話
内
容
の
検
訟
」

研
修
万
三
二
号
(
一
九
九
一
)
一
一
一
一
一
一
良
、
川
石
橋
義
明
「
一
電
話
の
通
話
内

山
什
の
傍
受
を
内
容
と
す
る
検
証
が
適
法
と
さ
れ
た
察
側
川
」
研
修
五
二
三
号
三

九
九
二
)
一
一
二
!
?
三
一
一
一
夜
、
成
畑
山
九
州
別
H
松
川
山
伸
-
「
滋
話
検
一
試
を
め
ぐ
る
訪

問
題
」
響
察
学
論
集
間
五
巻
七
号
二
九
九
一
一
)
一

O
七
日
良
、
三
井
・
前
掲
注

(
お
)
七
二
P
M
H

、
な
ど
参
照
。

(
幻
)
中
武
矯
夫
H
高
橋
太
郎
編
「
捜
査
法
入
門
』
(
一
九
じ
八
)
一
六
じ

i
Zハ

八
一
良
[
藤
原
寛
)
〔
令
状
の
発
布
は
可
能
と
解
釈
す
る
〕
、
行
井
彦
議
「
裁
判
官

の
抽
問
中
策
・
差
押
の
必
要
性
判
断
」
判
例
デ
イ
ム
ズ
一
九
六
円
勺
(
一
九
七
一
一
一

)
i

九占一一真。

(
岱
)
薬
物
五
法
が
定
め
る
輸
出
入
野
や
所
持
非
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
さ
し
あ

た
り
麻
薬
及
ぴ
向
精
神
薬
取
締
法
に
つ
き
、
古
川
佑
紀
H
市
内
藤
勲
「
大
コ
ン
メ



ン
タ
i
ル
薬
物
瓦
法
I
』
(
一
九
九
四
)
一
二
五
五
資
以
下
[
本
国
守
弘
]
参
照

G

(
れ
)
村
瀬
均
「
将
来
発
役
す
る
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
の
令
状
発
布
の
可
否
」
「
増

織
令
状
法
本
間
附
附
唱

(k)
』
(
一
九
九
六
)
一
二
七
二
八
百
円
参
照
ο

も
っ
と
も
、

本
文
山
中
の
事
例
に
つ
い
て
は
、
間
外
犯
処
罰
規
定
が
新
設
さ
れ
た
以
上
、
犯
朋
即

発
生
前
に
令
状
を
発
布
す
る
必
要
性
が
ほ
ぼ
な
く
な
っ
た
こ
と
も
指
摘
す
る
。

(
お
)
村
瀬
・
前
回
向
注
(
討
)
二
七
氏
。

(
お
)
出
関
佑
紀
「
犯
期
却
の
発
生
時
期
と
抽
出
資
の
開
始
時
期
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
古

4

4

人
H

ザ
(
一
九
八
四
)

γ

れ
占
二
貝
以
下
。

(
幻
)
十
日
間
・
前
掲
注
(
お
)
五
二
五
一
一
一
民
参
照
。

(
お
)
十
円

m-
前
掲
注
(
叫
山
)
五
一
ニ
ー
五
何
日
良
参
照

u

(
却
)
同
様
の
見
解
と
し
て
は
、
倒
筑
・
前
回
拘
注

(
7
)

一
七
一
氏
、
井
上
・
同
住
一

e
h
o

一
五
二
時
丸
、
反
消
範
良
「
犯
罪
・
差
押
目
的
物
の
存
在
の
議
然
性
」
刑

法
雑
誌
J

一
六
巻
一
二
万
三
九
九
七
)
回
二
一
氏
以

F
、
な
ど
。
な
お
、
通
信
傍

受
法
の
対
象
犯
罪
で
あ
る
将
来
の
犯
罪
は
き
わ
め
て
「
現
在
」
に
近
い
も
の
と

理
解
し
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
つ
い
て
は
判
断
が
可
能
だ
と
す
る
見
解
と
し
て
、

問
日
守
一
「
刑
事
訴
訟
法
』
(
第
三
版
剛
一

a
O
O
一
)
九
六
l
九
七
鋭
、
問
「
将

来
犯
罪
の
捜
査
の
意
義
と
限
界
」
研
修
六
一
一
周
号
(
二

0
0
0
)
八
…
二
白
円
。

(
却
)
辻
俗
教
「
検
証
許
可
状
に
よ
る
電
話
の
傍
受
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例
」
研
修

五
八
二
号
三
九
九
六
)
一
一
七
一
良
一
一
八
一
良
c

へ幻
)
m
i
h
a
前
掲
波

(
7
)

一
O
一
良
コ
な
お
、
後
に
く
わ
し
く
検
討
す
る
こ
と
に

な
る
が
、
一
以
別
の
実
附
践
的
な
必
要
性
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
見
解
と
し
て
は
、

井
k
・
前
掲
注

(
7
)

一
四
四
ー
一
四
七
一
氏
、
椎
橋
陵
中
山
十
「
電
話
傍
受
の
適
法

性
に
つ
い
て
」
法
学
新
報
一

O
三
巻
七
号
(
一
九
九
六
)
会
一
五
!
二
七
賞
、
な

ど
参
問
、

G

(
幻
)
通
信
傍
受
法
に
反
対
す
る
の
と
関
連
し
て
将
来
の
犯
探
に
対
す
る
後
査
を
一
合

定
す
る
文
献
の
う
ち
、
代
表
的
な
も
の
と
し
て
は
、
井
戸
沼
侃
「
犯
問
時
が
な
い

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

山
お
下
)

の
に
吋
酬
は
盗
』
で
き
る
の
か
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
ム
七
同
万
三
九
九
じ
)

a

一

二
員
、
小
川
問
中
総
樹
「
液
臨
時
立
法
の
違
憲
性
」
小
問
中
輸
相
樹
ほ
か
渓
皿
蹴
臨
ん
弘
法

批
判
」
竺
九
九
七
)
八
二
賞
以
下
〔
初
出
一
法
律
時
報
六
九
巻
:
号
(
一
九

九
七
)
附
間
五
氏
以
下
〕
、
村
井
敏
邦
一
銭
法
的
規
制
仰
と
盗
聴
立
法
」
小
田
中
ほ

か
・
川
内
容
五
五
反
以
下
〔
初
出
一
「
液
勝
校
訟
は
慾
法
的
要
件
を
兵
備
し
う
る

か
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五

O
七
号
(
一
九
九
七
)
」

p

t

貝
以
ド
〕
、
問
「
刑
事
L
札

法
の
妥
当
性
」
肉
娠
中
将
夫
先
生
市
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編
「
ば
除
中
山
郁
夫

先
生
お
稀
祝
賀
説
文
集
第
開
巻
』
(
一
九
九
八
)
二
五
夏
以
下
、
高
山
川
川
正
「
通

信
傍
受
法
案
の
問
題
点
」
自
由
と
正
義
問
九
巻
八
号
三
九
九
人
)
九
四
策
以

下
、
内
口
取
祐
司
「
盗
聴
虫
法
と
警
察
機
能
」
小
問
中
ほ
か
・
本
注
ぬ
怒
っ
h
L
ハ

yM以
下
〔
初
出
一
「
司
法
警
祭
と
行
政
警
察
」
法
律
時
制
慨
し
ハ
九
巻
九
サ
(
一
九

九
七
)
一
二
五
一
民
以
下
〕
、
同
吋
刑
事
訴
訟
法
」
つ
ベ
リ
吋

O
二
ヒ
八
じ
九
庭
、

川
門
「
拠
点
札
の
概
念
i

論
点
の
教
訓
明
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
六
一
号
(
一
一

0
0
一)

九
O
質
、
川
崎
英
明
「
盗
聴
の
問
題
性
格
と
理
論
性
格
」
小
問
中
ほ
か
・
本
注

掲
識
で
二
五
災
以
下
〔
初
出
法
律
時
報
六
九
径
一

O
号
三
九
九
七
)
間
関

頁
以
下
〕
、
久
間
燦
成
「
「
通
信
傍
受
』
立
法
の
問
題
点
」
季
刊
刑
事
弁
護
九
号

(
一
九
九
七
)
，

O
一
良
以
ド
、
一
二
局
総
「
人
権
保
際
の
篠
尖
性
の
嬰
議
と
盗
聴

立
法
〕
法
律
時
報
七
O
巻
一
一
号
(
一
九
九
八
)
五
一
災
以
下
、
な
い
ど
〉

(
お
)
さ
し
あ
た
っ
て
は
、
戒
能
逸
品
千
『
警
察
機
』
(
一
九
六

O
)
一
丘
町
二
日
刊
以
下
、

小
邸
中
腕
臨
樹
「
刑
事
訴
訟
法
の
史
的
構
造
」
(
一
九
八
六
)
六
八
一
氏
以
下
、
杉

原
泰
雄
「
基
本
的
人
権
と
刑
事
手
続
』
三
九
八

O
)
六
災
以

F
、
な
ど
参
照
。

(
M
H
)

井
上
・
前
掲
校

(
7
)

一
六
:
.
N
H
脚
仲
間
三
五
六
。

(
お
)
白
取
・
前
掲
注
(
刊
さ
「
盗
務
次
訟
と
管
制
刷
機
能
」
一
七
z
ハ耳、

(
初
)
小
問
中
・
前
仰
向
注
(
お
)
「
盗
価
脚
立
法
の
違
憲
性
」
八
一
二
」
及
、

(
幻
)
世
向
聞
・
前
拘
波
(
明
記
)
九
七
町
氏
。

九
七



筑
波
法
政
第
三
十
五
号
(
二

0
0
:
一)

第
2
章

ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
活
動
と
刑
事
手
続

1
1
1
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
警
察
活
動
の
本
質

第一

1
節

ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
訴
追

aqmを
の
ユ
0
6
5
G
)
と
は

ド
イ
ツ
法
は
、
と
り
わ
け
戦
前
に
お
い
て
日
本
の
訴
訟
法
に
強
い
影

響
を
与
え
た
も
の
と
さ
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
イ
ツ
帝
凶
が
成
立
す

る
以
前
、
す
で
に
プ
ロ
イ
セ
ン
そ
の
他
の
各
ラ
ン
ト
が
、
フ
ラ
ン
ス
の

考
え
方
を
輸
入
す
る
か
た
ち
で
、
刑
事
司
法
制
度
ヤ
警
祭
制
度
を
つ
く

説
炉
~

り
上
げ
て
い
た
。
そ
し
て
、
現
在
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
な
お
、
法
理

論
ヒ
、
検
祭
官
・
警
察
の
主
従
関
係
な
ら
び
に
捜
査
H
挙
後
活
動
の
図

式
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
検
察
官
と
警
察
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
公
訴
権
を
行
使

す
る
機
関
は
検
祭
官
(
出
窓
き
さ
垣

H
L
Z
Eき
で
あ
る
。
検
祭
官
は
、

適
法
に
し
て
厳
正
か
つ
い
信
頼
で
き
る
捜
査
手
続
の
遂
行
に
災
任
を
魚
、
つ

川
抱
一

も
の
と
さ
れ
る
ヶ
機
資
手
続
に
関
す
る
検
察
官
の
任
務
を
明
ら
か
に
し

た
規
定
は
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第
…
六

O
条
で
あ
る
。
同
条
第
一
項

に
よ
る
と
、
検
察
符
は
、
あ
る
犯
罪
の
嫌
疑

2
2去
nvc
に
関
す
る

情
報
を
得
た
と
き
、
公
訴
を
提
起
す
べ
き
か
否
か
決
定
す
る
た
め
に
、

事
実
関
係
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
方
、
刑
訴
伐
に
お
け
る
繋
祭
(
ぎ
一

5-)
は
、
同
第
一
六
一
二
条
第

一
攻
に
し
た
が
い
、
検
察
官
と
同
様
に
、
犯
罪
の
事
災
関
係
を
究
明
し

JL 
}、

な
け
れ
ば
な
ら
な
い

J

そ
し
て
、
事
実
関
係
を
究
明
す
る
た
め
、
批
判
…
祭

に
は
、
捜
査
権
限
と
し
て
の
初
動
宙
芸
乃
『
N
c
m
ユ
き
が
許
さ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
こ
の
規
定
は
、
同
第
一
六

O
条
と
関
連
づ
け
て
解
釈
さ
れ
、

一
必
)

わ
ず
か
に
刑
訴
法
が
許
し
て
い
る
場
合
を
除
い
て
、
法
山
一
心
さ
れ
た
強
制

カ
の
行
使
を
何
ら
許
し
て
い
な
い
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
学
説
の
大
勢
に
よ
れ
ば
、
こ
の
権
限
は
、

1
1
1
本
来
な
ら

ば
i
1
1
検
察
官
の
活
動
を
待
つ
猶
予
を
許
さ
な
い
場
合
に
限
ら
れ
ね

ば
な
ら
な
い
ぴ
結
局
の
と
こ
ろ
努
察
は
、
み
ず
か
ら
の
任
務
に
由
来
す

る
捜
査
権
限
を
も
た
ず
、
検
察
行
に
よ
る
主
導
と
そ
の
絞
替
の
も
と
で

活
動
す
る
非
独
説
的
な
補
助
組
織
と
し
て
、
原
則
に
お
い
て
検
察
官
の

指
一
不
に
し
た
が
っ
た
活
動
が
で
き
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
捜
資
の
開
始
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
ド
イ
ツ
の
検
祭
官
は
、
「
事
尖
に
関
す
る
十
分
な
根
拠

(
N
Z
E岳町
E
n
s
z
n
v
z
n一
括
〉
口
町
長
老
5
E
R
)
」
(
同
第
一
五
時
二
条
第

二
項
)
に
も
と
づ
き
犯
罪
が
あ
る
と
の
疑
い
を
も
っ
た
と
き
、
た
だ
ち

、一口一

に
仰
は
査
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
娘
育
開
始
の
姿
件
と
な
る
犯

罪
の
嫌
疑
は
、
と
く
に
初
期
段
階
の
嫌
疑
戸
回
忌
石
室
町
三
田
与
問
)
と
呼

ば
れ
る
、
一
そ
し
て
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
は
、

1
1
1
米
遂
や
謀
議
も
合

め
1
1
1
す
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
つ
い
て
の
疑
い
を
滋
味
す
る
も
の

と
考
え
ら
れ
て
い
る
d

さ
ら
に
、
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
嫌
疑

が
生
じ
る
以
前
の
段
階
に
お
い
て
、
検
祭
符
が
犯
罪
を
採
し
求
め
た
り

す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
c

ま
た
、
学
説
で
は
一
般
に
、
警
』
祭
の
仙
沼
比



権
限
が
検
察
官
の
そ
れ
に
従
属
し
て
い
る
以
上
、
警
察
に
よ
る
捜
資
の

開
始
も
や
は
り
検
察
官
の
訴
追
活
動
の
開
始
時
期
に
従
い
決
め
ら
れ
る

も
の
と
別
解
さ
れ
て
い
る
c

こ
う
し
て
、
ぬ
般
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、

検
察
官
な
ら
び
に
警
・
祭
は
、
す
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
に
対
し
て
し
か
刑

訴
法
上
の
捜
資
権
限
を
行
使
で
き
な
い
の
で
あ
る
む

以
上
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
論
に
お
い
て
は
、
僻
吋
日

察
が
検
山
市
川
官
の
指
降
下
に
僚
か
れ
、
ま
た
、
捜
資
が
犯
罪
発
生
後
に
限

っ
て
許
さ
れ
て
い
る
c

で
は
、
こ
う
し
た
法
解
釈
も
、
戦
前
の
日
本
と

同
じ
く
、
職
権
主
義
的
な
訴
訟
構
造
に
白
米
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う

か
ご
以
下
に
お
い
て
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
こ
う

し
た
解
釈
論
の
背
景
に
ど
う
い
っ
た
考
え
方
が
あ
る
の
か
を
み
て
い
き

た
しド

イ
ツ
に
お
い
て
は
、
ゅ
九
世
紀
中
葉
以
来
の
伝
統
的
な
法
思
想
の

も
と
、
刑
事
裁
判
権
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
刑
事
訴
追
(
印
門
門
広
三
広
三
宮
口
問
)

の
任
務
が
検
察
官
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
じ
ま
ず
、
刑
事
裁
判
権
を
お

う
通
常
裁
判
所
は
、
戦
前
の
日
本
と
同
様
に
、
職
権
、
ド
ム
義
的
な
訴
訟
迫

行
の
責
務
を
負
う
も
の
と
さ
れ
、
検
山
ハ
ポ
z

げ
は
、
刑
罰
権
の
尖
現
を
協
同

す
る
か
た
ち
で
裁
判
手
続
に
関
与
す
る
。
そ
し
て
、
弾
劾
主
義
の
も
と
、

公
訴
権
を
有
す
る
検
察
官
は
、
裁
判
所
に
よ
る
手
続
の
前
段
階
に
お
い

て
捜
査
手
続
を
主
宰
し
、
犯
罪
事
実
の
解
明
に
つ
と
め
る
も
の
と
さ
れ

た
、
ま
た
、
刑
事
訴
追
任
務
を
達
成
す
る
た
め
の
権
限
は
刑
事
訴
訟
法

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制

(
1
)
白
石
下
)

に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
c

他
方
、
犯
罪
を
防
止
す
る
国
家
作
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
ド

イ
ツ
帝
国
以
来
の
行
政
裁
判
所
お
よ
び
公
法
学
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

伝
統
的
な
警
祭
法
理
論
に
し
た
が
い
、
危
険
防
除
(
。
立
与
克
明
凶
与
を
n
U円
)

と
い
う
任
務
が
設
定
さ
れ
て
い
る
c

伝
統
的
な
警
察
法
理
論
に
い
う
危

険
防
除
の
任
務
と
は
、
現
在
し
て
い
る
生
活
利
益

(
W
Z
R
E
C
や
悶

(田

家
施
設
の
損
害
に
対
す
る
危
険
を
取
り
除
く
任
務
で
あ
り
、
消
は
倒
的
・

受
動
的
な
性
格
を
も
っ
。
そ
し
て
、
な
が
き
に
わ
た
っ
て
、
警
察
官
庁

そ
の
他
の
各
種
問
家
機
関
が
行
使
す
る
権
限
は
、
こ
の
任
務
を
遂
行
す

る
た
め
に
必
要
な
範
開
に
限
定
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

G

こ
の
よ
う
に
、
刑
事
訴
追
任
務
と
危
険
防
除
任
務
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な

る
法
体
系
の
も
と
に
あ
り
、
任
務
の
所
管
も
別
々
で
あ
る
c

だ
が
、
両

者
は
と
も
に
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
の
任
務
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た

よ
う
に
、
そ
の
活
動
は
述
続
な
い
し
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
す
る
も
の
で
あ

る
つ
そ
こ
で
、
両
者
は
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
っ
て

く
る
。ド

イ
ツ
で
も
、
戦
前
の
日
本
に
お
け
る
考
え
方
と
同
様
に
、
あ
る
犯

罪
が
将
来
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
、
そ
の
犯
罪
に
対
す
る

捜
食
は
、
ぞ
れ
が
発
生
し
た
後
に
な
っ
て
は
じ
め
て
開
始
さ
れ
る
も
の

と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
c

す
な
わ
ち
、
害
惑
を
削
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ

う
と
考
え
ら
れ
る
事
象
の
進
展
に
作
用
し
て
害
患
の
発
生
を
阻
止
す
る

}L 
)L 



筑
波
法
政
第
三
十
五
号
(
ニ

O
O
一一一)

よ
う
な
処
分
は
、
危
険
防
除
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
活
動
に
分
類
さ

れ
る
。
他
方
、
過
去
に
犯
さ
れ
た
犯
罪
を
解
明
し
適
正
な
処
罰
へ
と
導

く
よ
う
な
処
分
は
、
刑
事
訴
追
任
務
を
達
成
す
る
た
め
の
活
動
に
属
す

F
m唱

v

る
。
そ
し
て
、
支
配
的
見
解
は
、
こ
う
し
た
理
解
を
前
提
と
し
て
、
刑

事
訴
追
任
務
の
議
論
を
展
開
す
る
。

こ
こ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
訴
追
任
務
と
危
険
防
除
任
務
の
区

別
に
は
看
過
し
え
な
い
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
特
徴
と
は
、
判
例
も
学
説
も
、
そ
し
て
ま
た
警
察

実
務
も
、
と
も
に
刑
事
訴
追
任
務
の
境
界
を
積
極
的
か
つ
厳
密
に
形
成

A

臼
}

し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
具
体
的
な
犯
罪
を
解
明
す
る

m
M
m
w
 

の
に
役
立
つ
処
分
」
、
あ
る
い
は
、
「
あ
る
犯
罪
の
解
明
と
具
体
的
な
関

mAW) 

係
が
あ
る
」
処
分
だ
け
が
刑
事
訴
訟
法
に
よ
る
規
制
の
対
象
で
あ
る
と

い
う
σ

そ
し
て
、
あ
る
「
具
体
的
な
犯
罪
を
解
明
す
る
」
手
続
の
開
始

点
と
な
る
の
は
、
そ
の
犯
罪
の
嫌
疑
可
白
芝
R
e
n
F同
)
が
存
在
す
る
情

況
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
い
わ
れ
る
。
こ
の
嫌
疑
と
は
、
構
成
要

件
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
専
門
的
も
し
く
は
一
般
的
に
み
て
、
犯
罪
が
犯

さ
れ
た
蓋
然
性
あ
り
と
い
う
帰
結
(
垣
島
aREas--nFraznzg由
)
を

導
け
る
よ
う
な
特
定
の
事
実
が
存
在
す
る
と
き
に
認
め
ら
れ
る
も
の
を

指
す
。
ま
た
、
学
説
に
お
け
る
一
般
的
な
理
解
に
よ
れ
ば
、
特
定
の
構

成
要
件
す
な
わ
ち
犯
罪
行
為
に
関
連
し
た
事
実
の
み
が
、
こ
こ
で
い
わ

れ
て
い
る
嫌
疑
の
基
礎
に
な
り
え
る
と
い
う
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
捜
査

を
開
始
す
る
の
に
必
要
な
犯
罪
が
あ
る
と
い
う
推
論
は
、
つ
ね
に
過
去

一O
O

の
犯
罪
行
為
に
関
係
す
る
刑
法
上
重
要
な
事
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
れ
ば
、
現
行
法
に

八
時
}

い
う
初
期
段
階
の
嫌
疑
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
の
刑
訴
法
理
論
に
よ
れ
ば
、
刑
事
訴
追
の

対
象
と
な
る
の
は
す
で
に
行
わ
れ
た
個
々
の
犯
罪
で
あ
り
、
ま
た
、
捜

査
の
開
始
は
、
そ
う
し
た
個
々
の
犯
罪
を
解
明
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
に
刑
事
訴
追
任
務

の
範
閥
を
限
定
す
る
考
え
方
が
形
成
さ
れ
て
き
た
要
因
は
い
っ
た
い
何

で
あ
ろ
う
か
。

第
一
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
刑
事
訴
訟
の
全
体
像
に
目
を
向
け
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
の
訴
訟
対
象
論
が
そ
れ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
手
続
の
対
象
は
、
現
実
生
活
上
の
事
件

(
F
O
Z
5
8情
。

-o開
gsa仲
)
と
か
歴
史
的
事
象

(
E
2
0号
n
v
a
〈

o
a
g偶

)

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
つ
ね
に
動
態
的
に
変
化
し
な
が
ら
も
、

全
刑
事
手
続
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
。
刑
法
上
問
題
と
な
る
事
象
す

な
わ
ち
犯
罪
行
為
は
、
手
続
の
開
始
か
ら
、
確
定
力
が
発
生
す
る
終
結

ま
で
、
つ
ね
に
手
続
の
対
象
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
か
に
あ

る
人
が
犯
罪
を
犯
す
と
疑
わ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
行
動
を
し
て
も
、
刑

事
手
続
上
は
何
ら
問
題
と
な
ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

第
二
に
、
法
定
主
義
(
『
胴
長
SEMEN-立
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
で

に
述
べ
た
と
お
り
、
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
第



A

五
一
一
条
第
二
項
お
よ
び
向
第
三
ハ

O
条
の
解
釈
と
し
て
、
捜
査
の
関

的
に
は
初
期
段
階
の
嫌
疑
が
要
求
さ
れ
る
と
同
時
に
、
捜
査
の
関
始
を

泊
…

義
務
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
起
訴
強
制
と
な
ら
ん
で
、
ド

イ
ツ
の
刑
事
司
法
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
同
第
一
五
二
条

第
二
項
に
い
う
法
定
、
γ

主
義
は
、
制
度
の
創
設
以
来
受
け
継
が
れ
て
き
た

検
祭
符
の
池
位
と
関
係
の
深
い
法
原
理
で
あ
る
c

す
な
わ
ち
、
法
定
主

義
は
、
職
権
主
義
的
な
訴
訟
構
造
が
も
た
ら
す
検
察
官
の
ほ
法
機
関
性

と
親
近
性
が
あ
り
、
「
法
律
の
番
人
」
と
し
て
の
役
割
あ
る
い
は
政
府

に
よ
る
「
渉
か
ら
刑
事
手
続
を
解
放
す
る
必
要
性
な
ど
、
歴
史
的
に
形

、田

成
さ
れ
て
き
た
法
的
な
諸
要
請
を
棟
拠
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
、
公
正
さ
を
要
求
さ
れ
る
検
察
官
に
は
、
事
案
に
応
じ
て
ダ
イ
ナ

ミ
ッ
ク
に
捜
査
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
警

察
も
ま
た
、
静
的
に
任
務
を
遂
行
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
た
検
察
官

の
指
衛
権
限
下
に
震
か
れ
る
限
り
、
理
論
上
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
が
生

ず
る
以
前
か
ら
積
綴
的
に
犯
罪
を
探
し
求
め
る
権
限
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。

こ
こ
ま
で
の
説
明
に
お
い
て
、
簡
単
で
は
あ
る
が
、
刑
事
訴
追
任
務

の
範
閉
を
限
定
す
る
考
え
方
の
形
成
要
因
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
ふ
た

つ
一
不
さ
れ
た
。
こ
の
う
ち
、
ド
イ
ツ
の
訴
訟
対
象
論
は
、
す
で
に
行
わ

れ
た
犯
罪
だ
け
が
捜
査
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
の
観
念
上
の
論
拠
に
過

ぎ
な
い
と
い
え
よ
う
ご
こ
れ
に
対
し
て
、
法
定
主
義
は
、
警
察
に
よ
る

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

治
下
)

捜
交
の
開
始
時
期
を
規
制
す
る
考
え
方
で
あ
り
、
刑
事
訴
訟
の
具
体
的

な
運
用
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
警

察
は
、
刑
事
訴
訟
法
に
し
た
が
う
と
、
建
前
ト
し
、
過
去
に
犯
罪
が
犯
さ

れ
た
蓋
然
性
あ
り
と
の
判
断
に
至
る
ま
で
犯
罪
の
証
拠
を
収
集
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
村
会
情

勢
の
変
化
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
警
察
活
動
は
、
事
実
上
、
刑
事
訴
退

任
務
の
も
っ
こ
う
し
た
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
c

そ
れ
は
、
治

安
の
維
持
に
強
い
関
心
を
も
っ
警
察
実
務
の
意
識
と
、
社
会
情
勢
の
変

化
に
対
応
し
た
立
法
活
動
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
、
さ
ら

に
、
情
報
科
学
を
駆
使
し
た
警
察
の
情
報
処
理
活
動
を
通
じ
て
、
近
年

ま
す
ま
す
加
速
し
て
い
る
の
で
あ
る
c

第

2
節

立
法
に
よ
る
警
察
権
限
の
拡
大

任
務
の
範
囲
を
限
定
し
た
考
え
方
が
支
配
す
る
刑
事
訴
訟
法
に
よ
る

限
り
、
警
察
は
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
が
生
じ
る
ま
で
犯
罪
の
証
拠
を
収

集
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
検
察
官
の
檎
助
組
織
に
過
ぎ
な
い
警
察

に
と
っ
て
、
刑
事
訴
追
任
務
の
も
っ
こ
う
し
た
受
動
的
な
性
格
か
ら
脱

却
す
る
こ
と
は
、
法
的
な
論
拠
を
も
っ
て
し
て
は
ほ
ぼ
不
可
能
な
こ
と

で
あ
っ
た
。

他
方
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
遂
行
す
べ
き
任
務
が
こ
の
よ
う
に

。
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受
動
的
な
性
格
を
も
っ
点
で
は
、
危
険
防
除
任
務
も
同
様
で
あ
る
c

す

な
わ
ち
、
警
察
が
危
険
防
除
の
た
め
に
行
使
す
る
権
限
は
、
特
別
な
根

拠
規
定
が
な
い
限
り
、
現
在
し
て
い
る
危
険
を
直
接
除
去
す
る
手
段
と

し
て
の
鵬
首
察
処
分
ま
た
は
警
察
命
令
も
含
め
、
概
折
的
条
項
(
。
2
2
4

己
主
主
主
)
に
法
的
根
拠
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
伝

統
的
な
警
察
法
線
論
に
よ
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
行
使
で
き
る
権
限
は
、

原
則
と
し
て
具
体
的
危
険

p
s
r
B席
。
忌
号
)
の
存
在
す
る
場
合
に

限
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
第
二
次
段
界
大
戦
後
間
も
な
く
各
州
ご

)
町
一

と
に
定
め
ら
れ
た
実
定
数
山
祭
法
の
も
と
で
は
、
具
体
的
危
険
を
夜
桜
除

去
す
る
の
に
先
だ
っ
て
そ
の
存
在
を
硲
認
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
の
場

合
、
そ
の
存
従
を
篠
認
す
る
た
め
の
処
分
も
ま
た
、
具
体
的
危
険
が
存

在
し
て
い
な
け
れ
ば
行
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
響
祭
に
よ
る
権
限
の
行
使
を
制
限
し
た
法
制
度
は
徐
々

に
変
わ
っ
て
い
っ
た
一
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
に
お

け
る
社
会
情
勢
の
変
化
で
あ
っ
た
。

一
九
六

0
年
代
の
終
わ
り
附
明
か
ら
、
西
ド
イ
ツ
閣
内
で
は
テ
ロ
が
多

発
し
、
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
た
c

そ
の
結
果
、
悶
家
と
し
て
包
括

的
な
テ
ロ
対
策
の
必
裂
性
が
問
え
ら
れ
、
連
邦
レ
ヴ
ェ
ル
で
法
改
正
の

動
き
が
活
発
化
し
て
い
っ
た
。

ま
ず
、
州
ご
と
に
異
な
っ
て
い
た
替
祭
法
律
(
勺

C25加
門
前
向
げ
に
)
の

内
容
を
統
一
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
…
九
七
二
年
、
連
邦
及
び
州
内

。

務
大
臣
常
設
協
議
会
が
設
置
さ
れ
、
一
九
七
六
年
に
統
一
響
祭
法
模
範

草
案
の
原
案
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
刑
訴
法
と
供
一
品
小
法
の
調
和
を

図
る
目
的
で
、
連
邦
と
各
州
の
司
法
機
関
・
所
管
行
政
機
関
の
代
表
者

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
作
業
グ
ル
ー
プ
が
発
足
、
一
九
七
七
年
中
に
成

果
を
政
り
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、
前
記
の
常
設
協
議
会
は
、
作
業
グ
ル
ー

プ
に
よ
る
修
正
の
提
案
を
も
と
に
原
案
の
内
容
を
再
検
討
し
た
後
、
河

年
一
一
門
月
凡
二
五
日
、
修
正
案
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
と
り
入
れ
た
統
一

警
祭
法
模
範
草
案
(
玄
=
まZ出己同

N母町
2出円一
ζ
開思同》。一
5。
)
工
(
以
下
、
「
模
範
草
案
」
の
一
請
を
用
い
る
)
が
可
決
さ
れ

九刊一

J
h
 そ

の
後
、
模
範
草
案
に
一
不
さ
れ
た
任
務
規
定
お
よ
び
権
限
規
定
は
、

各
州
の
警
察
法
律
に
ひ
ろ
く
受
け
容
れ
ら
れ
た
。
も
っ
と
も
、
模
範
車

案
の
成
立
に
至
る
経
緯
や
模
範
草
案
中
の
各
規
定
を
み
る
と
、
伝
統
的

な
警
察
法
理
論
と
は
呉
貿
な
特
徴
が
い
く
つ
か
発
見
で
き
る
む

第
一
の
特
徴
は
、
模
範
草
案
じ
た
い
に
隠
さ
れ
た
刑
事
訴
追
任
務
で

あ
る
。
一
九
七
六
年
の
原
案
に
明
記
さ
れ
て
い
た
被
告
白
祭
の
任
務
と
し
て
、

犯
罪
お
よ
び
秩
序
違
反
行
為
の
追
及

2
2玄
関
町
三
が
規
定
さ
れ
て
い

た
(
原
案
第
一
条
第
四
項
第
二
文
)
。
だ
が
、
こ
の
任
務
を
設
け
る
こ

と
は
、
警
察
法
が
刑
事
訴
追
の
任
務
を
補
充
す
る
の
に
等
し
い

J
C

そ
の

後
、
こ
の
規
定
は
、
警
察
法
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
の
権
限
が
「
補
充
さ

れ
る
方
向
へ
と
導
く
も
の
で
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
」
と
い
、
つ
理

出

由
か
ら
削
除
さ
れ
た
。
だ
が
、
そ
の
現
由
じ
た
い
、
刑
事
訴
追
任
務
の



補
充
部
分
と
い
え
る
活
動
が
事
実
上
行
わ
れ
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。

税
総
草
案
の
制
定
に
関
与
し
た
各
関
係
者
の
意
図
は
、
刑
訴
法
に
規
制

さ
れ
た
探
査
が
開
始
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
警
察
に
独
自
の
刑
事
訴

追
任
務
を
遂
行
さ
せ
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
c

第
二
の
特
徴
は
、
「
手
入
れ
(
刃
E
N
N
S
こ
と
呼
ば
れ
る
身
え
確
認
の

手
法
(
模
範
草
案
第
九
条
第
一
項
第
二
日
互
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
法
定
さ
れ
た
処
分
の
実
体
要
件
に
よ
れ
ば
、
現
場
の
警
祭

職
員
は
、
手
入
れ
を
行
お
う
と
す
る
場
所
に
犯
罪
を
犯
し
た
者
ま
た
は

犯
そ
う
と
し
て
い
る
者
が
い
る
か
百
か
に
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の
経
験

に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
つ
こ
れ
に
つ
い
て
、
際
範
草
案
の
制
定
理
由
は
、

同
項
第
一
号
と
黙
な
り
、
「
手
入
れ
」
を
行
、
つ
に
あ
た
っ
て
具
体
的
な

日
出

u

疑
い
を
姿
求
し
て
い
な
い
。
く
わ
し
く
は
後
の
検
討
に
ゆ
ず
る
が
、
結

果
と
し
て
、
例
今
の
兵
体
的
な
事
実
関
係
か
ら
危
険
が
認
定
さ
れ
る
こ

と
は
な
く
、
現
実
に
は
、
場
所
そ
の
も
の
の
性
質
に
関
す
る
警
察
職
員

の
認
識
い
か
ん
に
よ
っ
て
、
危
険
の
有
無
に
関
す
る
判
断
が
在
右
さ
れ

る
こ
と
に
な
ろ
う
こ

第
三
の
特
徴
は
、
身
元
確
認
を
目
的
と
し
た
検
問
所
(
穴

3
5一室内一一色

の
設
置
(
模
範
車
業
第
九
条
第
‘
項
第
四
日
ヴ
)
が
代
表
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
よ
う
合
す
な
わ
ち
、
法
定
さ
れ
た
要
件
に
し
た
が
っ
て
検
問
を
行

、
っ
と
、
対
象
拡
仰
を
ほ
と
ん
ど
限
定
せ
ず
に
処
分
が
な
か
ば
無
差
別
的
に

一
郎
一

行
え
て
し
ま
、
っ
午

す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
筏
範
草
案
は
、
あ
ら
た
な
法
律
の
モ
デ
ル

将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制
(

1

)

(

山向、
i
)

と
し
て
ひ
ろ
く
各
州
に
受
け
祭
れ
ら
れ
、
ほ
と
ん
ど
の
州
は
、
警
察
法

律
の
改
正
に
お
い
て
、
模
範
草
案
の
各
規
定
と
類
似
し
た
条
項
を
設
け

た
c

こ
う
し
て
、
警
祭
は
、
第
一
一
お
よ
び
第
三
の
特
徴
を
も
っ
処
分
に

よ
っ
て
、
い
ま
だ
犯
罪
が
行
わ
れ
な
い
段
階
で
、
具
体
的
危
険
も
な
い

と
き
に
、
犯
罪
発
生
の
兆
候
と
思
う
も
の
を
谷
易
に
探
知
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
む
当
然
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の

処
分
に
よ
っ
て
補
足
さ
れ
た
情
報
の
中
に
は
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
を
生

じ
さ
せ
る
き
っ
か
け
も
多
く
混
じ
っ
て
い
る
c

そ
し
て
警
察
は
、
第
一

の
特
徴
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
そ
う
し
た
き
っ
か
け
を
刑
事
訴
追

任
務
に
つ
な
げ
て
い
く
の
で
あ
る
つ
事
実
上
、
響
祭
が
探
査
の
端
緒
と

同
一

な
る
も
の
に
触
れ
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
飛
躍
的
に
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
説
明
し
た
一
連
の
法
改
正
を
み
る
限
り
、
警
察
に
と
っ
て
、

初
期
段
階
の
嫌
疑
が
生
じ
て
い
な
い
段
階
で
得
た
情
報
を
捜
奈
に
お
い

て
卜
分
活
用
で
き
る
環
境
は
、
十
分
怒
っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
啓
一
祭
は
、
告
訴
な
ど
に
よ
っ
て
生
じ
た
初
期
段
階
の
嫌

疑
を
呉
体
化
し
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
事
実
上
、
積
極
的
に
初
期
段
階

の
嫌
疑
を
獲
得
す
る
こ
と
が
可
能
な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
。
あ
え
て

い
え
ば
、
警
察
法
に
よ
る
あ
ら
た
な
権
限
は
、
「
延
長
さ
れ
た
磐
田
察
の

腕
」
な
の
で
あ
る
。

。
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第
3
節

現
代
の
犯
罪
を
視
野
に
入
れ
た
警
察
実
務
の
考
え
方

警
察
法
の
改
正
を
経
て
、
警
察
に
は
「
延
長
さ
れ
た
警
察
の
腕
」
が

そ
な
え
付
け
ら
れ
た
。
と
な
る
と
、
あ
と
は
、
そ
の
腕
が
実
際
に
ど
の

く
ら
い
活
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
る
。
現
実
に
ど
う

活
用
す
る
か
は
、
警
察
実
務
の
考
え
方
に
大
き
く
左
右
さ
れ
よ
う
。

こ
の
点
、
警
察
実
務
の
考
え
方
は
、
与
え
ら
れ
た
権
限
を
最
大
限
利

用
し
て
社
会
の
答
悪
を
で
き
る
限
り
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
こ
の
考
え
方
は
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
な
く
、
積
極
的
な
、
そ
し
て
つ
い
に
は
戦
略
的
(
湾
箆
晶
宮
町
)
と

呼
ば
れ
る
ま
で
に
能
動
的
な
活
動
に
と
り
組
む
警
察
実
務
を
つ
く
り
出

し
た
の
で
あ
る
。

一
九
七

0
年
代
に
な
る
と
、
公
安
の
維
持
に
強
い
関
心
を
も
っ
警
察

実
務
は
、
テ
ロ
の
多
発
や
組
織
犯
罪

sag-a童
相
百
品
目
宮
内
忌
吾
)

の
伸
張
と
と
も
に
、
警
察
の
任
務
に
関
す
る
あ
ら
た
な
コ
ン
セ
プ
ト
を

主
張
し
始
め
た
。
す
な
わ
ち
、
刑
事
訴
追
任
務
を
も
含
ん
だ
上
位
概
念

と
し
て
の
戦
略
的
な
治
安
確
保
が
警
察
の
あ
ら
た
な
任
務
で
あ
り
、
捜

査
も
ま
た
戦
略
的
な
治
安
確
保
の
任
務
に
最
大
限
奉
仕
す
る
活
動
と
し

て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
警
察
笑
務
の
考
え
方
は
、
一
般

に
「
予
防
の
優
位

(
U
W
P芭
0
5
5
8
N
a
R
P皆
自
民

S)」
と
呼
ば
れ

る。

一O
四

パ
l
デ
ン
・
ヴ
ユ
ル
テ
ム
ブ
ル
ク
州
の
警
察
庁
長
官
で
あ
っ
た
シ
ユ

ト
ゥ
ム
パ

1
は
、
早
く
か
ら
「
策
戦
活
動

(EO
告
白
星
仙
〈
同
旨
σ岳)」

と
い
う
新
構
想
を
唱
え
て
い
た
。
そ
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
刑
事
政
策
に

お
い
て
最
上
位
に
設
定
さ
れ
る
べ
き
目
標
は
予
防

2
0号
E
官
話
)
で

あ
り
、
そ
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
効
率
的
な
犯
罪
対
策
と
い

う
観
点
か
ら
、
刑
事
訴
追
も
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
ど
う
行
わ
れ

る
べ
き
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
11
そ
し
て
、
刑
事
訴
追
任
務
と
行
政

上
の
警
察
任
務
を
区
別
す
る
考
え
方
は
時
代
遅
れ
で
あ
り
、
現
代
の
犯

罪
対
策
に
お
い
て
「
ね
ら
い
と
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
犯
罪
行
為
で
も
犯

罪
者
で
も
な
く
、
:
:
:
犯
罪
性
そ
の
も
の
(
寄
吉
山

E
E
Z
n
g
S
F安
広
)

Anv 

の
除
去
」
こ
そ
が
目
的
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
、
「
前

領
域
で
の
監
視
(
〈
。
『
宣
告

Z
Z
R
E呂
こ
が
積
極
的
に
行
わ
れ
ね
ば

【
抱
一

な
ら
な
い
と
い
う
。
他
方
、
プ
レ

l
メ
ン
市
警
察
の
警
視
総
監
で
あ
っ

た
シ
ェ

l
フ
ァ
ー
に
よ
れ
ば
、
「
刑
訴
法
の
全
構
造
は
刑
法
と
と
も
に

一
個
の
複
雑
な
予
防
シ
ス
テ
ム
に
過
ぎ
ず
、
:
:
:
刑
訴
法
の
全
体
が
予

防
に
奉
仕
し
て
い
乞
)
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
警
察
は
、
「
圏
内
の
治

安
を
確
保
す
る
と
い
う
よ
り
大
き
な
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
検
察

官
お
よ
び
刑
訴
法
の
助
け
を
か
り
る
の
ち
と
い
う
。
そ
し
て
ま
た
、

「
ど
の
犯
罪
を
優
先
的
に
捜
査
す
る
の
か
も
警
察
の
判
断
に
よ
る
。
・
:

:
・
警
察
が
注
意
を
払
う
べ
き
犯
弊
の
危
険
性
は
、
再
犯
の
お
そ
れ
や
:
・

:
・
法
定
刑
の
重
さ
な
ど
に
も
と
づ
き
判
断
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
刑
事

政
策
的
・
犯
罪
捜
査
学
的
な
知
見
に
も
と
づ
き
:
:
:
危
険
性
の
萌
芽
が



あ
る
か
T

川
円
か
な
ど
も
合
め
て
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
。

さ
し
あ
た
っ
て
、
こ
う
し
た
見
解
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
警
察
実

務
が
刑
事
訴
訟
法
に
お
け
る
法
定
主
義
か
ら
の
解
放
を
強
く
主
張
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
予
防
の
優
位
」
に
も
と
づ
く
統
合

さ
れ
た
予
防
と
い
う
任
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
と
き
ど
き
に

応
じ
て
効
果
的
な
活
動
れ
刀
法
を
み
ず
か
ら
選
択
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

だ
と
す
れ
ば
、
警
察
は
、
い
ま
だ
初
期
段
階
の
嫌
疑
(
お
よ
び
具
体
的

危
険
)
が
生
じ
て
い
な
い
段
階
す
な
わ
ち
前
領
域

2
0号
豆

に

お

い
て
も
独
自
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
う
ま
た
、
逆
に
、
初
期
段

階
の
嫌
疑
が
生
じ
た
か
ら
と
い
っ
て
つ
ね
に
捜
資
を
開
始
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
だ
と
都
合
が
患
い
の
で
あ
る
c

も
っ
と
も
、
酬
は
盗
の
開
始
が
義
務
で
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
、
統
合

さ
れ
た
予
防
の
任
務
を
遂
行
す
る
う
え
で
有
効
で
な
い
か
ら
刑
事
訴
追

を
重
視
し
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
穂
高
採
用
実
務
の
真
意
は
む
し

ろ
逆
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
領
域
に
お
け
る
独
'
け
の
活
動
は

む
し
ろ
刑
事
訴
追
を
強
く
意
識
し
つ
つ
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。

シ
ユ
ト
ゥ
ム
パ

i
の
主
張
を
さ
ら
に
検
討
す
る
と
、
警
祭
実
務
の
真

意
が
か
い
ま
見
え
て
く
る
。
シ
ュ
ト
ゥ
ム
パ
ー
に
よ
る
と
、
組
織
犯
罪

な
ど
に
対
処
す
る
警
察
に
と
っ
て
は
、
「
も
は
や
何
か
が
起
き
る
ま
で

待
っ
て
、
そ
の
あ
と
で
個
々
の
事
件
を
捜
査
す
る
こ
と
な
ど
許
き
れ
な

い
。
:
:
:
ま
た
、
つ
ね
に
個
々
の
犯
罪
を
防
ぐ
こ
と
が
重
要
と
は
い
え

将
米
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
本
質
と
そ
の
規
制

(
1
)
(
岩
下
)

ず
、
:
:
:
結
局
、
決
定
的
に
震
安
な
の
は
、
犯
線
組
織
の
基
本
構
造
を

掘
り
起
こ
し
、

1
1
1
可
能
で
あ
れ
ば
1
1
1
全
部
ひ
っ
く
る
め
て
刑
事

訴
追
に
送
り
、
基
本
構
造
を
破
壊
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
い
う
。
さ
ら

に
、
ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
・
ヴ
エ
ス
ト
フ
ァ

i
レ
ン
州
の
警
察
庁
長
官
を
務

め
た
ク
ニ

1
ゼ
ル
も
、
犯
罪
組
織
の
「
黒
幕

(
Z
2
5
5
g
z
m同
)
に
向

け
、
さ
し
あ
た
っ
て
関
心
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
組

織
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
前
領
域
に
お
け
る
情
報
入

手
が
必
要
」
だ
と
主
張
し
た
後
、
「
組
織
が
見
え
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

黒
幕
に
対
し
て
初
期
段
階
の
嫌
疑
が
生
じ
る
可
能
性
も
も
た
ら
さ
れ

、
帥
V

る
」
と
述
べ
て
、
中
心
人
物
に
対
す
る
刑
事
訴
追
の
重
要
視
お
よ
び
前

領
域
に
お
け
る
警
察
活
動
の
必
要
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
み
る
限
り
、
お
そ
ら
く
警
察
実
務
は
、
解
明
が
困
難
な
犯

採
形
態
と
い
わ
れ
る
テ
ロ
や
組
織
犯
罪
な
ど
に
つ
い
て
、
そ
の
組
織
の

中
心
と
な
る
人
物
を
検
挙
す
る
こ
と
こ
そ
が
組
織
の
壊
滅
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
て
い
る
だ
ろ
う
c

つ
ま
り
、
「
犯
罪
性
そ
の
も
の
の
除
去
」

と
い
う
ね
ら
い
に
込
め
ら
れ
た
真
意
は
、
個
々
の
犯
罪
の
背
後
に
隠
れ

た
組
織
の
中
心
人
物
を
最
終
的
に
刑
事
訴
追
す
る
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
、
警
察
実
務
は
、
刑
事
訴
追
を
強
く
志
向
す
る
も
、
そ

う
し
た
真
意
を
お
も
て
に
出
さ
な
い
ま
ま
、
初
期
段
階
の
嫌
疑
が
生
じ

て
い
な
い
段
階
す
な
わ
ち
前
領
域
に
お
い
て
も
積
極
的
に
活
動
す
べ
き

だ
と
主
張
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

一O
五



筑
波
法
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日
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台
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0
一三

他
方
、
警
察
実
務
は
、
中
心
人
物
の
検
挙
が
犯
罪
組
織
の
壊
滅
に
つ

な
が
る
と
ま
で
い
わ
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
と
は
異
な
る
奴
点
か
ら
、

刑
事
訴
追
を
十
分
悦
野
に
入
れ
つ
つ
前
領
域
に
お
い
て
積
械
的
に
活
動

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
し
て
い
る
ο

そ
う
し
た
活
動
の
必
要
性
が

哨
え
ら
れ
る
原
悶
は
、
安
祭
実
務
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
「
予
防
」
と

い
う
請
が

i
l
j

〈句『出〈

2
5コ
〉
の
訳
語
で
あ
れ
〈
〈
号
号

E
mロ
=m〉
の

訳
語
で
あ
れ

l
l
i
多
義
的
で
あ
る
こ
と
と
、
前
領
域
に
お
け
る
活
動

の
性
質
が
あ
い
ま
い
な
こ
と
に
あ
る

こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
係
閣
に
つ
い
て
必
明
す
る
に
は
、
ま
ず
、
時
診
察
が

担
、
つ
国
家
作
用
の
性
質
を
瑚
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
刑

事
法
学
あ
る
い
は
行
政
法
学
に
お
い
て
は
、
警
察
活
動
を
理
解
す
る
う

え
で
、
禁
一
H
a
(河内勺
8
2
3
)
と
い
う
話
と
予
防
(
耳
障
〈

g
き
2
)

と
い

う
請
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
学
説
に
よ
っ
て
通
常
別
い
ら

れ
る
予
防
と
は
、
公
叫
ん
の
安
余
お
よ
び
秩
序
に
対
す
る
危
険
を
防
止
し

障
害
を
除
去
す
る
国
家
作
別
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
行
政
法
学
上
の
警
祭
作

一
時
-

用
と
ほ
ぼ
同
義
な
の
で
わ
か
り
や
す
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
禁
圧
と
い

う
訴
は
、

i
l
i
こ
こ
で
は
あ
え
て
不
明
確
な
表
現
を
用
い
る
が

1
1
j

刑
罰
権
の
実
現
に
向
か
っ
て
行
わ
れ
る
国
家
作
用
の
こ
と
で
あ
る
つ
こ

出

の
作
用
に
は
、
犯
罪
行
為
に
対
す
る
反
応

(
m
s
E
S
)
と
し
て
、
裁

判
所
に
よ
る
刑
法
の
適
用
の
み
な
ら
ず
刊
犯
罪
事
実
の
解
明
も
含
ま
れ
る
ο

刑
事
訴
追
は
、
ま
き
に
禁
一
枚
作
用
の
一
部
で
あ
る
c

も
っ
と
も
、
刑
事

訴
追
任
務
に
属
し
な
い
治
動
で
あ
っ
て
も
、
犯
罪
事
実
を
解
明
す
る
作

一O
ムハ

用
す
な
わ
ち
禁
圧
作
用
は
あ
り
う
る
。
す
な
わ
ち
、
前
綴
域
に
お
け
る

警
祭
活
動
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
c

こ
こ
で
警
察
実
務
は
、
犯
罪
事
実
を
解
明
す
る
作
用
か
ら
あ
る
績
の

「
予
紡
一
作
用
を
拾
い
似
し
、
そ
れ
を
と
く
に
強
調
す
る
c

こ
の
「
予

防
」
作
用
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
想
定
に
も
と
づ
い
て
い
る
こ
す
な
わ
ち
、

犯
努
事
実
を
解
明
す
る
作
用
は
犯
罪
者
を
処
罰
へ
と
導
く
も
の
で
あ
る

か
ら
、
犯
罪
が
発
覚
し
て
刑
事
訴
追
さ
れ
る
お
そ
れ
す
な
わ
ち
発
覚
リ

ス
ク

(
E
E
R吉
田
明

5
2
E
)
の
あ
る
と
き
、
潜
程
的
に
犯
罪
を
犯
し

う
る
者
は
発
覚
を
お
そ
れ
で
犯
罪
を
思
い
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
、

hd
こ
の

よ
う
な
効
泉
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
警
察
実
務
は
、
発
覚
リ
ス
ク
を

高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
強
力
に
犯
罪
を
「
予
防
」
し
よ
う
と
す
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
犯
罪
発
生
の
原
悶
を
筒
抜
除
去
す
る
こ
と
に
は
か
な
り

の
労
力
と
悶
難
が
伴
う
た
め
、
そ
の
実
現
に
は
お
の
ず
と
限
界
が
あ
る

が
、
こ
れ
に
対
し
て
、
発
覚
リ
ス
ク
に
よ
る
「
予
防
」
は
、
犯
罪
発
作
い
の

原
図
を
い
ち
い
ち
調
べ
て
介
入
す
る
必
要
も
な
く
、
よ
り
熊
単
で
効
果

「
目

的
に
犯
罪
の
発
生
が
抑
制
で
き
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
か
ら
だ
と
い
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
予
防
」
作
用
を
支
え
る
の
は
、
実
際
に
犯
罪
を

発
見
し
て
犯
罪
者
を
刑
事
訴
追
の
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
で
あ
る
つ
ぞ
れ

ゆ
え
、
警
察
は
、
前
領
域
に
お
い
て
危
険
な
人
物
や
グ
ル
ー
プ

(
2
2
T
γ

吉
宗
旨
口
巴
昆

t
p
E
3
2
)
を
積
極
的
に
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
(
明
E
S
E

RaznZ認
2
・
お
門
司
町
内
ロ
夜
明
)
し
よ
う
と
す
る
む
す
な
わ
ち
、
努
察
は
、

犯
山
況
を
発
見
す
る
手
が
か
り
と
な
り
州
げ
る
よ
う
な
情
報
に
可
能
な
限
り



ふ
れ
る
よ
う
に
つ
と
め
、
こ
う
し
て
得
ら
れ
た
情
報
を
刑
事
訴
追
へ
と

結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
活
覚
リ
ス
ク
を
高
め
、
「
予
防
」
の
効
果

占
楠
山

を
よ
り
高
め
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

((2)
に
続
く
)

(
叩
川
}
一
九
情
一
紀
以
降
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
州
刑
事
司
法
制
皮
の
縫
す
に
つ
い
て
は
、

さ
し
あ
た
り
、
宍
・
3
5
1
e
F
と
，
言
ピ
&
2
・
完
C
Z
E
F
F
2
者
〉
Z
z
ミ
ヨ
)

出
2
2
を
参
m
m
山
亡
ま
た
、
は
法
制
度
と
の
関
迷
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
怒
祭
の

地
紋
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
z
E
宝
石
a
O
E
〈
Z
Z
Z
D
E
E
d
p
m
E
宗

主
S
E
R
E
P
E丘
四
J
E
N
P
N
山
局
者
三
怒
田
e
s
h
F
『
『
な
ど
参
照
、
な
お
、
検
察

首
と
懲
祭
の
関
係
を
め
ぐ
る
係
史
の
流
れ
に
つ
い
て
く
わ
し
い
日
本
の
文
献
と

し
て
、
凶
和
俊
輔
「
ド
イ
ツ
の
検
山
時
前
山
れ
と
吋
法
鳴
い
祭
の
関
係
巾
ん
及
び
凶
ト
イ
ツ

の
現
慌
の
問
題
点
一
鳥
取
大
学
技
養
部
紀
要
一
五
巻
ご
九
八
二
仁
-
災
以

下参閉山…

(
ぬ
}
「
む
垣
内
¥
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(
必
)
こ
こ
に
い
う
努
祭
と
は
、
組
織
ま
た
は
公
務
以
と
し
て
の
努
察
を
合
わ
せ
て

意
味
し
、
努
察
官
庁
お
よ
び
そ
れ
に
印
刷
す
る
終
祭
官
の
み
な
ら
ず
、
法
作
に
よ

将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
按
査
の
本
質
と
そ
の
規
制

(
1
)
(
岩
下

っ
て
刑
訴
法
に
い
う
警
察
と
同
じ
権
限
を
与
え
ら
れ
た
官
庁
ま
た
は
公
務
員
も

合
む
〈
以
下
、
ド
イ
ツ
法
に
関
す
る
記
述
に
お
い
て
は
、
と
く
に
説
明
を
加
え

な
い
限
り
、
「
忌
嚇
努
努
好
管A

悦祭川ご」とい、うつ苛諒州をふ十む，ねUの九蕊打ぷ
ω
叫昧叩で別いる〔宕〈£明氾一「.問さ-穴Eλ会戸品弁鼻
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し
ば
し
ば
m
波v以
叫
制
解
肝
な
い
し
捌
泌
出
戸
附
附
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
第
一

六
二
一
条
に
い
う
野
山
防
相
と
検
察
補
助
官
(
Z
E
5
2
2
n
牛
耳

F
E
Z
-
芸
己
主
n
Z
時
亡
、

あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
と
刑
事
警
山
円
以
{
R
E
d
d
M
E
f
c
E
2
)
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異

な
る
も
の
で
あ
る
に
す
な
わ
ち
、
刑
事
柏
崎
町
長
小
は
、
執
行
終
日
淡
(
〈
c
=
E
怒
っ
G
Z
N
2
)

を
任
z
M
仙
と
す
る
駒
山
間
然
{
月
比
の
部
山
切
で
あ
っ
て
、
最
大
な
犯
罪
の
子
初
お
よ
び

畑
山
雀
に
関
し
て
専
門
的
な
訓
練
を
受
け
た
轡
祭
ρ
れ
に
よ
り
憐
成
さ
れ
る
が
〔
〈
同
一

U
Z
君
主
豆
、
完
一
T
史
〈
c
m
n
w
-
1
玄
白
吋
同
盟
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C
2
2
2
吉
田
昌
ず
を
伶
一
i
d
円
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Z
d
m
t
~
甲
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。
〈
c
m
c
一
戸
京
、

玄
室
g
p
h
u
e
g
=
回
目
2
2
7
0
里
町
・
〉
E
4
3
ま
y
出
品
U
M
〕
、
こ
れ
に
対
し
て
、
検

察
補
助
氏
は
、
州
政
的
の
法
規
命
令
(
同
R
2
2
2
c
E
3
5
m
}
に
よ
り
指
定
さ

れ
た
公
務
員
が
波
資
活
動
に
お
い
て
有
す
る
一
一
身
分
で
あ
り
、
各
州
川
の
抑
河
川
察
官
仰
は
、

下
級
戦
以
外
の
階
級
で
あ
れ
ば
す
べ
て
検
祭
補
助
良
に
指
定
さ
れ
て
い
る
(
〈
尚
一

η
0
5
ヲ
ぎ
t
B
E
Z
三
占
吉
与
E
き
・
〉
E
'
M
(
冨
}
{
}
}
宮
口
S
N
〕
日
検
特
訓
官
補
助

口
氏
は
、
間
帯
h
泌
を
裂
す
る
場
合
に
、
一
定
の
級
制
処
分
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き

ゅ心。
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す
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(
幻
)
垣
島
m
F
S
g
E
E
z
a
p
印・

8
・
訴
訟
対
象
に
関
す
る
記
述
は
、

F
H
2・。
tOB

司自由
Z
乙
∞
-
∞

-S∞
R
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
像
の
存

在
の
認
識
根
拠
と
し
て
、
ド
イ
ツ
基
本
法
第
七
四
条
第
一
号
に
関
す
る
解
釈
論

を
引
き
合
い
に
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。
連
邦
と
州
と
の
競
合
的
立
法
権
限
を

カ
タ
ロ
グ
化
し
た
同
条
は
、
そ
の
第
一
号
に
お
い
て
「
裁
判
手
続
き

6
2
n
z
'

znzg
〈
OH同島町一
E
)
」
を
挙
げ
て
い
る
。
憲
法
解
釈
に
よ
れ
ば
、
同
号
の
文
言
に

は
「
裁
判
手
続
」
と
「
直
に
接
す
る
前
領
域

(
C
S
喜
一
寄
与
堕
岳
〈
。
afE)
」
す

な
わ
ち
刑
事
訴
訟
上
の
捜
査
手
続
(
お
よ
び
捜
査
手
続
に
お
け
る
警
察
の
任
務

と
権
限
)
も
含
ま
れ
る
と
い
う
。
な
お
、
ド
イ
ツ
基
本
法
中
の
法
文
は
、
樋
口

陽
一
日
中
訪
問
善
明
編
『
解
説
世
界
憲
法
集
』
(
第
四
版
・
ニ

O
O
一
)
に
し
た

が
っ
て
和
訳
し
た
。

(

回

初

)

戸

田

i
N
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m
-凶一
M間
島

Z戸
NN[切。
εro]UF。宮崎
Mq・。
F2回
明
C
田

Z円
ua-
∞一争。

(
印
)
懸
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
検
察
官
へ
の
法
的
な
要
績
に
つ
い
て
は
、
支
配

的
見
解
と
し
て
、

gE闘
の

F
E芦
別
宮
崎
官
官

s
t
E
品
目
。
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z
n
z
o
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2
0
2
Z各
自

白

S
『

E
a
o
Q
4
5
5
§
E
E
2
2
R
E
E
n
r
品
耳

u・〉
ZE--3申
凶
}
e

間

M
S
を
参

考
に
し
、
ま
た
、
支
配
的
見
解
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
研
究
し
た
文
献
と
し
て
、

Z
開
院
唱
昌
伊

U
5
0
0
Vロ
号
え

S
母
島
母
国
同

B
Z盟
国
毛
色

znE注
工
ロ
ロ

g
z
。z
s
p
。〉

S
S
∞・
5
0
R
を
参
考
に
し
た
。
ま
た
、
日
本
の
文
献
と
し
て
は
、
さ
し
あ
た

り
、
松
尾
治
也
「
商
ド
イ
ツ
刑
事
司
法
に
お
け
る
検
察
官
の
地
位
」
法
学
協
会

雑
誌
八
四
巻
一

O
号
(
一
九
六
七
)
一
二
八
五
|
二
一
八
七
頁
な
ど
参
照
。
ま

た
、
く
わ
し
く
研
究
し
た
も
の
と
し
て
は
、
川
崎
英
明
「
現
代
検
祭
官
論
』
(
一

九
九
七
)
九
三
一
貝
以
下
参
照
。
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(
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E
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m量
も
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連
邦
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境
警

備
隊
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E
E
E個
目
起
点
目
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な
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組
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