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序

は
じ
め
に

一
.
ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
犯
罪
対
策
の
動
勢

ドイツにおける潜入捜査

(1) 

周
知
の
通
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
九
二
年
の
組
織
犯
罪
対
策
法

を
契
機
に
、
組
織
犯
罪
の
克
服
に
向
け
ら
れ
た
様
々
な
戦
術
的
手
段
が
実

体
法
な
ら
び
に
手
続
法
に
お
い
て
立
法
化
さ
れ
た
。
手
続
法
上
、
新
た
な

捜
査
手
法
と
し
て
登
場
し
た
の
は
、
ラ
ス
タ

l
捜
査
(
刑
訴
法
九
八
条

a)
、

検
問
情
報
の
利
用
(
刑
訴
法
一
六
八
条

e)
、
技
術
的
手
段
の
投
入
(
刑

訴
法
一

O
O
条
C
)
、
潜
入
捜
査
官
の
投
入
(
刑
訴
法
一
一
一

O
条

a以
下
)
、

電
話
傍
受
お
よ
び
電
信
デ

l
タ
の
監
視
(
刑
訴
法
一

O
O
条

a)
な
ど
が

あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
動
き
が
生
じ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

多
少
説
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

そ
の
背
景
的
な
理
由
と
し
て
、
一
九
九
二
年
の
立
法
当
時
の
ド
イ
ツ
に

お
け
る
治
安
の
悪
化
が
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
九
年
に
ベ
ル

リ
ン
の
壁
が
崩
壊
し
、
翌
一
九
九
O
年
十
月
三
日
に
ド
イ
ツ
は
再
統
一
を

実
現
す
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
統
一
か
ら
生
じ
る
期
待
と
は
裏
腹
に
、
東

西
ド
イ
ツ
の
合
併
に
よ
る
社
会
状
況
の
悪
化
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
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で
あ
る
。
旧
東
ド
イ
ツ
国
民
と
、
世
界
で
も
有
数
の
先
進
工
業
国
で
あ
る

ド
イ
ツ
の
西
側
の
地
域
住
民
と
の
聞
に
は
、
容
易
に
埋
め
難
い
経
済
的
な

格
差
が
存
在
し
た
。
そ
の
よ
う
な
社
会
背
景
の
中
で
、
統
一
後
の
ド
イ
ツ

(
2
)
 

に
お
い
て
は
、
深
刻
な
治
安
の
悪
化
、
犯
罪
の
増
加
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
よ
り
直
接
的
な
理
由
と
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
九

一
年
に
麻
薬
の
乱
用
に
よ
る
死
亡
者
が
二

0
0
0
人
を
超
え
る
な
ど
、
当

時
、
麻
薬
使
用
者
の
増
加
、
若
者
に
よ
る
薬
物
乱
用
の
広
が
り
が
大
き
な

(3) 

社
会
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
原
因
が
海
外
か
ら
の
犯
罪
組
織
の
流
入

に
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
以
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、

イ
タ
リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア
や
日
本
の
暴
力
団
と
い
っ
た
形
態
の
犯
罪
組
織
は

見
受
け
ら
れ
ず
、
そ
の
こ
と
か
ら
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
長
ら
く
、
組
織
犯

(4) 

罪
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
て
き
が
、
今
日
で
は
、
例
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
の

マ
フ
ィ
ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
メ
テ
ジ
ン
カ
ル
テ
ル
、
ロ
シ
ア
等
旧
共
産
圏

の
赤
マ
フ
ィ
ア
、
中
国
の
三
合
会
(
ト
ラ
イ
・
ア
ド
)
、
日
本
の
ヤ
ク
ザ
、

そ
の
他
、
ベ
ト
ナ
ム
人
の
犯
罪
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ト
ル
コ
や
セ
ル
ビ
ア
系

(5) 

の
犯
罪
組
織
な
ど
が
、
ド
イ
ツ
に
進
出
し
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
特
に
脅
威
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
の
マ
フ
ィ
ア
、
メ
テ
ジ
ン
カ
ル
テ
ル
、
ト
ル
コ
系
犯
罪
組

織
、
中
国
系
マ
フ
ィ
ア
だ
と
い
う
。

こ
れ
ら
組
織
犯
罪
の
行
動
を
具
体
的
に
み
て
い
く
と
、
例
え
ば
、
イ
タ

リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア
は
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
主
に
、
麻
薬
取
引
、
通
貨

偽
造
、
ユ
ー
ロ
小
切
手
あ
る
い
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
犯
罪
、
ピ
ザ
レ
ス

ト
ラ
ン
か
ら
の
み
か
じ
め
料
の
恐
喝
等
の
犯
罪
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
加
え
、
イ
タ
リ
ア
系
マ
フ
ィ
ア
は
、
対
抗
組
織
、
す

な
わ
ち
敵
対
す
る
マ
フ
ィ
ア
か
ら
逃
れ
て
生
活
を
す
る
た
め
に
ド
イ
ツ
を

潜
伏
先
と
し
て
利
用
し
た
り
、
ま
た
ド
イ
ツ
に
お
い
て
資
金
洗
浄
を
行
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
も
報
告
さ
れ
て
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
マ
フ
ィ
ア
、
メ
テ
ジ
ン
カ
ル
テ
ル
、
ト
ル
コ
系
の

犯
罪
組
織
は
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
囲
内
に
お
け
る
麻
薬
取
引
を
生
業
と
し

て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
、
中
国
系
マ
フ
ィ
ア
は
、
ア
ジ
ア
か
ら
の
麻
薬

の
密
輸
を
行
っ
た
り
、
中
国
レ
ス
ト
ラ
ン
か
ら
の
み
か
じ
め
料
の
徴
収
等

(
6
)
 

を
行
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
他
、
様
々
な
外
国
人
犯
罪
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
高
級
自
動
車
窃
盗
、

お
よ
び
盗
難
高
級
自
動
車
の
輸
出
、
不
法
労
働
者
の
入
国
の
斡
旋
等
の
犯

(
7
)
 

罪
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
主
に
外
国
か
ら
進
出
し
て
き
た

犯
罪
組
織
よ
る
組
織
犯
罪
に
対
処
す
る
た
め
に
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
O

年
頃
か
ら
組
織
犯
罪
立
法
の
必
要
性
が
声
高
に
叫
ば
れ
て
き
た
と
い
う
の

(
8
)
 

で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
組
織
犯
罪
が
個
人
や
公
共
に

与
え
る
影
響
の
脅
威
が
、
国
家
や
社
会
の
制
度
の
中
に
浸
透
し
、
こ
れ
を



(9) 

腐
敗
さ
せ
て
い
る
と
い
う
危
険
性
が
存
在
す
る
。
か
か
る
社
会
的
な
治
安

の
悪
化
を
背
景
に
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
組
織
犯
罪
対
策
法
が
立

法
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
実
体
法
上
は
、
資
金
洗
浄
(
マ
ネ
l
ロ
ン
ダ

リ
ン
グ
)
に
対
す
る
対
策
強
化
が
図
ら
れ
、
手
続
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、

先
に
挙
げ
た
よ
う
な
新
た
な
捜
査
手
法
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

二
.
わ
が
国
に
お
け
る
潜
入
捜
査
導
入
の
動
き

ドイツにおける潜入捜査

わ
が
国
に
お
い
て
も
、
組
織
犯
罪
対
策
に
関
す
る
新
た
な
動
き
は
、

九
九
0
年
代
以
降
活
発
化
し
て
き
で
い
る
と
い
え
よ
う
。
最
も
批
判
の
多

か
っ
た
も
の
と
し
て
、
一
九
九
九
年
の
通
信
傍
受
法
(
盗
聴
法
)
が
挙
げ

ら
れ
る
が
、
そ
の
他
に
も
暴
力
団
対
策
法
(
一
九
九
一
年
)
、
麻
薬
特
例

(
叩
)

法
(
一
九
九
一
年
)
、
団
体
規
制
法
(
一
九
九
九
年
)
な
ど
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
立
法
の
背
景
に
は
、
近
時
の
組
織
犯
罪
に
対
す
る
対
策
強
化
の

姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
組
織
犯
罪
に
対
す
る
対
策
強
化
の
流
れ
に
お
い
て
、
手
続

法
と
の
関
係
で
は
、
特
に
新
た
な
捜
査
手
法
の
導
入
な
い
し
は
従
来
型
の

捜
査
手
法
の
さ
ら
な
る
活
用
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
先
に
挙
げ
た
通
信
傍

受
(
盗
聴
)
は
、
ま
さ
に
新
た
な
捜
査
手
法
の
代
表
格
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

警
察
を
中
心
と
す
る
捜
査
関
係
者
か
ら
は
、
以
前
か
ら
存
在
し
た
捜
査
手

法
に
つ
い
て
も
積
極
的
活
用
が
求
め
ら
れ
、
そ
の
例
と
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
ド
デ
リ
パ
リ
l
、
お
と
り
捜
査
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
、
潜
入
捜

(
日
)

査
の
活
用
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

潜
入
捜
査
に
つ
い
て
は
、
日
本
で
は
今
の
と
こ
ろ
立
法
化
に
向
け
た
動

(ロ)

き
は
見
ら
れ
な
い
が
、
警
察
庁
の
見
解
が
、
「
外
国
の
刑
事
法
制
や
捜
査

実
務
を
参
考
に
し
つ
つ
」
こ
の
捜
査
手
法
の
導
入
を
検
討
し
て
い
く
と
明

(
日
)

言
す
る
な
ど
、
捜
査
機
関
の
側
で
は
こ
の
よ
う
な
手
法
の
導
入
を
望
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
潜

入
捜
査
制
度
の
検
討
の
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

潜
入
捜
査
制
度
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
先
に
挙
げ
た
ド
イ
ツ
の
組
織
犯
罪
対
策

法
に
お
い
て
改
め
て
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
す
る
判

例
な
い
し
は
学
説
の
見
解
が
多
く
み
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
組
織
犯
罪
対
策
の
う
ち
、
手
続
法
上
と
く
に
興
味
深
い
も
の

の
一
つ
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
潜
入
捜
査
官
(
〈
何
丘
四
n
z
m

匂
弓
三
q
H

(
H
H
)
 

〈
開
)
」
制
度
の
導
入
が
挙
げ
ら
れ
る
。
潜
入
授
査
官
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
刑

訴
法
一
一

O
条

a
は
以
下
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
潜
入
捜

査
官
と
は
、
警
察
職
務
に
携
わ
る
公
務
員
で
、
あ
る
程
度
永
続
的
に
偽
造

さ
れ
た
身
分
(
「
品
刊
E
n
H
架
空
身
分
)
を
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
利
用
し

て
捜
査
を
行
う
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
は
、
架
空
身
分
を

北法56(4・301)1853 
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用
い
て
法
律
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

い
わ
ゆ
る
「
お
と
り
捜
査
」
に
つ
い
て
は
戦
前
よ
り
議
論
が
あ
り
、
判
例

の
蓄
積
も
見
ら
れ
る
が
、
「
潜
入
授
査
」
(
あ
る
い
は
「
内
偵
捜
査
」
)
に

つ
い
て
は
、
今
日
ま
で
争
わ
れ
た
形
跡
は
な
く
、
判
例
お
よ
び
理
論
に
お

(
日
)

け
る
目
立
っ
た
議
論
の
蓄
積
も
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
、

警
察
庁
を
中
心
と
し
て
組
織
犯
罪
対
策
の
強
化
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
従

来
は
存
在
し
な
か
っ
た
(
あ
る
い
は
、
存
在
し
た
が
表
舞
台
に
登
場
す
る

こ
と
の
な
か
っ
た
)
捜
査
手
法
で
あ
る
「
潜
入
捜
査
」
が
、
今
後
利
用
さ

れ
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
く
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
そ
の
よ
う
な
捜
査

手
法
が
表
舞
台
に
登
場
し
問
題
と
な
る
可
能
性
も
高
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い

(
凶
)

え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
お
と
り
捜
査
と
似
て
非
な
る
「
潜
入
捜
査
」

に
焦
点
を
当
て
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
入
捜
査
は
、
欺
同
を
用
い
る
と
い
う

点
で
従
来
の
お
と
り
捜
査
と
類
似
す
る
も
の
の
、
い
く
つ
か
の
点
か
ら
お

と
り
捜
査
と
は
異
な
る
問
題
性
を
は
ら
む
も
の
で
あ
り
、
別
個
に
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
前
か
ら
こ
の

種
の
捜
査
手
法
が
利
用
さ
れ
、
判
例
お
よ
び
学
説
上
多
く
の
議
論
が
な
さ

れ
て
き
た
ド
イ
ツ
の
制
度
を
紹
介
し
た
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
は
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
九
二
年
の
立
法
か
ら
十
余
年
が
経
過
し
て
お
り
、

立
法
過
程
お
よ
び
立
法
以
後
の
法
運
用
の
蓄
積
を
考
察
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
ら
で
あ
る
。
ひ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
制
度
と
理
論
を
参
考
に

し
つ
つ
、
潜
入
捜
査
を
わ
が
国
に
お
い
て
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
か
、
も

し
、
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
ど
の
様
な
法
の
統
制
が
必
要
と
な
る
の
か
に

つ
い
て
触
れ
、
さ
ら
に
わ
が
国
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
の
活
用
お
よ
び
立

法
に
対
す
る
展
望
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
考
え
る
所
存
で
あ
る
。

北法56(4・302)1854

第
一
章

潜
入
捜
査
官

一
.
潜
入
捜
査
官
の
沿
革
と
現
代
に
お
け
る
意
義

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
潜
入
捜
査
官
は
一
九
九
二
年
の
組
織
犯
罪
対

策
立
法
に
よ
り
刑
訴
法
に
新
た
に
組
み
込
ま
れ
た
新
し
い
捜
査
手
法
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
正
確
に
は
こ
の
テ
l
ゼ
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
す
な
わ
ち
、
潜
入
捜
査
官
を
用
い
た
潜
入
捜
査
は
実

務
上
か
な
り
以
前
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
だ
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
点
、
ロ
ガ
ー
ル
(
河
諸
島
)
の
論
文
に
よ
れ
ば
、
一
八
八
六

年
に
公
表
さ
れ
た
論
文
(
著
者
不
明
)
の
な
か
で
、
「
明
ら
か
に
潜
入
捜

査
(
〈
町
三
宮
宮
町
開

E
E
E加
)
の
強
化
が
求
め
ら
れ
て
い
た
」
と
い
う
こ

と
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
潜
入
捜
査
は
変
化
し
て
き
て
お
り
、
そ

の
範
囲
や
高
度
に
専
門
的
な
手
法
な
ど
の
変
化
は
、
こ
の
よ
う
な
捜
査
手

法
が
は
ら
む
緊
急
性
や
問
題
性
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
と
主
張
さ
れ
て
い



ドイツにおけるi替入捜査

(
げ
)

る
。
ま
た
、
判
例
上
潜
入
捜
査
官
が
問
題
に
な
っ
た
事
案
を
見
た
だ
け
で

も
、
少
な
く
と
も
一
九
九
二
年
の
立
法
化
以
前
か
ら
潜
入
捜
査
官
が
用
い

(
ゆ
)

ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
一
九

世
紀
末
に
は
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
潜
入
捜
査
官
が
、
当
時
ど
の
よ
う
に

利
用
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
類
似
す
る
他
の
捜
査
手
法
と
の
関
係

上
ど
の
よ
う
に
定
義
づ
け
ら
れ
、
区
別
さ
れ
て
い
た
の
か
を
判
断
す
る
こ

と
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
り
、
今
日
的
な
意
義
を
焦
点
と
す
る
本
稿
の
趣

旨
か
ら
は
外
れ
る
た
め
こ
の
場
で
の
検
討
は
控
え
る
が
、
連
絡
員
や
情
報

提
供
者
の
利
用
を
も
含
み
う
る
広
義
の
潜
入
捜
査
が
既
に
こ
の
頃
に
は
存

在
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
か
な
り
以
前
か
ら

潜
入
捜
査
官
の
有
効
性
・
必
要
性
な
ど
を
基
礎
に
し
た
実
質
論
的
な
主
張

が
展
開
さ
れ
て
い
た
一
方
で
、
比
較
的
最
近
、
特
に
一
九
九
二
年
の
組
対

法
立
法
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
種
の
捜
査
手
法
が
ど
の
様

に
し
て
正
当
化
き
れ
い
た
の
か
は
興
味
深
い
。
と
い
う
の
も
、
今
日
と
は

違
い
、
潜
入
捜
査
一
般
に
つ
い
て
の
明
文
に
よ
る
法
的
根
拠
は
存
在
し
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
従
来
は
、
潜
入
捜
査
官
の
法
的
根
拠
と
し
て
、
検

察
官
お
よ
び
警
察
官
の
一
般
的
な
捜
査
権
限
(
刑
訴
法
一
六
一
条
、
一
六

一
一
一
条
)
に
基
づ
い
て
許
さ
れ
る
と
い
う
の
が
多
数
説
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

潜
入
捜
査
官
は
任
意
捜
査
と
し
て
許
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で

(
ゆ
)

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ア
ジ
ャ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
ゥ

l
ル

(
酔

m
g
ζ
s
s
n
a
g『
)
お
よ
び
ロ
ツ
ク
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
エ
ル
(
「
。

nr立
ロ
巳
)

と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
お
と
り
捜
査
」
を
含
む
欺
問
的
捜
査
手
法
に
つ
い

て
、
整
然
と
定
義
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
な
さ
れ

(
初
)

て
い
た
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
潜
入
捜
査
官
な
ど
の
捜
査
手
法
が
ア
ジ

ヤ
ン
・
プ
ロ
ヴ
ォ
カ
ト
ゥ

l
ル
と
し
て
投
入
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
た
め
、

ま
ず
お
と
り
捜
査
と
潜
入
捜
査
(
広
義
)
を
区
別
す
る
際
に
、
人
的
区
別

が
可
能
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
潜
入
捜
査
官
が
ア
ジ
ヤ
ン
・
プ
ロ
ヴ
オ

カ
ト
ゥ

l
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
人
的
側
面
(
す

な
わ
ち
誰
が
役
割
を
担
う
か
)
に
着
目
し
て
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
捜
査
手
法

と
い
う
側
面
に
着
目
し
、
「
犯
罪
誘
発
↓
摘
発
」
型
を
お
と
り
捜
査
、
そ

し
て
「
組
織
内
部
へ
の
潜
入
↓
収
集
し
た
知
識
の
利
用
」
型
を
潜
入
捜
査

(
広
義
)
と
し
て
お
い
た
方
が
便
宜
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、

本
稿
で
は
、
潜
入
捜
査
(
広
義
)
に
含
ま
れ
る
一
一
一
つ
の
捜
査
手
法
、
す
な

わ
ち
瀞
入
捜
査
官
(
〈
開
)
、
連
絡
員
(
〈
'
ζ
S
E
)

お
よ
び
情
報
提
供
者

(
円
ロ

E
5
8同
)
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
捜
査
手
法

に
対
し
て
今
日
的
な
定
義
を
与
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

こ
と
さ
ら
潜
入
捜
査
官
の
み
が
刑
訴
法
の
カ
バ
ー
す
る
捜
査
手
法
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
、
い
わ
ゆ
る
強
制
処
分
と
し
て
制
度
化
さ
れ
て
い
る
た
め
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(
幻
)

で
あ
る
。

以
前
は
、
潜
入
捜
査
官
、
連
絡
員
お
よ
び
情
報
提
供
者
の
分
類
に
つ
い

て
は
様
々
な
定
義
付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
で
は
こ
れ

(n) 

ら
の
分
類
に
つ
い
て
は
一
応
の
解
決
が
図
ら
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま

ず
、
一
九
七
七
年
の
「
刑
事
お
よ
び
過
料
手
続
に
関
す
る
準
則
」
の
付
則

(
幻
)

D
(浬
∞
白
〈

E
Z加
自
己
)
の
登
場
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
捜
査
手
法
に
定

義
付
け
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
「
潜
入
捜
査
官
は
、

特
別
に
選
出
さ
れ
、
権
限
を
与
え
ら
れ
た
警
察
官
で
あ
り
、
刑
事
訴
追
と

い
う
目
的
の
た
め
に
架
空
の
関
係
を
利
用
し
て
犯
罪
の
発
生
し
そ
う
場
面

(
E
5
5
-
w
r
g
n
)
に
潜
入
す
る
。
同
時
に
、
そ
の
身
分
は
刑
事
手

続
に
お
い
て
秘
密
に
さ
れ
る
よ
と
規
定
さ
れ
た
。
連
絡
員
(
〈
E

冨
SE)

お
よ
び
情
報
提
供
者

(
E
P
E
g円
)
に
つ
い
て
も
こ
の
準
則
に
よ
り
{
蚕
義

付
け
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
。
そ

の
後
、
一
九
八
0
年
代
あ
た
り
か
ら
、
国
外
の
犯
罪
組
織
の
ド
イ
ツ
へ
の

進
出
に
よ
る
組
織
的
犯
罪
の
増
加
に
伴
い
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
け
る
組
織

(μ) 

犯
罪
対
策
の
た
め
の
法
整
備
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
具
体

的
に
は
、
薬
物
犯
罪
の
増
加
が
如
実
に
現
れ
、
一
九
八
八
年
に
は
、
麻
薬

に
よ
る
死
者
の
総
数
は
六
七
O
人
と
伝
え
ら
れ
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年

で
は
九
九
一
人
、
一
九
九
O
年
で
は
一
四
九
一
人
、
一
九
九
一
年
で
は
二

一
二
五
人
と
爆
発
的
に
増
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
警
察
が
把
握
し
て
い
る

薬
物
事
犯
の
総
数
だ
け
で
も
、
一
九
八
八
年
は
八
万
四
九
九
八
件
、
一
九

八
九
年
で
は
九
万
四
0
0
0
件
、
一
九
九
O
年
で
は
一

O
万
三
六
二
九
件
、

(
お
)

一
九
九
一
年
で
は
一
一
万
七
二

O
四
件
と
増
加
傾
向
を
示
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
中
で
、
潜
入
捜
査
官
制
度
を
め
ぐ
る
動
き
は

活
発
化
し
て
い
く
。
注
目
す
べ
き
は
、
一
九
八
三
年
の
い
わ
ゆ
る
「
国
勢

(
お
)

調
査
判
決
」
の
影
響
で
あ
る
。
元
々
は
、
一
般
的
な
捜
査
権
限
規
定
に
よ

り
正
当
化
さ
れ
る
と
さ
れ
て
い
た
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活
動
は
、
こ

の
判
決
に
よ
り
、
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
侵
害
に
当
た
る
こ
と
が
確

認
さ
え
た
。
つ
ま
り
、
誰
が
い
か
な
る
手
段
で
自
己
情
報
を
収
集
し
て
い

る
か
を
本
人
が
知
ら
さ
れ
ず
に
お
く
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た

(
幻
)

た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
潜
入
捜
査
官
制
度
の
立
法
的
な
意
味
が
生
じ
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
勢
調
査
判
決
と
前
後
し
て
ま
と

め
ら
れ
た
「
犯
罪
対
策
の
新
た
な
手
段
」

(Zgn
富
良

z
a
g
円
雪
〈
刊
号
R
d

s
g谷
町

E
B匂
旨
謂
)
は
、
潜
入
捜
査
官
の
導
入
を
織
り
込
ん
で
い
た
が
、

こ
の
提
案
は
、
潜
入
捜
査
官
の
犯
罪
関
与
を
認
め
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、

(
お
)

厳
し
い
批
判
に
曝
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
八
八
年
の
「
刑
事
訴
訟
法
の

改
正
お
よ
び
補
充
に
関
す
る
参
事
官
草
案
」

(
m
n
p
B
E
g
g
gロユ

amM
。
町
同
町
民
町

M
N
R
〉
白
色
町
ロ
追
加

E
E開同

1

窓
口

N口
口
同
色
何
回
出
可
民
話
広
島
町

R
5
5
n
F
Z
)

で
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条
k
よ
り
一
六
三
条

n
と
し
て
潜
入
捜
査
官
規
定

が
設
け
ら
れ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
翌
年
に
は
政
府
草
案
が
作
成
さ
れ
、
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連
邦
参
議
院
は
一
九
九
O
年
五
月
同
法
の
草
案
を
と
り
ま
と
め
、
連
邦
議

(
お
)

会
に
送
付
し
た
が
、
採
択
に
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
若
干
の
修
正
が
施

さ
れ
、
一
九
九
一
年
七
月
に
改
め
て
連
邦
議
会
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な

(
初
)

る
。
連
邦
議
会
で
は
、
若
干
の
留
保
・
反
対
意
見
は
あ
っ
た
が
法
案
は
可

決
さ
れ
、
連
邦
参
議
院
の
議
決
を
経
て
、
一
九
九
二
年
七
月
に
成
立
し
九

(
幻
)

月
に
施
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

ドイツにおける潜入捜査

一
九
九
二
年
の
組
織
犯
罪
対
策
法
で
は
、
組
織
犯
罪
克
服
の

た
め
の
様
々
な
手
法
が
、
実
体
法
上
・
手
続
法
上
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
潜
入
捜
査
官
に
つ
い
て
も
、
同
組
対
法
に
よ
り
新
た
な
捜
査

手
法
と
し
て
正
式
に
刑
訴
法
の
枠
内
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
法
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
「
潜
入
捜
査
官
と
は
、
警
察
職
務
に

携
わ
る
公
務
員
で
あ
り
、
長
期
間
に
わ
た
り
彼
に
与
え
ら
れ
た
変
更
し
た

身
分
(
架
空
身
分
)
の
下
で
捜
査
を
行
う
。
潜
入
捜
査
官
は
、
そ
の
架
空

身
分
を
利
用
し
て
法
律
行
為
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
(
刑
訴
法
一

一
O
条

a第
二
文
)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
刑
訴
法
内
に
明
文
化
さ
れ
た

こ
と
に
よ
り
、
潜
入
捜
査
官
の
法
律
上
の
意
義
は
明
確
に
な
っ
た
と
い
え

る
が
、
同
条
項
は
こ
れ
ま
で
の
定
義
付
け
を
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
も
の

と
も
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
法
に
よ
る
定
義
付
け
自
体
は
そ
れ
ほ
ど

意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注

目
す
べ
き
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
条
項
に
よ
り
潜
入
捜
査
官
の

そ
こ
で
、

投
入
条
件
お
よ
び
権
能
が
明
確
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
.
刑
訴
法
二

O
条

a
R

刑
訴
法
一
一

O
条

a以
下
の
規
定
を
中
心
に
潜
入
捜
査
官
の
要
件
と
権

能
を
説
明
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
潜
入
捜
査
官

の
投
入
は
一
一

O
条

a
一
項
の
カ
タ
ロ
グ
犯
罪
の
捜
査
に
向
け
ら
れ
た
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
他
の
要
件
と
し
て
は
、
他
の
捜
査
手
法

に
よ
る
代
替
の
困
難
性
が
挙
げ
ら
れ
る
(
刑
訴
法
一
一

O
条

a
一
項
)
。

ま
た
、
原
則
的
に
検
察
官
の
同
意
が
必
要
と
な
り
(
刑
訴
法
一
一

O
条
b

一
項
て
さ
ら
に
特
定
の
場
合
に
は
裁
判
官
の
同
意
が
必
要
と
な
る
(
刑

訴
法
一
一

O
条
b
二
項
、
特
定
の
被
疑
者
に
向
け
ら
れ
た
瀞
入
捜
査
官
の

投
入
お
よ
び
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
住
居
へ
の
立
入
り
)
。
こ
れ
ら
の
要
件

が
充
足
さ
れ
る
場
合
に
限
り
、
潜
入
捜
査
官
は
架
空
身
分
を
用
い
て
組
織

へ
潜
入
し
情
報
の
収
集
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、

潜
入
捜
査
官
の
身
元
は
、
投
入
の
終
了
後
も
秘
密
を
保
障
さ
れ
る
(
刑
訴

法
一
一

O
条

b
一
一
一
項
)
。
ま
た
、
潜
入
捜
査
官
の
投
入
に
よ
り
収
集
さ
れ

た
情
報
は
、
当
該
犯
罪
に
係
る
公
判
廷
で
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
潜
入
捜
査
官
が
身
元
を
明
か

(
辺
)

さ
ず
に
証
言
す
る
可
能
性
も
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
潜
入
捜
査
官
は
、
加
木

北法56(4.305)1857 
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空
身
分
を
用
い
て
住
居
権
者
の
悶
意
を
得
、
そ
の
同
意
に
基
づ
き
私
的
住

居
へ
立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
架
空
身
分
を
越
え
て
立
入

{
ね
)

権
限
が
あ
る
よ
う
に
装
つ
て
は
な
ら
な
い
(
刑
訴
法
一
一

O
条
C
)
0

ま

た
、
こ
の
立
入
は
事
後
的
に
権
利
者
に
報
告
さ
れ
る
(
刑
訴
法
一
一

O
条

d
)
。
潜
入
捜
査
官
が
収
集
し
た
人
物
に
関
す
る
情
報
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
一
項
の
カ
タ
ロ
グ
に
含
ま
れ
る
犯
罪
行
為
の
解
明
の
た
め
に
利
用

さ
れ
る
場
合
に
限
っ
て
、
他
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
も
証
拠
と
し
て
使
用

さ
れ
う
る
(
刑
訴
法
一
一

O
条
e

)

0

第
二
章

情
報
収
集
活
動
と
尋
問
に
関
す
る
規
定

(
m
m
Z少

5
aお
印

司

C
)

一
.
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集

活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
後
に

公
判
手
続
き
に
お
い
て
被
告
人
の
有
罪
立
証
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
こ
と

(M) 

を
目
的
と
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
て
い

る

【
設
例
一
】

あ
る
証
人
に
よ
っ
て
、
警
察
の
嫌
疑
は
被
告
人
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
警
察
は
、
こ
の
証
人
を
使
っ
て
被
告
人
に
親
密
な
電
話
を
か
け

さ
せ
、
被
告
人
の
有
責
行
為
に
つ
い
て
詳
し
く
尋
ね
る
よ
う
に
要
請
し
た
。

外
国
語
で
行
わ
れ
た
こ
の
会
話
は
、
警
察
の
用
意
し
た
通
訳
人
に
よ
っ
て

傍
受
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
証
人
は
認
識
し
て
い
た
。
こ
の
通
訳

人
は
、
公
判
手
続
き
に
お
い
て
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
被
告
人
に
不
利

な
証
言
を
行
っ
た
。
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【
設
例
二
】

警
察
は
、
被
告
人
と
一
緒
に
逮
捕
さ
れ
た
人
物

A
を
、
被
告
人
と
同
房

に
収
監
し
た
。
そ
の
目
的
は
、

A
に
対
す
る
被
告
人
の
信
頼
を
利
用
し
て
、

被
告
人
の
行
為
経
過
を
巧
み
に
聞
き
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
目
的
通

り、

A
は
被
告
人
か
ら
被
告
人
に
不
利
な
情
報
を
聞
き
出
し
、
警
察
は
こ

れ
を
被
告
人
の
有
罪
立
証
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
使
用
し
よ
う
と
し
た
。

【
設
例
=
一
】

連
絡
員
(
〈
'
冨
白
ロ
ロ
)
が
、
警
察
の
薬
物
取
締
課
長
の
い
る
と
こ
ろ
で
、

共
犯
者
と
し
て
被
告
人
に
電
話
を
し
、
そ
の
結
果
、
録
音
媒
体
に
被
告
人

の
自
己
負
罪
供
述
が
録
音
さ
れ
、
後
に
被
告
人
に
不
利
な
証
拠
と
し
て
使



用
さ
れ
た
。

潜
入
捜
査
は
、
以
上
の
よ
う
な
活
動
に
よ
り
被
告
人
に
不
利
な
情
報
を

収
集
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
手
法
で
収
集
さ

れ
た
情
報
を
、
公
判
手
続
き
に
お
い
て
使
用
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
刑
訴
法
二
二

六
条
一
項
第
二
丈
お
よ
び
二
二
六
条

a
一
項
の
内
容
で
あ
る
。

二
.
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
二
一
六
条

a

ドイツにおける潜入捜査

ド
イ
ツ
刑
訴
法
で
は
、
二
二
六
条
に
お
い
て
「
最
初
の
尋
問
(
甲
田
再
開

〈
m
E
S
S
E
m
)
」
が
、
一
一
二
六
条

a
に
お
い
て
「
禁
止
さ
れ
る
尋
問

(〈刊号。円

gm
〈伺
B
S
5
5想
B
2
z
e
=
)
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て

い
る
。
滋
入
捜
査
官
あ
る
い
は
連
絡
員
と
の
関
係
上
特
に
問
題
と
な
る
の

が
、
一
二
六
条
一
項
第
二
丈
、
お
よ
び
、
一
三
六
条

a
一
項
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
前
者
は
、
「
最
初
の
尋
問
の
開
始
の
際
、
被
疑
者
に
対
し
て
、

嫌
疑
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
犯
罪
事
実
及
び
考
慮
さ
れ
て
い
る
罰
条
を
告

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
第
一
文
)
。
さ
ら
に
、
被
疑
事
実
に
つ
い
て
陳

述
す
る
か
、
あ
る
い
は
陳
述
し
な
い
か
は
、
法
律
上
そ
の
任
意
で
あ
る
こ

と
、
ま
た
、
い
つ
で
も
、
|
|
尋
問
の
前
で
あ
っ
て
も
ー
ー
そ
の
選
任

す
る
弁
護
人
と
相
談
で
き
る
こ
と
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

文
)
。
」
と
規
定
す
る
。
よ
っ
て
、
同
規
定
か
ら
は
、
証
言
の
自
由
お
よ
び

弁
護
人
に
相
談
す
る
権
利
の
二
つ
が
導
か
れ
る
。
ま
た
、
後
者
は
、
「
被

疑
者
の
意
思
決
定
及
び
意
思
活
動
の
自
由
は
、
暴
行
、
疲
労
、
傷
害
、
薬

物
の
投
与
、
苦
痛
、
欺
同
又
は
催
眠
術
に
よ
っ
て
侵
害
し
て
は
な
ら
な
い
。

強
制
は
、
刑
事
手
続
法
(
印
可
民
話
広
島
Z
8
5
8
n
Z
)
が
許
容
す
る
限
度
で

の
み
、
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
刑
事
手
続
法
の
規
定
に
よ
り
許

容
さ
れ
て
い
な
い
処
分
を
も
っ
て
強
要
す
る
こ
と
及
び
法
律
に
規
定
さ
れ

て
い
な
い
利
益
を
約
束
す
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
禁
止
さ
れ
る
。
」
と
す

る
。
こ
こ
で
は
、
欺
同
が
問
題
と
な
る
。

第

以
上
の
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
上
記
事
例
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
お
よ

び
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
と
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条
お
よ
び
一
=
一
六
条

a
か
ら
証
拠
使
用
禁
止
(
〈
刊

2
2
5加
出
足
号
旦
が
導
か
れ
る
可
能
性
が

生
じ
る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
取
り
扱
う
情
報
収
集
活
動
を
改
め
て
整
理
し
て

お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
潜
入
捜
査
官
あ
る
い

は
連
絡
員
が
、
自
分
が
「
警
察
の
回
し
者
」
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
ぬ
ま
ま

情
報
収
集
活
動
を
行
う
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
端
的
に
い
う
と
、
そ

れ
ら
の
情
報
収
集
者
が
架
空
身
分
を
用
い
て
尋
問
を
行
う
こ
と
が
問
題
な

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
分
を
隠
し
て
尋
問
を
行
う
こ
と
が
こ
れ
ら
の
条
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項
に
反
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
各
条
項
を

ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
よ
っ
て
結
果
が
違
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
二
つ
の
根
拠
か
ら
の
証
拠
使
用
禁
止
(
〈
伺

2
2
5
m
E認
定
問
?

ぎ
円
)
が
容
易
に
想
定
さ
れ
う
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
に

よ
っ
て
禁
じ
ら
れ
て
い
る
「
欺
同
に
よ
る
尋
問
方
法
」
、
お
よ
び
二
二
六

条
一
項
第
二
丈
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
告
知
義
務
に
対
す
る
違
反
で

あ
る
。
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
、
ロ
ク
シ
ン
(
列
。
三
口
)
に
よ
り
ま
と

め
ら
れ
た
論
稿
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
判
例

の
見
解
お
よ
び
理
論
状
況
、
さ
ら
に
彼
自
身
の
見
解
を
紹
介
し
て
お
く
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
一
三
六
条

a
は
、
不
当
な
尋
問
方

法
と
し
て
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
を
列
挙
す
る
中
で
、
欺
同
に
よ
る
被
疑
者

の
意
思
決
定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
を
掲
げ
て

い
る
。
こ
の
点
、
潜
入
捜
査
に
お
い
て
、
潜
入
捜
査
官
(
〈
開
)
お
よ
び

連
絡
員
(
〈
'
玄
包
ロ
)
が
架
空
身
分
を
用
い
て
尋
問
を
す
る
こ
と
が
、
こ

こ
で
規
定
さ
れ
る
「
欺
問
」
に
当
た
ら
な
い
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
判
例

は
、
二
ニ
六
条

a
の
意
味
に
お
け
る
欺
岡
の
存
在
を
否
定
す
る
。
す
な
わ

ち
、
二
二
六
条

a
の
意
味
に
お
け
る
欺
間
と
は
、
意
思
決
定
の
自
由
お
よ

び
意
思
活
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
欺
同
に
の
み
妥
当
し
、
そ
の
具
体
例
と

し
て
、
被
告
人
に
対
し
て
彼
の
共
犯
者
が
既
に
自
白
し
た
と
か
、
も
う
証

拠
は
十
分
に
揃
っ
て
い
る
な
ど
と
述
べ
て
自
白
を
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
挙

(
お
)

げ
ら
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
一
三
六
条

a
に
い
う
欺
同
と
は
、
被
疑
者

の
決
定
の
自
由
が
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
狭
く
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な

(
お
)

場
合
の
み
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
事
例
に
お
い

て
は
、
被
告
人
が
供
述
ま
た
は
自
白
を
す
る
よ
う
に
圧
力
に
曝
さ
れ
た
と

見
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
の
は
、
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
陳
述
を

行
、
っ
か
行
わ
な
い
か
の
決
定
は
完
全
に
彼
の
側
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
被
告
人
の
意
思
決
定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
は

侵
害
さ
れ
て
お
ら
ず
、
証
拠
使
用
禁
止
は
妥
当
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

(
幻
)

中耳、っ。
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し
か
し
な
が
ら
、
右
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
判
例
は
証
拠
禁
止
を
引

き
合
い
に
出
し
、
ロ
ク
シ
ン
も
そ
れ
に
同
調
す
る
。
こ
こ
で
、
第
二
の
根

拠
が
問
題
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
の
内
容

で
あ
る
。

一
.
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条
一
項
第
二
丈

刑
訴
法
一
三
六
条
一
項
第
二
文
は
次
の
よ
う
に
規
定
す
る
。
「
被
疑
事

実
に
つ
い
て
陳
述
す
る
か
、
し
な
い
か
は
、
法
律
上
そ
の
任
意
で
あ
り
、

い
つ
で
も
|
|
尋
問
の
前
で
あ
っ
て
も
ー
ー
そ
の
選
任
す
る
弁
護
人
と

相
談
す
る
こ
と
の
で
き
る
旨
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
己
と
。
こ
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こ
か
ら
、
さ
ら
に
二
つ
の
可
能
性
が
生
じ
る
。
一
つ
は
供
述
相
否
権
の
告

知
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
弁
護
人
に
相
談
で
き
る
権
利
の
告
知
で
あ
る
。

潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
り
行
わ
れ
る
上
記
設
例
の
ご
と
き
尋
問

は
、
こ
の
両
者
の
い
ず
れ
も
の
告
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
問
題
と
な
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
、
二
一
ヱ
ハ
条
一
項
第
二
文
を
ど
う
理

解
す
る
か
に
よ
っ
て
結
果
が
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
前
者
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ロ
ク
シ
ン
に
よ
れ
ば
二
つ
の
見
解

が
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
一
の
見
解
は
、
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
の
趣
旨
を

「
証
言
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
錯
誤
か
ら
の
被
疑
者
の
保
護
」
と
い
う

点
に
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
被
疑
者
を
心
理
的
強
制
状
態
に
お
い
て

尋
問
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
た
め
、
立
法
者
は
そ
こ
か
ら
被
疑
者
を
保

護
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
上
の
場
合

に
は
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
場
合
、
被
告
人
は
、

自
分
が
証
言
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
え
な
い
か

ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
の
見
解
か
ら
は
、
証
拠
使
用
禁
止
を
導
く
こ
と
は

で
き
な
い
。
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
二
刑
事
部
)
一
九
九
三
年
一

O
月
八

(
持
}

日
判
決
は
、
こ
の
見
解
を
採
用
し
て
い
る
。

他
方
で
、
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
の
趣
旨
を
、
「
国
家
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
錯
誤
に
基
づ
く
自
己
負
罪
の
阻
止
し
に
求
め
る
見
解
が
存
在

(
却
)

す
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
上
の
設
例
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
の
尋
問

は
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
反
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
に
は
証

拠
使
用
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
見
解
は
、
先
に
挙
げ
た

第
一
の
見
解
と
異
な
り
、
被
疑
者
が
主
観
的
に
圧
力
を
受
け
た
か
否
か
を

問
題
と
せ
ず
、
国
家
の
側
に
着
目
し
て
客
観
的
に
判
断
す
る
分
、
証
拠
使

用
禁
止
の
適
用
範
囲
を
広
げ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
刑
訴
法
一
一
二
六
条
一
項
第
二
文
は
、
国
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ

さ
れ
た
錯
誤
に
基
づ
く
自
己
負
罪
か
ら
保
護
を
行
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と

す
る
さ
ら
に
別
の
解
釈
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
よ
り
よ
い
根
拠
が
存
在

(
刊
)

す
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
自
己
負
罪
拒
否
特
権
(
口
吉
岡
中
8
5
B

同

E
?
の
E
E
E
Nこ
か
ら
、
同
様
の
保
護
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
連
邦

通
常
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
こ
の
原
則
は
、
自
己
負
罪
か
ら
の
保
護

の
み
な
ら
ず
、
「
事
情
の
解
明
に
つ
い
て
能
動
的
に
協
力
す
る
か
し
な
い

か
を
、
自
ら
判
断
す
る
と
い
う
被
疑
者
の
自
由
」
を
も
保
護
す
る
こ
と
が

(
叫
)

認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
欺
岡
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
声
の
サ
ン
プ
ル

(
位
)

に
つ
い
て
証
拠
使
用
禁
止
が
宣
言
さ
れ
た
事
案
が
あ
る
。
当
該
事
案
は
、

「
内
密
に
語
ら
れ
た
言
葉
が
録
音
媒
体
に
記
録
さ
れ
、
声
の
比
較
に
使
用

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
被
疑
者
を
欺
岡
し
、
被
疑
者
に
話
を
さ
せ

(
必
)

た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
収
集
さ
れ
た
サ
ン
プ
ル

は
、
結
果
的
に
被
告
人
の
不
利
に
使
用
さ
れ
た
も
の
の
、
自
己
負
罪
の
内

容
を
含
む
た
め
に
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
欺
問
を
利
用
し
た
や
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り
方
で
収
集
さ
れ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

自
己
負
罪
拒
否
特
権
か
ら
証
拠
使
用
禁
止
を
導
く
理
論
に
つ
い
て
、
ロ

ク
シ
ン
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
以
上
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

「
国
家
が
な
に
が
し
か
操
作
を
行
っ
て
被
疑
者
の
自
発
的
行
為
を
誘
発
す

る
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
国
家
的
欺
問

に
よ
っ
て
さ
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
自
己
負
罪
供
述
に
は
、
な
お
の
こ
と
妥

(
似
)

当
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
、
刑
訴
法
一
一
二
六
条
一
項
第
二
丈
後
段

の
弁
護
人
に
相
談
す
る
権
利
の
告
知
で
あ
る
。
判
例
は
、
こ
の
権
利
の
告

知
が
な
さ
れ
ず
に
、
被
告
人
が
弁
護
人
に
相
談
す
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た

(
江
川
)

場
合
に
つ
い
て
も
、
証
拠
使
用
禁
止
に
よ
る
制
裁
を
与
え
た
。
ま
た
、
ロ

ク
シ
ン
は
、
弁
護
人
に
相
談
す
る
権
利
は
、
本
質
的
に
、
自
己
負
罪
か
ら

の
保
護
に
も
有
益
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
と
い
う
の
は
、
弁
護
人
は
、
被

疑
者
が
自
己
を
有
罪
に
し
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
関
与
す
る
べ
き
か

否
か
、
あ
る
い
は
ど
の
程
度
関
与
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
最
も
優
れ
た
助

(
必
)

言
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
次
の
こ
と
が
い
え
る
。
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡

員
が
、
対
象
者
に
接
近
し
、
架
空
身
分
を
用
い
て
、
あ
る
い
は
自
分
が
警

察
の
回
し
者
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
ず
に
、
そ
れ
と
な
く
犯
罪
に
関
係
す

る
事
実
を
聞
き
出
す

(
H
尋
問
)
場
合
、
証
拠
使
用
禁
止
が
生
じ
る
。

最
初
に
容
易
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条

a
に
よ
り
禁
止

さ
れ
る
欺
岡
を
用
い
た
尋
問
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
は
こ
こ
で

い
う
欺
岡
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
二
二
六
条

a
の

意
味
に
お
け
る
欺
岡
は
、
意
思
決
定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
を

侵
害
す
る
欺
同
に
と
ど
ま
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
は
尋
問
官
が
「
証
拠
は

も
う
揃
っ
て
い
る
の
だ
」
な
ど
と
述
べ
て
被
疑
者
の
意
思
決
定
の
余
地
を

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
狭
め
て
し
ま
う
場
合
を
意
味
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

潜
入
捜
査
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
尋
問
に
つ
い
て
は
、
欺
岡
は
問
題
に
な

(
幻
)

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
三
六
条

a
に
よ
る
証
拠
使
用
禁
止
は
生
じ
な

町

ν
次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
刑
訴
法
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
で
あ
る
。
木

条
は
、
陳
述
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
告
知
す
る
義
務
、
お
よ
び
弁
護
人
に

相
談
す
る
権
利
の
告
知
を
義
務
づ
け
て
い
る
。
上
述
の
よ
う
な
潜
入
捜
査

官
お
よ
び
連
絡
員
の
情
報
収
集
活
動
が
、
こ
れ
に
反
し
な
い
か
が
問
題
と

な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
主
に
二
つ
の
見
解
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
結

論
が
異
な
っ
て
く
る
。
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第
一
の
見
解
は
、
本
規
定
の
趣
旨
は
「
証
言
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」

と
い
う
心
理
的
強
制
か
ら
の
被
疑
者
の
保
護
に
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、

心
理
的
強
制
と
い
う
錯
誤
か
ら
被
疑
者
を
保
護
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
意
味
で
は
、
上
述
の
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
の
情
報
収
集
活
動
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は
問
題
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
尋
問
対
象
者
(
被
疑
者
)

は
自
分
が
話
し
て
い
る
相
手
が
国
家
お
よ
び
そ
の
回
し
者
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
な
い
た
め
、
陳
述
を
強
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
見
解
か
ら
も
証
拠
使
用
禁
止
は
生
じ
な
い
。

第
二
の
見
解
は
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
「
国
家
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た

錯
誤
に
基
づ
く
自
己
負
罪
の
回
止
」
に
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
の

見
解
と
異
な
り
、
尋
問
対
象
者
の
内
面
を
問
題
と
し
な
い
。
つ
ま
り
、
被

告
人
が
主
観
的
に
ど
う
思
っ
て
い
た
の
か
は
関
係
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

証
拠
使
用
禁
止
の
適
用
範
囲
は
大
き
く
広
が
る
こ
と
に
な
る
。
上
記
の
場

合
に
も
当
然
に
証
拠
使
用
禁
止
が
妥
当
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
は
国
家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
錯
誤
に
基
づ
く
自
己
負
罪
か
ら
の
保
護
を
目
的
と
す
る
と
い
う
見
解
に

は
、
広
が
り
が
あ
り
、
さ
ら
に
よ
り
説
得
的
な
根
拠
づ
け
が
加
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
一
つ
は
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
よ
る
根
拠
づ
け
で
あ
る
。

こ
の
原
則
は
、
自
己
負
罪
の
場
合
の
み
な
ら
ず
、
事
案
の
解
明
に
関
わ
る

か
否
か
を
自
ら
判
断
す
る
権
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
収
集
さ
れ
た

証
拠
に
は
証
拠
使
用
禁
止
が
働
く
。
ま
た
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
が
弁
護

人
に
相
談
す
る
権
利
の
保
障
で
あ
る
。
上
述
の
情
報
収
集
活
動
の
場
合
、

弁
護
人
に
相
談
す
る
権
利
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
か

(
必
)

ら
も
証
拠
使
用
禁
止
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
を
勘
案
す
れ
ば
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
か
ら
証
拠
禁
止
を
導
く
こ

と
は
困
難
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
か
ら
証
拠
使
用

禁
止
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

四
.
情
報
収
集
活
動
の
正
当
化
l

|
積
極
的
見
解
の
検
討

以
上
、
ロ
ク
シ
ン
の
見
解
に
の
っ
た
か
た
ち
で
、
潜
入
捜
査
に
お
け
る

情
報
収
集
活
動
と
尋
問
に
関
す
る
二
つ
の
規
定
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
ド

イ
ツ
に
お
け
る
理
論
の
状
況
を
紹
介
し
た
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
は
、
刑
訴
法
二
一
一
六
条

a
に

は
反
し
な
い
と
し
つ
つ
も
、
な
お
刑
訴
法
一
三
一
六
条
一
項
第
二
文
に
関
す

る
問
題
を
ク
リ
ア
ー
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
に
対
し
て
証
拠
禁
止
が
導
か

れ
う
る
領
域
を
広
く
認
め
る
。

こ
れ
に
対
し
、
ラ
ゴ
ト
ニ
イ

(Faaミ
)
は
、
結
論
と
し
て
は
、
刑

訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
は
、
一
一
一
一
六
条

a
お
よ
び
一
三
六
条
一
項

(
的
)

第
二
文
の
構
造
的
な
例
外
を
生
み
出
す
と
す
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
、
っ
と
、

刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
情
報
収
集
活
動

は
、
一
三
六
条

a
の
「
欺
岡
禁
止
」
お
よ
び
一
一
一
一
六
条
一
項
第
二
文
の
「
告

知
義
務
」
に
反
す
る
と
し
つ
つ
も
、
憲
法
上
合
理
性
の
あ
る
正
当
化
が
可
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能
で
あ
る
と
し
て
、
「
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
『
架
空
身
分
に
条
件
付
け
ら

(
卯
)

れ
た
欺
同
』
は
例
外
的
に
許
可
さ
れ
る
」
と
い
う
主
張
を
行
う
。
そ
し
て
、

黙
秘
権
が
重
要
で
あ
る
と
し
つ
つ
も
、
黙
秘
権
に
と
っ
て
は
「
情
報
自
己

(
日
)

決
定
権
」
は
問
題
で
は
な
い
と
し
て
、
む
し
ろ
、
刑
事
訴
追
機
関
お
よ
び

自
己
の
刑
事
訴
追
と
そ
れ
に
関
す
る
基
本
権
侵
害
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
義
務
か
ら
の
保
護
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
国
家
的
侵
害
に

(
臼
)

対
す
る
授
権
が
問
題
と
な
る
と
い
う
。
結
果
と
し
て
は
、
ラ
ゴ
ト
ニ
ィ
に

よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
問
題
に
は
法
治
国
家
原
則
に
つ
い
て
の
詳
細
な
考
慮

が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
、
た
ん
な
る
悪
知
恵
的
な
策
略
で
は
な

い
黙
秘
権
回
避
の
た
め
の
正
当
化
が
図
ら
れ
う
る
領
域
が
そ
こ
か
ら
導
か

れ
る
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
ゴ
ト
ニ
ィ
が
、
法
治
国
家
原
則
か
ら
、

具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
理
論
構
成
に
よ
っ
て
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活

動
を
憲
法
上
正
当
化
す
る
の
か
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
困

難
で
あ
り
、
ま
た
ラ
ゴ
ト
ニ
ィ
自
身
も
論
稿
の
中
で
明
確
に
し
て
い
る
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

ラ
ゴ
ト
ニ
ィ
以
外
に
も
、
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活
動
を
正
当
化
す

る
議
論
は
多
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
ポ
イ
ン
ト
は
二
点
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条

a
の
「
欺
同
禁

止
」
を
ど
う
ク
リ
ア
ー
す
る
か
と
い
う
の
が
一
つ
で
あ
り
、
他
方
、
一
一
一
一

六
条
一
項
第
二
文
の
「
告
知
義
務
」
の
問
題
を
い
か
に
回
避
す
る
か
と
い

う
の
が
二
つ
め
で
あ
る
。
こ
の
両
条
項
は
、
い
ず
れ
も
「
尋
問
」
に
関
す

(

目

白

)

る
規
定
で
あ
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点

か
ら
、
潜
入
捜
査
官
と
被
疑
者
と
の
会
話
は
尋
問
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外

の
別
の
証
拠
収
集
の
類
型
で
あ
る
と
主
張
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
四
年
七
月
一
一
一
日
判
決
は
、

尋
問
の
概
念
に
つ
い
て
、
「
尋
問
者
が
証
人
に
対
し
て
職
務
的
地
位
に
お

い
て
(
例
え
ば
、
警
察
官
あ
る
い
は
税
関
職
員
と
し
て
、
ま
た
は
検
察
官

あ
る
い
は
裁
判
官
と
し
て
)
対
面
し
、
そ
の
身
分
に
お
い
て
彼
の
情
報
を

(
M
)
 

要
求
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
同
様
の
見
解
を
示
す
論

者
と
し
て
、
ロ
ガ
ー
ル
は
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条

a
は
、
直
接
的
に
は
尋
問

に
の
み
適
用
さ
れ
、
そ
の
他
の
証
拠
収
集
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。

そ
し
て
、
二
二
六
条

a
三
項
第
二
文
の
証
拠
使
用
禁
止
は
供
述
の
み
を
カ

バ
ー
す
る
と
し
、
供
述
と
は
刑
訴
法
二
ニ
ム
ハ
条
一
項
第
二
丈
の
意
味
に
お

け
る
「
疑
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
意
思
の
表
明
」
の
こ
と
で
あ
り
、

そ
れ
は
「
国
家
機
関
の
面
前
で
尋
問
に
際
し
て
な
さ
れ
る
」
も
の
で
あ
る

と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
う
え
で
、
「
刑
訴
法
一
三
六
条
、
二
三
ハ

条

a
に
よ
り
対
象
と
さ
れ
て
い
る
状
況
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
潜
入
捜
査
官
の

(
日
)

投
入
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
存
在
し
な
い
。
」
と
結
論
づ
け
る
。

と
こ
ろ
で
、
グ
シ
イ
(
。
z
d
)
は
、
こ
の
第
一
刑
事
部
に
対
す
る
評

釈
の
な
か
で
、
「
「
尋
問
』
と
は
、
刑
事
訴
訟
上
の
根
拠
に
基
づ
い
て
、
そ
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(
白
川
)

の
意
思
に
つ
い
て
市
民
に
聞
く
こ
と
す
べ
て
を
い
う
。
」
と
定
義
づ
け
る
。

さ
ら
に
、
彼
は
、
尋
問
は
た
ん
な
る
回
答
義
務
(
〉

g
Eロ
S
E
n
Z
)
を

越
え
た
、
受
忍
義
務
(
り
己
広
口
語
名
g
n
y同
)
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て

(
幻
)

観
念
し
.
市
民
は
質
問
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
つ
ま
り
、

尋
問
は
受
忍
義
務
を
伴
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
で
な
い
場
合
の
質
問

を
尋
問
か
ら
排
除
す
る
。
そ
し
て
、
一
三
六
条
一
項
第
二
文
に
基
づ
く
告

知
義
務
は
、
対
象
者
が
尋
問
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
合

に
初
め
て
生
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
が
質
問
に
応
じ
る
か
否
か
を

自
由
に
決
定
し
う
る
場
合
は
、
告
知
の
必
要
は
な
い
と
い
う
議
論
を
展
開

(
関
)

す
る
。

ドイツにおける潜入捜査

一
方
で
、
同
じ
第
一
刑
事
部
判
決
の
評
釈
を
論
じ
た
者
と
し
て
ヴ
ィ

l

ト
マ
イ
ア
l

(
者
E
B
S伺
『
)
が
挙
げ
ら
れ
る
。
彼
は
、
グ
シ
ィ
の
こ
の
よ

う
な
見
解
に
つ
い
て
(
お
よ
び
判
決
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
)
、
明
確
な

法
的
根
拠
と
い
う
点
で
挫
折
す
る
も
の
だ
と
い
う
評
価
を
下
し
、
グ
シ
イ

の
見
解
は
回
答
義
務
を
越
え
て
「
尋
問
の
受
忍
義
務
」
と
い
う
余
計
な
権

(
的
)

利
侵
害
ま
で
も
根
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
、
グ
シ
ィ
の
見

解
が
、
市
民
に
対
す
る
強
制
的
な
受
忍
義
務
と
い
う
基
準
を
中
心
に
据
え

る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
の
よ
う
な
基
準
は
二
重
に
誤
り
で

(ω) 

あ
る
と
批
判
す
る
。

ま
ず
、
検
察
官
お
よ
び
裁
判
官
の
尋
問
に
つ
い
て
は
受
忍
義
務
が
存
在

す
る
が
、
警
察
官
に
よ
る
尋
問
の
場
合
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ

(
引
)

る
。
そ
し
て
、
「
警
察
に
出
頭
し
そ
の
質
問
を
受
忍
す
る
こ
と
が
義
務
づ

け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
日
頃
か
ら
多
く
の
人
が
、

被
疑
者
あ
る
い
は
証
人
と
し
て
警
察
に
よ
る
尋
問
を
受
け
て
い
る
よ
の

(
臼
)

で
あ
る
と
す
る
。
例
え
ば
、
自
ら
が
質
問
さ
れ
る
こ
と
に
大
き
な
価
値
が

あ
る
と
考
え
て
い
る
告
訴
人
は
、
そ
の
意
思
に
反
し
て
質
問
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
が
、
そ
の
場
合
で
も
警
察
に
よ
る
尋
問
が
問
題
と
な
る
し
、
ま
た

誰
か
が
警
察
で
自
ら
に
対
し
可
罰
的
行
為
の
罪
を
着
せ
、
被
疑
者
と
し
て

尋
問
さ
れ
る
こ
と
を
懇
願
す
る
と
い
う
極
端
な
事
例
に
お
い
て
も
こ
の
こ

(
臼
)

と
は
妥
当
す
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
要
す
る
に
、
ヴ
ィ

l
ト
マ
イ
ア
l
は、

「
事
件
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
る
場
合
は
、
無
条
件
で
警
察
に
よ
る
尋
問
が

(
似
)

問
題
と
な
る
」
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
受
忍
義
務
は
、
尋

(
白
山
)

聞
の
定
義
付
け
に
お
け
る
基
準
と
は
な
り
え
な
い
の
だ
と
い
う
。

さ
ら
に
ヴ
ィ

l
ト
マ
イ
ア

l
は
、
連
絡
員
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
「
尋
問
」

(
白
山
)

の
法
治
国
家
原
則
か
ら
の
背
理
も
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
警
察
の
連
絡

員
に
よ
る
、
被
疑
者
の
権
利
お
よ
び
供
述
拒
否
権
の
迂
回
を
非
難
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
治
国
家
原
則
か
ら
の
視
点
に
つ
い
て
、
彼
は
連

(
釘
)

邦
憲
法
裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
九
五
年
六
月
一
一
一
一
日
判
決
を
挙
げ
、

そ
の
内
容
に
こ
そ
、
法
治
国
家
的
刑
事
手
続
の
原
則
か
ら
導
か
れ
る
論
拠

(
同
叩
)

の
中
核
が
存
在
す
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
第
五
刑
事
部
は
、
「
嫌
疑
を
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か
け
ら
れ
て
い
る
者
(
〈
刊
丘
町
n
E個
師
)
が
、
た
だ
正
式
な
尋
問
を
迂
回
す

る
目
的
で
、
隔
絶
し
た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
の
会
話
に
意
図
的
に
巻
き
込

ま
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
刑
事
手
続
に
お
い
て
彼
に
不
利
に
利
用

さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
は
、
法
治
国
家
的
な
手
続
の
原
則
:
・
:
・
と
は
調
和

し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
公
正
な
手
続
が
保
障
す
る
、
正
式
の
尋

問
に
お
い
て
法
律
上
命
じ
ら
れ
て
い
る
被
疑
者
の
黙
秘
権
に
つ
い
て
の
告

知
が
迂
回
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
正
式
な
尋
問
の
枠
内
で
行
わ

れ
な
い
告
知
と
同
じ
で
あ
り
る
。
そ
し
て
、
憲
法
レ
ベ
ル
に
あ
る
被
疑
者

の
黙
秘
権
は
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
よ
と
論
じ
て
お
り
、

(ω) 

先
に
挙
げ
た
第
一
刑
事
部
判
決
と
は
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
。

(
初
)

さ
ら
に
、
上
記
連
邦
通
常
裁
判
所
第
一
刑
事
部
判
決
に
対
す
る
評
釈
と

し
て
、
シ
ユ
リ
ユ
ヒ
タ

1
3
n
z
z
n
v
g『
)
と
ラ

l
ト
ブ
ル
フ
(
河
邑

σ

(

n

)

(

η

)

 

g
n
F
)

に
よ
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
論
稿
は
、
ゼ

l
ボ
l
デ
(
同
町
四
宮
号
)

(
ね
)

と
デ
ン
カ

l

(口
町
三
宮
司
)
に
よ
る
新
た
な
尋
問
の
定
義
付
け
を
紹
介
し
、

自
説
を
補
強
す
る
。
シ
ユ
リ
ュ
ヒ
タ

l

/
ラ
l
ト
プ
ル
フ
は
、
ゼ

l
ボ
l

(
引
け
)

デ
に
よ
る
定
義
付
け
を
、
機
能
的
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
ゼ

l
ボ
l
デ
は
、

通
説
が
尋
問
を
、
外
面
的
な
形
式
、
す
な
わ
ち
尋
問
類
似
状
況
に
お
け
る

質
問
と
い
う
不
必
要
な
必
要
条
件
に
よ
っ
て
制
限
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

そ
し
て
、
尋
問
を
、
「
職
権
に
よ
る
(
白
星
-RE)
事
実
関
係
の
解
明
と
い

う
課
題
を
満
た
す
た
め
に
、
(
対
象
者
を
)
供
述
の
情
況
に
引
き
込
む
こ

(
九
)

と
」
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
具
体
的
に
は
、
刑
事
訴
追
の
枠
内
に
お
け
る

職
権
上
の
全
て
の
質
問
、
あ
る
い
は
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
全

て
の
聴
取
手
口

E
Eロ
明
)
に
は
、
刑
訴
法
二
三
ハ
条

a
が
適
用
さ
れ
る

し
、
国
家
的
刑
事
訴
追
機
関
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
必
ず
し
も
国
家

機
関
の
前
で
行
わ
れ
て
い
な
い
全
て
の
供
述
も
尋
問
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ

(
祁
)

る
、
と
い
、
っ
。
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ま
た
、
こ
れ
と
似
た
見
解
を
と
る
も
の
と
し
て
、
デ
ン
カ

l
が
挙
げ
ら

れ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
「
尋
問
と
は
、
あ
る
人
物
が
役
割
に
従
っ
て
今

な
お
実
質
的
に
間
定
さ
れ
て
い
な
い
知
識
の
放
棄
を
さ
せ
ら
れ
る
、
手
続

(
訴
訟
一

p
o
N
n
m
)
に
お
け
る
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
出
来
事

(η) 

で
あ
る
よ
と
い
う
。

シ
ユ
リ
ュ
ヒ
タ
l

/
ラ
l
ト
ブ
ル
フ
は
、
ゼ

l
ボ
l
デ
あ
る
い
は
デ
ン

カ
l
の
見
解
を
引
用
し
つ
つ
、
自
ら
の
見
解
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
、
尋
問
的
情
況
を
作
り
出
す
因
子
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
注
目
し
、
証
人
に
協
力
さ
せ
よ
う
と
す
る
刑
事

訴
追
機
関
の
意
思
の
現
れ

(
N
2
n
E
E加
)
の
中
に
、
尋
問
的
状
況
に
対

(
抱
)

す
る
因
子
が
存
在
す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、
国
家
機
関
の
側
に
尋
問
の
原

因
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
、
「
尋
問
的
状
況
は
、
連
絡
員

や
潜
入
捜
査
官
が
巧
み
に
(
情
報
を
)
聞
き
出
す
行
為
に
よ
っ
て
、
す
で

(
均
)

に
生
じ
て
い
る
」
の
だ
と
し
、
二
二
六
条

a
お
よ
び
一
二
一
六
条
一
項
第
二



(ω) 

文
の
適
用
を
認
め
る
。

五
.
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
一

O
条

a
R
-
立
法
以
前
の
状
況
|
|

刑
訴
法
二
ハ
一
条
お
よ
び
一
六
三
条
、
刑
法
三
四
条

ドイツにおける潜入捜査

と
こ
ろ
で
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a以
下
の
「
潜
入
捜
査
官
」
に
関
す
る

条
文
が
立
法
さ
れ
る
以
前
の
状
況
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
簡
単
に
紹
介
し

て
お
く
。
以
前
は
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
の
正
当
化
に
当
た
っ

て
主
に
二
つ
の
根
拠
が
示
さ
れ
た
。

ま
ず
、
一
つ
は
ド
イ
ツ
刑
法
=
一
四
条
か
ら
の
正
当
化
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
刑
法
三
四
条
は
、
免
責
的
緊
急
避
難
に
つ
い
て
定
め
た
規
定
で
あ
る

が
、
こ
れ
を
潜
入
捜
査
官
(
あ
る
い
は
連
絡
員
)
の
行
為
に
つ
い
て
適
用

す
れ
ば
、
彼
ら
の
行
っ
た
基
本
権
侵
害
を
正
当
化
で
き
る
と
す
る
考
え
で

あ
る
。
し
か
し
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
同
規
定
を
潜
入
捜
査
官
等
の
行
為

に
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
法
は
国
家
の
緊
急
避
難

(
別
)

を
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
法
三
四
条
か
ら
の
正

(
幻
)

当
化
は
簡
単
に
非
難
さ
れ
、
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
刑
訴
法
二
ハ
一
条
お
よ
び
一
六
三
条
に
よ
る
正
当
化
が
考
え
ら

れ
る
。
レ

l
プ
マ
ン

(mssgロ
)
に
よ
れ
ば
、
秘
密
裡
に
職
務
を
遂
行

す
る
警
察
官
の
投
入
の
許
容
性
は
、
刑
訴
法
二
ハ
一
条
お
よ
び
一
六
三
条

(
幻
)

か
ら
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
は
以
下
の
よ
う

な
批
判
が
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
一
六
一
条
お
よ
び
二
ハ
一
二
条

は
、
検
察
お
よ
び
検
察
の
た
ん
な
る
職
務
割
当
規
定
で
し
か
な
く
、
「
尋

問
権
お
よ
び
真
実
究
明
権
」
を
認
め
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

規
定
は
、
捜
査
に
権
限
を
与
え
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
基
本
権
侵
害
と
し

(
例
)

て
の
権
限
を
与
え
う
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

は
基
本
権
侵
害
の
な
い
潜
入
捜
査
を
取
り
扱
う
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

右
で
挙
げ
た
い
く
つ
か
の
設
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
情
報
収
集
活
動
、

お
よ
び
後
に
触
れ
る
住
居
へ
の
立
入
と
い
っ
た
潜
入
捜
査
活
動
は
、
刑
訴

法
二
ハ
一
条
お
よ
び
一
六
三
条
か
ら
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
。
も
っ
と
も
、
住
居
権
侵
害
が
」
一

O
条

c
に
よ
っ
て
正
当
化
で

き
る
か
に
つ
い
て
は
異
論
が
あ
り
、
基
本
権
違
反
で
あ
る
と
す
る
強
い
主

(
お
)

張
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
こ
と
に
す
る
@
本

稿
第
三
章
。

六
.
連
邦
通
常
裁
判
所
の
変
遷

潜
入
捜
査
(
広
義
)
の
対
象
者
に
対
す
る
質
問
に
よ
る
情
報
収
集
活
動

に
つ
い
て
は
、
学
説
の
多
く
が
こ
れ
を
尋
問
に
該
当
す
る
行
為
で
あ
る
と
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し
、
そ
の
た
め
刑
訴
法
一
三
六
条

aあ
る
い
は
一
三
六
条
一
項
第
二
文
の

適
用
を
認
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
説
に
お
け
る
支
配
的
見
解
は
、
こ
の

よ
う
な
情
報
収
集
活
動
に
対
し
て
は
消
極
的
な
立
場
を
と
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
、
判
例
が
こ
の
種
の
捜
査
手
法
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
下

し
て
き
た
の
か
も
興
味
深
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
特
に
こ
の
種
の
捜

査
手
法
が
問
題
と
な
り
始
め
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
事
案
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
き
た
も
の
を
中
心
に
、
判
例
の
態
度
の
変
遷
に
つ
い
て
概
観
を

与
え
て
お
き
た
い
。

ま
ず
最
初
に
確
認
す
べ
き
点
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
二
三
ハ
条

a
と

は
対
照
的
に
一
三
六
条
に
は
証
拠
禁
止
に
つ
い
て
触
れ
た
文
言
は
含
ま
れ

な
い
が
、
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
違
反
に
対
し
て
も
証
拠
禁
止
が
適
用
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
九

(
紛
)

二
年
二
月
二
七
日
判
決
は
、
二
二
六
条
一
項
第
二
文
の
告
知
義
務
に
反
し

て
収
集
さ
れ
た
供
述
に
対
し
て
証
拠
禁
止
を
適
用
し
た
初
め
て
の
事
案
で

(
釘
)

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
も
連
邦
通
常

裁
判
所
が
同
様
の
見
解
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

(
槌
)

る。
次
に
、
広
義
の
潜
入
捜
査
に
お
け
る
対
象
者
に
対
す
る
質
問
が
、
一
一
一
一

六
条
一
項
の
意
味
に
お
け
る
尋
問
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
が
あ

(
鈎
)

る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
四
年
七
月
一
一
一
日
判
決

は
、
尋
問
は
職
務
的
地
位
に
お
い
て
行
わ
れ
る
尋
問
で
あ
る
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
そ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
尋
問
に
は
、
尋
問
者
が
、
警
察
官
あ
る

い
は
税
関
職
員
、
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
と
し
て
被
尋
問
者
に
対
面
す
る

(
卯
)

こ
と
、
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
二
一
一
六
条
の
カ
バ
ー
す
る
領

域
を
「
正
式
な
尋
問
」
に
制
限
す
る
こ
と
で
、
連
絡
員
に
よ
る
質
問
を
阿

(
川
出
)

規
定
の
枠
外
に
置
き
、
証
拠
禁
止
か
ら
排
除
さ
せ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
中
支
配
的
見
解
は
、
潜
入
捜
査
官
ま
た
は
連
絡

員
に
よ
る
対
象
者
(
多
く
の
場
合
は
被
疑
者
)
に
対
す
る
質
問
を
尋
問
と

見
な
す
。
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
九
五
年
=
一
月
一
一
一
一
日

決
定
の
よ
う
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
「
正
式
な
尋
問
」
に
は
当
た
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
刑
訴
法
一
一
二
六
条
の
カ
バ
ー
す
る
尋
問
と
同
等
の
行

(
幻
)

為
と
み
な
さ
れ
る
。
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こ
れ
ま
で
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
立
場
を
総
合
す
る
と
、
ま
ず
、

六
条
違
反
に
対
し
て
も
一
三
六
条

a違
反
の
場
合
と
同
様
に
、
証
拠
禁
止

を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
一
部
の
判
例
は
異

な
る
見
解
を
と
る
も
の
の
、
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
る
対
象
者

に
対
す
る
質
問
に
も
一
三
一
六
条
一
項
第
二
文
の
告
知
義
務
お
よ
び
弁
護
人

と
相
談
す
る
権
利
が
働
く
こ
と
、
が
確
認
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
点

を
確
認
し
た
上
で
、
潜
入
捜
査
に
お
け
る
問
題
の
中
核
領
域
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
一
一
二
六
条
一
項
第
二
文
の
解
釈
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
通



常
裁
判
所
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

ドイツにおける潜入捜査

1
・
概
説
|
|
一
九
八

0
年
代
以
降
の
判
例
に
お
け
る
支
配
的
立

場
H
消
極

潜
入
捜
査
が
問
題
と
な
り
だ
し
た
一
九
八
0
年
代
以
降
の
連
邦
通
常
裁

(
幻
)

判
所
の
判
例
を
概
観
す
る
と
、
若
干
の
判
例
を
除
く
そ
の
多
く
が
消
極
的

な
立
場
に
立
つ
o

例
え
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
四
刑
事
部
)
一
九
八

三
年
三
月
一
七
日
判
決
は
、
警
察
の
指
示
に
よ
り
被
疑
者
に
電
話
を
か
け

た
連
絡
員
と
そ
の
被
疑
者
と
の
会
話
が
録
音
さ
れ
、
証
拠
と
し
て
使
用
さ

(
例
)

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
証
拠
使
用
禁
止
を
適
用
し
て
い
る
し
、
連
邦
通
常

裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
八
七
年
四
月
二
八
日
判
決
で
は
、
未
決
勾

留
中
に
被
疑
者
に
対
し
て
、
そ
の
同
一
房
の
未
決
勾
留
者
と
し
て
投
入
さ
れ

た
連
絡
員
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
、
証
拠
と
し
て
の
使
用
を
禁
じ

(
市
山
)

ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
比
較
的
最
近
の
第
五
刑
事
部

に
よ
る
二
つ
の
決
定
が
、
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
に
つ
い
て
先
に
挙
げ
た

ロ
ク
シ
ン
と
同
様
の
見
解
を
示
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
第

五
刑
事
部
の
決
定
に
よ
り
、
こ
の
種
の
問
題
に
対
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所

の
態
度
は
確
定
し
た
か
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
翌
一
九
九
六
年

(
幻
)

五
月
一
一
一
一
日
の
拡
大
刑
事
部
に
よ
る
決
定
は
、
こ
れ
ら
と
は
全
く
正
反
対

の
見
解
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
注
意
を
要
す
る
。

2
・
第
五
刑
事
部
の
二
つ
の
決
定
(
回
。

z
z∞
R
3
3・
凶
喜
一
回
。
国

Z
∞
R
-
3少
M
O
O
-
)

既
に
述
べ
た
と
お
り
、
一
九
八
0
年
代
以
降
、
連
絡
員
に
よ
る
尋
問
類

似
行
為
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
被
告
人
に
不
利
な
供
述
に
つ
い
て
は
、
連

邦
通
常
裁
判
所
の
判
断
の
主
流
は
消
極
的
な
立
場
を
示
し
て
き
た
。
こ
の

中
で
も
、
一
三
六
条
一
項
第
二
文
の
問
題
に
つ
い
て
特
に
詳
細
に
言
及
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
、
一
九
九
五
年
に
お
け
る
第
五
刑
事
部
の

二
つ
の
決
定
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
二
つ
の
決
定
か
ら
第
五
刑
事
部

の
見
解
の
抽
出
を
試
み
た
い
。

-
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)

(zgN-沼
ぷ
-
h
F
-
{
)
)

【
事
実
の
概
要
】

ピ
ス
ト
ル
と
ナ
イ
フ
の
売
買
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
。
警
察
は
、
彼
に

よ
っ
て
嫌
疑
が
被
告
人
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
証
人
に
、
被
告
人

に
責
任
を
負
わ
せ
る
行
為
に
つ
い
て
内
密
の
な
2Ez--nF)
電
話
で
詳

し
く
尋
ね
る
よ
う
に
要
請
し
た
。
ア
ラ
ビ
ア
語
で
行
わ
れ
た
こ
の
会
話
は
、

証
人
は
認
識
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
警
察
の
用
意
し
た
通
訳
人
に

よ
っ
て
傍
受

(E号
。
『

g)
さ
れ
た
。
州
裁
判
所
は
、
公
判
手
続
き
に
お

い
て
証
人
と
し
て
尋
問
を
受
け
た
通
訳
人
の
証
言
を
基
礎
に
、
被
告
人
を

一
九
九
五
年
三
月
二
二
決
定
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有
罪
と
し
た
。

{
判
決
要
旨
}

連
絡
員
(
〈

EFag)
が
、
刑
事
訴
追
機
関
の
指
示
を
受
け
被
告
人
と

の
問
で
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
行
い
、
ま
た
刑
事
訴
追
機
関
の
指
示
に
よ
り

第
三
者
に
よ
っ
て
傍
受
さ
れ
た
電
話
の
会
話
の
内
容
に
対
し
て
は
、
証
拠

使
用
禁
止
が
存
在
す
る
。

本
決
定
に
お
い
て
は
主
に
以
下
の
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

尋
問
の
定
義
、
連
絡
員
(
〈
七

30=)
の
利
用
の
当
否
、
刑
訴
法
一
三
六

条

a
お
よ
び
一
一
一
一
六
条
一
項
第
二
文
の
克
服
で
あ
る
。

ま
ず
、
尋
問
概
念
に
つ
い
て
、
当
第
五
刑
事
部
は
、
本
件
に
お
い
て
は
、

(
m
m
)
 

「
正
式
な
尋
問

(
8
5
F
Z
5
5
S
B
E加
)
」
は
存
在
し
な
い
と
論
じ
る
。

そ
し
て
、
連
絡
員
の
利
用
の
当
否
に
つ
い
て
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
先

(
川
町
)

例
に
従
い
、
二
一
一
六
条

a
に
対
す
る
侵
害
を
避
け
る
形
で
情
報
収
集
活
動

(
問
)

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
決
定
に
お
い
て
は
連
絡
員
の
尋
問
類
似
行
為
に

よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
の
証
拠
と
し
て
の
使
用
が
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、

本
決
定
の
意
義
は
こ
の
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
三
六
条

a
の
規
定
す
る
「
欺
岡
」
を
用
い
た
尋
問
の
禁
止
に
つ
い
て

は
、
本
条
項
の
意
味
に
お
け
る
欺
岡
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

当
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
い
う
欺
同
と
は
意
思
の
自
由
に
対

す
る
侵
害
を
伴
う
欺
岡
で
あ
る
と
さ
れ
る
た
め
、
本
件
尋
問
類
似
行
為
に

お
い
て
連
絡
員
が
警
察
の
協
力
者
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
な
い
こ
と
は
、
刑

(
則
)

訴
法
一
三
六
条

a
の
意
味
に
お
け
る
欺
同
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
。
そ

し
て
、
問
題
と
な
る
意
思
の
自
由
へ
の
侵
害
は
、
被
疑
者
の
権
利
で
あ
る

供
述
拒
否
権
の
不
告
知
の
問
題
で
あ
る
と
す
る
。

第
五
刑
事
部
は
、
本
件
に
お
い
て
は
正
式
な
尋
問
は
存
在
し
な
い
と
い

い
な
が
ら
、
他
方
で
当
刑
事
部
は
、
刑
訴
法
一
六
三
条

a
お
よ
び
二
二
六

条
一
項
第
二
丈
に
対
す
る
違
反
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
本
件
に
お
け
る
私

人
に
よ
る
尋
問
類
似
行
為
に
よ
っ
て
、
本
来
警
察
官
が
行
う
正
式
な
尋
問

に
お
い
て
必
要
と
な
る
被
疑
者
の
権
利
に
つ
い
て
の
告
知
を
迂
回
す
る
こ

(
問
)

と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
刑
事
部
は
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。
連
絡
員
が
聞
く
と
い
う
行
為
は
、
完
全
に
私
的
な
会
話

と
は
区
別
さ
れ
る
。
私
的
会
話
と
は
対
照
的
に
、
連
絡
員
は
情
報
を
刑
事

訴
追
機
関
に
提
供
す
る
。
連
絡
員
は
そ
の
知
識
に
基
づ
き
会
話
を
特
定
の

方
向
に
も
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
、
「
こ
の
よ
う
な
捜
査
戦
略
的
な
可
能

性
は
、
秘
密
裡
の
聴
取
の
全
体
像
を
特
徴
づ
け
、
単
純
に
、
被
疑
者
自
身

が
尋
問
的
状
況
に
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う
点
だ
け
を
狙
っ
た
考
慮
を
禁

(
問
)

じ
る
」
。
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」
の
よ
う
な
考
慮
の
背
景
に
は
、

二
二
六
条
一
項
第
二
文
の
保
護
の
対



象
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
当
刑
事
部
が
自
ら
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
件
第
五
刑

事
部
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
二
刑
事
部
)
一
九
九
三
年
一

O
月
八
日

(
附
)

判
決
と
は
見
解
を
異
に
す
る
。
こ
の
第
二
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
非

難
に
対
し
て
意
見
を
表
明
す
る
か
黙
秘
す
る
か
に
つ
い
て
の
被
疑
者
の
自

由
は
、
連
絡
員
の
電
話
に
よ
っ
て
彼
が
意
思
表
明
を
行
っ
た
場
合
で
も
侵

(
刈
)

害
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
問
題
は
な
い
と
す
る
。
要
す
る
に
、
第
二
刑

事
部
は
、
二
一
一
六
条
一
項
第
二
丈
の
保
護
の
対
象
を
、
意
思
決
定
の
自
由

お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
か
ら
の
保
護
と
解
し
、
被
疑
者

が
そ
の
意
思
に
反
し
て
自
己
の
行
為
の
非
難
に
対
し
て
意
思
表
明
を
さ
せ

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
問
題
と
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
を
と
っ
て

お
り
、
被
疑
者
が
供
述
を
義
務
づ
け
ら
れ
た
か
否
か
を
問
題
と
す
る
の
で

あ
る
。

ドイツにおける潜入捜査

こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
本
件
第
五
刑
事
部
は
、
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て

い
な
い
が
、
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
の
保
護
の
対
象
を
、
「
国
家
に
よ
っ

て
自
己
負
罪
を
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
の
保
護
」
と
考
え
て
い
る
と
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
二
刑
事
部
の
考
え
る
よ
う
に
、
意
思
決

定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
の
保
護
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、

本
件
に
お
い
て
も
被
告
人
が
連
絡
員
に
対
し
て
行
っ
た
意
思
表
明
は
問
題

と
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
件
第
五
刑
事
部
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
と
る
際
に
し
た
が
っ
た
先
例

と
し
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
四
刑
事
部
)
一
九
八
三
年
三
月
一
七
日

(
胤
)

判
決
お
よ
び
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
三
刑
事
部
)
一
九
八
六
年
四
月
九
日

(
即
)

判
決
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
前
者
は
、
連
絡
員
が
電
話
を
か
け
る
こ
と
に

よ
り
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
証
拠
を
収
集
す
る
た
め
に
、
被
告
人
を
し
て

自
己
負
罪
を
さ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
、
証
拠
使
用
禁
止
の
適
用
を
示
唆
し

(
刈
)

て
お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
も
本
件
第
五
刑
事
部
が
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条
一

項
第
二
丈
の
保
護
の
対
象
を
、
「
国
家
に
よ
り
自
己
負
罪
さ
せ
ら
れ
る
こ

と
の
阻
止
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。

-
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
五
刑
事
部
)

(
〈
三
倍
加
刊
宮
沢
Z
)
(
Z
∞R
-
3少
M
O
O
-
)

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
は
、
一
九
九
四
年
二
月
一
一
日
に
、
二
人
の
共
犯
者
と
被
害
者

S
の
家
を
襲
撃
し
た
。
被
告
人
は
犯
行
を
否
認
し
た
。
州
裁
判
所
の
刑
事

部
は
、
一
九
九
四
年
二
月
一
七
日
に
行
わ
れ
た
被
告
人
と
証
人

E
と
の
間

の
電
話
の
会
話
の
内
容
に
つ
い
て
の
証
人

F
の
供
述
を
根
拠
に
、
被
告
人

が
犯
人
で
あ
る
と
い
う
心
証
を
形
成
す
る
に
至
っ
た
。
証
人

F
の
供
述
に

至
る
ま
で
の
情
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

証
人

E
は
、
警
察
で
、
被
告
人
が
彼
に
対
し
て
電
話
で
の
会
話
の
中
で

一
九
九
五
年
二
一
月
二

O
日
決
定

北法56(4・319)1871



研究ノート

彼
が
犯
人
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
い
う
供
述
を
行
っ
た
。
こ
の
供
述
に

し
た
が
っ
て
、
警
察
は
、

E
と
被
疑
者
と
の
聞
の
さ
ら
な
る
通
話
を
指
示

し
た
。
証
人

F
は
、
相
手
方
の
通
話
者
の
会
話
を
傍
受
す
る
た
め
に
、
そ

の
通
話
に
際
し
て
エ
ジ
プ
ト
語
の
通
訳
と
し
て
警
察
に
よ
っ
て
協
力
を
求

め
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
電
話
の
会
話
の
直
後
に
、

F
は
そ
の
内
容
に
つ
い

て
警
察
に
よ
り
尋
問
を
受
け
た
。

州
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
会
話
の
内
容
を
証
拠
と
し
て
使
用
し
、
被

告
人
に
対
し
強
盗
罪
に
よ
り
六
年
の
懲
役
を
言
い
波
し
た
。

【
判
決
要
旨
】

当
刑
事
部
は
、
被
告
人
と
の
問
の
電
話
の
会
話
の
内
容
に
つ
い
て
の
証

人
F
の
供
述
を
州
裁
判
所
が
不
当
に
使
用
し
た
と
す
る
非
難
を
、
正
当
で

あ
る
と
見
な
す
。

本
件
に
お
い
て
も
、
連
絡
員
に
よ
る
電
話
の
会
話
が
行
わ
れ
、
警
察
に

傍
受
さ
れ
た
内
容
が
被
告
人
に
対
し
て
不
利
な
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る

か
否
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
点
、
警
察
の
傍
受
に
際
し
て

は
通
訳
人
が
介
在
し
て
い
る
点
な
ど
、
先
に
挙
げ
た
第
五
刑
事
部
の
一
九

九
五
年
三
月
一
一
一
一
日
決
定
と
か
な
り
の
部
分
が
類
似
す
る
。

ま
た
、
比
較
的
時
期
を
近
く
し
て
同
一
の
刑
事
部
に
よ
り
判
断
さ
れ
た

事
案
で
も
あ
り
、
そ
の
問
題
と
す
る
点
や
解
決
方
法
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
も
、
尋
問
の
定
義
、
連
絡
員

の
利
用
の
当
否
、
さ
ら
に
刑
訴
法
二
三
六
条

a
お
よ
び
一
一
一
一
六
条
一
一
項
第

二
文
が
問
題
と
な
り
、
一
九
九
五
年
三
月
一
一
一
一
日
決
定
と
同
じ
結
論
を
導

い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
再
び
第
五
刑
事
部
の
見
解
を
蒸
し
返

し
改
め
て
説
明
す
る
こ
と
は
蛇
足
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
判

例
と
の
関
係
上
、
新
た
に
確
認
で
き
た
点
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
る
。

先
に
挙
げ
た
一
九
九
五
年
三
月
一
一
一
一
日
決
定
に
つ
い
て
紹
介
し
た
際
、

連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
二
刑
事
部
)
一
九
九
三
年
一

O
月
八
日
判
決
と
の

違
い
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
第
二
刑
事
部
の
判
決
に
よ
れ
ば
、
刑

訴
法
一
一
一
一
六
条
一
項
第
二
丈
の
保
護
す
る
と
こ
ろ
は
、
意
思
決
定
の
自
由

お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
で
あ
り
、
よ
り
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
供

述
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
錯
誤
か
ら
の
保
護
を
目
的
と
す
る
が
、

第
五
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
一
一
二
六
条
一
項
第
二
丈
は
「
国
家
に
よ

り
自
己
負
罪
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
」
か
ら
の
保
護
を
行
う
と
い
う
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
こ
の
点
、
本
件
第
五
刑
事
部
は
、
告
知
の
原
則
は
正
式
な
尋

問
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
連
絡
員
が
質
問
し
警
察
官
が
そ
れ
を

傍
受
す
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
と
し
た
う
え
で
、
問
題
は
「
こ
の
よ
う

な
場
合
に
は
、
被
疑
者
の
意
思
の
自
由
は
、
彼
が
情
況
の
解
明
に
協
力
す

(
即
)

る
意
思
が
あ
る
か
否
か
と
い
う
点
に
存
在
す
る
」
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

本
件
で
は
、
被
疑
者
は
捜
査
機
関
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
決
定
を
全
く
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行
っ
て
い
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
自
由
は
も
は
や
保
障
さ
れ
て
い
な
い

(
川
)

の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
一
九
九
五
年
一
二
月
二

O
決

定
か
ら
、
第
五
刑
事
部
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条
は
意
思
の
自
由
を
保
障
す

る
と
考
え
る
が
、
そ
の
場
合
の
意
思
の
自
由
と
は
、
「
情
況
の
解
明
に
協

力
す
る
意
思
が
あ
る
か
否
か
を
決
定
す
る
」
自
由
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

(
山
)

意
味
で
第
二
刑
事
部
の
一
九
九
三
年
一

O
月
八
日
判
決
と
は
違
う
見
解
に

立
つ
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。

ドイツにおける潜入捜査

3
.
刑
事
拡
大
部
の
見
解
(
連
邦
通
常
裁
判
所
(
拡
大
部
)

(
山
)

年
五
月
一
一
一
一
日
決
定
)
(
回

c
z
g合
唱
己
申
)

本
件
は
、
先
に
挙
げ
た
一
九
九
五
年
一
二
月
二

O
日
決
定
に
関
与
し
た

第
五
刑
事
部
か
ら
刑
事
拡
大
部

(
C
Bロ
R
r
E円
)
に
移
さ
れ
判
断
さ
れ

た
事
案
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
拡
大
部
が
招
集
さ
れ
た
経
緯
を
明
確
に

し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
当
た
っ
て
は
、
拡
大
部
が
招
集
さ
れ

る
事
由
に
つ
い
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
拡
大
部
招
集
の
事
由
に
は
二

つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
各
部
が
判
例
を
変
更
し
よ
う

と
す
る
場
合
、
あ
る
い
は
原
則
に
関
わ
る
判
断
を
下
そ
う
と
す
る
場
合
の

い
ず
れ
か
で
あ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
第
五
刑
事
部
は
、
そ
の
他
の
刑
事

(
川
)

部
に
よ
る
判
例
を
変
更
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
第
五
刑
事
部
は
、
そ
こ
に
提
出
さ
れ
た
法
的
問
題
が
原
則
的
な
意

一
九
九
六

義
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
支
持
し
、
そ
の
た
め
に
裁
判
所
構

成
法
二
二
二
条
五
項
に
基
づ
き
、
事
件
を
拡
大
刑
事
部
の
審
議
に
か
け
た

(
山
川
)

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
よ
っ
て
招
集
さ
れ
た
本
件
拡
大
部
は
、
第
五
刑

事
部
と
は
見
解
を
異
に
し
、
次
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
て
い
る
。

【
判
旨
}

刑
事
訴
追
機
関
の
指
示
に
よ
り
、
私
人
が
、
捜
査
の
目
的
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
な
く
嫌
疑
を
有
す
る
者
(
〈
町
三
位
打
宮
前
町
)
と
証
拠
の
収
集
に
向

け
ら
れ
た
会
話
を
行
う
場
合
、
重
大
犯
罪
の
解
明
が
問
題
と
な
っ
て
お
り

そ
の
他
の
捜
査
手
法
の
投
入
で
は
事
案
の
調
査
が
ほ
と
ん
ど
期
待
で
き
な

い
か
実
質
的
に
不
可
能
で
あ
る
場
合
、
い
ず
れ
に
せ
よ
供
述
証
拠

(NE宮
z-umgg間
)
に
お
け
る
会
話
の
内
容
は
使
用
が
許
さ
れ
る
。

当
拡
大
部
の
判
断
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
拡
大
部
召
集
の
原
因
と

な
っ
た
号
言
。
，
g
E
S
E
?の
E
E
Sロ
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
こ
の
原

則
は
一
般
に
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
保
障
す
る
原
別
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

て
い
る
。
当
拡
大
部
が
こ
の
原
則
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た

の
か
に
つ
い
て
触
れ
る
前
に
、
本
件
拡
大
部
が
尋
問
類
似
行
為
の
当
否
を

検
討
す
る
に
あ
た
り
ど
の
よ
う
な
判
断
を
行
っ
た
の
か
、
そ
の
他
の
論
点
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に
つ
い
て
の
当
拡
大
部
の
見
解
を
見
て
い
き
た
い
。

本
件
拡
大
部
は
主
に
次
の
点
に
つ
い
て
判
断
を
加
え
て
い
る
。
す
な
わ

(
山
)

ち
、
第
五
刑
事
部
一
九
九
五
年
一
二
月
二

O
日
決
定
に
つ
い
て
み
て
き
た

よ
う
に
、
本
件
で
は
連
絡
員
に
よ
る
尋
問
類
似
行
為
が
問
題
と
な
る
。
つ

ま
り
、
捜
査
機
関
の
指
示
を
受
け
た
連
絡
員
が
、
そ
の
よ
う
な
事
情
を
隠

し
た
ま
ま
、
対
象
者
か
ら
そ
れ
と
な
く
情
報
を
収
集
す
る
行
為
が
、
刑
訴

法
二
二
六
条

a
お
よ
び
一
一
二
六
条
一
項
第
二
文
に
違
反
し
な
い
か
と
い
う

問
題
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
本
件
で
も
こ
れ
ら
の
規
定
と
の
関
係
上
、
ま

ず
尋
問
(
ぐ
S
M
Sヨ
ロ
ロ
加
)
が
問
題
と
な
り
、
そ
の
後
に
一
三
六
条

a
お

よ
び
一
三
六
条
一
一
項
第
二
文
の
問
題
の
克
服
が
論
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
本
件

決
定
に
お
い
て
特
に
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る

5
2中門
2
2
旬。
E
E∞民
N

の
問
題
に
つ
い
て
詳
論
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
説
明
す
る
。

ま
ず
、
尋
問
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
先
に
挙
げ
た
第
五
刑
事
部
の
二
つ

の
決
定
と
同
じ
見
解
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
刑
事
訴
訟
法
の
尋

問
の
概
念
に
は
、
尋
問
者
が
情
報
源
で
あ
る
人
物
(
〉
E
m
r
g宮
宮
3
2
)

(
つ
ま
り
被
疑
者
、
証
人
あ
る
い
は
専
門
家
)
に
、
職
務
上
の
地
位
に
お

い
て
対
面
し
、
そ
の
身
分
に
お
い
て
彼
ら
の
情
報
(
「
供
述
」
)
を
求
め
る

(
川
)

こ
と
が
含
ま
れ
る
。
」
と
い
う
。
こ
の
点
、
こ
れ
ま
で
の
第
五
刑
事
部
の

見
解
か
ら
変
化
は
な
い
。

次
に
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
の
「
欺
聞
を
用
い
た
尋
問
」
の
問
題
に
つ

い
て
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
本
件
に
お
い
て
は
、
連
絡
員
に
よ
る
尋
問

類
似
行
為
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
連
絡
員
と
し
て
活
動
し

た
私
人
は
、
そ
の
背
後
に
警
察
の
指
示
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
い

ま
ま
尋
問
に
類
似
し
た
行
為
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
二
ニ
ム
ハ
条

a
に
挙
げ
ら
れ
る
「
欺
同
を
用
い
た
尋
問
」
に
該
当
し
な
い
か
ど
う
か
と

い
う
点
が
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
件
拡
大
部
は
、
こ
れ

ま
で
の
第
五
刑
事
部
と
同
様
の
見
解
を
一
不
し
、
意
思
決
定
お
よ
び
意
思
活

動
の
自
由
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
意
思
の

自
由
を
侵
害
す
る
程
に
重
大
な
侵
害
は
、
本
件
に
お
け
る
尋
問
類
似
行
為

(
川
)

に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
程
度
判
断
の
ベ

l
ス

に
は
、
同
規
定
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
意
思
の
自
由
に
対
す
る
そ
の
他
の
侵

(
川
)

筈
と
の
比
較
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
欺
岡
以
外
の
禁
止
さ
れ
る
尋
問
方
法
(
例

え
ば
、
暴
行
、
傷
害
、
薬
物
の
投
与
な
ど
)
と
比
較
し
た
場
合
、
た
ん
に

身
分
を
明
ら
か
に
し
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
侵
害
と
は
見
な
さ

れ
ず
、
そ
れ
ら
他
の
侵
害
と
の
比
較
か
ら
導
か
れ
る
欺
同
の
領
域
に
は
含

ま
れ
な
い
と
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
三
六
条

a
に
関
す
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
拡
大
部
は
こ
れ
ま
で
の
第
五
刑
事
部
の

見
解
と
同
様
の
判
断
を
下
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

加
え
て
、
刑
訴
法
一
三
一
六
条
一
項
第
二
文
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
ず

本
件
で
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
尋
問
類
似
行
為
は
、
こ
の
規
定
に
い
う
と

北i去56(4・322)1874 
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(
川
)

こ
ろ
の
尋
問
の
定
義
に
は
含
ま
れ
な
い
、
と
す
る
。
ま
ず
こ
の
こ
と
に
よ

り
、
本
件
に
お
け
る
連
絡
員
が
被
疑
者
か
ら
そ
れ
と
な
く
情
報
を
聴
取
す

る
行
為
(
引
尋
問
類
似
行
為
)
を
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
の
適
用
領
域
の

枠
外
に
置
く
。
ま
た
、
本
規
定
の
保
護
の
対
象
は
何
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
は
、
被
疑
者
が
職
務
上
の
情
報
収
集
と
対
面
す
る
こ
と
で
生
じ
る
錯
誤

2
2ロ
ヨ
)
に
よ
り
供
述
義
務
を
承
認
し
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
被
疑
者
を

(
凶
)

保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
ま
で
の
第
五
刑
事
部
の
見
解
と
は
立

場
を
異
に
す
る
。
つ
ま
り
、
刑
訴
法
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
の
告
知
義
務

が
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
は
、
国
家
に
よ
る
自
己
負
罪
か
ら
の
被
疑

者
・
被
告
人
の
保
護
で
は
な
く
、
被
疑
者
被
告
人
が
供
述
義
務
が
あ
る
と

誤
認
す
る
こ
と
か
ら
の
保
護
だ
と
す
る
点
に
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
論
理
か
ら
、
拡
大
部
は
、
二
ニ
ム
ハ
条
一
項
第
二
文
の
意
義
と
目

的
か
ら
み
て
、
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
よ
う
な
尋
問
類
似
行
為
に

(
川
)

対
し
て
は
、
同
規
定
の
定
め
る
供
述
義
務
は
適
用
さ
れ
な
い
と
す
る
。

さ
ら
に
、
本
件
の
中
心
的
問
題
で
あ
る

5
5
?ぉ
S
E

ァ。E
E
Z
R
の

問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
連
邦
通
常
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
学
説
に
お

け
る
支
配
的
な
見
解
が
、
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
る
尋
問
類
似

行
為
に
つ
い
て
、
こ
の
原
則
の
克
服
を
断
念
し
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
、

連
邦
通
常
裁
判
所
の
刑
事
拡
大
部
で
こ
の
原
則
に
つ
い
て
の
判
断
が
行
わ

れ
た
こ
と
は
意
義
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
本
件
拡
大
部
は
、

B
S
2
g
m
E『
'
O
E
E
g
R
の
概
念
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
「
市
民
の
権
利
に
関
す
る
国
際
条

約
(
司

E
a
m
)
一
四
条
三
項

g
が
規
定
す
る
こ
の
原
則
の
中
心
的
な
意

味
に
よ
れ
ば
、
何
人
も
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
(
供
述
に
よ
り
)
自
己
を

有
罪
に
し
、
そ
れ
に
よ
る
有
罪
立
証
に
寄
与
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な

(
印
)

い
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
原
則
に
お
い
て
重

要
な
の
は
、
「
自
己
を
有
罪
に
す
る
こ
と
」
あ
る
い
は
「
自
己
の
有
罪
立

証
に
寄
与
す
る
こ
と
」
か
ら
の
保
護
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
ロ
ク
シ
ン
も
主
張
す
る
よ
う

(
悶
)

に
、
尋
問
類
似
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
者

l
|
多
く
の
場
合
は
被
疑

者
ー
ー
が
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
行
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
、
こ
の
原

則
に
対
す
る
違
反
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
結
論
と
し
て
、
拡
大

部
は
そ
れ
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
強
制
」
と
い
う
点
を
重
要
視
す

る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
本
件
拡
大
部
も
「
自
己
を
有
罪
に
す
る
こ
と
」

あ
る
い
は
「
自
己
の
有
罪
立
証
に
寄
与
す
る
こ
と
」
か
ら
の
保
護
が
、
こ

の
原
則
の
中
核
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
も
は
否
定
し
な
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
拡
大
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、

5
5
0
t
H
8
2
E
a
O
B
E
E
N
の
保
護
の

対
象
は
、
「
供
述
の
強
制
あ
る
い
は
刑
事
手
続
に
協
力
す
る
こ
と
の
強
制

(
問
)

か
ら
の
自
由
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
「
錯

(
凶
)

誤
か
ら
の
自
由
」
は
こ
の
原
則
の
適
用
領
域
に
は
該
当
し
な
い
と
い
う
。
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最
終
的
に
、
拡
大
部
は
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
『
国

家
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
錯
誤
に
基
づ
く
自
己
負
罪
』
を
自
己
負
罪

か
ら
の
自
由
の
対
象
に
包
含
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
欺
聞
を
禁
止
す
る
刑

訴
法
二
二
六
条

a
が
予
定
し
て
い
る
以
上
に
広
範
な
保
護
を
保
障
す
る
こ

(
明
)

と
に
繋
が
る
o
」
と
い
い
。
結
局
は
、

5
5
?再
開
口
刊
同
日
目
。

E
E
Sロ
の
保
護

の
対
象
は
、
刑
訴
法
に
お
け
る
具
体
的
条
文
の
保
護
の
領
域
を
越
え
な
い

と
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

七
.
潜
入
捜
査
(
広
義
)
に
お
け
る
情
報
収
集
活
動
の
正
当
化

可
能
性

1
.
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
の
当
否

本
稿
で
は
、
警
察
官
で
あ
る
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
と
、

一
般
私
人
で
あ
る
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
と
を
合
わ
せ
た
概
念
と

し
て
の
広
い
意
味
で
の
潜
入
捜
査
活
動
を
、
広
義
の
潜
入
捜
査
と
し
、
こ

れ
に
対
し
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
を
狭
義
の
潜
入
捜
査
と
位

(
凶
)

置
づ
け
て
い
る
。
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
法
律
の
留
保
原
則
と
の
関
係

上
、
本
来
法
的
根
拠
を
も
た
な
い
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
は
禁
じ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
点
を
説
明
し
た
上
で
狭
義
の
潜

入
捜
査
に
つ
い
て
正
当
化
が
可
能
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
が
筋
で
あ
る

よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

一
方
で
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
潜
入
捜
査
(
広
義
)
と
連
絡
員
に
よ
る

潜
入
捜
査
(
狭
義
)
は
、
そ
こ
で
行
わ
れ
る
行
為
の
事
象
は
ほ
ぼ
同
一
で

あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
、
さ
ら
に
権
利
侵
害
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
み
た
場

合
も
、
侵
害
さ
れ
る
基
本
権
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
両

者
と
も
基
本
法
一
条
一
項
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
た
同
二
条
一
項
か
ら

演
縛
さ
れ
る
情
報
自
己
決
定
権
に
対
す
る
侵
害
を
伴
う
と
い
う
こ
と
が
い

(
四
)

え
る
。
ま
た
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
の
禁
止
す
る
欺
同
を
用
い
た
尋
問
方

法
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
刑
訴
法
一
一
ニ
ム
ハ
条
一
項
第
二
丈
の
規
定
す
る
告

知
義
務
と
の
関
係
上
も
同
様
の
問
題
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
際
の
判
例
や
論
稿
を
概
観
し
て
み
た

と
こ
ろ
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
潜
入
捜
査
よ
り
は
、
む
し
ろ
連
絡
員
に
よ

る
潜
入
捜
査
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
上
、

潜
入
捜
査
官
の
投
入
が
ど
の
く
ら
い
行
わ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
統

計
上
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
連
絡
員
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い

え
る
が
、
お
そ
ら
く
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
の
方
が
頻
繁
に
使
わ
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
が
立
つ
。
ま
た
、
実
務
上
の
問
題
と
し

て
は
、
潜
入
捜
査
官
よ
り
も
連
絡
員
の
投
入
の
方
が
、
よ
り
容
易
で
確
実

に
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

ク
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
犯
罪
の
多
く
が
外
国
人
に
よ

北法56(4・324)1876



る
も
の
で
あ
り
、
「
こ
れ
ら
の
組
織
に
は
特
定
の
人
種
し
か
い
な
い
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
」
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
に
潜
入
捜
査
官
を
潜
入
さ
せ
る
こ
と

は
非
常
に
困
難
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
さ
え
い
え
る
と
い
う
こ
と

(
問
)

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
実
務
上
は
む
し
ろ
潜
入
捜
査
官
よ
り
も
連
絡
員

(
問
)

の
投
入
が
よ
り
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
広
義
の
潜
入
捜
査
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る
ド

イ
ツ
に
お
け
る
様
々
な
議
論
を
紹
介
し
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
具
体
的

に
こ
の
よ
う
な
捜
査
手
法
の
可
否
に
つ
い
て
検
討
す
る
わ
け
だ
が
、
以
上

の
よ
う
な
見
地
か
ら
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
連
絡
員
の
情
報
収
集
活
動
に
つ

い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

再
三
触
れ
て
き
た
が
、
基
本
権
侵
害
を
伴
う
国
家
権
力
の
介
入
は
法
律

の
留
保
を
伴
う
と
さ
れ
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
法
律
の
留
保
原
則
百
ml

ドイツにおける潜入捜査

8
R
2
4
0
Z
E主
で
あ
る
が
、
連
絡
員
の
投
入
に
対
し
て
は
こ
れ
を
満

た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
く
の
学
説
は
連
絡
員
に

(
山
)

よ
る
情
報
収
集
活
動
に
つ
い
て
消
極
的
な
見
解
を
と
る
。
ま
た
、
法
律
の

留
保
原
則
と
な
ら
ん
で
法
治
国
家
的
手
続
の
要
請
と
い
う
点
か
ら
も
、
連

(
印
)

絡
員
の
利
用
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。

一
方
で
、
刑
訴
法
二
ハ
一
条
お
よ
び
一
六
=
一
条
に
よ
る
根
拠
づ
け
、
あ

る
い
は
刑
法
三
四
条
に
よ
る
正
当
化
理
論
も
展
開
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ

に
つ
い
て
は
先
に
説
明
し
た
と
お
り
、
正
当
化
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は

容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

さ
ら
に
く
わ
え
て
、
州
の
警
察
法
の
な
か
に
は
連
絡
員
に
関
す
る
規
定

が
存
在
す
る
場
合
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
る
正
当
化
も
検
討
の
対
象
と
な
る
。

マ
レ
ッ
ク
(
玄
包
兵
)
は
、
州
法
上
の
そ
の
よ
う
な
規
定
は
、
危
険
回
避

と
い
う
予
防
的
領
域
に
お
け
る
侵
害
を
含
む
に
す
ぎ
ず
、
刑
事
訴
追
と
い

(
悶
)

う
抑
止
的
領
域
に
お
け
る
侵
害
根
拠
を
含
ま
な
い
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、

州
の
警
察
法
の
規
定
に
基
づ
く
連
絡
員
投
入
の
正
当
化
も
達
成
さ
れ
え
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
山
川
)

確
か
に
、
以
前
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
に
よ
れ
ば
、
組
織
犯
罪
や

薬
物
犯
罪
の
よ
う
に
特
に
危
険
な
犯
罪
の
克
服
の
た
め
に
は
、
連
絡
員
の

投
入
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
確

認
さ
れ
て
お
り
、
同
裁
判
所
は
、
連
絡
員
が
法
治
国
家
上
求
め
ら
れ
る
犯

罪
訴
追
と
い
う
そ
の
任
務
に
適
合
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
連
絡
員
の
投

(
問
)

入
は
必
要
か
つ
適
法
で
あ
る
と
見
な
し
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
組
織

犯
罪
対
策
法
に
よ
る
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
の
導
入
に
際
し
て
、

立
法
者
は
連
絡
員
の
投
入
を
認
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
点
に
注
意
を
払

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
か
な
り
以
前
か
ら
、
潜
入
捜
査
官
と
連

絡
員
は
い
ず
れ
も
併
行
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
捜
査
手
法
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
(
少
な
く
と
も
立
法
当
時
に
お
い
て
は
)
立
法
者
は
あ
え
て

警
察
官
に
よ
る
潜
入
捜
査
し
か
認
め
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
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一
九
八
三
年
の
国
勢
調
査
判
決
以
来
、
秘
密
裡
の
情
報
収
集
活
動
に
も
法

律
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
り
一
九
九
二
年

の
組
対
法
立
法
に
至
る
わ
け
だ
が
、
も
し
、
立
法
者
が
連
邦
憲
法
裁
判
所

と
同
じ
見
解
に
立
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
連
絡
員
の
投
入
に
関
す
る

規
定
も
あ
た
ら
に
立
法
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

(m) 
る。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a以
下
の
規
定
に
基
づ
く
潜
入
捜

査
官
の
投
入
が
仮
に
許
容
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
連
絡
員
の
投
入
に
つ
い

て
は
、
法
律
の
留
保
原
則
の
問
題
お
よ
び
法
治
国
家
的
刑
事
手
続
の
要
請

と
い
う
観
点
か
ら
、
少
な
く
と
も
現
時
点
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
る
べ
き

(
即
)

で
は
な
い
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

2
.
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
の
当
否

潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
は
、
連
絡
員
の
場
合
と
異
な
り
特

別
の
法
律
に
よ
る
規
定
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
法
律
の
留
保
の
条
件
を

満
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
な
る
問
題
は
、
基
本
権
侵

害
を
伴
う
刑
訴
法
一
一

O
条

a以
下
の
規
定
が
、
基
本
法
と
両
立
可
能
で

あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る

情
報
収
集
活
動
が
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条

a
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
る
尋
問
方
法

と
し
て
の
「
欺
岡
に
よ
る
尋
問
」
に
該
当
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
刑
訴

法
二
二
六
条
一
項
第
二
丈
の
求
め
る
「
告
知
義
務
」
に
反
し
て
行
わ
れ
る

尋
問
に
当
た
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

既
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
問
題
を
克
服
し
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情

報
収
集
活
動
を
認
め
よ
う
と
す
る
積
極
説
の
主
流
は
、
主
に
尋
問
の
定
義

を
絞
り
込
む
こ
と
で
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
お
よ
び
一
一
二
六
条
一
項
第
二

文
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
滋
入
捜
査
官
に
は
妥
当
し

な
い
と
い
う
論
法
を
と
る
。

こ
れ
に
対
し
、
消
極
的
な
立
場
を
と
る
学
説
は
、
尋
問
の
定
義
を
広
く

捉
え
、
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活
動
に
対
し
て
も
上
記
二
つ
の
規
定
の

適
用
を
認
め
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報
収
集
活

動
の
大
部
分
が
禁
じ
ら
れ
る
尋
問
、
あ
る
い
は
告
知
義
務
に
反
し
て
な
さ
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れ
る
尋
問
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
、
ロ
ク
シ
ン
は
消
極
的
な
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
潜
入
捜
査
官

に
対
す
る
一
三
六
条

a
の
適
用
を
否
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ク
シ
ン
の

見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
訴
法
一
一
一
一
六
条

a
の
意
味
に
お
け
る
欺
同
と
は
、
「
意

思
決
定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
」
に
対
す
る
侵
害
と
な
り
う
る

欺
岡
で
あ
り
、
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活
動
に
お
い
て
は
そ
れ
は
認
め

ら
れ
な
い
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
通
説
的
見
解
も
欺
問
に
つ
い
て
同
様
の

(
問
)

見
解
に
立
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
ロ
ク
シ
ン
は
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
情
報

収
集
活
動
に
つ
い
て
は
消
極
的
な
立
場
に
立
つ
の
だ
が
、
そ
れ
は
刑
訴
法
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一
三
六
条
一
項
第
二
文
の
解
釈
に
基
づ
く
。
こ
の
点
で
、
ロ
ク
シ
ン
の
見

解
と
そ
の
他
の
消
極
的
な
見
解
と
は
異
な
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
積
極
的
な
見
解
に
立
つ
理
論
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
規
定
に
基
づ
く
情
報
収
集
活
動
は
尋
問
に
当
た
ら
ず
、
し
た

が
っ
て
刑
訴
法
一
三
六
条

a
お
よ
び
一
三
一
六
条
一
項
第
二
文
の
両
規
定
の

適
用
範
囲
か
ら
外
れ
る
こ
と
を
根
拠
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
多
く
の

学
説
が
こ
れ
と
は
逆
の
見
解
に
立
ち
、
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解

に
も
違
い
が
み
ら
れ
る
状
況
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
消
極
的
見
解
が
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
適
法
な
情
報
収
集
活

動
の
余
地
を
残
し
て
い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
と
こ
ろ
に
も
注
意
を

払
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
国
家
が
関
与
し
た
対
象
者
の

発
話
か
ら
の
情
報
の
収
集
は
禁
止
さ
れ
る
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
に
つ
い

て
は
消
極
的
な
立
場
に
立
つ
学
説
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
対
象
者
(
多
く
の
場
合
被
疑
者
)
が
、
別
の
第
三
者
と
会
話
し
て

い
る
の
を
、
潜
入
捜
査
官
が
聞
い
た
場
合
な
ど
で
あ
る
。
消
極
的
見
解
に

お
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
、
国
家
機
関
(
す
な
わ
ち
潜
入
捜
査
官
)

に
よ
り
、
対
象
者
の
発
話
が
惹
起
さ
れ
て
は
い
な
い
た
め
許
容
さ
れ
る
情

報
収
集
活
動
と
認
め
る
余
地
を
残
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
尋
問
に
関
す
る
刑
訴
法
一
一
二
六
条

a
お
よ
び
一
一
二
六

条
一
項
第
二
文
の
保
護
の
対
象
が
ど
こ
に
あ
る
か
、
に
よ
っ
て
潜
入
捜
査

官
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
が
積
極
的
に
解
さ
れ
る
の
か
、
消
極
的
・
制
限

的
に
解
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
決
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

八
・
違
法
な
情
報
収
集
活
動
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
の
証

拠
使
用

す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
通
説
的
な
見
解
に
よ
れ
ば
、
潜
入
捜
査

官
が
架
空
身
分
を
利
用
し
た
情
報
収
集
活
動
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報

に
は
証
拠
使
用
禁
止
が
は
た
ら
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
通
説
的
な
見

解
に
お
い
て
も
、
そ
の
場
合
の
情
報
収
集
活
動
の
違
法
の
根
拠
が
条
文
の

ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条
、
刑
訴
法

一
一
二
六
条

a
な
ど
、
多
少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
、
刑
訴
法
一
一
二
六
条

a
三
項
は
、
同
条
一
一
項
お
よ
び
二
項
に
お

い
て
禁
じ
ら
れ
る
手
法
を
用
い
て
得
ら
れ
た
供
述
に
つ
い
て
証
拠
使
用
禁

止
を
明
言
す
る
。
よ
っ
て
、
刑
訴
法
二
二
六
条

a
を
潜
入
捜
査
官
に
よ
る

情
報
収
集
活
動
の
違
法
の
根
拠
と
す
る
場
合
、
違
法
な
情
報
収
集
活
動
に

対
し
て
証
拠
使
用
禁
止
が
導
か
れ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

他
方
、
潜
入
捜
査
官
の
情
報
収
集
活
動
の
違
法
の
根
拠
を
刑
訴
法
一
一
一
一

六
条
に
求
め
る
場
合
、
刑
訴
法
一
三
六
条
は
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
三
項

の
よ
う
な
証
拠
禁
止
の
規
定
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
り
そ
う
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で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
訴
法
一
三
六
条

a
で
は
な
く
、
刑
訴
法
一

三
六
条
を
違
法
の
根
拠
と
す
る
見
解
に
立
つ
論
者
も
、
潜
入
捜
査
官
が
刑

訴
法
一
三
六
条
に
反
す
る
尋
問
方
法
を
用
い
て
収
集
し
た
情
報
に
対
し
て

証
拠
使
用
禁
止
を
主
張
す
る
。
例
え
ば
、
ロ
ク
シ
ン
は
そ
の
よ
う
な
論
者

の
一
人
で
あ
る
。
ロ
ク
シ
ン
は
、
刑
訴
法
二
二
六
条

a
に
い
う
欺
同
は
、

被
疑
者
の
意
思
決
定
の
自
由
お
よ
び
意
思
活
動
の
自
由
を
侵
害
す
る
程
度

の
も
の
を
指
す
と
理
解
す
る
。
そ
し
て
、
潜
入
捜
査
官
の
尋
問
類
似
行
為

は
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
欺
岡
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
刑
訴
法
一
一
二
六
条

(
悶
)

a
の
意
味
に
お
け
る
禁
止
さ
れ
る
尋
問
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
。
一
方

で
、
彼
は
、
潜
入
捜
査
官
の
尋
問
類
似
行
為
の
違
法
の
根
拠
と
し
て
、
刑

訴
法
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
を
引
き
合
い
に
出
す
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ク
シ

ン
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
訴
法
二
二
六
条
一
項
第
二
文
は
、
国
家
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
た
自
己
負
罪
か
ら
の
被
告
人
の
保
護
を
目
的
と
し
、
し

(
凶
)

た
が
っ
て
潜
入
捜
査
官
の
尋
問
類
似
行
為
が
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
場
合
に
も
証
拠
使
用
禁
止
が
適
用
さ
れ

(
凶
)

る
と
す
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
条
文
中
に
証
拠
使
用
禁
止
の
規

則
を
有
し
な
い
刑
訴
法
一
三
六
条
に
反
す
る
行
為
に
対
し
て
証
拠
使
用
禁

止
を
適
用
す
る
点
に
は
、
疑
問
が
残
る
。

し
か
し
、
刑
訴
法
一
三
六
条
一
項
第
二
丈
違
反
も
、
原
則
と
し
て
証
拠

(
山
)

使
用
禁
止
を
根
拠
づ
け
る
。
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
百
包
ロ
耳
目
E
)
は
、
証
拠

使
用
禁
止
が
生
じ
る
場
合
の
い
く
つ
か
の
類
型
の
中
に
、
供
述
の
自
由
に

(
凶
)

対
す
る
侵
害
を
根
拠
と
す
る
も
の
が
あ
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
供
述

の
自
由
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
完
了
と
は
、

「
選
択
の
自
由
を
自
覚
し
て
な
さ
れ
た
自
由
な
決
心
に
基
づ
か
な
い
よ
う

な
供
述
に
よ
っ
て
、
有
罪
判
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
自
由
な
決
心
に
基
づ
か
ず
に
な
さ
れ
た
供
述
が
使
用
さ

れ
な
い
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
保
護
さ
れ
る
べ
き
自
由
に
対
す
る
侵
害
は
未
然

(
凶
)

に
防
止
さ
れ
る
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
供
述
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が

発
生
し
た
場
合
、
そ
の
救
済
策
と
し
て
供
述
の
証
拠
使
用
禁
止
が
認
め
ら
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れ
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
章

広
義
の
潜
入
捜
査
に
お
け
る
住
居
権
侵

害
の
正
当
化
|
|
刑
訴
法
一
一

O
条

c
の
合
憲
性

一
.
概
観

1
.
刑
訴
法
一
一

O
条

c

刑
訴
法
一
一

O
条

c
は
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
に
つ
い
て

規
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
潜
入
捜
査
官
は
、
彼
の
架
空
身
分
を
利
用
し



て
、
権
利
者
の
同
音
却
を
得
て
住
居
へ
立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
こ
の

同
意
は
.
架
空
身
分
の
使
用
権
を
越
え
て
立
ち
居
利
権
が
あ
る
と
装
う
こ

と
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
く
わ
え
て
、
潜
入
捜
査
官
の
権

限
は
、
本
法
お
よ
び
そ
の
他
の
法
律
の
定
め
に
従
う
」
。
こ
れ
は
、
一
九

(
凶
)

九
二
年
の
組
織
犯
罪
対
策
法
に
よ
り
、
新
た
に
刑
訴
法
に
導
入
さ
れ
た
潜

入
捜
査
官
に
関
す
る
諸
規
定
の
一
部
を
な
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
さ

し
あ
た
り
制
度
上
は
、
住
居
権
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
仮
に
そ
れ
が
架
空

身
分
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
同
意
で
あ
っ
て
も
、
湾
入
捜
査
官
の
住
居
へ

の
立
入
り
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ドイツにおける潜入捜査

学
説
の
中
に
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
を
違
憲
と
す
る
見
解
も
多
く
見

ら
れ
る
。
ロ
ク
シ
ン

(msg)
に
よ
れ
ば
、
「
支
配
的
見
解
で
あ
り
か
っ

適
切
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
法
一
二
三
条
の
意
味
で
の

(
陥
)

住
居
侵
入
は
何
ら
存
在
し
な
い
が
、
基
本
法
一
一
一
一
条
の
保
護
領
域
に
対
す

(
川
)

る
侵
害
が
問
題
と
な
る
」
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護

領
域
と
は
住
居
の
不
可
侵
性
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
刑
訴
法
一

一
O
条

c
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
が
、

基
本
法
一
三
条
と
の
関
係
上
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
否
か
、
す
な
わ

ち
、
架
空
身
分
を
用
い
て
獲
得
さ
れ
た
同
意
に
よ
っ
て
、
潜
入
捜
査
官
が

住
居
へ
立
ち
入
る
こ
と
は
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

2
.
理
論
状
況
の
概
観

フ
リ
ス
タ

l

(明
江
田
向
。
ろ
に
よ
れ
ば
、
立
法
手
続
に
お
い
て
は
、
刑
訴

法
一
一

O
条

c
の
立
法
化
に
よ
る
基
本
法
一
一
一
一
条
の
侵
害
は
真
剣
に
議
論

さ
れ
な
か
っ
た
し
、
学
説
に
お
い
て
も
一
九
九
三
年
当
時
こ
の
問
題
は
わ

(
凶
)

ず
か
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
お
そ

ら
く
、
住
居
内
に
お
け
る
潜
入
捜
査
行
為
は
、
基
本
法
一
一
一
一
条
と
調
和
し

(
川
)

う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
一
一

O
条

c
は
基
本
法
一
三
条
に
抵
触

し
な
い
と
す
る
積
極
的
見
解
と
、
そ
う
で
な
い
と
す
る
消
極
的
見
解
が
存

在
す
る
。
積
極
的
見
解
に
お
け
る
基
礎
づ
け
に
は
、
た
ん
に
住
居
権
者
の

同
意
が
あ
る
か
ら
基
本
法
一
一
一
一
条
の
保
護
領
域
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
と

(
同
)

す
る
見
解
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護
領
域
に
対
す
る
侵
害
を
認
め
つ
つ
も
、

基
本
法
一
三
条
二
項
の
規
定
す
る
捜
索
に
よ
る
住
居
の
不
可
侵
性
の
制
約

(
出
)

に
よ
り
憲
法
上
の
正
当
化
を
お
こ
な
う
も
の
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
正
当
化

を
断
念
し
、
基
本
権
に
対
す
る
不
文
律
の
制
限
を
用
い
て
根
拠
づ
け
を
行

(
印
)

う
も
の
と
が
み
ら
れ
る
。

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な
見
解
に
対
し
て
異
議
を
主
張
す
る
も
の
と
し
て
、

(

日

)

(

以

)

(

防

)

ロ
ク
シ
ン
(
問
。
江
口
)
、
ア

l
メ
ル
ン
ク
(
〉
B
O
Zロ
加
)
ヴ
ア
イ
ル

(
t
F
Z
)

(
日
)

お
よ
び
フ
リ
ス
タ

1

2
ヨ
お
『
)
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
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二
.
潜
入
捜
査
官
の
住
居
立
入
行
為
に
対
す
る
基
礎
づ
け

1
.
同
意
の
有
効
性
説

ク
ラ
イ
(
町
ミ
)
は
、
架
空
身
分
を
利
用
し
て
獲
得
さ
れ
た
住
居
権
者

の
同
意
が
あ
れ
ば
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護
領
域
に
対
す
る
侵
害
は
存
在

(
問
)

し
な
い
と
す
る
。
彼
の
見
解
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条
C
の
規
定
に
対
し
て

(
瓜
)

ご
く
忠
実
で
あ
り
、
支
配
的
見
解
が
、
暴
力
、
威
嚇
お
よ
び
欺
同
に
よ
っ

て
同
意
が
獲
得
さ
れ
た
場
合
、
住
居
権
者
の
同
意
は
基
本
法
一
一
一
一
条
に
対

す
る
侵
害
を
排
除
し
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
異
な
る
見
解

(
効
)

を
一
不
す
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
暴
力
と
威
嚇
の
場
合
に
は

(

山

川

)

当
て
は
ま
る
が
欺
同
の
場
合
に
は
区
別
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
た
ん
に
架
空
身

分
を
用
い
て
同
意
が
獲
得
さ
れ
る
場
合
は
問
題
で
は
な
く
、
潜
入
捜
査
官

が
架
空
身
分
を
越
え
て
立
入
権
が
あ
る
よ
う
に
装
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
住

(
胤
)

居
権
者
の
同
意
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
の
み
、
基
本
法
一
一
一
一
条
一

項
に
対
す
る
侵
害
が
存
在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
一

一
O
条

c
の
中
に
規
定
さ
れ
て
い
る
潜
入
捜
査
官
の
立
入
行
為
の
正
当
化

を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

ま
ず
、
住
居
権
者
は
、
い
つ
で
も
潜
入
捜
査
官
に
対
し
て
退
去
を
要
請

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
住
居
権
者
の
意
思
に
反
し
て
潜
入
捜
査
官
が

退
去
を
行
わ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
彼
は
刑
法
一
二
三
条
の
住
居
侵
入
罪
を

侵
す
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
こ
の
権
利
は
住
居
権
者
に
認
識
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
潜
入
捜
査
官
が
立
入
権
を
装
う
こ
と
は
な
い

(
脱
)

と
す
る
。

北法56(4・330)1882

次
に
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
内
に
お
け
る
存
在
が
住
居
権
者
に
と
っ
て

不
快
で
あ
る
と
か
、
彼
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
う

る
か
否
か
は
、
住
居
権
者
の
側
に
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
住
居
権
者

は
、
例
え
ば
証
拠
手
段
と
な
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
潜
入
捜
査
官
の
入
手

可
能
な
状
況
に
お
く
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
、
つ
ま
り
、
彼
は
潜
入

捜
査
官
を
す
べ
て
の
部
屋
に
案
内
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で

(
削
)

主
町
ヲ
ゐ
。

以
上
の
よ
う
な
論
拠
を
一
不
し
、
「
た
ん
な
る
架
空
身
分
の
利
用
に
内
在

す
る
権
利
者
の
歎
同
は
、
|
|
立
入
権
を
装
う
場
合
と
は
異
な
り
|
|

権
利
者
の
同
意
か
ら
「
住
居
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
侵
害
』
を
排
除
す
る

効
果
を
奪
い
取
る
ほ
ど
、
性
質
お
よ
び
規
模
に
お
い
て
重
大
で
は
な
い
。
」

と
し
て
、
そ
も
そ
も
同
意
が
有
効
で
あ
る
か
ら
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
の

場
合
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
は
、
基
本
法
一
三
条
の
保

護
領
域
た
る
住
居
の
不
可
侵
性
に
抵
触
し
な
い
と
す
る
。

同
様
の
見
解
は
、
ィ
ェ

l
ン
ケ
(
』
笹
口
宮
)
に
よ
っ
て
も
主
張
さ
れ
て

(
胤
)

い
る
。
彼
は
、
国
家
は
秘
密
裡
に
行
動
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は



な
く
、
錯
誤
の
利
用
は
い
ず
れ
に
せ
よ
許
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
潜

入
捜
査
官
に
対
し
て
住
居
を
曝
す
住
居
権
者
は
、
自
由
意
思
で
そ
う
す
る

の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
潜
入
捜
査
官
の
本
当
の
意
図
に
つ
い
て
錯
誤
が

あ
っ
た
か
ら
彼
を
立
ち
入
ら
せ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
立
入
を
侵
害
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
理
論
構
成
は
、
先
に
も
挙
げ
た
ロ
ク
シ
ン
を
は
じ
め
と
す

る
多
く
の
学
者
の
批
判
に
曝
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

ロ
ク
シ
ン
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
潜
入
捜
査

官
の
住
居
へ
の
立
入
行
為
は
、
刑
法
一
二
三
条
の
住
居
侵
入
罪
に
は
当
た

ら
な
い
と
す
る
が
、
し
か
し
基
本
法
一
一
一
一
条
の
保
護
領
域
に
対
す
る
侵
害

(
邸
)

は
存
在
す
る
と
主
張
す
る
。
ロ
ク
シ
ン
同
様
、
多
く
の
学
者
が
刑
法
一
二

三
条
の
成
立
を
否
定
す
る
が
、
基
本
法
二
ニ
条
に
対
す
る
侵
害
を
問
題
と

(
胤
)

す
る
。

ドイツにおける潜入捜査

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
有
効
な
同
意
は
自
由

意
思
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
架
空
身
分
を
利
用
し
て
獲
得
さ
れ
た
同
意
に
よ
っ
て
も
潜
入

捜
査
官
の
立
入
り
は
正
当
化
さ
れ
る
と
す
る
ク
ラ
イ
の
よ
う
な
論
者
も
認

(
即
)

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
の
際
に
い
う
「
自
由
意
思
」
と

は
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
端
的
に
述
べ
る

な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
同
意
者
の
主
観
的
に
は
自
由
意
思
に
基
づ
く
と
い

え
る
、
欺
岡
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
同
意
は
自
由
意
思
と
い
え
る
の
か
、

と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。

ク
ラ
イ
は
、
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
暴
力
、
威
嚇
お
よ
び
欺
同
に
よ
っ

て
同
意
が
獲
得
さ
れ
、
そ
の
た
め
自
由
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
場
合
、

住
居
権
者
の
同
意
は
基
本
法
一
三
条
に
対
す
る
侵
害
を
排
除
さ
せ
な
い
と

い
う
が
、
そ
れ
は
暴
力
と
威
嚇
に
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
欺
岡
の

(
山
川
)

場
合
は
区
別
さ
れ
る
、
と
い
う
。

た
し
か
に
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
刑
法
一
二
三
条
の
住
居
侵
入
罪
の
構

成
要
件
の
成
否
を
問
題
と
す
る
場
合
は
、
た
と
え
そ
れ
が
欺
同
に
基
づ
い

て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
同
意
は
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
、

そ
の
た
め
刑
法
一
二
三
条
の
構
成
要
件
該
当
性
は
否
定
さ
れ
る
、
と
い
う

(
削
)

の
が
支
配
的
見
解
で
あ
る
。
ク
ラ
イ
は
、
た
ん
に
架
空
身
分
の
利
用
に
よ

る
同
意
の
獲
得
(
架
空
身
分
を
越
え
て
立
入
権
が
あ
る
よ
う
に
装
っ
て
い

な
い
)
の
場
合
は
、
刑
法
一
二
三
条
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ
と
を
論
拠
と

(m) 

し
て
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
対
す
る
批
判
は
多
く
、

刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
潜
入
捜
査
官
の
私
的
住
居
内

へ
の
立
入
り
を
基
本
法
二
三
条
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
見
解
に

(m) 

立
つ
学
者
た
ち
の
聞
で
も
あ
ま
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
よ
り
厳
し

い
批
判
は
、
も
ち
ろ
ん
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
よ
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居

へ
の
立
入
り
を
基
本
権
-
三
条
に
反
す
る
と
見
な
す
論
者
に
よ
っ
て
与
え

北法56(4・331)1883 
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ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ヴ
ア
イ
ル
は
、
刑
法
一
二
三
条
に
お
け
る
同
意
の

取
扱
い
に
関
す
る
支
配
的
見
解
に
触
れ
つ
つ
も
こ
れ
を
否
定
せ
ず
、
し
か

し
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
侵
害
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
「
住
居
権
者
が
、

彼
に
と
っ
て
認
識
可
能
な
国
家
の
侵
害
を
許
容
す
る
こ
と
が
、
少
な
く
と

も
推
論
上
説
明
さ
れ
る
場
合
」
に
の
み
、
同
意
が
根
拠
づ
け
ら
れ
る
と
い

(
巾
)

ぅ
。
そ
し
て
、
憲
法
学
に
お
け
る
見
解
に
配
慮
し
つ
つ
次
の
よ
う
に
言
う
。

す
な
わ
ち
、
「
基
本
法
一
三
条
に
対
す
る
侵
害
に
つ
い
て
の
有
効
な
同
意

と
は
、
一
致
し
た
見
解
に
よ
れ
ば
次
の
こ
と
を
前
提
条
件
と
す
る
。
す
な

わ
ち
、
関
係
者
本
人
に
よ
っ
て
、
明
白
か
っ
自
由
意
思
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
国
家
に
よ
る
侵
害

に
つ
い
て
認
識
が
あ
り
、
そ
の
重
要
性
お
よ
び
影
響
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

そ
し
て
そ
れ
に
抵
抗
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
必
要
が
あ

(
問
)

る
。
秘
密
裡
な
投
入
の
場
合
は
、
そ
う
で
は
な
い
己
、
と
。

そ
の
他
、
ァ

l
メ
ル
ン
ク
、
フ
リ
ス
タ
ー
も
同
様
に
考
え
る
。
フ
リ
ス

タ
!
と
ア

l
メ
ル
ン
ク
は
、
ロ
ク
シ
ン
や
ヴ
ア
イ
ル
の
よ
う
な
見
解
に
立

ち
つ
つ
も
、
さ
ら
に
刑
法
上
の
同
意
の
基
準
を
基
本
法
に
お
け
る
同
意
の

有
効
性
の
基
準
と
し
て
適
用
す
る
こ
と
に
対
し
、
詳
細
か
つ
批
判
的
解
説

を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ア

l
メ
ル
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
国
家
に
よ
る

基
本
格
的
利
益
の
侵
害
が
問
題
と
な
る
と
き
の
同
意
と
い
う
場
合
、
国
権

の
担
い
手
(
す
な
わ
ち
潜
入
捜
査
官
)
の
処
罰
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な

(
山
)

く
、
憲
法
に
対
す
る
そ
の
者
の
義
務
が
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

北法56(4・332)1884

フ
リ
ス
タ
ー
は
ア

l
メ
ル
ン
ク
の
こ
の
見
解
を
参
考
に
し
つ
つ
、
刑
法
一

二
三
条
で
保
護
す
る
の
は
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護
す
る
領
域
の
う
ち
「
侵

入
」
(
巴

E
ロロ

mg)
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
含
ま
れ
る
部
分
の
み
で
あ

る
こ
と
を
明
確
に
す
る
。
そ
し
て
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護
領
域
は
、
刑

法
一
二
三
条
の
そ
れ
よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
刑
法
一

二
三
条
の
保
護
領
域
か
ら
は
外
れ
る
が
基
本
法
一
三
条
の
保
護
領
域
に
は

含
ま
れ
る
部
分
を
指
摘
す
る
。
要
す
る
に
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
よ
る

潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
は
、
こ
の
部
分
に
該
当
す
る
と
い
う
の

(
市
)

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
基
本
法
一
三
条
は
、
ま
ず
国
家
に
対
す
る
拒
否

権
を
根
拠
づ
け
、
市
民
の
住
居
に
対
す
る
国
家
の
捜
索
か
ら
市
民
を
保
護

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
基
本
法
一
三
条
の
保
護
領
域
に
対
す
る
侵

害
が
除
外
さ
れ
る
の
は
、
市
民
が
国
家
に
対
し
て
そ
の
住
居
に
入
る
こ
と

(m) 

を
許
そ
う
と
す
る
場
合
だ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
の
住
居
立
入
行
為
が
問
題
と
な
っ

た
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
七
年
二
月
六
日
判
決
に
お

い
て
も
、
同
意
が
刑
法
一
一
一
一
一
一
条
の
構
成
要
件
を
阻
却
す
る
効
果
を
有
す

る
こ
と
が
、
特
に
基
本
権
に
関
す
る
問
題
を
カ
バ
ー
す
る
基
準
と
は
な
ら

(
山
)

な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
評
釈
を
行
つ

(
川
)

て
い
る
ヴ
ォ

l
ル
ヴ
ェ

l
バ
l
も
‘
こ
の
点
を
評
価
す
る
。
こ
の
第
一
刑



事
部
判
決
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
よ
る
潜
入
捜
査
官
の
住

居
へ
の
立
入
り
が
基
本
法
一
三
条
と
両
立
す
る
と
考
え
る
見
解
は
三
つ
存

在
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
既
に
み
た
よ
う
に
立
法
者
や
ク
ラ
イ
、
イ
エ
|

ン
ケ
の
支
持
す
る
同
意
に
よ
る
立
入
り
の
正
当
化
理
論
は
、
支
配
的
見
解

に
よ
り
た
や
す
く
克
服
さ
れ
た
感
が
あ
る
。

ドイツにおける潜入捜査

2
.
内
在
的
制
約
説

組
織
犯
罪
法
の
立
法
者
や
ク
ラ
イ
そ
し
て
イ
ェ

l
ン
ケ
の
よ
う
に
、
刑

訴
法
一
一

O
条

c
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入

り
に
つ
い
て
、
同
意
の
有
効
性
を
根
拠
に
憲
法
上
の
正
当
化
を
図
ろ
う
と

す
る
見
解
に
は
限
界
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ガ
ー
ル
(
河
昌
生
)

や
ラ
マ

i
(
Z
5
5
2
)
は
、
基
本
法
二
三
条
に
内
在
す
る
住
居
の
不
可

侵
に
対
す
る
制
約
に
よ
り
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
基
づ
く
潜
入
捜
査
官

の
住
居
へ
の
立
入
り
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。

ロ
ガ

i
ル
は
、
権
利
者
の
同
意
に
よ
る
立
入
り
に
つ
い
て
は
、
与
え
ら

れ
た
同
意
が
有
効
で
あ
り
、
そ
し
て
基
本
権
侵
害
が
存
在
し
な
い
こ
と
が

(
問
)

求
め
ら
れ
る
と
す
る
。
彼
は
、
こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
立
入
権
が

あ
る
よ
う
に
装
う
こ
と
が
同
意
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
を
示
唆

し
て
は
い
る
が
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
架
空

(
別
)

身
分
を
利
用
し
た
同
意
の
獲
得
の
問
題
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
ク
ラ
イ
や
ヒ
ル
ガ

l
お
よ
び
組
織
犯
罪
法
の
立
法
者
の
よ

う
に
、
有
効
な
同
意
を
認
め
る
の
か
否
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。
一
方
で
、
ロ
ガ

l
ル
は
、
基
本
法
一
三
条
二
項
に
よ

る
正
当
化
を
根
拠
に
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
規
定
さ
れ
て
い
る
潜
入
捜

(
削
)

査
官
の
立
入
り
の
正
当
化
を
図
ろ
う
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
お
そ
ら
く

彼
は
架
空
身
分
を
用
い
た
同
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
は
、
消
極
的
な
立
場

に
立
つ
と
い
う
こ
と
が
推
認
さ
れ
る
。
さ
し
あ
た
り
、
ロ
ガ
ー
ル
の
試
み

る
基
本
法
一
三
条
二
項
に
よ
る
、
潜
入
捜
査
官
の
立
入
の
正
当
化
の
可
能

性
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

ロ
ガ
ー
ル
は
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
住
居
へ
の
秘
密

裡
の
立
入
は
、
捜
索
(
刑
訴
法
一

O
二
条
以
下
)
の
準
備
に
役
立
て
ら
れ

る
し
、
既
に
、
そ
の
開
始
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
憲
法
上
は
、

基
本
法
一
三
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
捜
索
に
包
含
さ
れ
う
る
の
で
あ

(
畑
山
)

る
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
よ
っ
て
も
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
基
づ

く
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
ま
ず
、
こ
の
見
解
の
論
拠
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c

に
よ
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
を
、
基
本
法
一
三
条
の
意
味
に

お
け
る
捜
索
と
位
置
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
支
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配
的
見
解
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
テ
l
ゼ
に
は
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
潜
入
捜
査
官
が
住
居
内
で
行
わ
れ
る
会
話
に
参
加
す

る
こ
と
の
み
が
問
題
と
な
っ
て
い
て
、
何
ら
の
探
索
的
行
為
(
〉

g
F司田町'

宮
口
加
)
も
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
右
の
論
拠
は
あ
て
は
ま

(
問
)

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
フ
リ
ス
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
住
居
の
立
入

り
が
、
い
っ
た
ん
例
外
的
に
証
拠
の
捜
索
に
役
立
て
ら
れ
た
と
し
て
も
、

(
胤
)

基
本
法
一
三
条
の
意
味
に
お
け
る
捜
索
は
存
在
し
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、

「
捜
索
」

B
E
R
g
E
n
E据
え
-
E岳
町
)
は
、
「
た
ん
に
探
り
を
入
れ
る
こ

と
」
(
〉

g
p
a
n
z
E加
)
よ
り
も
強
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
よ

り
強
い
影
響
を
有
す
る
捜
索
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
影
響
の

弱
い
た
ん
な
る
調
査
は
許
さ
れ
る
と
い
う
、
「
大
は
小
を
兼
ね
る
」
(
白

ヨ
白
』
。
ユ
邑

E
E日
)
の
理
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
否
定
す
る
。

よ
っ
て
、
基
本
法
一
三
条
二
項
を
根
拠
と
す
る
理
論
に
よ
っ
て
も
刑
訴
法

-
-
O
条

c
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
を
正
当
化
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。
フ
リ
ス
タ

l
の
詳
し
い
議
論
を
以
下
で
説

明
す
る
。

ま
ず
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
が
基
本
法
一
三
条
二
項
の
音
崎

味
に
お
け
る
立
入
に
該
当
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
フ
リ
ス
タ

l
は
次
の

よ
う
に
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
捜
索
の
概
念
は
、
刑
訴
法
の
み
な
ら

ず
法
秩
序
全
体
に
お
い
て
、
伝
統
的
に
国
家
の
隠
し
立
て
の
な
い
行
為
に

(
四
)

対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張

は
、
ヴ
ア
イ
ル
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ア
イ
ル
は
、
長
い
間

安
定
し
た
判
例
を
根
拠
と
し
て
こ
の
よ
う
な
見
解
を
論
拠
づ
け
る
。
す
な

わ
ち
、
判
例
に
よ
れ
ば
、
憲
法
上
の
意
味
に
お
け
る
捜
索
は
、
「
人
物
お

よ
び
物
に
つ
い
て
の
探
索
(
印
ロ
ロ
宮
)
あ
る
い
は
住
居
内
の
状
況
の
捜

査
:
:
:
を
意
味
し
、
捜
索
に
特
徴
的
な
の
は
、
目
的
に
し
た
が
っ
て
そ
こ

で
何
か
住
居
権
者
が
自
ら
曝
し
た
り
提
出
し
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
、
例

え
ば
見
え
る
と
こ
ろ
に
な
い
物
を
探
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
隠
さ
れ
た
物

を
暴
く
:
:
:
た
め
に
な
さ
れ
る
、
住
居
内
で
の
国
家
機
関
の
合
目
的
的
な

(
術
)

探
索
(
臼

En宮
)
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
判
例
の
見
解
に

よ
れ
ば
、
捜
索
と
住
居
内
に
お
け
る
潜
入
捜
査
と
は
構
造
的
に
区
別
さ
れ

(
閉
山
)

る
と
す
る
。

北法56(4・334)1886

と
こ
ろ
で
、
基
本
法
一
三
条
二
項
の
意
味
に
お
け
る
捜
索
の
概
念
に
つ

い
て
フ
リ
ス
タ
!
と
同
様
の
見
解
を
有
す
る
論
者
と
し
て
ニ
ツ
ツ

(
Z
5
)

が
存
在
す
る
。
彼
は
、
フ
リ
ス
タ

1
ら
他
の
論
者
同
様
に
、
捜
索
の
公
然

性
と
い
う
点
を
挙
げ
て
、
捜
索
と
潜
入
捜
査
に
お
け
る
住
居
立
入
り
と
の

(
瑚
)

差
異
を
説
明
す
る
。
さ
ら
に
、
一
部
の
学
説
に
お
い
て
潜
入
捜
査
官
に
よ

る
住
居
立
入
り
が
、
基
本
法
一
三
条
二
項
の
捜
索
の
概
念
よ
り
も
低
い
レ

ベ
ル
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
的
確
な
批
判
を
加
え

て
い
る
。
ま
ず
、
国
家
の
捜
査
官
が
虚
偽
の
身
分
を
用
い
て
行
う
住
居
立



入
り
は
、
秘
密
裡
の
侵
害
に
当
た
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
基
本

法
二
二
条
二
項
の
公
然
な
捜
索
と
は
異
な
り
、
対
象
者
は
彼
の
住
居
が
す

で
に
国
家
の
探
索
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
事
実
を
認
識
し
な
い
点
を
重
要

(
則
)

視
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
先
に
挙
げ
た
「
大
は
小
を
兼
ね
る
」
宣
言
と
。
ユ

ドイツにおける潜入捜査

邑

B
5
5
)
の
理
論
も
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に
内
在
す
る
制
約
を
根
拠
に
刑
訴
法
一

一
O
条

c
に
よ
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
を
正
当
化
す
る
別
の
見

解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
権
に
内
在
す
る
不
文
律
の
制
約
を
用
い
て

(
即
)

根
拠
づ
け
を
行
う
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
一
一
一
条

三
項
の
理
解
に
お
い
て
、
捜
索
と
そ
れ
以
外
の
侵
害
の
限
界
は
問
題
で
は

な
く
、
裁
判
官
留
保
と
目
的
拘
束
性
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
、

捜
索
も
そ
う
で
あ
る
が
、
目
的
に
拘
束
さ
れ
た
す
べ
て
の
侵
害
は
、
裁
判

官
の
命
令
に
よ
ら
ず
に
許
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に

挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
す
べ
て
の
侵
害
は
、
裁
判

(
削
)

官
に
よ
る
命
令
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
基
本
法

一
三
条
三
項
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
侵
害
の
目
的
を
、
何
ら
憲
法
レ
ベ
ル
に

は
な
い
法
益
保
護
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
の
み
決
定
的
で
あ
る
と

見
な
し
、
比
例
原
則
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の

侵
害
行
為
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
の
侵
害
目
的
に
よ
る
限
定
に
も
か
か

(
即
)

わ
ら
ず
、
認
め
ら
れ
る
と
す
る
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
一
一
一
一

条
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
文
言
の
法
技
術
的
な
意
味
に
お
い
て
は
侵
害
の
予

防
的
な
目
的
を
前
提
と
す
る
。
フ
リ
ス
タ
ー
は
、
こ
の
点
を
指
摘
し
、
抑

止
的
に
活
動
を
行
う
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
の
正
当
化
を
基
本
法
二
二

(
別
)

条
三
項
に
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
警
察
任
務
の
内
容
と

し
て
予
防
活
動
と
抑
止
活
動
が
あ
る
こ
と
と
、
基
本
法
一
一
一
一
条
と
の
問
題

を
ヴ
ア
イ
ル
は
よ
り
詳
し
く
論
じ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
警
察
の
任
務
遂
行

に
は
、
差
し
迫
っ
た
危
険
回
避
の
た
め
の
予
防
的
(
匂
5
5
E〈
)
活
動
と
、

す
で
に
行
わ
れ
た
犯
罪
の
訴
追
の
た
め
の
抑
止
的
(
『

8
5
2〈
)
活
動
が

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
刑
訴
法
に
お
い
て
は
基
本
法
一
三
条
三
項
の
意

味
に
お
け
る
差
し
迫
っ
た
危
険
の
予
防
は
問
題
と
な
ら
ず
、
基
本
法
三
一
一

条
三
項
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
他
の
目
的
の
た
め
の
刑
事
訴
追
に
役
立
て

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
捜
査
手
続
の
枠
内
に
お
い
て
生
じ
る
住

居
内
で
の
潜
入
捜
査
は
、
基
本
法
一
三
条
三
項
に
よ
っ
て
は
支
持
さ
れ
得

(
山
間
)

な
い
と
い
う
。

ラ
マ

l
は
、
さ
ら
に
、
「
対
立
す
る
憲
法
上
の
権
利
」
と
い
う
基
本
法

に
内
在
す
る
不
文
律
を
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
の
根
拠
と
し

て
持
ち
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
根
拠
も
フ
リ
ス
タ
l
の
反
論
に

よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
フ
リ
ス
タ
ー
は
、

基
本
法
一
三
条
三
項
の
特
別
な
法
律
の
留
保
に
つ
い
て
の
合
理
的
解
釈
は
、

北法56(4・335)1887
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そ
の
た
め
に
住
居
の
不
可
侵
性
の
保
護
に
対
す
る
制
限
が
許
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
憲
法
上
の
別
の
利
益
の
選
択
と
し
て
理
解
さ
れ
る
場
合
の
み
可
能

と
な
る
の
だ
と
主
張
す
る
。
そ
し
て
、
「
対
立
す
る
憲
法
上
の
権
利
」
と

い
う
見
解
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
基
本
法
一
一
一
一
条
三
項
は
、
「
国
{
永
か
ら
の

市
民
の
保
護
」
だ
け
で
な
く
「
国
家
に
よ
る
市
民
の
保
護
」
と
し
て
解
釈

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
家
か
ら
の
市
民
の
保
護
と
し
て
の
み
理
解
さ

れ
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
補
充
的
に
対
立
す
る
憲
法
上
の
権
利
と
い
う
制

(
問
問
)

約
を
持
ち
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る
。

三
.
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
七
年
二
月
六

日
判
決

3
2
3
ヨ-
M
出
向
・
)
と
本
事
案
に
対
す
る
理
論

の
展
開

1
.
潜
入
捜
査
に
お
け
る
住
居
立
入
り
と
偽
装
バ
イ
ヤ
ー

(∞
n
z
aロ
白
口
内

EaE『
白
司
)
に
よ
る
住
居
立
入
に
つ
い
て

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
が
そ
の
架
空

身
分
を
利
用
し
て
住
居
に
立
ち
入
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
議
論
が

確
認
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
判
例
に
お
い
て
は
、
連
絡
員
お
よ
び
潜
入

捜
査
官
に
よ
る
住
居
立
入
り
の
問
題
に
つ
い
て
取
り
扱
っ
た
も
の
を
自
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
潜
入
捜
査
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
概
観
し
た

と
こ
ろ
、
そ
の
多
く
は
組
織
内
部
へ
の
潜
入
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
電

話
で
の
会
話
か
ら
情
報
収
集
を
目
的
と
し
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
た
め
か
、

住
居
内
で
の
情
報
収
集
活
動
が
問
題
と
な
る
ケ

i
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

理
論
状
況
を
考
察
し
た
際
に
引
用
し
た
論
考
の
多
く
に
お
い
て
も
、
そ

も
そ
も
引
用
さ
れ
て
い
る
判
例
は
多
い
と
は
い
え
な
い
。
ま
た
、
引
用
さ

れ
て
い
る
判
例
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
に
潜
入
捜
査
に
お
け

る
住
居
立
入
り
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
ケ

l
ス
で
は
な
い
。
住

居
権
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
問
題
を
取
り
扱
っ
た
判
例
な
ど
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
潜
入
捜
査
に
お
け
る
住
居
立
入
り
を
テ

l
マ
と
し
た

論
稿
が
多
く
見
つ
か
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
の
論
稿
さ
え
も
住
居
へ
の
立
入

が
問
題
と
な
っ
た
判
例
を
挙
げ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
連
絡
員
に
よ
る
住
居
侵

入
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
は
、
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と

北法56(4・336)1888

考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
、
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
の
住
居
立
入
が
問
題
と
な
っ

た
事
案
が
あ
ら
わ
れ
た
。
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
は
、
ア
ジ
ヤ
ン
・
プ
ロ
ヴ
オ
カ

ト
ゥ

l
ル
(
白
m
n
E
Y
O〈
O
B円

E
『
)
や
ロ
ッ
夕
、
ン
ユ
ピ
ッ
ツ
エ
ル

(
F
o
n
g
e

苔
N
m
}
)

と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
お
と
り
」
に
該
当
す
る
。
つ
ま
り
、
捜

査
官
あ
る
い
は
そ
の
協
力
者
で
あ
る
人
物
が
、
そ
の
よ
う
な
本
来
の
身
分



ドイツにおける潜入捜査

を
偽
り
、
対
象
者
と
接
触
し
、
対
象
者
が
犯
行
に
出
た
と
こ
ろ
(
薬
物
等

を
販
売
し
た
と
こ
ろ
)
を
検
挙
す
る
の
で
あ
る
。
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第

一
刑
事
部
)
一
九
九
七
年
二
月
六
日
判
決
は
、
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
が
被
告
人

住
居
内
に
お
い
て
偽
装
購
買
を
行
っ
た
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
事
案
で
あ

(
附
)

る
。
本
事
案
に
お
い
て
は
、
情
報
収
集
を
目
的
と
す
る
潜
入
捜
査
の
枠
内

に
お
け
る
住
居
立
入
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
、

お
と
り
捜
査
の
一
類
型
で
あ
る
偽
装
購
買
行
為
の
枠
内
で
住
居
立
入
が
問

題
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
、
潜
入
捜
査
と
お
と
り
捜
査
そ
れ
ぞ
れ
の
問

題
の
中
心
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
両
者
を
区
別
し
、
そ
の
う
ち
潜
入
捜
査

に
関
す
る
問
題
を
テ
l
マ
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
来
は
警
察
官
あ

る
い
は
そ
の
協
力
者
で
あ
る
者
が
、
そ
の
よ
う
な
身
分
を
隠
し
た
ま
ま
、

住
居
権
者
か
ら
同
意
を
得
て
住
居
へ
立
ち
入
る
と
い
う
行
為
は
、
潜
入
捜

査
に
も
お
と
り
捜
査
に
も
共
通
す
る
。
そ
こ
で
、
潜
入
捜
査
に
お
い
て
特

に
住
居
へ
の
立
入
が
問
題
と
な
る
場
合
、
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
住
居
侵

入
事
案
も
参
考
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
潜
入
捜
査
に
お
け
る

住
居
立
入
行
為
を
取
り
扱
っ
た
文
献
に
お
い
て
も
、
先
に
挙
げ
た
一
九
九

(
附
)

七
年
二
月
六
日
の
第
一
刑
事
部
判
決
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
は
、
こ
の
第
一
刑
事
部
の
判
決
、
お
よ
び
こ
れ
に
対
す
る
学
説
の

見
解
を
紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
九
九
七
年
二
月
六
日
判
決

2
.
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)

(
印
円
〈
-
。
由
、
ア

M
M凶
『
・
)

【
事
実
の
概
要
】

被
告
人
の
ハ
ツ
シ
ッ
シ
ユ
の
買
い
手
(
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
)
は
、

五
年
一

O
月
一
六
日
に
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
後
の
尋
問
に
お
い
て
、
偽
装
購

買
を
行
う
こ
と
で
被
告
人
の
有
罪
認
定
に
協
力
し
て
も
い
い
と
い
う
こ
と

を
述
べ
て
い
た
。
彼
は
尋
問
場
所
か
ら
被
告
人
に
電
話
を
か
け
、
友
人
を

連
れ
て
く
る
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
後
、
こ
の
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
は
、
通
常

は
秘
密
捜
査
を
行
う
こ
と
の
な
い
警
察
官
を
連
れ
て
被
告
人
の
住
居
へ
向

か
っ
た
。
彼
が
同
行
し
た
警
察
官
を
友
人
と
し
て
紹
介
し
た
後
、
被
告
人

は
二
人
を
住
居
へ
入
れ
、
彼
ら
に
九
四
.
三
グ
ラ
ム
の
ハ
ツ
シ
ッ
シ
ユ
を

九
五
0
マ
ル
ク
で
売
っ
た
。
そ
の
直
後
に
、
警
察
に
よ
る
家
宅
捜
索
が
行

わ
れ
、
少
量
の
ハ
ッ
シ
ツ
シ
ユ
お
よ
び

F
山
口
、
同
時
に
コ
カ
イ
ン
、
マ

リ
フ
ァ
ナ
、
ハ
ツ
シ
ツ
シ
ユ
錠
剤
お
よ
び
同
樹
脂
が
発
見
さ
れ
た
。

州
裁
判
所
は
、
有
罪
判
決
を
下
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
有
罪
判

決
は
、
捜
索
の
直
前
に
購
入
さ
れ
た
ハ
ツ
シ
ツ
シ
ユ
を
基
礎
と
し
な
か
っ

た
。
州
裁
判
所
は
、
そ
の
理
一
由
と
し
て
、
捜
査
当
局
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

二
人
の
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
の
供
述
は
、
使
用
可
能
で
は
な
い
と
し
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
警
察
官
は
、
被
告
人
の
住
居
に
裁
判

官
の
同
意
な
し
に
立
ち
入
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

b
二

九
九
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項
二
号
、
お
よ
び
一
一

O
条

c
に
つ
い
て
の
立
法
者
の
価
値
判
断
と
矛
盾

す
る
。
基
本
法
二
二
条
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
警
察
の
偽

装
バ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
も
同
様
に
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

【
判
決
要
旨
】

(
本
件
第
一
刑
事
部
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
が
基
本
法
一
一
一
一
条
に
違

反
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
は
明
言
を
避
け
て
い
る
が
、
事
案
解
決
に

つ
い
て
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
)
(
仮
に
、
一
一

O
条

c
が
利
用

可
能
で
あ
り
、
)
刑
訴
法
一
一

O
条

b
二
項
第
二
文
の
規
定
が
利
用
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
件
に
お
い
て
は
そ
の
前
提
条
件
(
裁
判
官

の
同
意
・
危
険
の
急
迫
)
は
満
た
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
上
告

を
棄
却
す
る
。

木
件
に
お
い
て
は
、
先
に
逮
捕
さ
れ
た
捜
査
協
力
者
の
手
引
き
の
下
、

こ
の
捜
査
協
力
者
と
警
察
官
が
被
告
人
の
住
居
内
で
薬
物
の
架
空
取
引
を

行
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
二
人
の
人
物
は
、

自
分
が
国
家
の
手
先
で
あ
る
こ
と
を
相
手
に
告
げ
ぬ
ま
ま
、
住
居
権
者
の

同
意
を
得
て
住
居
に
立
ち
入
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ

う
に
、
こ
の
よ
う
な
お
と
り
の
一
類
型
で
あ
る
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
住

居
立
入
行
為
は
、
潜
入
捜
査
に
お
け
る
立
入
行
為
と
同
じ
行
為
態
様
を
有

す
る
。
刑
訴
法
一
一

O
条

c
は
、
こ
の
よ
う
な
一
種
の
欺
問
を
用
い
た
同

意
獲
得
に
よ
る
住
居
立
入
行
為
を
、
潜
入
冊
目
査
官
に
限
っ
て
認
め
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
そ
も
そ
も
同
規
定
が
基
本
法
一
三
条
に
反
し
な
い
の
か
否

か
が
問
題
と
な
る
。

こ
の
点
、
第
一
刑
事
部
は
、
本
件
に
お
い
て
は
一
一

O
条

a以
下
の
条

(
問
問
)

項
の
直
接
適
用
は
関
係
が
な
い
と
い
う
判
断
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
本
件
で
立
入
を
行
っ
て
い
る
警
察
官
は
刑
訴
法
一
一

O
条

a
二

(
別
)

項
の
意
味
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
で
は
な
い
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の

よ
う
に
述
べ
つ
つ
も
、
基
本
法
一
コ
一
条
の
基
本
権
に
鑑
み
て
問
題
が
生
じ

(
測
)

る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
本
判
決
は
潜
入
捜
査
官
の
住
居
立
入
行
為
に
関
す

る
学
説
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

(
仰
)

第
一
刑
事
部
は
、
ア

l
メ
ル
ン
ク
の
見
解
を
挙
げ
、
本
件
に
お
け
る
よ

う
な
立
入
許
可
に
つ
い
て
は
、
住
居
権
者
が
訪
問
者
の
人
格
に
つ
い
て
錯

誤
に
陥
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
よ
う
な
同
意
の
有
効
性
に
つ
い
て
基
礎
と

な
っ
て
い
る
欺
岡
は
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
う
る
の
か
が
問
題
で
あ
る

(m) 

と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
同
意
の
有
効
性
判
断
に
つ
い
て
、
刑
法
一
二
三

条
の
住
居
侵
入
罪
の
構
成
要
件
を
用
い
る
見
解
が
存
在
す
る
こ
と
を
挙
げ

(
加
)

る
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
し
て
、
学
説
の
多
く
は
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ

れ
た
同
意
を
有
効
だ
と
認
め
ず
、
こ
の
よ
う
な
同
意
に
基
づ
く
住
居
立
入

(
捌
)

行
為
を
基
本
権
侵
害
と
す
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、

基
本
法
一
三
条
の
基
本
権
は
、
「
錯
誤
の
な
い
意
思
決
定

(
e
m
f
E
E
E民自
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『

2
0
者
三
四
口
問

Z
E
E加
)
」
ま
で
も
保
護
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
ま
さ
に
住

居
へ
の
立
入
許
可
に
向
け
ら
れ
た
国
家
機
関
の
欺
岡
に
よ
っ
て
立
入
許
可

が
得
ら
れ
た
場
合
に
、
は
じ
め
て
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
欺
岡
が
同
意

の
価
値
を
下
げ
る
」
と
い
う
説
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
紹
介
を
行

(
術
)

、叶ノ。

ドイツにおける潜入捜査

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
一
通
り
の
見
解
を
挙
げ
た
上

で
、
こ
れ
ま
で
の
判
例
が
こ
の
点
な
お
判
断
を
示
し
て
い
な
い
こ
と
、
立

法
者
も
一
一

O
条

c
の
導
入
に
際
し
て
、
明
確
に
意
見
を
述
べ
て
い
な
い

(
別
)

こ
と
を
述
べ
る
。
ま
た
、
立
法
資
料
に
お
い
て
も
、
「
こ
の
よ
う
な
措
置

(
加
)

に
対
す
る
憲
法
上
の
懸
念
が
存
在
し
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

(
別
)

こ
と
を
指
摘
す
る
。

結
局
、
第
一
刑
事
部
は
、
本
事
案
に
お
い
て
は
刑
訴
法
一
一

O
条
C

の

憲
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
触
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
の
後
の
部
分

で
は
事
案
の
解
決
に
議
論
を
移
し
て
い
る
。
要
す
る
に
、
刑
訴
法
一
一

O

条

c
が
憲
法
上
の
問
題
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
先
送
り
に
し
た

ま
ま
、
同
条
項
の
直
接
的
な
適
用
を
受
け
な
い
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
の
問
題
に

つ
い
て
判
断
を
下
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
果
か
ら
見
れ
ば
、
第
一
刑
事

部
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
は
基
本
法
二
二
条
と
両
立
可
能
で
あ
る
と
い

う
見
解
に
た
つ
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
理
由
付
け
は
明

確
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
残
念
な
が
ら
、
ヒ
ル
ガ

l
も
指
摘
す
る
よ

う
に
、
本
件
第
一
刑
事
部
は
こ
の
種
の
問
題
に
つ
い
て
は
自
ら
の
見
解
を

(
捌
)

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

3
.
学
説
の
評
価

本
判
決
に
対
し
て
評
釈
を
加
え
て
い
る
者
と
し
て
、
ヒ
ル
ガ

1

(E-加
問
円
)
、
フ
エ
ル
シ
ユ

(
F
Z
n
Z
)
、
ニ
ツ
ツ

(
Z
5
)
、
ヴ
ォ

l
ル
ヴ
ェ

l

パ
l

(
者
。

-zsq)
が
い
る
。
先
に
紹
介
し
た
第
一
刑
事
部
の
判
決
が
、

学
説
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
の
評
釈
を
も
と
に
見
て
い
き
た
い
。
そ
の
際
、
本
稿
と
の
関
係
で

特
に
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
と
基
本
法
二
二
条
と

の
関
係
、
す
な
わ
ち
刑
訴
法
一
一

O
条

c
の
合
憲
性
が
重
要
と
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
特
に
こ
の
点
に
焦
点
を
当
て
つ
つ
検
討
を
行
い
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
り
の
根
拠
が
何
で
あ
る
か

に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
見
解
が
存
在
す
る
。
例
え
ば
、
一
般
的
な
捜

査
権
に
つ
い
て
規
定
す
る
刑
訴
法
一
六
三
条
を
根
拠
に
す
る
説
、
刑
法
一

二
三
条
を
基
準
と
し
て
立
入
り
に
対
す
る
同
意
の
有
効
性
を
認
め
る
見
解
、

ま
た
は
立
入
り
を
基
本
法
一
三
条
二
項
の
捜
索
に
包
含
す
る
見
解
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
刑
事
部
は

こ
れ
ら
の
見
解
に
は
依
拠
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
ヒ
ル
ガ

i

以
下
の
論
考
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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本
事
案
に
お
い
て
、
第
一
刑
事
部
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
基
づ
く

住
居
立
入
行
為
の
正
当
性
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
言
及

す
る
も
の
の
、
基
本
法
一
一

O
条

c
に
基
づ
く
住
居
立
入
り
と
基
本
法
一

三
条
と
の
聞
に
存
在
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
何
も
述
べ
て
い

な
い
、
と
い
う
の
が
大
方
の
見
方
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ヒ
ル
ガ

l
は
、
本
判
決
お
い
て
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に

(
仰
)

つ
い
て
の
問
題
は
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
行
う
。

同
様
の
見
解
を
示
す
者
と
し
て
、
フ
ェ
ル
シ
ユ
も
、
刑
訴
法
一
一

O
条
b

お
よ
び

c
の
理
解
に
関
す
る
一
連
の
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い

(
仰
)

る
、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ニ
ツ
ツ
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
偽
装

バ
イ
ヤ
ー
に
住
居
立
入
権
が
存
在
す
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
問
題
を
未

(
仰
)

解
明
の
ま
ま
に
し
た
と
指
摘
す
る
。
こ
の
点
、
第
一
刑
事
部
の
判
断
を
み

て
も
、
刑
訴
法
一
一

O
条

C
の
憲
法
上
の
問
題
、
あ
る
い
は
潜
入
捜
査
官

以
外
の
者
の
住
居
立
入
権
の
有
無
に
関
す
る
問
題
は
、
未
解
明
の
ま
ま
に

さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

一
方
で
、
ヴ
才

l
ル
ヴ
ェ

l
パ
l
は
、
本
判
決
に
対
し
て
一
定
の
評
価

を
与
え
て
い
る
。
ま
ず
、
本
件
第
一
刑
事
部
は
、
潜
入
捜
査
官
と
偽
装
バ

イ
ヤ
ー
の
限
界
に
つ
い
て
、
刑
訴
法
一
一

O
条

a
二
項
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル

を
用
い
て
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
虚
偽
の
身
分
を
利
用
し
た
住
居
へ
の

立
入
り
を
、
「
全
体
考
察
」
の
枠
内
に
お
い
て
、
刑
訴
法
一
一

O
条

b
二

(m) 

項
第
一
文
二
号
を
考
慮
す
る
。
そ
し
て
、
同
刑
事
部
が
、
基
本
法
一
一
一
一
条

の
基
本
権
規
定
を
、
裁
判
官
留
保
の
射
程
距
離
に
つ
い
て
の
中
心
的
基
準

(
制
)

と
し
て
明
確
仁
し
た
点
を
、
本
判
決
の
功
績
と
し
て
評
価
す
る
。

以
上
、
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
先
に
紹
介
し
た
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一

刑
事
部
)
一
九
九
七
年
二
月
六
日
判
決
に
対
し
て
は
、
四
つ
の
評
釈
が
存

在
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
評
釈
は
す
べ
て
当
該
第
一
刑
事
部

判
決
の
判
断
内
容
そ
の
も
の
に
対
し
て
是
か
非
か
と
い
う
評
価
を
与
え
る

こ
と
は
し
て
い
な
い
。
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
第
一
刑
事
部
が
刑
訴
法

二
O
条

cと
基
本
法
一
三
条
の
関
係
な
ど
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
未

解
決
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

評
釈
は
、
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
た
問
題
点
に
つ
い
て
論
者
自
身
の
見
解

を
述
べ
る
形
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
基
づ
く
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
住
居

立
入
り
と
、
基
本
法
一
三
条
と
の
聞
に
存
在
す
る
問
題
が
争
点
と
な
っ
た

判
例
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
存
在
し
な
い
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
事
案
は
、

厳
密
に
は
異
な
る
も
の
の
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
住
居
立
入
り
と
非
常
に

よ
く
似
た
偽
装
バ
イ
ヤ
ー
に
よ
る
住
居
立
入
り
が
問
題
と
な
っ
た
。
し
か

し
、
結
局
の
と
こ
ろ
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

cと
基
本

法
二
三
条
と
の
聞
の
問
題
を
明
確
に
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
種
の
問
題
を
判

例
が
ど
の
よ
、
つ
に
考
え
て
い
る
の
か
は
未
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
と
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い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

四
.
違
法
な
住
居
立
入
り
に
際
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
の
証
拠

使
用

ドイツにおける潜入捜査

住
居
立
入
り
に
際
し
て
収
集
さ
れ
た
情
報
の
証
拠
と
し
て
の
使
用
可
能

性
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
も
と
よ
り
学
説
に
お
い
て
も
そ
れ
ほ
ど
活
発
な

議
論
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に

基
づ
き
潜
入
捜
査
官
が
住
居
に
立
ち
入
る
場
合
、
刑
訴
法
上
認
め
ら
れ
た

こ
の
よ
う
な
措
置
を
適
法
と
す
る
見
解
を
出
発
点
と
す
る
な
ら
ば
、
証
拠

使
用
禁
止
は
問
題
と
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
刑

訴
法
一
二
U
条

b
の
要
請
す
る
裁
判
官
に
よ
る
同
意
の
要
件
が
満
た
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

反
対
に
、
ロ
ク
シ
ン
は
、
潜
入
捜
査
官
の
住
居
立
入
に
際
し
て
収
集
さ

れ
た
情
報
に
つ
い
て
は
、
証
拠
使
用
禁
止
(
〈
刊

2
2
5明
言
号
。
同
)
が
導

か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
主
張
す
る
。
先
に
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ロ

ク
シ
ン
は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
よ
る
住
居
立
入
り
の
基
本
法
一
一
一
一
条

違
反
を
唱
え
る
論
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
刑
訴
法
一

一
O
条

c
に
基
づ
く
潜
入
捜
査
官
の
住
居
立
入
り
は
、
基
本
法
一
三
条
に

よ
っ
て
カ
バ
ー
さ
れ
な
い
基
本
権
侵
害
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

基
本
権
侵
害
は
、
憲
法
上
の
正
当
化
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
も
し
違

法
な
住
居
立
入
り
が
手
続
上
問
題
と
さ
れ
ず
、
そ
の
結
果
と
い
う
点
で
憲

法
上
認
め
ら
れ
た
侵
害
と
同
等
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
こ
の
原
則

(
お
)

は
効
力
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
上
の
正
当
化
を
有
し

な
い
基
本
権
侵
害
に
対
し
て
証
拠
使
用
禁
止
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
も
の

(
仰
)

と
解
さ
れ
る
。第

四
章

そ
の
余
の
問
題
点
と
わ
が
国
へ
の
示
唆

本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
潜
入
捜
査
に
つ
い
て
、
特
に
問
題
と
い

わ
れ
て
い
る
尋
問
類
似
行
為
と
住
居
立
入
行
為
を
主
た
る
対
象
と
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
潜
入
捜
査
の
有
す
る
問
題
点
は
こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、

ま
た
わ
が
国
で
の
導
入
を
考
え
る
場
合
ド
イ
ツ
で
は
問
題
と
な
ら
な
い
こ

と
が
障
壁
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
潜
入
捜
査
制
度
の
有
す
る

そ
の
余
の
問
題
点
を
指
摘
し
検
討
し
た
い
。

一
.
公
判
手
続
に
お
け
る
身
元
の
秘
密
保
持

潜
入
捜
査
に
お
い
て
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
有
罪
立

証
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

際
、
ま
ず
潜
入
捜
査
官
自
身
が
証
人
と
し
て
供
述
を
行
う
場
合
が
考
え
ら
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れ
る
。
し
か
し
、
刑
訴
法
一
一

O
条
b
一
二
項
は
、
潜
入
捜
査
官
の
身
元
を

投
入
後
に
お
い
て
も
秘
密
に
し
て
お
く
こ
と
を
認
め
る
(
同
項
第
一
文
)
。

そ
し
て
、
特
に
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
潜
入
捜
査
官
お
よ
び
そ
の

他
の
者
の
生
命
、
身
体
等
々
に
対
し
て
危
険
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
刑
訴
法
九
六
条
に
基
づ
き
、
刑
事
手
続
に
お
い
て
も
身
元
の
秘
密
保

持
が
認
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
(
同
項
第
三
文
お
よ
び
第
四
丈
)
。
そ
し
て
、

潜
入
捜
査
官
が
諸
般
の
事
情
か
ら
、
そ
の
身
元
を
法
廷
で
明
ら
か
に
し
な

か
っ
た
と
し
て
も
、
犯
罪
お
よ
び
犯
人
に
関
す
る
証
言
は
以
下
の
様
な
方

法
で
行
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
伝
聞
証
人
で
あ
る
、
潜
入
捜
査
官
の
上
司
の

証
言
を
証
拠
と
し
て
認
め
た
り
、
潜
入
捜
査
官
に
よ
る
予
備
審
問
の
結
果

(
初
)

の
朗
読
を
文
書
証
拠
と
し
て
認
め
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
公
判
廷
で
証
人
の
身
元
の
秘
密

が
保
障
さ
れ
る
。
し
か
し
、
伝
聞
法
則
の
採
用
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
に
お

い
て
潜
入
捜
査
の
導
入
を
検
討
す
る
場
合
、
こ
の
点
は
よ
り
深
刻
な
問
題

と
な
ろ
、
っ
。

二
.
伝
聞
証
拠
の
使
用
可
能
性

ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

(
別
)

は
い
わ
ゆ
る
伝
聞
証
拠
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
先
に
挙
げ
た
二
つ
の
方
法
で
伝
関
証
拠
が
法
廷
に
持
ち
込
ま
れ
る
こ

と
も
可
能
と
な
る
。
ク
ラ
イ
扇
町
四
三
は
、
そ
の
よ
う
な
伝
聞
証
拠
は
受

け
売
り
の
証
拠
で
あ
っ
て
説
得
力
は
強
く
な
い
と
い
い
、
証
明
力
の
問
題

(
仰
)

と
し
て
い
る
。
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と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
直
接
主
義
の
原
則
は
存
在
す
る
。
そ

こ
で
、
直
接
主
義
と
の
関
係
上
伝
聞
を
経
た
証
拠
が
ど
の
よ
う
に
し
て
認

め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
、
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
(
。
忌
ロ
垣
島
同
)
は
次
の
よ

う
に
い
う
。
す
な
わ
ち
、
直
接
主
義
と
は
、
「
直
接
的
な
尋
問
が
、
供
述

を
媒
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
他
の
証
拠
調
べ
の
方
法
に
優
先
す
る
、

と
い
う
原
則
」
で
あ
り
、
「
裁
判
所
は
、
可
能
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

人
物
を
公
判
で
尋
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
直
接
的
な
尋
問
が
不
可

能
で
あ
る
場
合
に
は
、
代
用
物
を
利
用
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
、

(m) 

と
い
う
原
則
」
だ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
代
用
物
の
利
用
の
際
に
は
、
優

先
順
位
が
あ
り
、
裁
判
官
調
書
の
朗
読
が
、
非
裁
判
官
調
書
お
よ
び
供
述

調
書
の
朗
読
に
優
先
し
、
尋
問
者
の
尋
問
は
調
書
の
朗
読
よ
り
も
高
順
位

(
似
)

の
も
の
と
な
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
性
格
を
有
す
る
伝
聞
供
述
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
裁
判

所
は
慎
重
な
立
場
を
示
し
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月

一
一
日
決
定
は
、
伝
聞
の
証
人
で
あ
る
警
察
官
に
よ
っ
て
、
潜
入
捜
査
官

の
供
述
が
公
判
手
続
に
導
入
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

伝
聞
供
述
の
証
拠
法
上
の
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な



わ
ち
、
「
伝
聞
の
証
人
は
、
『
間
接
証
拠
』
の
一
形
態
と
し
て
|
|
刑
訴

法
に
従
っ
て
許
容
さ
れ
る
証
拠
方
法
で
あ
り
、
そ
の
考
慮
お
よ
び
評
価
は

刑
訴
法
二
四
四
条
二
項
お
よ
び
二
六
-
条
に
基
づ
い
て
決
せ
ら
れ
る
o
」

(m) 

と
い
う
。
一
方
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
慎
重
な
態
度
を
示
す
の
は
、
伝

聞
証
拠
の
証
拠
価
値
に
対
し
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

「
詳
細
が
知
ら
れ
て
い
な
い
証
人
に
由
来
す
る
供
述
の
証
拠
価
値
は
、
特

(m) 

に
批
判
的
に
吟
味
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁

判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
九
六
年
六
月
一
九
日
決
定
で
は
、
「
伝
聞
を

経
た
証
言
に
お
い
て
そ
の
供
述
が
問
題
と
な
る
場
合
、
そ
の
供
述
が
そ
の

他
の
重
要
な
証
拠
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
場
合
の
み
、
そ
れ
に
つ
い
て
の

(m) 

確
認
が
適
切
に
支
持
さ
れ
う
る
。
」
と
い
う
こ
と
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

ドイツにおける潜入捜査

三
.
利
用
禁
止
証
拠
に
基
づ
く
新
た
な
捜
査
開
始
の
可
否

違
法
な
潜
入
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
が
証
拠
と
し
て
使
用
さ

れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

証
拠
使
用
禁
止
が
、
広
範
聞
に
お
よ
ぶ
効
果
を
有
す
る
の
か
否
か
、
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
情
報
に
基
づ
い
て
生
じ
た
さ
ら
な
る
捜
査
の
結
果
に
対
し

て
も
使
用
不
可
能
性
が
導
か
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
禁
じ
ら
れ
る
尋
問
方
法
に
よ
っ
て
収
集
さ

れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
、
合
法
的
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
に
は
、
証
拠
使
用

禁
止
は
適
用
さ
れ
ず
、
さ
ら
な
る
捜
査
の
た
め
の
手
が
か
り
が
創
出
さ
れ

(m) 

る
こ
と
に
な
る
、
と
主
張
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
の
背
景

に
は
、
証
拠
使
用
禁
止
の
性
質
が
大
き
く
関
係
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

証
拠
使
用
禁
止
に
は
、
そ
の
根
拠
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
類
型
が
あ
る
が
、

支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
供
述
の
自
由
を
保
障
し
た
規
定
に
反
す
る
場
合

に
導
か
れ
る
証
拠
使
用
禁
止
は
、
広
範
囲
に
わ
た
る
影
響
を
持
た
な
い
と

(
釘
)

さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
判
例
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
支
持
し
て
い
る
よ
う

(
別
)

で
あ
る
。

一
方
で
、
こ
れ
と
は
反
対
の
見
解
を
唱
え
る
学
者
も
存
在
す
る
。
ボ
イ

ル
ケ
(
回
E
F
n
)
は
、
広
範
聞
に
お
よ
ぶ
効
果
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法

に
お
け
る
理
論
を
引
き
合
い
に
出
し
、
そ
の
理
論
と
同
様
に
証
拠
の
使
用

が
認
め
ら
れ
る
と
主
張
す
る
。

四
.
わ
が
国
へ
の
示
唆

近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
潜
入
捜
査
導
入
を
唱
え
る
動
き
が
見
ら
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
種
の
捜
査
方
法
は
、
情
報
自
己
決
定
権
お
よ

び
住
居
の
不
可
侵
性
を
中
心
と
し
た
憲
法
上
の
権
利
に
対
す
る
侵
害
を
伴

う
点
、
慎
重
に
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の

点
、
一
九
九
二
年
の
立
法
以
降
潜
入
捜
査
官
制
度
が
正
式
に
導
入
さ
れ
、

十
数
年
を
経
過
し
て
い
る
ド
イ
ツ
の
議
論
は
参
考
に
で
き
る
。
ま
た
、
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九
九
二
年
の
立
法
以
前
か
ら
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
潜
入
捜
査
官
あ
る
い

は
連
絡
員
に
よ
る
情
報
収
集
活
動
は
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
捜
査
方
法
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
は
、
被
告

人
の
不
利
な
証
拠
と
し
て
公
判
手
続
に
お
い
て
有
罪
立
証
に
寄
与
し
て
き

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
み
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
潜
入
捜

査
官
制
度
が
刑
訴
法
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
で
す
ら
、
こ
の

手
法
が
有
す
る
基
本
権
侵
害
に
対
す
る
批
判
は
多
い
。
ひ
る
が
え
っ
て
わ

が
国
の
場
合
を
考
え
て
も
、
情
報
自
己
決
定
権
と
尋
問
類
似
行
為
が
対
象

者
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
侵
害
す
る
点
、
あ
る
い
は
潜
入
捜
査
官
に
よ

る
住
居
権
侵
害
の
問
題
は
、
特
に
重
大
で
あ
り
看
過
で
き
な
い
よ
う
に
思

(m) 

わ
れ
る
。

ま
た
、
潜
入
捜
査
官
が
実
際
に
公
判
手
続
で
証
言
を
行
わ
ず
、
彼
を
尋

問
し
た
別
の
警
察
官
が
代
わ
り
に
供
述
を
行
う
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。
対

象
と
な
る
犯
罪
が
組
織
犯
罪
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
報
復
の
危
険

お
よ
び
そ
の
後
の
活
動
の
確
保
等
の
理
由
か
ら
、
潜
入
捜
査
官
本
人
が
直

接
供
述
す
る
の
が
困
難
な
場
合
が
想
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
い
わ
ゆ
る
伝
開
法
則
が
な
い
た
め
、
代
用
証
拠
に
よ

る
証
明
で
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
情
報
自
己
決

定
権
と
尋
問
類
似
行
為
の
問
題
、
あ
る
い
は
住
居
権
侵
害
と
い
う
問
題
を

克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
導
入
を
考
慮
す

(
初
)

る
場
合
、
こ
の
問
題
の
克
服
は
相
当
困
難
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

た
し
か
に
、
ド
イ
ツ
と
異
な
り
わ
が
国
に
お
い
て
は
伝
聞
法
則
が
あ
り
伝

聞
証
拠
に
対
す
る
制
限
は
厳
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
が

国
の
実
務
に
お
い
て
も
伝
聞
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
領
域
は
狭
く
な
く
、

結
局
潜
入
捜
査
官
の
供
述
が
書
面
と
な
り
有
罪
立
証
に
寄
与
す
る
可
能
性

を
否
定
で
き
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
け
る
導
入
を
検
討
す
る

場
合
、
住
居
権
の
問
題
は
ひ
と
ま
ず
お
い
て
お
く
こ
と
と
し
て
、
尋
問
類

似
行
為
に
問
題
が
な
い
と
す
れ
ば
、
実
際
上
潜
入
捜
査
官
の
獲
得
し
た
情

報
が
公
判
手
続
で
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
可
能
性
は
高
ま
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
公
判
手
続
に
お
け
る
問
題
に
入
る
前
に
、
情

報
収
集
活
動
自
体
、
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
住
居
立
入
行
為
の
問
題
性

に
つ
い
て
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
に
お
い
て
も
通
信
傍
受
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
組
織
的
犯

罪
対
策
の
一
環
と
し
て
様
々
な
立
法
お
よ
び
法
改
正
が
行
わ
れ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
警
察
実
務
の
側
か
ら
は
、
お
と
り
捜
査
の
積

極
的
活
用
お
よ
び
潜
入
捜
査
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
既
に
潜
入
捜
査
に
関
す
る
立
法
が
み
ら
れ
、
実

務
に
お
け
る
運
用
お
よ
び
判
例
の
蓄
積
の
み
ら
れ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
た
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
ド
イ
ツ
に
お
い
て
す
ら
潜
入

捜
査
官
制
度
そ
の
も
の
を
左
右
し
か
ね
な
い
本
質
的
問
題
が
議
論
の
対
象
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と
な
り
、
批
判
が
多
い
。
こ
の
点
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
同
様
に
問
題
と

な
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
潜
入
捜
査
官
制
度
を
わ
が
国
に
導
入
す
る
に

当
た
っ
て
は
、
相
当
吉
岡
い
壁
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
り
、
導
入
は
容
易
に

(
加
)

は
見
込
ま
れ
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。

ドイツにおける潜入捜査

(
1
)
正
式
名
称
は
、
「
麻
薬
取
引
お
よ
び
そ
の
他
の
組
織
犯
罪
の
現
象

形
態
に
対
す
る
法
律
」
(
。
2
2
N
N巴司回
m
E
E
1
5
m
母
国
王
町
宮

-s

m釦
巴
田
口
宮
伺
F
D
C
ロ
品
自
己
0
8『

閉

山

gnEnuSEE同
国
内
C
コ
妥
当
色
町
円
。
吋
加
白
邑
田

5
3
0口

容
H
E
E
-
-
E
H。
持
層
内
。
)

(2)
森
下
忠
「
ド
イ
ツ
の
組
織
犯
罪
対
策
法
」
判
例
時
報
一
四
五
四

号
(
一
九
九
三
年
)
三
七
頁
。

(3)
斎
藤
純
子
「
組
織
犯
罪
対
策
法
施
行
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

O
一
四

号
(
一
九
九
二
年
)
九
八
頁
。

(
4
)
白
川
靖
浩
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
犯
罪
対
策
法
に
つ
い
て
①
」

捜
査
研
究
四
九
七
号
(
一
九
九
三
年
)
コ
一
四
頁
。

(
5
)
F
3・
N
E司

p
o
F
Z
g
c
r

寄
る
S
N
E
E
-
2
5丘町
n
r
E
F

ヨ
笠
宮
口
開
町
田

O
F
R
E
g
a
N
B
n
E
g
n
z
q
玄
庄
町
二
吉
田
ハ
E
d玄
関
白
加

g

色
町

O
『
加

m
g
Z
5
2
m
穴

E
5
5色
FSF
】
唱
唱
凶
・
印
凶
喧
凶

(6)
白
川
・
前
掲
論
文
(
註
4
)
、
三
六
頁
。

(
7
)
白
川
・
前
掲
論
文
(
註
4
)
、
三
七
頁
。

(
8
)
〈
吃
・
。
5
3
2
2
m
)咽回目印。ロ品目
R
E
H
E
-
E
m凹
B
E
a
E
F
E
n
N巴叫

国

or白
ヨ
目
見

EEロ
mamw『
。

『

mm呂田
2
2
8口
開

E
E自
己

=
E・
3
唱一

Y

∞-品

(9)
フ
オ
ル
カ

l
・
ク
ラ
イ
/
宮
沢
浩
一
・
勝
亦
藤
彦
訳
「
不
正
な

麻
薬
取
引
そ
の
他
の
組
織
犯
罪
の
現
象
形
態
の
対
策
に
関
す
る
法

律
案
(
組
織
犯
罪
対
策
法
案
)
[
E
E
Zお
a
g
n
g
R
F
0
5申
S

S
E
-
M
U
-
E
Z
3申
ニ
に
お
け
る
収
益
の
剥
奪
資
産
刑
・
拡
大

収
奪
1

お
よ
び
資
金
の
洗
浄
に
関
す
る
規
定
の
批
判
的
検
討
」
法

学
研
究
六
六
巻
一

O
号
(
一
九
九
三
年
)
一

O
四
頁
。

(
刊
)
新
屋
達
之
「
い
わ
ゆ
る
『
隠
密
捜
査
官
』
を
め
ぐ
る
若
干
の
検

討
」
『
刑
事
法
学
の
現
代
的
課
題
1

阿
部
純
二
先
生
先
生
古
稀
記

念
祝
賀
論
文
集
』
(
第
一
法
規
・
二
O
O
四
年
)
四
七
O
頁。

(
日
)
警
察
庁
治
安
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
一
平
成
一
五
年
八
月

(Eロ同
V

一
ミ
豆
、
垣
者
田
口
宮
・
問
。
・
』
官
、

8
2白
骨

E¥明。
E
Sロビ司『
C
凹

g
ヨ
-
Z
E
-
C
U
C
Aい

。
品
)

(
ロ
)
新
屋
・
前
掲
書
(
註
叩
)
四
七
O
頁。

(
日
)
前
掲
・
警
察
庁
治
安
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
照
/
本
プ
ロ
グ
ラ
ム

は
、
新
た
な
捜
査
手
法
の
検
討
に
つ
い
て
、
「
外
国
の
刑
事
法
制

や
捜
査
実
務
を
参
考
に
し
つ
つ
、
お
と
り
捜
査
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

ド
・
デ
リ
パ
リ
l
、
潜
入
捜
査
等
の
高
度
な
捜
査
技
術
や
捜
査
手

法
に
つ
い
て
具
体
的
に
研
究
し
、
そ
の
導
入
・
活
用
に
向
け
た
制

度
や
授
査
運
営
の
在
り
方
を
検
討
す
る
。
」
と
い
う
。

(
M
H
)

〈
開
に
対
す
る
邦
訳
と
し
て
は
、
「
隠
密
捜
査
官
」
、
「
ド
イ
ツ
刑

事
訴
訟
法
典
」
法
務
資
料
四
六
O
号
・
法
務
省
大
臣
官
房
司
法
法

制
部
、
新
屋
・
前
掲
童
目
(
註
叩
)
、
「
秘
密
捜
査
官
」
、
フ
オ
ル
カ
l
-

F
・
ク
ラ
イ
/
松
本
和
彦
・
渡
辺
百
一
訳
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
秘
密

北法56(4・345)1897
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捜
査
官
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
」
、
「
泌
匿
捜
査
官
」
、
宮
木
康
博
「
ド

イ
ツ
に
お
け
る
秘
匠
捜
査
」
(
同
志
社
法
学
五
七
巻
一
号
一
一
五

頁
)
な
ど
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
た
だ
し
、
新
屋
達
之
に
よ
れ
ば
、
「
日
本
で
も
隠
密
捜
査
官
の
よ

う
な
手
法
が
行
わ
れ
て
い
る
形
跡
は
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
(
新
屋
・

前
掲
書
(
註
叩
)
四
七
O
頁)。

(
日
)
前
掲
(
註
日
)
・
警
察
庁
治
安
対
策
プ
ロ
グ
ラ
ム
。

(
口
)
〈
個
目
・
問
。
加
齢
-
f
g
g守
g
N冊
目
印

E-n
。
ョ
ロ
a
a
g
zロ己

-m沼田
-
a
z刊

-
J
・
。
豆
刊
百
四
母
国
間
5
8
R
g
〈
mEmnr円
相
円
開
コ
冨
同
己
貸
出
回
目
同
g
p
m広島『，

g
f』

N
』⑤∞吋・∞品∞

(
凶
)
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
刑
訴
法
一
一

O
条
曲
以
下
の
条
項
が
立
法

さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
、
一
九
八
五
年
以
前
の
判
例
と
し
て
は
、

例
え
ば
、
回
〈
由
民
。
∞
gnz-
〈
・
当
・
ニ
右
主

H
Z当
否
虫
・
コ
ヨ

H

Z
∞
R

ヨ
5
・
-
M
】
は
、
秘
密
裡
な
警
察
の
捜
査
活
動
(
〈
町
三
宮
宮

古
-
E
E
n
y
o
開
B
E
C呂田
S
c
m
E円
)
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
事
案
で

あ
る
。
以
前
は
、
む
し
ろ
、
お
と
り
(
「
on-aZN色
え
・

a
n
E

同

u
g
g
n民
2
司
)
に
関
す
る
議
論
が
多
く
見
ら
れ
た
。
ま
た
、
一
九

九
二
年
の
組
対
法
立
法
以
前
は
、
潜
入
捜
査
官
に
関
す
る
事
案
よ

り
も
、
連
絡
員
(
〈
E

冨
告
白
¥
〈
'
F
2
8
)
が
問
題
と
な
る
事
案
が

多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
匿
名
の
連
絡
員
の
通
告
に
つ
い
て
の

証
人
の
証
言
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
と
し
て
、
。
戸
。

p
g
r司

E
P

∞町田口町一・ぐ・

E
N
-
-
2
u
H
Z
dそ
苫
斗

a.
唱∞凶『・

(川口)切
Hfognr窓口
Z
5
3
S
-
ω
・
品
目
一
新
屋
・
前
掲
金
目
(
註
叩
)
四

七
三
頁
。

(
却
)
寺
崎
嘉
博
『
訴
訟
条
件
論
の
再
構
成
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
四
年
)

二
五
二
貞
註
二
八
。
そ
こ
で
は
、
〈
開
や
〈
E

忍
包
ロ
お
よ
び
宮
内
C
?

5
8円
を
も
広
義
の
お
と
り
捜
査
に
含
め
、
「
お
と
り
」
の
概
念
を

函
す
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
捜
査
手
法
の
定
義
付
け
が
試
み
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
か
な
り
多
義
的
で
あ
り
、
必
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
れ
ら
の
分
類

は
一
様
に
は
い
か
な
い
。

(
幻
)
わ
が
国
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
強
制
処
分
と
任
意
処
分
を

区
別
す
る
議
論
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
活
発
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
、
強
制
処
分
と
い
う
用
語
を
使
う
の
は
、

〈
開
の
投
入
が
刑
訴
法
上
明
文
で
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
投
入

条
件
等
の
な
か
に
検
察
官
・
裁
判
官
の
同
意
が
求
め
ら
れ
て
い
る

た
め
で
あ
る
な
包
・
峨
ニ
。
即
時
・
∞
号
。
)
。

(
辺
)
寺
崎
・
前
掲
書
(
註
却
)
二
五
二
頁
脚
註
二
八
。

(お

)
E
n
F
E
E
g
g『
母
国
印
可
町
民
gH-PFSロ
ロ
ロ
乱
含
間
切
EE明白
5
5広
島
お
ロ

戸

一

』

S
E
R
-
3
Y
〉ロ}白
m
m
U
4
8号
同
呂
町
ErEonv問
、
富
刊
百
円
'

。。田口戸∞同同国間切『
ONOEO丘
ロ
ロ
ロ
加
(
回
mnw〆
mym
穴
S
R
H
田内。
5
5
g目白同
0

・

回
色
・
岱
よ
さ
・
〉
己
目
f
ζ
E
R
E
g
-
-
3
】)〉ロ
EmwEmE3
∞
-
-
3
M
R
3

N
o
a
N
R・
]
に
よ
る
。

(
出
)
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
以
前
は
組
織
犯
罪
は
存
在
し
な
か
っ
た

と
さ
れ
、
脅
威
と
見
な
さ
れ
る
犯
罪
組
織
は
む
し
ろ
ド
イ
ツ
国
外

か
ら
進
出
し
て
き
た
も
の
が
多
い
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
イ
タ

~tY:去56(4 ・ 346)1898



ドイツにおける潜入捜査

リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
の
メ
テ
ジ
ン
カ
ル
テ
ル
、
ロ
シ

ア
等
旧
共
産
圏
の
赤
マ
フ
ィ
ア
、
中
国
の
三
合
会
、
日
本
の
ヤ
ク

ザ
、
そ
の
他
ベ
ト
ナ
ム
人
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
、
ト
ル
コ
や
セ
ル
ビ

ア
系
の
犯
罪
組
織
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
も
特
に
脅

威
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
イ
タ
リ
ア
の
マ
フ
ィ
ア
、
メ
テ
ジ
ン
カ

ル
テ
ル
、
ト
ル
コ
系
犯
罪
組
織
、
中
国
系
の
マ
フ
ィ
ア
だ
と
さ
れ

る

(
F
3・
N
R
寄
与
-
o
g
a
-
r
2
5守
B
N
n
a
g
-
R
〈
向
丘
町

n
E
R
F
'

5
5
2ロ伺
2
0
F口
四
回
口
g
R
Z
n
z
E田町
F
R
冨
E
m
-
-
g
穴
白
百
四
民
加
刊
伺
g

aF
目。
G
S
2
5
2刊穴
E
B百白
-
-
E
F
3喧一
y
m・凶由一明)。

(
お
)
切
5Fm唱。
8
3・
F
8
E
3
間

S
E
E
m
S曲目白血
E
5
2
N
E『回目
E

gHUPロ
加
己
向
。
『
同
陪
包
丘
町
2
2
穴同時
5
5包回同位向・

3
3・∞品・

(
お
)
回
〈
町
民
。
開

8
・
?
こ
の
国
勢
調
査
判
決
に
よ
り
、
行
政
官
庁
が

非
統
計
的
目
的
の
た
め
に
情
報
を
利
用
す
る
可
能
性
を
具
体
的
な

目
的
限
定
な
し
に
認
め
る
限
り
で
、
人
格
権
を
侵
害
す
る
も
の
と

さ
れ
た
。

(
幻
)
情
報
自
己
決
定
権
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
明
文
の
規
定
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
基
本
法
二
条
一
項
の
人
格
の
自
由
な

発
展
、
お
よ
び
一
条
一
項
の
人
間
の
尊
厳
に
そ
の
根
拠
が
求
め
ら

れ
る
(
新
屋
・
前
掲
書
(
註
叩
)
四
七
七
頁
以
下
)

0

(
お
)
〈
住
者
mESE-
〈
。
号
一
色
町
E
E
E問。
P
3
S
-
∞・志向

(
却
)
新
屋
・
前
掲
書
(
註
叩
)
四
七
五
頁
。

(
却
)
回
、
『
I
U
E
n
s
-
ご
ミ

as・

(
訂
)
〈
包
玄
宰
『
自
国
門
医
お
2
・
U
B
O
G
-
n
o
'
m
E開
巴
σ
m
a
R
E
E
n
y

自民
z
n
z
s
z
a
mユ色回目口'開
a
R『
↓
2
-
J
5
出
向
g
-
3
M
-
M∞--

(
M
M
)

ク
ラ
イ
・
前
掲
論
文
(
註
凶
)
一
九
二
頁
。
ま
た
、
潜
入
捜
査

官
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
情
報
の
当
該
事
件
に
つ
い
て
の
公
判
廷
で

の
証
拠
と
し
て
の
使
用
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
明
文
の
規
定
は
存

在
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
訴
法
一
一

O
条

e
の
規
定

(
〈
開
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
情
報
の
別
件
で
の
使
用
)
を
見
れ

ば
、
収
集
さ
れ
た
情
報
が
当
該
公
判
で
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
う

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(
お
)
あ
く
ま
で
も
条
文
に
沿
っ
た
解
釈
だ
が
、
例
え
ば
、
「
電
気
の
検

針
員
」
や
「
住
居
管
理
組
合
の
従
業
員
」
を
装
い
住
居
へ
立
ち
入

る
こ
と
な
ど
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
架
空
身
分
の
設

定
も
行
わ
れ
な
い
と
い
う
(
〈
包

-
E有
R
Z刊
号
∞
宮
内
〈
ロ
広
島
B
E
E

B
n
z
ι
z
R町
会
説
。
お
穴
。
，
M-
叶

g
ア

z
g
N
-
沼山一
N・山川い
N凶・明ロ

-ao・)。

た
だ
し
、
架
空
身
分
の
使
用
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
同
意
の
有
効
性

に
つ
い
て
も
批
判
的
な
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
(
〈
包
百
予

g。・

∞一凶ム岡山口
M
凶{)・
)
0

(
鈍
)
新
屋
・
前
掲
量
百
(
註
叩
)
四
八
二
頁
。

(
お
)
回
。
出
回
目
凶
少
凶
M

∞・

(お
)
m
O
H
5・
zmEmwg=RE円一色町岡山町円宮田宮町口
FE口問静岡己的
nFSロ
ι
9
5
m
v

Z
白
骨

N
e
]唱
唱
凶
-
A
#
串
山
出
-
-

(幻
)
m
o
H
E
-
S
0・(〉ロ
5
・3
。))@印ふ
a
a
・

(
お
)
図
。
z
gぃ

3
・凶品、円

(

拘

)

刷

N
O
M
E
-
s。・(〉ロ
5
・3
品)
)
4

印・品交
r
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(
叫
)
閉
N
O
M
-
P
8
0
・
(
〉
=
g
・
3
。
)
)
-
m
-
左
。

(
H
U
)
図
。
出
切
丹
念
Y

ゴ・

(
位
)
回
。
同
盟
岩

-
S・
ま
た
、
回
。
出
回
同
A
8
・
ま
宍
は
、
こ
の
見
解
を
維

持
し
、
被
疑
者
か
ら
欺
間
に
よ
っ
て
声
を
だ
ま
し
取
る
こ
と
は
許

さ
れ
な
い
と
し
た
。

(
刊
日
)
図
。
戸
g
。
・
(
〉
ロ
E
-
S
M
)
)
@
回
A
X
-
-

(
叫
)
列
。
ど
P
8
0
・
(
〉
口
B
・
3
a
)
)
・
∞
・
品
。
a
・

(
江
川
)
切
の
出
凶
∞
ゆ
当
M
-

(判)閉HOUR-P80・(〉ロ自・3a))唱印・品aa・

(
幻
)
こ
の
点
、
ク
ラ
イ
(
寄
町
三
は
、
裁
判
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な

証
拠
の
使
用
は
、
公
正
な
裁
判
の
原
則
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、

な
ぜ
な
ら
、
「
国
家
に
は
、
犯
罪
者
を
軽
率
な
自
白
に
対
し
て
ま

で
保
護
す
る
義
務
は
な
い
か
ら
」
で
あ
る
、
と
い
う
(
ク
ラ
イ
・

前
掲
論
文
(
註
日
)
一
九
二
頁
)
。

(
刊
)
刑
訴
法
二
二
六
条
は
、
同
一
一
一
一
六
条

a
と
は
異
な
り
、
条
文
中

に
証
拠
の
使
用
を
禁
じ
る
文
言
が
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
刑
訴

法
二
二
六
条
に
反
し
て
獲
得
さ
れ
た
供
述
に
も
証
拠
禁
止
が
妥
当

す
る
と
い
う
の
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
ゲ

ラ
ル
ト
・
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
著
/
福
井
厚
監
訳
『
ド
イ
ツ
刑
事
証

拠
法
』
(
成
文
堂
・
一
九
九
九
年
)
一
六
七
頁
に
よ
れ
ば
、
「
拒
否

権
の
告
知
義
務
に
対
す
る
違
反
の
場
合
に
は
、
供
述
者
が
彼
の
権

利
を
い
ず
れ
に
せ
よ
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
限
り
」
で
、
そ
の
供

述
の
使
用
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
。

(
刊
)
〈
間
一
-
r
E
明
。
ι
ミ
・
〈
m
E
R
Z
R
開
『
B
E
r
w
司
E
E
〈
t

円。ロ円四回門出回目出町加己

〈。口一山]凶品目凶白押同》OEr--mw口問向者同ロ岳町ロ〈町民曲目印ロ口問中加mH-mwRUF円
3

E

N
E
m
u
g
n
F
n
-
=
刊
〉
ロ
己
〕
『
出
向
口
m
w
E
m
円
四
司
回
。
国
t

開口四回nF2色ロロ加mwp印円〈

-
。
喧
品
}
斗
M

(
印
)
印
ぽ
F
F
m
m
加
。
e
q岨
出
血
。
・
(
〉
ロ
ヨ
宇
宙
)
)
・
コ
M

(
日
)
た
だ
し
、
情
報
自
己
決
定
権
が
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
見
解

に
対
し
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と
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。
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己
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h
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民
H
g
〈
事
室
温
凶
M戸
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〉
ロ
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予
∞
2
3
ヨ
・
品
品
。
時
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垣
正
ヨ
包
2
・
ω
円
〈
3
3
・
a
N
ロ
・
こ

の
第
一
刑
事
部
の
判
決
中
、
本
稿
と
関
係
す
る
部
分
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。
「
警
察
が
謀
殺
の
解
明
の
た
め
に
連
絡
員
(
〈
'
玄
g
=
)

を
被
告
人
の
周
り
に
投
入
し
た
際
、
公
判
手
続
き
に
お
い
て
彼
に

よ
っ
て
供
述
拒
否
権
が
使
用
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
被
告
人

の
家
族
の
発
話
に
つ
い
て
の
連
絡
員
の
供
述
は
使
用
可
能
で
あ

る」。
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【

C
品
目
(
罰
法
一
・
申
)
甲
山
川
お
』
一
川

(己)Vgl. SchluchterlRadbruch， aaO. (Anm.(7I))， S.354. 

(巳)Vgl. Seebode， aaO. (Anm.(72))， S.428. 

(記)Vgl. Seebode， aaO. (Anm.(72))、S.428.

(に)Vgl. Dencker， aaO. (Anm.(73))， S.674. 

(~) Vgl. SchluchterlRadbruch， aaO. (Anm.(7I))， S.355 

(宮) Sieh， SchluchterlRadbruch， aaO. (Anm.(7I))， S.355 

(冨). .;.t:{...! -.J" ，入吋 τト吋ム)'0ー¥1トームト三ミトさ， i古書記 Q~実

総ム){:;6(';e.! BGH v. 21.7.1994 (BGHSt 40，211) :1， ('¥エドti'

首長 1~悌治.>J ~υ堤~~M昨，-/O ..lj;小 Qti' 14-1静止や+6'

f制緩皿〔L」吋 Fν援:1:10-<Q~隠巡(寝返榊)会化心理5手足蝶ゐ

!と~与~~fJ -\J ~~jg盟.>Jぶやい 4ヰs;:-.' ~隠巡:1，設J ド百三i権部

111H(保同国組長11 þ< Q :I:I o .w: 1鮮総 Q摺8fti~ポエム) :二小判窓

会jよ)('νニr-(l;e.!公平ノ母子。。

(;;;) Vgl. H均巴r，Neue Strafverfahrensrecht durch das OrgKG -2. 

Teil-， NStZ 1992， 525; Lemke/Jurius/Kreh1/KurthIRauten-

berglTem即時， Strafprozessordnung， 2.Aufl.， 1999， S. 349f， ~ 

110c， Rn 5 [L巴mke];Malek， Staatlicher“Handlungsbedarf" als 

Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen ?， StV 1992，344. 

(f，(l )時!濡富民駐:1，付与ヰ当.，;:>ti~ト歪部川回延長:1，吋トQ r-1さ問主ヨ

ti~ポ収J ヰヰ〈ポエ心田~-+ミ与ヰト-(l~' I ~話 Q 写字選 (BGHSt 27， 260 

NJW 1977， 2172) 令か漏 (DreherlTrりndle，StGB， 45. 

Auflage， ~34 Rn. 24 m.w.N.) :1，，，ヰミトJ~' ~怒11181保存'<T1l'

E杓£ν二時。

(巴)Vgl. Rogall， aaO. (Anm.(17))， S.850. 

(巴)Gusy， aaO. (Anm.(54))， S.450. 

(巴)Vgl. Gusy， aaO. (Anm.(54))， S.450. 

(沼)Vgl. Gusy， aaO. S.450. 

(巴)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.621. 

U3) Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.621. 

(呂)Vgl. Widma町， aaO.(Anm.(54))， S.62 1. 

(包)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.621. 

(包)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.621f. 

(苫)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.622 

(呂)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.621 

(活)Vgl. Widmaier， aaO. (Anm.(54))， S.622 

(~) BGH， StV 1995，283， (Anm.(54))， S.286. 

(~) Vgl. Widmai巴r，aaO. (Anm.(54))， S.622. 

(~) Vgl. BGHSt 40，211 = NStZ 1994， 593ff = StV 1994，521 

(R) Vgl. BGHv. 21.7. 1994(BGHSt 40， 211.). 

(に)SchluchterlRadbruch， V-Mann-Aussag巴n zu A userungen 

von Angehorigen des Angeklagten (Anmerkung BGH， Urteil 

v. 21.7.1994)， NStZ 1995， 354f. 

(ロ)Seebode， Anmerkung BGH v. 28.4.1987(BGHSt 34， 362)， 

JR 1988， 428. 

(ロ)Dencker，山erHeimlichkeit， Offenheit und Tauschung bei 

der Beweisgewinnung im Strafverfahren， StV 1994司 674
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さ
ら
に
、
マ
レ
ッ
ク

(冨包
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は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
連
絡
員
(
〈
'
富
由
ロ
ロ
)
お
よ

び
ビ
デ
オ
監
視
に
対
す
る
授
権
根
拠
と
も
な
ら
な
い
と
し
、
重
大

な
基
本
権
侵
害
が
こ
れ
ら
の
条
項
に
根
拠
を
求
め
る
こ
と
は
、
刑

事
訴
訟
法
学
の
体
系
学
に
あ
と
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
も
な
い
し
、

法
規
の
明
確
性
の
原
則
か
ら
連
邦
通
常
裁
判
所
が
強
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張
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査
に
お
け
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居
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入
の
合
憲
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に
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い
て
は
、

第
3
章
で
検
討
す
る
。
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図
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(
旬
)
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-
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出
Z
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叶
N
3唱山中三念。司

(
幻
)
例
え
ば
、
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
二
刑
事
部
)
一
九
九
三
一
年
十

月
八
日
判
決
(
切
。
ヱ
ω己
申
・
凶
試
・
)
で
は
、
証
人
F
が
被
告
人
に
電

話
を
し
、
そ
の
会
話
の
内
容
が
被
告
人
に
不
利
な
証
拠
と
し
て
使

用
さ
れ
た
。
そ
の
際
、

F
に
電
話
を
す
る
よ
う
に
指
示
を
与
え
た

の
は
警
察
官

M
で
あ
り
、

F
は
会
話
が

M
に
よ
っ
て
傍
受
さ
れ
る

こ
と
に
同
意
を
与
え
て
い
た
。
第
二
刑
事
部
は
、
会
話
の
一
方
当

事
者
で
あ
る
F
に
よ
り
傍
受
の
同
意
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
、

通
常
、

M
は
違
法
に
活
動
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
し
て
、
会

話
の
内
容
が
被
告
人
の
不
利
に
使
用
さ
れ
た
。
第
二
刑
事
部
の
見

解
に
よ
れ
ば
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
あ
る
い
は
刑
訴
法
一
三
六
条

一
項
第
二
丈
の
保
護
の
対
象
は
、
「
自
己
の
行
為
の
非
難
に
対
し

て
意
見
を
表
明
す
る
か
黙
秘
す
る
か
に
つ
い
て
の
被
疑
者
の
自
由

の
保
護
」
(
切
。
国
史

3w
凶
当
)
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
国
家
に
よ

る
自
己
負
罪
の
拒
否
は
こ
れ
ら
の
原
則
お
よ
び
規
定
の
保
護
の
対

象
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
連
邦
通
常
裁
判
所

(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
四
年
七
月
一
一
一
日
判
決
(
切
。

z
g
s
-

M

ご
)
は
、
尋
問
の
定
義
に
つ
い
て
、
「
尋
問
者
が
証
人
に
対
し
て
、

職
務
的
地
位
に
お
い
て
対
面
し
(
例
え
ば
、
警
察
官
、
税
関
職
員

あ
る
い
は
検
察
官
ま
た
は
裁
判
官
と
し
て
て
そ
の
身
分
に
お
い

て
彼
に
対
し
て
は
情
報
を
求
め
る
」
(
図
。
国

g
s・
M
-
凶
)
こ
と
で

あ
る
と
し
て
、
尋
問
に
基
づ
く
告
知
義
務
等
の
適
用
領
域
を
狭
め
、

連
絡
員
に
よ
る
尋
問
類
似
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
被
告
人
に

不
利
な
証
人
の
供
述
が
使
用
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
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あ
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た
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さ
れ
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拡
大
刑
事
部
に
よ
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新
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判
断
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本
件
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刑
事
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見
解
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よ
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ば
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正
式
な
意
味
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の
尋
問

の
概
念
に
は
、
尋
問
者
が
証
人
に
対
し
職
務
上
の
地
位
に
お
い
て

対
面
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
、
本
件
に
お
け
る
証
人
や
通
訳
人
と

い
っ
た
私
人
は
、
尋
問
者
に
よ
っ
て
依
頼
さ
れ
た
質
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を
そ
の
会

話
の
枠
内
で
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
の
正
式
な
尋
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3
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規
定

に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
意
思
の
自
由
に
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す
る
そ
の
他
の
侵
害
」
が

考
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さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
当
刑
事
部
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ

こ
で
い
う
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間
は
意
思
決
定
の
自
由
に
対
し
て
、
「
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行
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薬
物
の
投
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術
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に
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る
場
合
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害
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え
ら
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い
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密
に

し
て
お
く
こ
と
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暴
行
や
傷
害
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っ
た
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え
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ド
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ド
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。
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察
の
指
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共
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を
行

い
、
存
活
動
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で
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警
察
本
部
か
ら
(
薬
物
対
策
部
部
長
の
い

る
と
こ
ろ
で
)
自
宅
に
い
る
被
告
人
に
電
話
を
し
、
こ
の
会
話
は

録
音
さ
れ
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後
に
、
ト
ル
コ
語
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行
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れ
た
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会
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通
訳

人
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よ
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て
翻
訳
さ
れ
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裁
判
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お
い
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不
利
な
証
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さ
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。
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o
N

(川

)
Z
∞R
S
唱。
-
M
O
O
R

(川
)
Z
ω

円

N

3
ま
-MON-

(
川
)
〈
m
-
-
Z
M
R
3ま唱凶()凶

(
川
)
〈
包
-Zω
同
事
ま

-M8・

(
川
)
〈
包
-
Z印円
N
3唱。
-
U
C
M
-

(
凶
)
〈
m
F
Z印円
N
-
3
m
y
u
s

(
山
)
〈
加
「
Z
∞
R

3
ま"凶

S-

(凶

)
z
g
N
-沼
w
m
y
凶
(
)
h
F

(
出
)
〈
包
-
Z凶円
N
3
3
・品。。・

(凶
)
Z印
H
N
3
ま
ゆ
苫
品
・

(
悶
)
〈
関
戸

Z
自
N
】沼
W
A
F

凶{
)
A
H

・

(出
)
Z∞
F
N
3
唱
。
・
凶
宝
-

(
凶
)
本
稿
第
一
章
参
照
。

(
出
)
〈
加
戸
開
田
町
『
己
σ
R
F
m
m
n
F
Z骨
mw加
g
N
E呂
田
g
a
N
〈
。
ロ
〈
I
F
m
g
n
p

回同〈
M
0
0
0
.

一
ws.

(
悶
)
ク
ラ
イ
・
前
掲
論
文
(
註
H
)

研究ノート

一
八
五
頁
。

(
即
)
こ
の
点
、
上
記
ク
ラ
イ
に
よ
れ
ば
、
「
ド
イ
ツ
官
庁
の
了
解
を
得

て
捜
査
活
動
を
行
っ
て
い
る
外
国
人
の
秘
密
捜
査
官
は
、
ド
イ
ツ

の
警
察
に
よ
っ
て
情
報
提
供
者
と
し
で
使
用
さ
れ
て
い
る
者
の
典

型
的
な
例
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
法
制
度
の
下
で
は
、
外
国
人
の
警

察
官
は
秘
密
捜
査
官
と
し
て
活
動
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
刑
事

訴
訟
法
一
一

o
a条
二
項
に
よ
り
、
秘
密
捜
査
官
は
、
ド
イ
ツ
人

の
警
察
官
(
な
い
し
は
、
関
税
令
四
O
四
条
に
よ
り
関
税
捜
査
官
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
(
ク
ラ
イ
・
前
掲
論

文
(
註
凶
)
一
九
五
頁
註
一

O
)
。

(
印
)
た
だ
し
、
マ
レ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
対
象
者
の
基
本
権
を
侵
害
す

る
措
置
で
あ
る
連
絡
員
の
投
入
は
、
法
的
根
拠
の
欠
如
の
た
め
、

証
拠
収
集
禁
止
扇
町
垣

2
0『F
S
E加
)
が
推
論
さ
れ
る
が
、
支
配

的
見
解
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
採
用
し
な
い
の
は
、
連
絡
員
の
投

入
を
許
容
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
(
〈
包
・
玄
色
町
F
8
0
・

(〉ロ
5
・3
g・
∞

E
M
R
)
。
連
絡
員
の
投
入
に
積
極
的
な
立
場
を
一
不

す
見
解
と
し
て
は
、

Y
白
血

n
z
-
N
R
p
a
E】町『印同『何回同〈刊『笠宮口加【同町田

寸町出

O
B
E
司
mw=g
仏

mw『〉ロ田
E
D
Z口明色
E『nza=g-vo--N2-FnFE
臼田町ロ門

官。〈。
nm再開巴『・(〉ロ
5
2
r
z
E加
切
の
E

C
ユ-〈。口。
-
M
・}申∞
3
・閉門〈}⑤∞
y

u
還
な
ど
の
学
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
か
な
り
以
前
の
も
の
で

あ
る
。明ニ

E

R

g

g
導
入
後
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
、

F
E
n
F
S。・

(〉ロ
B
・3
5・
印
・
凶
ム
品
一
戸
白
加
。
雪
下

8
0・(〉ロヨ・宇宙))温

ω・コ
M
-
d
司王
E

B
m
z
m
F
S
O
M
a
N
N
u
m
oと
P
N
E『
開
呂
田
町
E
g
n
z
o
E
-
u
C
E
N
e
-
-
n
u
g
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ドイツにおける滞入捜査

回

n
z
g
E
g
R
m
w
E
2
5
司
ユ
〈
m
w
a
H
君
。
F
ロ
ロ
ロ
関
町
田
(
〉
=
ヨ
凹
『
r
z
ロ
加
∞
。
国
曲
目
凶
円
〈

3
3
・
出
凶
)
喝
担
問
〈
-
3
∞
・
主
(
住
居
権
侵
害
に
つ
い
て
)
一
開
R
'

Z
5
2
z
・
g
。
・
∞
・
凶
唱
「
な
ど
は
、
連
絡
員
の
利
用
に
消
極
的
な
立

場
を
と
る
。
ま
た
、
一
昨
ニ
。
即
時
・

ω門
司
。
導
入
前
に
お
い
て
も
、
。
中

円
相
ロ
品
。
門
戸
口
広
鬼
門
E
P
白
n
F
E
n
y
n
E
O
B
E
N
n
ロ
品
開
凹
司
同
法
N
g
z
n
F
O
E
「
。
n
r
中

立
問
N
O
-
出
5
8
R
n
p
g
〈
右
虫
岨
∞
C
-
な
ど
は
消
極
的
な
立
場
に
立
っ

て
い
た
。

(
m
U
)

〈
包
開
R
E
o
-
z
n
F
N
g
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
2
M
∞
)
)
咽
印
凶
唱
品
・

(
印
)
〈
包
・
玄
色
白
F
S
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
∞
-
)
)
・
∞
-
E
A
#
・

(
印
)
回
〈
由
民
C
〈
-
M
a
・
凶

-
S∞
戸
(
切
〈
O
R
O閉

山

3
・
目
。
H
Z
』
者
宅
∞
-
-
コ
苫

H
M
同
〈
】
唱
∞
ア
凶
∞
-
H
Z
印
円
N
-
唱
∞
ア
凶
一
凶
吋
・
)

(印

)
F、

開
『

8
3
2
3唱

-e主
主

(
附
)
〈
m
-
-
N
切
開
明
n
F
m
-
z
m
w
n
F
8
0
・
(
〉
ロ
B
・
3
】))-M-
這
M-

(
印
)
こ
の
点
、
ラ
ゴ
ト
ニ
イ
(
F
a
a
ミ
)
は
、
極
め
て
限
定
的
な

が
ら
も
連
絡
員
の
限
界
領
域
に
つ
い
て
触
れ
、
「
私
人
が
、
最
終

的
に
|
刑
事
訴
追
機
関
の
指
示
に
よ
ら
ず
に
l
す
な
わ
ち
『
自
発

的
に
』
、
刑
事
訴
追
機
関
に
問
い
合
わ
せ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い

て
の
み
」
、
連
絡
員
に
よ
り
認
識
さ
れ
た
情
報
の
証
拠
と
し
て
の

使
用
が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
(
C
m
a
3
・
8
C
2
ロ
ヨ
・

宇
宙
)
)
・
∞
・
3
0
・
)
。
ま
た
、
エ
シ
ェ
ル
バ
ッ
ハ
(
間
出
n
Z
5
2
F
)
は
、

ス
イ
ス
の
パ

l
ゼ
ル
ラ
ン
ト
シ
ャ
フ
ト
州
に
お
け
る
連
絡
員
の
規

定
を
参
考
に
し
て
、
連
絡
員
の
規
定
を
創
設
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
(
担
各
己
l

z
n
p
s
。
・
切
・
凶
氾
・
た
だ
し
、
彼
は
現
行
法
制
下
で
の
連
絡
員
の

利
用
は
否
定
す
る
)
。
一
方
で
、
連
絡
員
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
理

論
状
況
に
つ
い
て
、
「
支
配
的
見
解
は
、
判
例
と
同
様
に
一
定
の

条
件
下
に
お
け
る
秘
員
連
絡
員
の
投
入
を
許
容
し
て
い
る
。
」
と

す
る
分
析
も
あ
る
(
宮
木
・
前
掲
論
文
(
註
U
)
一
六
一
頁
)
。

(
問
)
マ
イ
ヤ
l

・
ゴ
ス
ナ
l

(
玄
a
q
b
o
E
n
円
)
は
、
こ
の
場
合
の

欺
同
の
例
と
し
て
、
「
被
疑
者
は
証
人
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
「
供
述
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
、
「
真
実

を
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
な
ど
を
挙
げ
る
(
E
m
E
E
m
n
E
E

玄
3
2
，
。
。
音
戸
g
g
守
S
N
m
E
2
門
出
口
巳
口
明
ψ

主
〉
ロ
白
・
4
M
C
C
A
ア
∞
U
M
M唱
蜘

己
ahy閉

山
口

E
)
。

(
問
)
〈
伺
-
-
m
。
H
E
4
2
2
】
。
丹
市
口
R
E
片
品
同
町
刃
包
富
田
空
m
n
z
z
z
明
白
ヨ
∞
?

F
m
E
色
町
君
。
開
e
z
g
N
G
唱
一
戸
支
出
円

(
則
)
〈
加
戸
列
。
阿
国
p
s
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
己
申
)
)
咽
∞
-
A
X
F
a
-

(
凶
)
〈
関
戸
m
o
H
5
・
8
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
己
申
)
)
・
∞
・
品
。
。
・

(
山
)
〈
札
-
g
a
q
，
。
c
E
ロ
2
・
2
2
守
g
N
2
8
a
ロ
E
=
加
-
M
C
C
#
・
当
・
〉
ロ
戸
田
・

凶
-
a
岨
抑

5
・
E
N
C
-
一
Z
B
E
E
-
室
町
四
E
決
ロ
ス
ぞ
E
z
g
'

σ
n
G
¥寸
m
S
E
E
m
-
白
押
『
白
守
『
O
N
m
目
。
三
口
E
E
m
-
M
-
〉
E
戸
田
・
品
甲
一
N
・
抑
己
mr
河口

凶凶同一『【戸伺同国rm]・

(
旧
)
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
・
前
掲
書
(
註
刊
)
一
ム
ハ
六
頁
。

(
凶
)
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
・
前
掲
書
(
註
品
)
一
六
七
頁
。

(
凶
)
正
式
名
称
に
つ
い
て
は
、
本
稿
(
註
1
)
参
照
。

(
附
)
〈
開
-
E
K
戸
Z
E
Z
E
H
号
白
広
島
同
開
口
問
。
n
Z
E
司
ロ
グ
門
戸
E
C
G
択
の
'
い
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研究ノート

4
2
-
J
Z∞
R
-
3
N・凶
N少阿川口一
3
・
例
え
ば
、
ヒ
ル
ガ

1
(
目
釘
R)

は
、
こ
こ
で
行
わ
れ
る
住
居
へ
の
立
入
は
住
居
侵
入
で
は
な
い
と

す
る
。
た
だ
し
、
一
一

O
条

c
が
基
本
法
の
保
護
領
域
に
対
す
る

侵
害
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
て
い
る
。
潜
入
捜

査
官
の
住
居
へ
の
立
入
が
刑
法
二
一
三
条
の
住
居
侵
入
罪
に
当
た

ら
な
い
こ
と
を
根
拠
と
す
る
正
当
化
理
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ

い
て
は
後
述
す
る
。

(

川

)

閉

NOME-Nロ
自
国
国
間
nFEss-MO--Ngznzm『凶
nFaロ
官
房
副
ロ
伊
ご
ロ

可ユ〈町民君。宮口
E=明
白
ロ
(
図
。
国
・
∞
円
t
よ
唱
。

J

可咽
M
凶一
w
Y
∞-hR
凶・

(同

)
g
a
m
p
N
R
司
a
Z
R
5
5ロ
g
r
m
H
2
0丘
町
町
宮
町
『
肘
S
E
E同町ロ

宮司ロ，
S
同君。
F
ロ巳口問刊ロ

BF円
〉
ロ
・
己
。
。
・
回
目
〈
這
由
一

yz--

(
凶
)
〈
m
F
F
5
0
F
S。・(〉ロヨ・(王∞))・

ω--2
・

(
則
)
〈
m
-
-
E・3
・
m
m
n
F
ε
g
g
n
B
O
S何
回
目
可
副
官
。
N
g
E
g
開

Z
E
R
g

〈凹丘町
nw円相同同
W
E
E
-
2・∞・
3
c
R・
特
に
ク
ラ
イ

(
F・3
)
は
基
本
権

侵
害
に
対
す
る
異
議
を
主
張
す
る
論
者
の
断
固
た
る
代
理
人
で
あ

る
と
さ
れ
る

(MNOM-ps。・(〉ロ
B
・(EJV))e
∞
-B)
。

(
問
)
〈
加

-
m。加釦』
fs。・(〉ロヨ・(コ))咽回・∞出・

(
印
)
〈
加
戸

F
E
M百四
F
E
C
-
(〉回目・
3-))咽凶・
5
吋・

(
問
)
〈
包
-
m
O
H
5・
8
0
(〉
ロ
ヨ
・
(
己
⑤
)
)
咽
∞
-
お
叫
『
・
山

ι
m
p
g
g『'

〈町『
P
F
Bロ師円相
nz-MU・〉同
E
F
3∞∞-回・郡一
NLENav-

(
国
)
〉
gm-zロ加場同》円
O
Z四四国白色
R
回
目
呈
-
E
加
EE加
古
田
可
民
間
肖
。
Nn回目ロ色町

。ョロ円
HEn町田谷町四百四円宮町巴伺巴ロ
m
m
p
g〈
号
∞
凶
噌

N
3
R
-

(
日
)
ぞ
2
7
5
&
2
5
開

S
E
g
m
2
5
雪白
Z
E
M
E
s
s
a
F刊

ピロ〈
2
E
N
-
-
n
z
r
s
E
R
君。
Z
Eロ加咽
N
m司
右
足
eMム凶弓・

(
日
)
〈
加

---uコ
氏
自

F
S
0・(〉ロヨ・(芋∞))・

(
即
)
〈
包

-
E・3
Lち
(
〉
ロ
5
・
50))・

(
国
)
〈
加
戸
〉
B
n
Z口問唱曲官。・(〉ロ
5
・2
UムE)

)

山口何回開
g
m
E
F
E
0
8
。
ヨ
ロ
RF

司m
n
Z
仏伺『巴ロ〈
REN--ny宮
町
色
白
司
垣
島
ロ
ロ
ロ
加
(
〉
コ
・
己
。
。
)
3
・
2
∞

-ヨ
u
h出
『
叫
一
巧
n
p
g
o
(〉ロ
5
・2
出
)
)
u
t
ξ

。
-5・
4
5
E己
-nER

g
g守
S
N町
田
・
認
可

σ
g加
自
己
目
印
門
司
h
w
『

E
E
σ
n
E
吉田

MPロ
mE=RH
〈

R
，

P
目的ロロ明日目
nFER--・
2
〈
苫
∞
A
Y
凶一明∞弓・

(
問
)
〈
吃
・
町
伺
予

8
0・
2
口
5
・
会
話
)
)
咽
同
・
己
三
河
口
出
連
-

(
則
)
〈
m--
寄
a
・
8
。・

2
=
B
(
5
C
)
)
'
M
己
N
E
N
U
U
-

(
削
)
〈
加
-
E
-
m
R
S。・(〉
=
B・(出))咽凶
N凶@同
HE--
。
。
お
そ
ら
く
、
ヒ

ル
ガ

i
は
ク
ラ
イ
と
同
様
の
見
解
に
立
つ
論
者
の
一
人
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
が
、
彼
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
潜
入
捜
査
官
が
「
電
気
の

検
針
員
」
や
「
住
居
管
理
」
の
従
業
員
で
あ
る
装
う
こ
と
は
許
さ

れ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
欺
同
禁
止
を
回
避
す
る
こ

と
を
狙
っ
た
架
空
身
分
の
構
築
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と
す
る
。
さ

ら
に
、
公
務
員
の
よ
う
な
地
位
に
よ
り
(
す
な
わ
ち
国
家
お
よ
び

地
方
自
治
体
の
職
員
を
装
い
て
住
居
権
者
に
対
す
る
強
い
圧
迫

が
生
じ
る
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
ま
た
、
ヒ

ル
ガ

i
は
、
連
邦
通
常
裁
判
所
(
第
一
刑
事
部
)
一
九
九
七
年
二

月
六
日
判
決

3
2
3
ヨ-
M
出
向
)
に
対
す
る
評
釈
の
な
か
で
、
潜

入
捜
査
官
の
立
入
行
為
は
国
家
的
な
要
素
を
含
ま
な
い
た
め
、
基

本
法
一
三
条
の
保
障
と
矛
盾
し
な
い
と
す
る
。
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ドイツにおける潜入捜査

(
問
)
〈
開
-
F
3
・
s
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
-
u
C
)
)
・
∞
・
己
∞
・
河
口
-
M
凶
∞
・

(
問
)
〈
m
-
-
F
3
・
8
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
H
u
s
-

(
山
川
)
〈
色
・
』
笹
口

F
〈
0
2
2
5
開
閉
〈
刊
号
2
2
5
ι
E
n
z
B
2
2
Z
Z岳
Z

5

開
5
8
ロ
〈
刊
叫
ι
町
内
υ
E
R
開
口
出
伊
豆
2
・
-
U
ω
，
。
島
町
『
回
日
向
〕
『
N
-

品川明。叶(戸甲小wa)・

回

hH凶
小
『
・

(
陥
)
〈
間
戸
河
O凶
5・80・(〉ロヨ・(】凶泡))咽切AF凶・

(
附
)
〈
加
F
F
・
-
∞
S
F
S
C
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
手
∞
)
)
咽
回
一
凶
M
・
4
庄
一
-
s
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・

(}凶凶))叫回-MATR一hPEn-Eロ加温S0・(〉=自(】凶∞))咽∞-Mau-

(
附
)
〈
包
・
関

H

・
a
-
s
。
・
2
=
5
・
(
-
3
)
)
・
2
3
E
M
u
m
m諸
島
-s。・

(
〉
=
ョ
・
(
コ
)
)
噌
∞
-
∞
一
己
・
ク
ラ
イ
は
、
自
由
に
な
さ
れ
た
同
意
で
な
い

場
合
は
、
住
居
権
者
の
同
意
は
基
本
法
三
三
条
に
対
す
る
侵
害
を

を
排
除
さ
せ
な
い
と
い
う
。

(
胤
)
〈
包
・
関
H

・
a
・
8
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・

20))・

(
m
M
)

包
m
F
O
Z
ロ
E
N
C
・

(
川
)
〈
包
-
F
mア
g
。
・
(
〉
=
ヨ
・
2
2
)
)
w
臼
・
己
∞
・
河
口
-
M
凶
∞
・

(
山
)
例
え
ば
、
明
言
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
ロ
ガ
ー
ル
は

基
本
法
一
三
条
二
項
か
ら
の
正
当
化
を
試
み
て
い
る
し
(
列
。
個
目
戸

S
0
・
虫
ど
、
ラ
マ

l
は
、
潜
入
捜
査
官
と
住
居
権
者
の
信
頼
関
係

に
お
け
る
住
居
へ
の
立
入
を
、
基
本
法
二
二
条
の
本
質
的
意
味
内

容
、
お
よ
び
同
条
の
人
間
の
尊
厳
の
意
味
内
容
に
対
す
る
侵
害
で

あ
る
と
し
、
基
本
法
二
二
条
二
項
お
よ
び
三
項
か
ら
導
か
れ
る
住

居
の
不
可
侵
性
に
対
す
る
不
文
律
の
制
約
か
ら
、
刑
訴
法
一
一

O

条
c
に
規
定
さ
れ
る
潜
入
捜
査
官
の
住
居
へ
の
立
入
の
正
当
化
を

試
み
る
(
T
W
B
E
R
g
。
(
〉
ロ
ヨ
・
3-))咽
切
・
5
.
R
-
-
N
)
。

(
巾
)
〈
加
戸
当
O
F
-
-
g
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
2
出
)
)
岨
∞
-
M
主
-

(
m
)
者
2
7
8
0
(
〉
ロ
ヨ
・
(
-
u
凶
)
)
・
∞
・
立
凶

(
山
)
〈
包
・
〉
5
0
-
E
E
加
-
s
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
5
h
p
)
)。
ω-NAロ・

(
悶
)
〈
m
F
司
ロ
丘
町
p
s
。
・
(
〉
E
5
2
品
∞
)
)
・
∞
・
3
N
・

(
川
)
〈
m
-
・
同
U
H

・
仲
良
n
F
S
。
・
(
〉
ロ
自
(
手
∞
)
)
ゆ
∞
一
己
・

(
巾
)
切
。
Z
2
・
白
白
目
白
押
)
ゆ
ピ
コ
・
〈
-
a
-
M
・
】
沼
当
(
z
g
N
-
唱
唱
一
戸
品
-
O
R
・
)

(
川
)
〈
m
F
君
。
-
z
m
Z
F
〉
ロ
B
R
E
謡
曲
図
。
出
口
コ
色
〈
・
。
N
・
3
2
-
∞
2

】唱唱
J

ア山明。斗

(
m
)
〈
回
一
m
o
m釦
]
f
S
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
コ
)
)
・
∞
∞
3
・

(
則
)
〈
m
-
-
m
o
加
色
f
S
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
コ
)
)
・

(
悶
)
〈
加
-
m
o
伺
色
・
8
。
・
2
ロ
ヨ
・
(
コ
)
)
・
ロ
ガ
ー
ル
は
、
「
潜
入
捜
査
官

に
よ
る
捜
査
が
そ
も
そ
も
必
要
で
あ
り
、
法
的
に
認
め
ら
れ
る
べ

き
で
あ
る
」
た
め
、
何
ら
か
の
形
で
正
当
化
を
模
索
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

(
即
)
〈
加
-
m
c
m
m
w
-
-
-
s
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
コ
)
)
・

(
出
)
〈
加
「
明
ロ
日
百
円
e
g
o
-
(
〉
出
自
(
王
∞
)
)
・
∞
一
凶
凶

(
山
間
)
〈
加
一
・
3
d
2
0
F
g
。
・
(
〉
ロ
B
(
芋
∞
)
)

(
郎
)
明
江
田
向
m
F
S
0
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
芋
∞
)
)

(
附
)
回
〈
由
民
。
開
2
・
3
・
5
E
u
H
Z
』
項
目
宮
司
・
5
3

(
問
)
〈
包
・
者
m
-
7
8
。
・
2
E
5
・
2
3
)
)
u
∞
-
M
品
凶
・
そ
の
他
、
同
様
の
見
解

を
主
張
す
る
者
と
し
て
ヒ
ル
ガ

l
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ヒ
ル
ガ
ー
に

よ
れ
ば
、
基
本
法
一
三
条
二
項
は
、
確
か
に
抑
止
的
(
円
8
2
5
〈
)
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な
捜
索
を
認
め
る
が
、
捜
索
は
オ
ー
プ
ン
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
た
め
、
身
分
を
偽
っ
て
実
現
さ
れ
る
住
居
立
入
は
、
基
本

法
一
三
条
二
項
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る

(
E
m
p
5
2
2
E
Z
ニ
R
E
g
m
m
s
a
s
s
ュn
Z
E
R
F
n

N
z
a
s
g
Eロ
胴
回
目
明
白
n
z
n
g
g宍
官
庁
円
巳
ロ
伺
刊
日
刊
丹
N
g
同MO--Ngσgg円2
・

Z
回同
N
3
2・
主
唱
)
。

(瑚

)
Z
F同N-
〉
ロ
ヨ
q
w
E口
開
図
。
国
-
C円神宮}〈。ロ

a-M・3
喝、ア』

m-唱唱団
Y
M
-
M・

(
問
)
〈
加
-
-
Z昆
N

・
8
。
(
〉
ロ
ヨ
・
2
∞∞))岨印

M-M叫・

(
削
)
〈
な
戸
田
5
5
0
F
S
0・(〉ロ自(包))@凶・
5
J可

(
山
山
)
〈
m
-
F白B
B
m
F
8
0・(〉回目(凶-))・∞・
5
斗

(
問
)
〈
岡
戸
門
担
B
B
O
F
8
0・(〉ロヨ・
3-))温印・
5
∞

(
即
)
〈
加
一
・
句
ユ
丘
町
F
S。咽(〉ロ
B
・2
品川山))唱印・
5
h
H
E

(
削
)
〈
加
戸
項
目
-
7
8
0
(〉
ロ
ヨ

(-a))・
回
虫
色
・
ま
た
、
フ
リ
ス
タ
ー
も

同
様
の
見
解
か
ら
、
三
項
説
を
否
定
す
る
。
さ
ら
に
、
ニ
ツ
ツ
も

「
刑
訴
法
一
一

O
条

a以
下
の
条
文
の
意
味
に
お
け
る
秘
密
裏
に

捜
査
を
行
う
警
察
官
は
、
完
全
に
刑
事
訴
追
の
領
域
で
抑
止
的
に

(
お
唱
沼
田
間
同
〈
)
に
活
動
す
る
」
た
め
、
基
本
法
二
三
条
三
項
に
よ

る
正
当
化
は
図
れ
な
い
と
す
る

(
Z
E
-
S
0・
2
ロ
ヨ
・
公
認
)
)
@

∞-M-u・)
0

(
防
)
〈
吃
・
戸
白
5
5
n
p
g
O
∞・

5
ぇ・

(
附
)
図
。
出
会
・
回
目
ロ
町
民
)
・
ロ
コ
・
〈
-a-M・3
喝、可(印円〈石唱吋
'M凶凶円)

(
問
)
〈
包
・
明
白
-
∞
n
F
N
Z
E
E
-向。円。門田町『印
nF。『口出円
mEHWmO3・
∞
円
〈
志
津
田
咽

N
∞凶『『・

(
m
m
)

〈
関
戸
田
。

z・
8
0・(〉ロ
5
・2
。岱
)
)
e

∞-
M
凶凶・

(
川
川
)
〈
包
・
∞
。

zwg。・(〉ロヨ・
2
c
a
)
)
・∞
-
M
凶一円

(
捌
)
〈
m
-
d
。

z-s。・(〉
=
g
合唱。))咽印
M
出・

(
加
)
〉
Bn-E口問
;
g
c・(〉ロ
B
・2
甲小
)
)
4

∞
-M3R-

(
抑
)
〈
関
戸
田
。

zdg。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
合
唱
。

)

)

4

∞-
M
出
'

(
加
)
〈
関
戸
図
。

z・
8
。・(〉ロヨ・(否。))咽印
M
凶凶・

(
加
)
〈
包
図
。
戸
山
富
。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
同
宮
内
い
)
)
咽
∞
-
M
岩・

(
加
)
〈
加
戸
図
。

z・
8
。・(〉ロヨ・
(3a))・∞
-
M
凶h
H
a

(
獅
)
〈
伺
}
・
図
。
出
・

8
0・(〉ロヨ
(3mF))咽凶
MMKF

(
加
)
〈
m-
・回、
H
f
o
g
n
z
-
己
る
∞
甲
山
・
3

同
議
事
録
に
よ
れ
ば
、
「
保
護

さ
れ
る
べ
き
法
益
の
重
要
性
を
考
慮
に
い
れ
る
た
め
、
ま
た
潜
入

捜
査
官
の
投
入
に
際
し
で
も
比
例
原
則
を
考
慮
す
る
た
め
、
こ
の

よ
う
な
措
置
に
対
す
る
憲
法
上
の
懸
念
は
存
在
し
な
い
。
」
と
さ

れ
る
。

(
捌
)
〈
包
・
切
。
戸

S
0・(〉ロヨ
(3a))・∞
-
M
凶ム
J

(
加
)
〈
包
-
E
-
m
m
p
g。
・
(
〉
ロ
ヨ
・
(
】
雪
)
)
叫
臼
・
ム
ム
・
。
は
、
本
事
案
に
つ
い

て
の
評
釈
で
あ
る
。
そ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ヒ
ル
ガ

l
(
E
-加問円)

は
、
刑
訴
法
一
一

O
条

c
に
関
す
る
問
題
が
第
1
刑
事
部
に
よ
っ

て
未
解
決
の
ま
ま
に
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。

(
川
)
〈
包
-
E
Z
w
m
F
S
0・(〉ロヨ・(】当))咽∞・品

h

宇宙・

(
叩
)
〈
包
・

3
-
2
z・
2
0
(〉ロヨ・(】ヨ))・∞
-M∞∞

(m)
〈
m
F
Z昨
N
J
8
0・(〉
E
U・2
∞∞))咽∞
-MHN-

(
出
)
〈
札
・
者
。
-
z
s
n
F
g。・(〉ロヨ・(コ∞))@∞
-us-
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(
出
)
〈
包
者
。
ロ
者
四
σ
叩『・

8
0・(〉=ョ・(コ∞))唱∞・凶ヨ・

(
出
)
〈
m
F
m
o
H
E
-
S
0・(〉ロ5・
2
。凶))唱切品川山・

(
別
)
〈
札
・
〉
自
己
S
加岨

S
0
・(〉ロヨ・
2
2
)
)
咽印
JUNS
同
様
の
見
解
を
示

す
論
者
と
し
て
ア
l
メ
ル
ン
ク
が
挙
げ
ら
れ
る
。
前
述
の
通
り
、

ア
l
メ
ル
ン
ク
は
、
身
分
を
隠
し
た
捜
査
官
が
、
住
居
権
者
の
同

意
を
得
て
、
情
報
収
集
の
た
め
に
他
人
の
住
居
に
立
ち
入
る
こ
と

を
違
法
と
み
な
す
論
者
の
一
人
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
、

有
効
で
な
い
同
意
が
違
法
な
強
制
処
分
の
法
律
効
果
を
発
生
さ
せ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
証
拠
使
用
禁
止
が
生
じ
る

と
す
る
。
た
だ
し
、
ア
l
メ
ル
ン
ク
が
こ
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ

て
い
る
論
考
は
、
∞
門
〈

3
g
-
M当
時
に
お
い
て
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
刑
訴
法
一
一

O
条

a
以
下
の
条
文
が
刑
訴
法
に
編
入
さ
れ

る
前
の
状
況
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ァ
l
メ
ル
ン
ク
が
、
刑
訴

法
一
一

O
条

c
の
基
本
法
二
二
条
違
反
を
、
玉
張
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
、
確
定
で
き
な
い
。

(
叩
)
ク
ラ
イ
・
前
掲
論
文
(
註
は
)
一
九
二
頁
参
照
。

(
出
)
ク
ラ
イ
・
前
掲
論
文
(
註
は
)
一
九
二
頁
。

(
抑
)
ク
ラ
イ
・
前
掲
論
文
(
註

μ)
一
九
二
頁
。

(
却
)
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
・
前
掲
書
(
註
特
)
一
四
三
頁
。

(
加
)
グ
リ
ユ
ン
バ
ル
ト
・
前
掲
書
一
四
二
頁
。

(m)
回〈刊止の

0
・相ハ白550円円同町『

N
君
g
Z
ロ
回
刊
E
Z
)
・
∞
刊
印
n
E
・〈・

=・ム・

3
2
・(Z』宅

-3M--E)

(
却
)
〈
加
-
-
回
〈
刊
『
内
P
8
0・(〉ロヨ
-
Q
N
N
)
)
e

∞
一
色
∞
・
ま
た
、
連
邦
通
常
裁

判
所
(
第
五
刑
事
部
)
一
九
九
六
年
六
月
一
九
日
決
定
三
回
Q

-
Sメ
己
・
)
に
お
い
て
も
、
伝
聞
に
つ
い
て
の
証
人
の
供
述
の
評

価
に
際
し
て
は
、
特
別
な
慎
重
さ
が
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る

(
〈
包
臼
・
叶
い
と
。

(
捌
)
〈
加
一
切
の
国
(u-
∞四口白押)咽】凶何回
nE-
〈--唱・
φ
-
唱唱。・

(zgN-唱喝、
F
J
『一N
)

(
部
)
〈
加
一
-
玄
刊
百
?
の
O
E
口n
p
m
g
。・(〉ロヨ・
(
E
M
)
)
・∞・凶]叫・

(
加
)
〈
m-
「
acnHロ
}
J
S。・(〉=B・宇宙))・∞・コ
N
-

(
却
)
〈
間
一
-
F
印刷。ι=u〉

8
0・(〉=5・(品申))咽印・コ
N-

(
拙
)
〈
回
一
切
の
出
∞
己
M

・凶
E
M
一
回
。
出
回
同
〈

3
3・M
巴
判
例
は
、
供
述
に

お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
た
証
拠
方
法
を
使
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

な
い
と
い
う
よ
う
な
広
範
囲
に
お
よ
ぶ
影
響
は
存
在
し
な
い
と
す

る。
(m)
こ
の
点
、
新
屋
達
之
は
、
「
被
疑
者
か
ら
情
報
を
収
集
す
る
点
で

は
(
尋
問
と
)
類
似
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
取
調
べ
は
供
述
者

に
対
し
て
自
己
負
罪
の
危
険
を
直
接
も
た
ら
し
、
か
っ
そ
れ
が
目

的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
の
に
対
し
、
隠
密
捜
査
官
の
場
合
、
か

か
る
危
険
の
発
生
は
間
接
的
で
、
自
己
負
罪
そ
の
も
の
よ
り
も
情

報
収
集
に
主
眼
が
あ
る
。
加
え
て
、
取
調
べ
に
お
け
る
自
己
負
罪

拒
否
特
権
な
い
し
黙
秘
権
の
侵
害
は
、
取
調
べ
自
体
に
内
在
す
る

強
制
的
・
糾
問
的
性
格
に
由
来
す
る
。
そ
こ
に
、
自
己
負
罪
拒
否

特
権
な
い
し
黙
秘
権
に
よ
る
保
護
が
及
ぶ
核
心
が
あ
る
。
し
か
し
、

隠
密
捜
査
官
の
場
合
、
通
常
は
そ
の
よ
う
な
状
況
は
存
在
せ
ず
、

一
応
は
「
自
由
な
』
雰
囲
気
の
中
で
の
会
話
で
あ
る
。
」
と
し
て
、
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こ
の
点
に
つ
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
な
問
題
は
な
い
と
考
え
る
(
新

屋
・
前
掲
書
(
註
凶
)
四
八
七
頁
)
。

(
捌
)
新
屋
達
之
は
、
本
稿
で
指
摘
し
た
主
た
る
問
題
点
の
一
つ
で
あ

る
尋
問
類
似
行
為
と
自
己
負
罪
拒
否
特
権
侵
害
の
問
題
よ
り
も
、

む
し
ろ
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
方
が
わ
が
国
で
は
い
っ
そ
う
深
刻
で

あ
る
と
い
う
(
新
屋
・
前
掲
書
(
註
叩
)
四
八
八
頁
)
。

(
却
)
本
稿
で
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
潜
入
捜
査
官
制
度
に
つ
い
て
検

討
を
行
っ
た
が
、
現
在
で
も
わ
ず
か
な
が
ら
従
来
型
の
お
と
り
捜

査
官
窓
口
ζ

『

2
0
2
2『

-
F
o
n
s
宝
Na)
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
両
者
は
、
身
分
を
秘
し
た
捜
査
官
等
が
対
象
者
に
一
定
の
働
き

か
け
を
行
う
と
い
う
点
で
共
通
し
、
広
い
意
味
で
は
両
者
と
も
お

と
り
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
イ
ツ
に
お

い
て
は
潜
入
捜
査
官
の
み
に
つ
い
て
立
法
が
行
わ
れ
、
お
と
り
は

あ
く
ま
で
任
意
捜
査
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
両
者
の
違

い
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
現
在
ド
イ
ツ
に
お

い
て
お
と
り
捜
査
が
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と

い
う
点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
論
じ
き
れ
な
か
っ
た
が
、
別
稿
で

明
ら
か
に
し
た
い
。
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