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捜

査

自

白

護

弁

権

四三一一

は
じ
め
に

l
問
題
の
所
在

捜
査
段
階
に
お
け
る
弁
護
権

被
疑
者
の
黙
秘
権
と
弁
護
権

捜
査
の
弾
劾
化

捜査・自由・弁護権

は
じ
め
に
1

1

問
題
の
所
在

回

宮

裕

刑
事
手
続
は
、
執
行
の
段
階
を
一
応
度
外
視
す
れ
ば
、
起
訴
後
の
判
決
手
続
と
捜
査
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
刑
事
訴
訟
法

学
の
関
心
は
主
と
し
て
前
者
す
な
わ
ち
狭
義
の
訴
訟
手
続
の
領
域
に
集
中
し
た
。

公
訴
権
論
、

訴
訟
物
論
、

訴
訟
条
件
論
、

訴
訟
行
為

論
、
既
判
力
論
な
ど
み
な
そ
う
で
あ
る
。
で
は
、

な
ぜ
捜
査
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
た
の
か
と
い
う
と
、
捜
査
の
手
続
で
は
、
捜
査
機
関
の
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説

一
方
的
な
し
か
も
「
形
な
き
糾
問
」
が
支
配
し
、
法
律
化
に
親
し
ま
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
糾
問
こ
そ
真
実
発
見
の

た
め
に
至
当
と
い
う
思
想
が
君
臨
し
、
こ
れ
が
批
判
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
〈
公
判
が
弾
劾
化
し
た
の
は
、
せ
め
て
公
判
で

は
被
告
人
の
人
権
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
消
極
的
・
技
術
的
な
当
事
者
構
成
の
帰
結
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
)
。

し
か
し
、
事
情
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
の
原
因
が
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
、
人
権
感
覚
の
鋭
敏
化
と
い
う
こ
と
が
あ
げ

こ
と
の
性
質
上
強
制
処
分
は
っ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
こ
そ
人
権
侵
害
の
危
険
が
著
大
で
あ
る
。
し
た
が

論

ら
れ
る
o

捜
査
に
は
、

っ
て
、
こ
れ
を
法
的
に
規
制
す
る
必
要
は
大
き
い
。
ま
た
、
公
判
中
心
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
る
。
被
告
人
の
黒
白
は
、
公
平
な
裁
判
所

の
面
前
で
法
定
手
続
に
の
っ
と
っ
て
決
着
を
つ
け
る
の
が
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
公
判
で
は
被
告
人
の
自
由
を
中
心
に
捜
査
の
結
果
が
有
力

な
証
拠
と
し
て
大
幅
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
公
判
だ
け
を
「
陽
の
あ
た
る
場
所
」
に
し
て
捜
査
を
「
暗
い
谷
間
」
の
ま
ま
に
し
て
お

い
た
の
で
は
、
公
判
中
心
は
空
し
い
看
板
に
終
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
o

ま
た
、
真
実
発
見
の
方
法
に
対
す
る
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
も
変
わ
っ

た
。
現
行
法
が
当
事
者
主
義
を
基
調
と
し
た
の
は
、
当
事
者
主
義
こ
そ
真
実
発
見
に
至
当
と
考
え
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
捜
査
だ
け
に
い
つ
ま
で
も
「
形
な
き
糾
問
」
が
支
配
す
る
も
の
と
考
え
る
の
は
合
理
的
で
な
い
。

こ
う
し
て
、
近
時
捜
査
も
公
判
に
劣
ら
ぬ
重
要
性
が
認
め
ら
れ
、

し
か
も
そ
の
当
事
者
化
に
よ
っ
て
、

か
な
り
き
び
し
い
法
律
化
の
傾

向
が
み
ら
れ
る
。

い
ま
や
、
捜
査
も
法
律
的
な
分
析
を
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
今
後
の
課
題
は
、
こ
こ
で
も
公
判
に
劣
ら

ぬ
理
論
化
を
試
み
る
こ
と
だ
が
、
本
稿
で
は
、

さ
し
当
っ
て
捜
査
の
中
核
と
も
い
う
べ
き
地
位
を
占
め
る
被
疑
者
の
尋
問
(
取
調
)
を
と

り
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
の
法
的
規
制
の
発
展
方
向
を
示
す
一
つ
の
視
座
と
し
て
、
弁
護
権
と
の
交
錯
の
問
題
を
中
心
に
据
え
て

分
析
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
当
事
者
化
を
示
す
二
つ
の
指
標
と
し
て
、
弁
護
権
と
黙
秘
権
と
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る

が
、
尋
問
に
お
け
る
こ
の
二
つ
の
原
則
の
か
ら
み
令
い
な
い
し
発
展
の
う
ち
に
、
今
後
の
捜
査
の
弾
劾
化
の
た
、
と
る
べ
き
途
が
明
瞭
に
描

き
出
さ
れ
て
い
く
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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捜
査
段
階
に
お
け
る
弁
護
権

訴
訟
の
段
階
と
弁
護
権
の
保
障

付

公
判
で
の
保
障

弁
護
権
拡
充
の
歴
史
は
、
何
よ
り
も
そ
れ
が
保
障
さ
れ
る
訴
訟
段
階
の
時
間
的
前
進
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
示

さ
れ
る
。
わ
が
国
で
も
、

る
が

(
4
七
九
条
)
、

一
八
九

O
年
(
明
治
二
三
年
〉
の
旧
々
刑
訴
で
は
、
弁
護
人
の
選
任
は
公
判
に
関
し
て
認
め
ら
れ
た
だ
け
で
あ

一
九
二
二
年
(
大
正
一
一
年
)
の
旧
刑
訴
で
は
、
起
訴
後
は
予
審
で
も
選
任
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
(
羽
九
条
)
。

れ
が
現
行
法
に
な
る
と
、
被
疑
者
の
段
階
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た

η
で
あ
る
(
ヨ
0
条)。

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、

ほ
ぼ
同
様
の
発
展
は
、
大
陸
法
に
も

し
か
し
、

と
ぐ
に
き
わ
だ
っ
た
様
相
を
示
し
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
最
も
徹
底
し
た
展
開
を
み
せ
て
い
る
の

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
法
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、

ア
メ
リ
カ
法
を
め
ぐ
っ
て
、
公
判
か
ら
捜
査
へ
の
弁
護
権
の
進
展

を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
で
も
、
弁
護
権
が
著
し
い
発
展
を
遂
げ
た
の
は
、
ご
く
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
発
展
は
、

エ
ル
事
件
か
ら
は
じ
ま
っ
た
り
こ
れ
は
、
死
刑
事
件
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
官
選
弁
護
人
の
権
利
が
、
修
正
一
四
条
を
通
じ
て
州
の
事

一
九
三
二
年
の
有
名
な
パ
ウ

件
に
も
適
用
が
あ
る
と
し
た
も
の
だ
っ
た
が
、

」
こ
で
は
そ
こ
ま
で
遡
る
必
要
は
な
い
と
思

捜査・自白・弁護権

そ
れ
以
前
は
み
る
べ
き
判
例
も
少
な
く
、

一
九
四
二
年
の
ベ
ッ
ツ
対
ブ
ラ
デ
ィ
事
件
を
経
て
、
一
九
六
三
年
の
ギ
デ
ィ
オ

γ
対
ウ
ェ
イ
ン
ラ
イ
ト
事

一
九
六
四
年
の
ユ
ス
コ
ピ

I
ド
事
件
へ
と
急
速
な
展
開
を
み
せ
る
わ
け
で
あ
る
。

件zう

ウ

ノレ

事
件
以
後
は

一
九
六

O
年
頃
ま
で
の
弁
護
権
に
関
す
る
主
要
な
問
題
は
、
連
邦
と
州
と
の
関
係
お
よ
び
私
選
弁
護
権
と
官
選
弁
護
権
の

関
係
だ
っ
た
。
当
時
す
で
に
私
選
弁
護
人
に
依
頼
す
る
権
利
は
、
連
邦
で
も
州
で
も
文
句
な
く
認
め
ら
れ
て
い
た
。
パ
ウ
エ
ル
事
件
が
い

と
こ
ろ
で
、

う
よ
う
に
、
一
被
告
人
の
審
聞
を
受
け
る
権
利
は
、
多
く
の
場
合
、
弁
護
人
に
よ
る
審
問
を
受
け
る
権
利
で
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
」
。
し そ

北法17(2・3)173



説

た
が
っ
て
、
私
選
弁
護
人
の
選
任
請
求
を
妨
げ
れ
ば
、
連
邦
で
も
州
で
も
へ
イ
ピ
ア
ス
・
コ
ー
パ
ス
で
救
済
さ
れ
え
た
わ
け
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
連
邦
に
つ
い
て
は
、
修
正
六
条
の
弁
護
人
の
依
頼
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
旨
の
明
文
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
勺
ν

ま
た
、

州
に
つ
い
て
は
、
修
正
一
四
条
の
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
、
各
州
に
お
け
る
修
正
六
条
と
同
様
の
明
文
規
定
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
で

論

あ
る
。

問
題
は
官
選
弁
護
人
の
方
に
あ
る
。
連
邦
で
は
、

一
九
三
八
年
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
対
ザ
l
ブ
ス
ト
事
件
が
、

は
じ
め
て
修
正
六
条
を
官
選

弁
護
を
要
求

L
た
趣
旨
に
読
ん
だ
。
弁
護
人
に
依
頼
す
る
権
利
は
被
告
人
の
基
本
権
だ
か
ら
、
資
産
の
状
況
で
そ
の
保
障
に
差
別
が
あ
っ

て
は
悶
J
U

、
と
い
う
の
が
理
由
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
州
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
ま
で
い
く
の
に
か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

、
ず
、
先
に
あ
げ
た
パ
ウ
エ
ル
事
件
で
は
死
刑
事
件
に
限
っ
て
官
選
弁
護
人
を
認
め
た
。

一
九
四
二
年
の
ベ
ッ
ツ
事
件
で
は
、
死
刑
以
外
の

重
罪
事
件
に
つ
い
て
、
良
心
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
る
ほ
ど
の
不
公
正
が
結
果
し
た
場
合
に
か
ぎ
り
デ
ュ

1
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
に
な
る
と
い

っ
て
、
三
年
前
に
出
た
連
邦
の
ジ
ョ

γ
ソ
ゾ
対
ザ

l
ブ
ス
ト
の
法
則
と
は
っ
き
り
区
別
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
不
合
理
が
度
重
ね
て
指
摘

さ
れ
、

一
九
六
三
年
に
な
る
と
、

ギ
デ
イ
オ
ン
事
件
に
よ
っ
て
、
州
に
つ
い
て
も
ジ
ョ
ン
ソ
ソ
対
ザ
l
ブ
ス
ト
の
線
が
採
ら
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
公
判
で
は
一
切
の
重
罪
事
件
で
、
す
べ
て
の
被
告
人
に
対
し
て
、

イ

γ
テ
リ
ジ
ェ

γ
ト
な
積
極
的
放
棄
が
な
い
か

ぎ
り
、
官
選
弁
護
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

公
判
に
つ
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
法
は
い
わ
ば
究
極
的
な
段
階
ま
で
展
開
を
遂
げ
た

と
い
っ
て
よ
い
。

(

1

)

∞
丹
市
。
ゆ
同
一
w
u
w

・

(

2

)

句
。
君
主
〈
・
〉

g
g
g
p
N勾

d-
∞
・
品
目
(
忌

ωN)・
歴
史
的
叙
述
と
し
て
、

(
回
申
印
印

)
u
m，開
F
F
冨
〉
Z
w
吋
出
閉
口
開
明
開
Z
U
P
Z寸
白
河
問
。
回
、
ク

n
F
叶
(
同
甲
山
∞
)
・

(
3
〉
伊
丹
宮
〈
・
∞
円
白
骨

ω同
自
己
・

ω・
念
日

(
H
E
N
)
・

(
4
〉
の
一
号
。
ロ
〈
-
巧
巳
ヨ
ミ
-
m
F
ω
叶

N
C
-
ω
‘

ωω
日
(
凶
器
u
v

∞
同
伊
盟
国
4
F
H，
回
開
何
回
の
出
4
4
0
ハ
い
。
d
沼
田
国
F

同Z
一
〉
冨
開
国
同
n
h
r
Z
円
い
。
d岡
、
吋
印
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(
5〉
肘

ω円
c
r巾L
D

〈
・
ロ

-
5
0
2・
ω叶
∞
己
・

ω・
品
、
可
∞
(
回
申
EK
悼)・

〈

6
)
O
F
E
R
〈
-
Cロ
F
E
m
g
g♂

ωH印
ロ

ω・
5
(
E
N
)
U
ι
君
主
r
m
:・』
O
E
m
s
p
ω
H
N
C
-
ω
-
N吋印

(H2H)・

(
7
)
(
U
2
7
〈
・
。

=
Z
F
ω
印∞

C
・
ω・
8
U
(同
自
由
)
山
富
。

0
5
〈
-
Z
E
t岡田
p

g
印

C
・
m・
5
印

(
H
2
3
一C
S認
め
『
〈
・
句
巾
ロ
ロ
田
三

g
g
p
ω
g
d・
ω・
会
吋

(
H
E∞
)UK戸

zq
〈
・
〉

F
Z
B
P
ω
。∞

C
・
ω・
土
品
(
】
申
由
。
)
・

(
8
)
F
-
-
B
E
M
J
F白
河
合
、
N
H

な
門
uqaw訪
問
町
内
、
誌
に
町
、
匂
ミ
h
h
a
骨
子
口
虫
担
当
日
-
F・
何
回
4
・
N
2・
パ
ー
ジ
ニ
ア
だ
け
は
規
定
を
も
た
ぬ
が
、
判
例
に
よ
っ

て、

F
4
4
0
h
p
m
gロ
品
条
項
に
読
み
こ
ま
れ
て
い
る

o
n
2
H
H己
-
〈
・
ゎ

0
5
5
0
E耳
g
r
y
g斗
〈
p
ω
己
.
先
日

ω・
円

N仏
企
ω
(忌
お
)
・

n
¥・
〈
』

【

U
O
B
E
-
-
l
N
E
3
8
0
)・

(

9

)

】

orロ由。ロ

d
F
N
2
r
m
p
ω
E
C・
ω
-
h
p
g
2
8
8・

同

公
判
前
の
弁
護
権

し
か
し
、
判
例
は
ま
た
こ
の
頃
か
ら
、

わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
問
題
に
と
っ
て
も
重
大
な
転
回
を
と
げ
は
じ
め

る
。
そ
れ
は
、
弁
護
権
の
保
障
さ
れ
る
時
点
が
、
公
判
か
ら
漸
次
そ
れ
以
前
の
段
階
に
移
っ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
(
元
来
)
弁
護
権
は
、
ト
ラ
イ
ア
ル
す
な
わ
ち
、
公
判
審
理
で
の
被
告
人
の
権
利
に
す
ぎ
な
か
っ
た
出
し
か
し
、
ま
ず
、

九
六
一
年
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
対
ア
ラ
バ
マ
事
件
で
、
起
訴
に
対
す
る
認
否
す
な
わ
ち
プ
レ
イ
ン
メ
ン
ト
の
段
階
ま
で
の
び
る
。
こ
れ
は
死
刑

事
件
で
あ
り
、
判
例
は
、

ア
ラ
パ
マ
法
で
は
、
責
任
無
能
力
な
ど
の
抗
弁
は
こ
の
段
階
で
提
出
し
て
お
か
な
い
と
あ
と
か
ら
は
出
せ
な
い

の
で
、

プ
レ
イ
ン
メ
ン
ト
は
被
告
人
の
防
禦
の
た
め
「
決
定
的
な
段
階
」

(sts-2諸
問
)

ま
で
は
、

だ
と
い
っ
て
官
選
弁
護
を
保
障
し
た
。
そ
れ

ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
死
刑
事
件
を
も
含
め
て
ベ
ッ
ツ
の
原
則
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
た
の
可
審
判
の
具
体
的
な
公

捜査・自白・弁護権

正
を
欠
く
か
否
か
に
依
存
し
た
。
本
件
に
よ
っ
て
、
公
判
に
関
す
る
パ
ウ
エ
ル
事
件
と
同
じ
規
制
に
服
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
前
記
ギ
デ
ィ
オ
ソ
事
件
は
、
公
判
と
プ
レ
イ
ン
メ
ジ
ト
を
併
せ
て
判
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
死
刑
以
外
の
重
罪
事
件

北法17(2・5)175

の
プ
レ
イ
ン
メ
ン
ト
で
も
、
弁
護
人
が
一
律
に
要
求
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
同
年
の
ホ
ワ
イ
ト
対
メ
ア
リ
l
ラ
ン
ド
事
件
で
は
、
起
訴
前
の
予
備
審
問
で
も
同
様
の
保
障
が
妥
当
す
る
と
さ
れ
た
。
同

事
件
は
、
被
疑
者
が
予
備
審
問
に
お
い
て
弁
護
人
な
し
で
有
罪
の
答
弁
を
し
た
が
、
公
判
で
は
こ
れ
を
撤
回
し
た
の
で
、
右
有
罪
の
答
弁



!説‘

を
自
由
と
し
て
提
出
し
た
場
合
に
関
す
る
。
最
高
裁
は
、
予
備
審
問
は
一
決
定
的
な
段
階
」
だ
と
し
て
、
弁
護
人
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
と
ら

北法17(2・6)176 

吋・論

れ
た
自
由
を
排
除
し
た
の
で
あ
る
。
従
来
は
予
備
審
問
に
つ
い
て
の
判
例
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
が
、
連
邦
で
は
、
ほ
ぼ
私
選
弁
護
権
は
あ

る
が
官
選
弁
護
権
は
な
い
と
い
う
の
が
判
例
で
あ
れ
匂
州
で
も
、
私
選
弁
護
権
だ
け
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
川
)
も
っ
と
も
、
と
く

に
重
要
と
思
わ
れ
る
場
合
に
、
官
選
弁
護
を
要
求
し
だ
判
例
も
あ
っ

Mo}
し
か
し
、
ギ
デ
イ
オ
ン
判
決
は
、
「
法
の
下
の
平
等
」
を
強
調

す
る
か
ら
、
従
来
私
選
弁
護
人
の
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
官
選
弁
護
人
も
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
お
か
し
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
す
で
に

予
備
審
問
で
の
私
選
弁
護
人
請
求
権
は
ひ
ろ
く
承
認
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

ギ
デ
イ
オ
ン
後
の
ホ
ワ
イ
ト
事
件
は
、

い
わ
ば
こ
の
確
認

判
決
の
よ
う
な
実
質
を
も
っ
当
然
の
判
示
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
法
律
論
と
し
て
は
そ
の
通
り
だ
と
し
て
も
、
弁
護
士
の
数
や
官
選
弁
護
の
運
用
費
用
と
い
う
プ
ラ
グ

テ
イ
カ
ル
な
面
で
、
実
現
可
能
か
と
い
う
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
す
べ
て
の
事
件
が
予
備
審
問
を
経

む
し
ろ
現
実
に
は
大
し
て
活
用
さ
れ
て
お
ら
ず
、
放
棄
さ
せ
る
弁
護
人
の
方
が
多
い
く
ら
い
だ
か
ら
、
国
や
州

と
い
わ
れ
る
。
ま
た
、
官
選
弁
護
人
を
要
求
す
る
と
予
備
審
問
、
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か

由
す
る
わ
け
で
は
な
く
、

の
費
用
は
そ
れ
ほ
ど
か
か
ら
ぬ
だ
ろ
う
、

も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
代
わ
り
予
備
審
問
か
ぎ
り
で
事
件
が
棄
却
さ
れ
る
例
も
多
く
な
る
に
違
い
な
い
か
ら
、
全
体
と
し
て
の
刑
事
司
法

の
費
用
は
節
減
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
も
反
論
さ
れ
る

0
)

さ
て
、
予
備
審
問
は
裁
判
官
の
面
前
で
の
手
続
、

す
な
わ
ち
司
法
手
続
(
ジ
ュ
デ
ィ
シ
ャ
ル
・
プ
ロ
シ
l
デ
ィ

γ
グ
)
で
あ
る
点
で

は
、
起
訴
後
の
判
決
手
続
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
起
訴
前
の
手
続
で
あ
り
、
公
判
と
違
っ
て
実
質
的
に
は
捜
査
の
チ
エ
グ

グ
と
い
う
機
能
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
と
判
例
が
弁
護
権
を
認
め
る
の
に
被
告
人
の
運
命
に
と
っ
て
重
大
(
危
険
)
だ
と
す

る
実
質
的
理
由
を
用
い
た
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
次
に
は
当
然
に
捜
査
じ
た
い
と
弁
護
権
の
関
係
が
問
題
と
な

る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
す
ぐ
想
像
が
つ
く
o

果
た
せ
る
か
な
一
九
六
四
年
に
な
る
と
、
十
年
に
一
度
あ
る
か
な
い
か
の
大
判
決
エ
ス
コ
ピ
l
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説

捜
査
と
弁
護
権

エ
ス
コ
ピ
l
ド
の
出
現
は
、
こ
れ
を
二
つ
の
判
例
の
流
れ
か
ら
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
つ
は
、
起
訴
後
の
被
告
人
の
尋
問
に
つ

論

い
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
起
訴
前
の
被
疑
者
の
尋
問
に
つ
い
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
二
っ
と
も
、
捜
査
の
方
法
と
し
て
司
法
手

続
外
に
お
い
て
尋
問
し
て
と
っ
た
自
由
を
、
有
罪
の
証
拠
に
使
え
る
か
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
に
な
っ
た
。

け

一
九
五
九
年
の
ス
バ
ノ
対
ニ
ュ

l

・
ヨ
ー
ク
事
件
に
お
い
て
だ
っ
た
。
弁

起
訴
後
の
捜
査

最
初
に
問
題
が
提
起
さ
れ
た
の
は
、

護
人
の
い
な
い
と
こ
ろ
で
捜
査
機
関
が
と
っ
た
自
白
の
許
容
性
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
多
数
意
見
は
自
由
の
諸
状
況
一
切
を
勘
案
し
た

伝
統
的
な
任
意
性
の
法
則
を
適
用
し
、
こ
れ
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
三
裁
判
官
の
有
力
な
補
足
意
見
は
、
起
訴
後
で
あ
る
こ
と
を
強

調
し
、

「
起
訴
後
、

し
た
が
っ
て
明
ら
か
に
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
う
る
時
期
」
に
、

こ
れ
を
排
し
て
こ
と
さ
ら
尋
問
し
た
と
い
う
違
法

を
唯
一
の
根
拠
と
し
て
、
自
由
は
排
除
す
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
次
の
よ
う
に
い
う
。
「
わ
れ
わ
れ
の
司
法
の
も
と
で
最
も
基
本
的
な
デ

ュ
l
・
プ
ロ
セ
ス
の
観
念
は
、
刑
事
事
件
が
、
秩
序
あ
る
法
廷
で
、
裁
判
官
が
進
行
を
司
り
、
民
衆
に
公
開
さ
れ
、
す
べ
て
の
手
続
的
保

(
憲
法
の
修
正
)
六
条
が
こ
の
よ
う
な
公
判
で

の
弁
護
権
を
保
障
す
る
以
上
、
起
訴
後
に
法
廷
外
で
警
察
官
が
尋
問
す
る
場
合
に
も
、
同
様
の
保
障
が
あ
る
は
ず
だ
」
。

障
の
担
保
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
公
判
で
処
理
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
日
)

と
こ
ろ
で
、
こ
の
補
足
意
見
は
、
間
も
な
く
ニ
ュ

l

・ヨ

l
ク
(
ス
バ
ノ
事
件
の
発
生
地
)
で
は
、
州
の
判
例
と
し
て
確
立
し
た
。
そ

一
九
六
四
年
に
な
る
と
、
連
邦
の
最
高
裁
で
こ
ん
ど
は
多
数
を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
マ
サ
イ
ア
事
件
で
あ
る
。
被

し
て

告
人
は
麻
薬
法
違
反
の
共
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
が
、
保
釈
で
出
所
し
た
。
そ
の
聞
に
訴
追
側
は
、
共
犯
者
の
一
人
を
か
か
え
こ
む
こ
と

に
成
功
し
た
の
で
、
そ
の
自
動
車
の
座
席
の
下
に
ラ
ジ
オ
・
ト
ラ
ン
ス
ミ
ッ
タ
ー
を
と
り
つ
け
て
、
被
告
人
と
対
話
さ
せ
、
近
く
に
待
機

し
た
自
動
車
の
中
で
聴
取
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
自
白
の
証
拠
能
力
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
判
例
は
、

ス
パ
ノ
の
補
足
意
見
を
引
用

し
て
、

こ
れ
を
排
斥
し
た
。
つ
ま
り
、
公
判
中
心
、
す
な
わ
ち
公
判
で
の
弁
護
権
の
保
障
を
徹
底
す
る
た
め
に
、
起
訴
後
は
公
判
外
で
も

北法17(2・8)178



弁
護
人
を
つ
け
な
い
以
上
尋
問
で
き
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
o

こ
う
し
て
、
法
廷
外
の
捜
査
機
関
の
〈
た
め
に
行
な
う
〉
尋
問
に
も
、
修

正
六
条
の
弁
護
権
が
妥
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
o

い
わ
ば
弁
護
権
が
、
こ
れ
ま
で
の
か
ら
を
や
ぶ
っ
て
、

は
じ
め
て
法
廷
外
に
出
た
の
で

ま
だ
起
訴
後
と
い
う
制
約
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
の
よ
う
に
、
公
判
中
心
の
貫
徹
を
理
由
に
し
た
か
ら
で

あ
る
が
、
起
訴
前
の
自
由
も
公
判
で
の
重
要
な
証
拠
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
公
判
中
心
の
思
想
を
推
し
て
い
け
ば
、
弁
護
権
は
、
す

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、

で
に
起
訴
前
に
ま
で
前
進
す
る
契
機
を
も
つ
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
あ
と
を
追
い
か
け
る
よ
う
に
、

エ
ス
コ
ピ

l
ド
事
件
、
が
、

れ
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

な
お
、

マ
サ
イ
ア
は
連
邦
の
事
件
モ
あ
り
、
修
正
六
条
を
援
用
す
る
が
、

ギ
デ
イ
オ
ン
事
件
で
修
正
六
条
は
そ
の
ま
ま
同
一
四
条
の
内

容
と
し
て
州
に
も
適
用
が
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
、
実
際
上
は
、
同
時
に
州
に
対
す
る
判
一
不
た
る
の
意
義
も
も
っ
。
事
実
、
そ
れ
は
、

(
4〉

六
五
年
の
マ
ッ
ク
リ

1
ド
事
件
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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同

起
訴
前
の
捜
査

次
に
、
被
疑
者
の
尋
問
に
関
す
る
判
例
法
を
眺
め
よ
う
。

ま
ず
、
連
邦
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
従
来
、
尋
問
と
弁
護
権
の
関
係
を
直
接
規
律
す
る
法
則
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
警
察
段

階
で
の
尋
問
を
き
び
し
く
制
限
す
る
マ
グ
ナ
ブ

1
マ
ロ
リ

l
の
原
則
が
間
接
的
に
は
意
味
を
も
っ
。
こ
れ
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
連
邦
刑

と
い
う
要
求
に
違
反
し
て
と
っ
た
自
由
を
排
除
す
る
法

訴
五
条
例
の
一
不
必
要
な
遅
滞
な
く
」
被
疑
者
を
裁
判
官
の
も
と
へ
引
致
ぜ
よ
、

そ九
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説・

別
で
あ
る
、
が
、
被
疑
者
が
裁
判
官
の
も
と
に
引
致
さ
九
'
れ
ば
、
弁
護
権
、
か
告
知
さ
れ
、
ま
た
そ
の
選
任
も
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
弁
護
人
の
立
会
を
要
求
す
る
法
則
じ
た
い
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
は
そ
れ
に
か
な
り
近
い
も
の
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
な
っ

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
裁
判
官
に
引
致
し
た
の
ち
は
、
現
実
に
は
尋
問
は
不
可
能
だ
と
い
う
実
情
が
こ
れ
に
如
実
に
示
し
て
い
る
。

論

と
こ
ろ
で
、
マ
グ
ナ
ブ
U

マ
ロ
リ
l
の
原
則
は
、
あ
く
ま
で
も
連
邦
法
則
で
州
に
適
用
の
な
い
こ
と
は
、
最
高
裁
じ
し
ん
が
宣
言
し
て

い
る
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
ど
こ
の
州
に
も
迅
速
な
予
備
出
頭
を
命
ず
る
法
は
あ
る
。
ま
た
、
マ
グ
ナ
ブ
U

マ
ロ
リ
l
の
証
拠
法
則
を
ほ

ぼ
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
る
州
も
、
ミ
シ
ガ

γ
を
塙
矢
と
し
て
少
し
ず
つ
増
え
て
き
た

)
O

や
が
て
連
邦
最
高
裁
に
よ
っ
て
州
に
強
行
さ
れ
る

日
が
こ
な
い
と
は
断
言
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
こ
の
法
則
は
、
不
法
拘
禁
中
の
弁
護
人
を
排
し
た
秘
密
の
尋
問
を
禁
ず
る
も
の
で

で
保
障
さ
れ
る
時
だ
が
、

一
切
の
拘
禁
中
の
尋
問
に
及
び
う
る
だ
ろ
う
。
そ
の
時
こ
そ
、
弁
護
権
が
尋
問
の
過
程

マ
グ
ナ
ブ

1
7
ロ
リ
l
の
法
則
は
、
そ
れ
じ
た
い
の
中
に
発
展
の
余
地
を
も
蔵
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
五
八
年
の
ク
ル
ッ
カ
l
対
キ
ャ
リ
ア
ォ

l

ニ
ア
、

あ
る
が
、
そ
の
禁
止
は
、
も
う
一
押
し
す
れ
ば
、

さ
て
、
次
に
州
の
判
例
を
み
よ
う
。
は
じ
め
に
問
題
を
提
起
し
た
の
は
、

セ
ニ
ア
対
ラ
ゲ
イ
の
両
事
件
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
被
疑
者
の
弁
護
人
と
の
接
見
要
求
を
け
っ
で
尋
問
し
た
結
呆
え
た
自
由
の
有
効
性

が
争
わ
れ
た
。
ク
ル
ッ
カ
l
事
件
で
は
、
被
告
人
は
、
三
一
才
で
ロ

l
ス
ク
ー
ル
一
年
の
課
程
を
終
了
し
て
い
た
が
、
殺
人
罪
で
逮
捕
さ

れ
、
夜
八
時
半
か
ら
午
前
二
時
と
い
う
深
更
ま
で
、
断
続
的
に
三
回
尋
問
さ
れ
て
自
白
し
た
。
尋
問
の
は
じ
め
に
あ
る
弁
護
士
を
名
ざ
し

て
接
見
を
要
求
し
た
が
、
取
調
の
終
了
後
で
な
け
れ
ば
だ
め
だ
と
い
っ
て
、
こ
と
わ
ら
れ
て
い
る
o

シ
セ
ニ
ア
事
件
で
は
、
被
告
人
は
、

私
選
弁
護
人
に
付
添
わ
れ
て
自
首
し
逮
捕
さ
れ
た
が
、
警
察
は
そ
の
後
の
接
見
要
求
を
拒
否
し
て
、
。
七
時
間
半
に
わ
た
っ
て
尋
問
を
続
け

た
の
で
あ
る
。

被
告
人
ら
は
、
接
見
を
拒
否
し
て
え
た
自
由
に
は
任
意
性
が
な
い
、

か
り
に
任
意
性
は
あ
っ
て
七
、

弁
護
権
を
侵
害
す
る
も
の
だ
か

ら
、
自
白
は
排
除
さ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

ク
ル
ッ
カ
l
の
多
数
意
見
を
書
い
た
ク
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シ



ラ
I
グ
は
、
裁
判
の
公
正
の
観
念
を
ふ
み
に
じ
る
程
度
の
著
し
い
不
利
益
を
被
告
人
に
も
た
ら
す
か
ど
う
か
の
具
体
的
判
断
に
よ
る
と
し
、

本
件
の
接
見
拒
否
は
そ
の
程
度
に
は
至
ら
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
シ
セ
ニ
ア
の
多
数
意
見
を
書
い
た
、
ハ
l
ラ
ン
も
、
同
様
に
基
本
的
な

公
正
を
欠
く
も
の
と
は
い
え
な
い
と
し
、
弁
護
人
の
欠
如
は
公
正
を
欠
く
か
い
な
か
を
判
断
す
る
た
め
の
一
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
い
っ
た
。

ウ
ォ

I
レ
ン
、
ダ
グ
ラ
ス
、
ブ
ラ
ッ
ク
、
ブ
レ
ナ
ン
の
四
裁
判
官
の
反
対
意
見
(
も
っ
と
も
、
ブ
レ
ナ
ン
は
シ
セ
ニ
ア

こ
れ
に
対
し
て
、

事
件
に
は
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
)
は
、
捜
査
に
も
弁
護
権
が
妥
当
す
る
こ
と
を
明
確
に
宣
言
し
、
自
由
の
自
動
的
な
排
除
を
強
く
主
張
し

た
。
例
え
ば
、

ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
は
、
捜
査
に
お
け
る
弁
護
人
の
役
割
に
つ
い
て
論
じ
た
の
ち
、

「
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
の
文
明
的
基
準

は
、
弁
護
人
を
欲
す
る
被
疑
者
に
そ
の
逮
捕
の
瞬
間
か
ら
こ
れ
を
保
障
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

グ
ル
ッ
カ
l
お
よ
び
シ
セ
ニ
ア
事
件
で
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
少
数
意
見
こ
そ
重
要
で
あ
る
o

そ
れ
は
、

が
明
確
な
か
た
ち
で
は
じ
め
て
一
不
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
、
間
も
な
く
そ
れ
が
最
高
裁
の
多
数
意
見
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
す
ぐ
続
い
て
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
多
数
意
見
を
も
う
少
し
検
討
し
て
お
こ
う
。
シ
セ
ニ
ア
事
件
で
は
、
グ
ル
ッ
カ
!
の
判

旨
を
、
捜
査
段
階
に
は
弁
護
権
は
な
い
と
し
た
も
の
と
読
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、

旨
は
そ
の
反
対
だ
と
の
意
見
さ
え
あ
る
。
少
な
く
と
も
、

こ
の
よ
う
な
革
新
的
な
主
張

ク
ル
ッ
カ
l
の
趣

ク
ル
ッ
カ
ー
に
は
そ
う
断
言
し
た
文
言
は
な
い
。
ま
た
、

そ
の
後
の
下
級
審
に

捜査・自由・弁護権

弁
護
人
の
拒
否
を
自
白
の
任
意
性
と
切
り
離
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
も
出
て
い

る
。
自
白
の
任
意
性
は
肯
定
し
な
が
ら
、
弁
護
権
を
理
由
に
証
拠
か
ら
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ク
ル
ッ
カ

i
は
起
訴
前
に
も
一

九
四
二
年
の
ベ
ッ
ツ
対
ブ
ラ
デ
ィ
の
原
則
を
妥
当
さ
せ
た
判
例
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
を
生
む
。
か
り
に
一
歩
を
譲
っ
て
そ
こ
ま
で
い
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グ
ル
ッ
カ
ー
を
意
識
し
な
が
ら
、

な
お
、

一
律
に
弁
護
権
が
あ
る
と
せ
ず
、
具
体
的
な
事
案
ご
と
の
個
別
的
基
準
に
よ
る
べ
き
こ
と
を
説
く
あ
た
り
は
、

思
想
と
き
わ
め
て
近
似
し
た
も
の
を
も
っ
と
い
え
る
だ
ろ
う
o

え
な
く
て
も
、

ベ
ツ
ツ
の

と
こ
ろ
が

一
九
六
三
年
の
ぞ
テ
ィ
オ

γ
事
件
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
起
訴
後
に
つ
い
て
は
、
ベ
ッ
ツ
が
く
つ
が
え
さ
れ



説

た
。
も
し
ク
ル
ッ
カ
ー
が
ベ
ッ
ツ
の
法
則
に
従
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
こ
れ
も
、
同
様
に
ギ
デ
イ
オ
ン
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
転
回
を
余

儀
な
く
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、

ベ
ッ
ツ
の
法
則
は
、
捜
査
の
段
階
に
つ
い
て
も
疑
問
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
公
判
に

論

つ
い
て
基
本
的
な
公
正
の
観
念
と
い
う
個
別
的
基
準
が
問
題
を
含
む
な
ら
ば
、
捜
査
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
捜
査
で
は

い
わ
ば
法
則
の
名
宛
人
は
捜
査
官
(
警
察
官
)
で
あ
る
か
ら
、
事
案
ご
と
の
不
明
確
な
標
準
で
は
指
針
と
し
て
の
価
値
は
き
わ
め
て
低
い

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
「
個
別
的
基
準
説
」
で
は
、
場
合
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
り
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
り
す
る
権
利
が
存
在
す
る
わ
け
だ
か
ら
、
権
利
に
ラ
ン
キ
ン
グ
が
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
法
の
下
の
平
等
に
も
反
す
る
と
い
う
批

判
が
あ
る
o

グ
ル
ッ
カ
l
の
多
数
意
見
は
実
質
的
に
力
を
弱
め
て
い
く
。
他
方
、
四
人
の
少
数
意
見
は
、
そ
の
後
の
事
件
で
も
、
度
々

力
強
く
展
開
さ
れ
た
。
一
九
六
三
年
の
へ
イ
ソ
ズ
対
ワ
シ
ン
ト
ン
事
件
で
は
、
論
点
は
任
意
性
に
あ
っ
た
が
、
接
見
権
の
侵
害
を
ほ
と
ん

こ
う
し
て
、

ど
唯
一
の
理
由
と
し
て
こ
れ
を
否
定
し
た
も
の
で
、
少
数
意
見
が
多
数
法
に
変
位
す
る
日
の
遠
く
な
い
こ
と
を
示
唆
し
た
。
そ
し
て
、

九
六
四
年
、
ゴ
ー
ル
ド
バ

l
ク
が
ベ
ン
チ
に
加
わ
る
や
、
こ
れ
ま
で

B
B
D
W
と
い
わ
れ
た
進
歩
派
が

B
B
D
G
W
と
し
て
最
高
裁
の
多

数
派
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
機
が
熟
す
る
と
、
少
数
意
見
が
い
ま
や
多
数
意
見
と
な
っ
て
エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
判
一
示
を
迎
え

る
わ
け
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
自
由
(
承
認
を
含
む
)
だ
け
が
排
除
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
他
の
証
拠
も
排
除
さ
れ
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
後
の
立
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と
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、
C
E
R
L
g
m
Z
ω
〈
・
関
F℃
ro-N-Mω
。

明

-
M
仏
念
品
(
M
L
h町
-
Y
R
ミ
-
n
p
w
w
s
.
G
h
F
U印
H
C
ω
・
由
N
A
F
(
回
甲
山
由
)
・

北法17(2・12)182



的
∞
【
(
的
問

-N)
む
潟
村

(ト) Comment， An Historical Argument for the Right to Counsel During Police Interrogation， 73 YALE L. J. 1000， 

1011 (1964); Comment， Reaffirmation of Confessions， 72 id 1434， 1454 n. 106 (1963). 

(∞) E.g.， Gallegos v. Nabraska， 342 U. S. 55， 63-4 (1951). 

(σ，) 判司王~0 li眠術-'J...JνMcNabb v. United States， Slψra. 342-43 n. 7. 

(~) Peop¥e v. Hami¥ton， 359 Mich. 410， 102 N. W. 2d 738 (1960); Vorhauer v. State， 212 A. 2d 886 (Del. 1965); CONN. 

GEN. STAT. REV. ~ 54-IC (Supp. 1963). 

(口) Crooker v. California， 357 U. S. 433 (1958); Cicenia v. LaGay， 357 U. S. 504 (1958). 

(岱) 357 U. S. at 508. 

(ロ) Comment， 73 YALE L. J. 1000， 1012 (1964). 

(ヨ) Lee v. United States， 322 F. 2d 770 (5th Cir. 1963); Griffith v. Rhy， 282 F. 2d 711 (9th Cir. 1960)， cert. denied， 359 U. 

S. 1015 (1961). .(::jお Weisberg，Police Interrogation of Arrested Persons， 52 J. CRIM. L.， C. & P. S. 21 (1961)， in 

(ed.) SOWLE， POLICE POWER AND INDIvIDuAL FREEDOM 153 (1962). 

(ピミ) 崎将ム!!' 4j:;帯型:110健婦己記ムt!lw.~~ ..;2':会， t\-'~品cl~臣認-'J←テQ~志重量灘~1l制千J 甑 .{~~.(::j~ミ<'.(.!-'Jム吋のふ.，G>...J~.(::jム o ~思案 'ρ

.(.!ム Q帳総4ミ心会言語道豆制千)Q 組事量~+<，m;ム Q t-'.時向。きち朕.~J;;五!d区炉心君主詰王制~0 時世間!d ψ十童話社十羽田V ...J νム>Q( 1 ~団長年+

01>えれ 4ミ'-"1-則く 11羽-0トh・h制や)0 Cf. Comment， 73 YALE L. J. 1000， 1014 (1164). 

(;e) Rothb¥att & Rothb¥att， Police Interrogation : The Right to Counsel and Promρt Arraignment， 27 BROOKLYN. L. REV. 

24， 31-33 (1960)， cited in 73 YALE L. 1. 1000， 1013 n. 75 (1964). 

(S:;) E.g.， Cu¥ombe v. Connecticut， 367 U. S. 568， 637-41 (1961); Spano v. New York， 360 U. S. 315， 324-26， 326ー27

(1959) ; Ashdown v. Utah， 357 U. S. 426， 431-32 (1958) ; Ohis ex rel. Eaton v. Price， 364 U. S. 263， 274-76 (1960). 

(~) H叩 lesv. Wa出

\Ìt\I1 "~-~Q怖輔さ~ ~ J ""千)4舎のo 1 ・同 4 く0l!1-1~1~mQ隠'総事-<Q~揮~後京総杓

~'剛醇緩和<:込蜘臣認榊ょJ ，.J ν畑探れ)~~O ~J Q宮古田直，.J.{.ヨム制 F肘ぐャ".llトt¥. f1一。~ t¥ 'íJ~五本当杓~~も， 1110巴

HK円ミJ-!L..櫛掌$ 

捌
牢
酬
柏
休
・
但
但
・
州
開
制
相



説

ま
ず
弁
護
人
に
会
わ
せ
よ
と
主
張
し
て
供
述
を
拒
ん

だ
。
弁
護
人
も
警
察
署
へ
赴
い
て
接
見
を
求
め
た
が
、
取
調
の
未
了
を
理
由
に
拒
否
さ
れ
る
o

そ
の
後
も
、
双
方
で
再
三
接
見
を
要
求
し

に
な
っ
て
、
共
犯
が
自
白
し
た
の
で
再
逮
捕
さ
れ
る
。
警
察
で
尋
問
を
受
け
た
が
、

論

F

F

、、為、

ふ
れ

4μ

い
ず
れ
も
し
り
ぞ
け
ら
れ
、
翌
朝
一
時
頃
、
弁
護
人
は
あ
き
ら
め
て
帰
る
。
や
が
て
被
告
人
は
、
共
犯
と
対
面
し
、
ピ
ス
ト
ル
の

そ
の
(
客
観
的
)
事
実
だ
け
は
承
認
し
た
。
そ
こ
で
警
察
官
は
、
引
き
続
き
四
時
間
尋

止
金
を
引
い
た
の
は
お
前
だ
と
つ
め
よ
ら
れ
て
、

間
し
て
、
結
局
自
白
獲
得
に
成
功
す
る
の
で
あ
る
o

な
お
、
被
告
人
は
、
こ
れ
ら
の
全
期
間
を
通
じ
て
、
警
察
官
に
よ
る
黙
秘
権
の
告
知

を
受
け
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
検
察
官
の
取
調
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。

被
告
人
は
、
公
判
前
と
公
判
後
の
二
回
自
由
の
排
除
を
申
し
立
て
た
が
、

い
ず
れ
も
斥
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
連
邦
最
高
裁
は
こ
れ
を

違
法
と
す
る
o

五
対
四
の
判
決
で
、
多
数
意
見
は

e

コ
ー
ル
ド
バ

l
グ
の
筆
に
な
る
。
そ
の
理
由
は
お
お
よ
そ
こ
う
で
あ
る
o

ま
ず
、
尋
問
は
正
式
の
起
訴
以
前
に
行
な
わ
れ
て
い
る
が
、
本
件
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
起
訴
後
と
変
わ
り
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
被
疑
者
が
弁
護
人
と
の
接
見
を
要
求
し
て
拒
否
さ
れ
た
と
き
に
は
、

尋
問
は
未
解
決
の
犯
罪
の
一
般
的
探
索
と
い
う
性
格
を
捨
て

て
、
被
疑
者
は
「
被
告
発
者
」
と
な
り
、
尋
問
の
目
的
は
有
罪
の
た
め
の
自
白
の
獲
得
に
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
段
階
に
至
れ

ば
、
被
疑
者
は
す
で
に
訴
追
さ
れ
た
と
同
様
の
立
場
に
お
か
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
マ
サ
イ
ア
事
件
の
判
示
に
照
ら
し
て
、
修
正
六
条
の

弁
護
権
の
保
障
が
及
び
、
弁
護
人
の
立
会
い
な
し
に
は
尋
問
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、

一
九
六
三
年
の
ギ
デ
イ
オ
ン
事

件
で
、
す
べ
て
の
重
罪
事
件
の
ト
ラ
イ
ア
ル
に
弁
護
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
本
件
の
よ
う
な
事
情
の
下
で
は
、
捜
査
で
決

定
的
な
線
が
固
ま
り
、
公
判
は
た
ん
に
そ
の
再
審
査
の
よ
う
な
観
さ
え
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
弁
護
人
を
つ
け
な
い
と
、

ギ
〕
ア
イ
オ
ン

の
保
障
が
空
文
に
帰
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
3
0

な
る
ほ
ど
弁
護
人
が
接
見
す
れ
ば
黙
秘
を
勧
め
る
に
き
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
は
自
白
の
採

取
は
ほ
ぼ
絶
望
的
で
あ
っ
て
、
訴
追
に
重
大
な
支
障
を
き
た
す
と
い
う
反
論
が
あ
る
が
、
尋
問
が
訴
追
側
に
と
っ
て
重
要
不
可
欠
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
同
時
に
被
告
人
に
と
っ
て
も
危
機
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
o

し
た
が
っ
て
、
弁
護
人
の
援
切
を
一
番
必
要
と
す
る
時
期
な
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の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
訴
追
側
と
被
告
人
側
の
利
益
が
衝
突
す
る
場
合
に
は
、
被
告
人
に
有
利
な
方
向
に
バ
ラ
ン
ス
を
え
る

の
が
、

わ
れ
わ
れ
の
憲
法
の
態
度
に
他
な
ら
な
い
。

本
件
の
よ
う
に
、

捜
査
が
も
は
や
未
解
決
の
事
件
の
一
般
的
調
査
の
域
を
脱
し
て
、

か
れ
を

特
定
の
被
疑
者
に
焦
点
が
し
ぼ
ら
れ
、

拘
禁
し
て
、
警
察
官
、
が
不
利
益
な
供
述
を
聴
取
す
る
た
め
尋
問
を
開
始
し
、
弁
護
人
の
接
見
の
機
会
が
拒
否
さ
れ
、
ま
た
憲
法
上
の
黙
秘

権
が
有
効
に
告
知
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
被
疑
者
は
修
正
六
条
の
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
こ
と
と
な
り
、
そ

の
尋
問
の
結
果
ま
た
は
自
白
は
証
拠
に
使
え
な
い
。

以
上
が
エ
ス
コ
ピ

l
ド
事
件
の
要
旨
で
あ
る
が
、
本
件
判
示
が
正
確
に
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
と
い

わ
れ
る
。
随
所
で
、
「
本
件
の
事
案
で
は
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
こ
と
と
、

右
の
結
論
の
部
分
を
合
わ
せ
る
と
、

判
決
の
前
提
す
る
事
情

の
下
で
は
、
自
由
は
証
拠
に
と
れ
な
い
と
い
っ
た
だ
け
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
そ
れ
な
ら
と
く
に
任
意
性
の
語
を
使
わ
な
か
っ
た
だ
け
の

ケ
イ
ス
・
バ
イ
・
ケ
イ
ス
の
解
決
を
志
向
す
る
古
典
的
な
法
則
を
出
な
い
。

し
か
し
、
判
旨
が
被
告
人
の
取
調
を
禁
じ
た
前
述
の
マ
サ
イ
ア
事
件
を
ひ
い
て
、
弁
護
権
の
妥
当
す
べ
き
「
被
告
発
者
た
る
の
地
位
」

こ
と
で
、

な
い
し
「
当
事
者
訴
訟
」
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
、
本
件
の
よ
う
な
接
見
拒
否
の
事
案
に
任
意
性
の
原
則
を
適
帰
し
た
判
例

エ
ス
コ
ビ

1
ド
の
弁
護
人
は
ま
さ
に
自
由
の
不
任
意
を
主
張
し
た
の
に
裁

な
ら
一
九
六
三
年
の
へ
イ
ソ
ズ
対
ワ
シ
ン
ト
ン
事
件
が
あ
り
、

判
所
は
こ
れ
に
一
言
も
答
え
ず
、
む
し
ろ
、

ケ
イ
ス
・
バ
イ
・
ケ
イ
ス
の
原
則
に
従
っ
た
前
記
ク
ル
ッ
カ
l

お
よ
び
シ
セ
ニ
ア
の
事
件
を

捜査・自白・弁護権

さ
ら
に
は
、
判
旨
は
弁
護
権
を
要
す
る
「
危
険
な
時
期
」
と
い
う
語
を
用
い
る
が
、

」
れ
は
す

は
っ
き
り
と
く
つ
が
え
し
て
い
る
こ
と
、

一
九
六
三
年
の
ホ
ワ
イ
ト
事
件
で
、

プ
レ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
予
備
審
同
へ
と

で
に
述
べ
た
よ
う
に
、

一
九
六
一
年
の
ハ
ミ
ル
ト
ン
事
件
、

み前
る進
ベし
きて
でき
あて
るい
う2'0t，ニ
。、~ -

と

な
ど
カミ
P 
にコ

そ
う
解
す
べ
き
で
立
な
く
、
弁
護
権
を
理
由
と
す
る
革
新
的
な
一
般
原
則
を
樹
立
し
た
も
の
と
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判
叫

こ
う
し
て
、
捜
査
の
段
階
で
も
、
被
疑
者
が
被
告
発
者
に
な
っ
た
瞬
間
か
ら
、

つ
ま
り
告
発
状
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
た
時
か
ら
、
修
正

六
条
(
お
よ
び
修
正
一
四
条
)
の
弁
護
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、

ほ
ぼ
二
つ
の
理
由

こ
れ
に
反
対
す
る
も
の
は
、

.m命

第
一
に
、

弁
護
権
は
、

例
え
ば
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
よ
う
な
、

コ
モ
ン
・
ロ

l
の
遺
産
と
し
て
の
基
本
権
で
は
な

を
あ
げ
る
o

ぃ
。
第
二
に
、
弁
護
人
の
必
要
な
理
由
は
、
公
判
に
お
け
る
法
律
的
な
争
点
の
複
雑
性
に
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
四
二
年
の
ベ
ッ
ツ
事
件
で

ロ
パ

l
ツ
裁
判
官
が
宣
言
し
た
も
の
で
あ
る
o

ク
ル
ッ
カ
l
の
多
数
意
見
で
も
引
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
間
違
い

だ
ろ
う
。
ま
ず
、
当
事
者
主
義
訴
訟
の
形
態
を
と
っ
て
、
原
告
と
被
告
が
相
争
う
英
米
の
刑
事
手
続
で
は
、
弁
護
権
は
他
の
訴
訟
上
の
権

利
に
も
増
し
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
最
近
は
そ
う
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
近
年
の
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
法
の
発
展
の
き
っ
か

け
を
作
っ
た
一
九
三
二
年
の
パ
ウ
エ
ル
事
件
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
弁
護
権
の
判
例
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、

な
る
ほ
ど
弁
護
権
の
機
能
を
、
公
判
で
の
審
理
手
続
や
法
律
問
題
の
複
雑
性
に
求
め
る
考
え
方
も
、

一
応
も
っ
と
も
ら
し
い
。

こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
捜
査
で
は
ま
だ
こ
み
い
っ
た
法
律
上
の
争
点
は
生
起
せ
ず
、

か
り
に
生
じ
て
も
公
判
で
争
え
ば
十
分
だ
。

で
は
、

せ
い
ぜ
い
被
疑
者
の
諸
権
利
を
告
知
し
て
、
こ
れ
を
警
察
官
の
違
法
行
為
か
ら
保
護
し
、

ま
た
は
防
禦
の
準
備
を
開
始
す
る
機
会

を
与
え
れ
ば
そ
れ
で
十
分
だ
。
そ
れ
ぐ
ら
い
な
ら
何
も
弁
護
士
で
な
く
て
も
で
き
る
で
は
な
い
か
」
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
、

刑
事
事
件
に
お
け
る
弁
護
人
の
役
割
を
よ
く
理
解
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
刑
事
弁
護
人
は
、
民
事
に
お
け
る
よ
う
に
、

た
ん
に

訴
訟
代
理
人
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
来
的
に
弱
者
の
立
場
に
あ
る
被
告
人
・
被
疑
者
の
(
経
済
的
に
も
心
理
的
に
も
劣
弱
な
地
位
に

お
か
れ
て
い
る
〉
、
物
心
両
面
で
の
保
護
者
(
デ
フ
ェ
ン
ダ
l
〉
た
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。

か
つ
て
は
右
の
保
護
は
公
判

と
こ
ろ
で
、

で
担
保
さ
れ
れ
ば
十
分
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
時
捜
査
の
重
要
性
は
著
し
く
増
加
し
た
o

ほ
か
な
ら
ぬ
判
例
も
「
危
険
な
時
期
」

を
プ
レ
イ
ン
メ
ン
ト
か
ら
予
備
審
問
へ
と
訴
訟
の
前
の
段
階
へ
次
第
に
前
進
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
る
o

}
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

者
が
尋
問
に
よ
っ
て
自
由
を
す
る
こ
と
は
、
後
の
訴
訟
に
と
っ
て
も
決
定
的
な
重
要
性
を
も
つ
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
時
期
に
こ
そ
保
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説

れ
が
伝
統
的
な
任
意
性
の
判
例
か
新
し
い
弁
護
権
の
判
例
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、

と
こ
と
わ
っ

「
本
件
の
事
案
で
は
」

判
旨
が

た
の
で
、

ほ
か
に
も
ー
ー
ー
エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
具
体
的
事
案
に
即
し
て
l
i
s
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
が
問
題
と
な
り
、
連
邦
の
下
級
審
や
州
の
裁

5命

判
所
で
い
わ
ば
そ
の
多
彩
な
「
解
釈
」
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、

「
弁
護
人
の
(
接
見
)
要
求
」
を
必
要
条
件

と
す
る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
肯
定
す
る
の
が
多
数
だ
っ
た
。
接
見
要
求
が
被
疑
者
の
心
理
一
的
抑
圧
を
徴

エ
ス
コ
ピ

l
ド
は
弁
護
人
と
の
接
見
要
求
を
繰
り
返
え
し
た
事
案
だ
っ
た
の
で
、

表
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
公
判
段
階
で
の
弁
護
権
は
、
こ
れ
を
要
求
し
た
時
に
だ
け
保
障
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆

(
3〉

に
熟
知
し
て
明
確
に
放
棄
し
た
場
合
だ
け
不
用
と
な
る
と
い
う
の
が
判
例
だ
し
、
心
理
的
抑
圧
感
を
持
ち
出
す
の
で
は
、
任
意
性
の
原
則

(
4〉

を
出
な
い
と
し
て
、
反
対
す
る
判
例
も
あ
っ
た
。

第
二
に
、

エ
ス
コ
ピ

l
ド
は
私
選
弁
護
人
の
つ
い
た
事
件
だ
っ
た
の
で
、
私
選
弁
護
人
が
す
で
に
選
任
さ
れ
た
場
合
だ
け
に
適
用
が
あ

(
5
)
 

る
の
で
は
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
ム
同
定
す
る
判
例
も
あ
る
が
、

一
九
六
三
年
の
ギ
デ
イ
オ
ン
事
件
が
、
起
訴
後
は
一
律
に
官

選
弁
護
を
認
め
、
私
選
と
官
選
を
区
別
し
な
い
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
こ
れ
は
不
合
理
だ
と
の
意
見
も
あ
っ
た
。

エ
ス
コ
ピ

l
ド
は
黙
秘
権
に
関
す
る
判
例
で
は
な
い
の
か
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
黙
秘
権
の
告
知
を
要
求
し
た

も
の
で
、
告
知
さ
え
行
な
わ
れ
て
い
れ
ば
、
自
由
は
排
除
さ
れ
な
い
で
す
む
と
い
う
判
例
が
あ
る
せ
し
か
し
、
判
旨
は
、
な
る
ほ
ど
黙
秘

第
三
に
、

権
の
告
知
に
も
言
及
す
る
が
、
「
弁
護
人
に
よ
っ
て
黙
秘
権
を
告
知
し
て
も
ら
う
権
利
」

と
い
う
こ
と
を
い
う
わ
け
で
、

捜
査
官
の
告
知

で
十
分
と
は
考
え
て
い
な
い
だ
ろ
う
。
事
実
、
取
調
の
際
黙
秘
権
の
告
知
が
行
な
わ
れ
る
の
が
通
常
だ
が
、
必
ず
し
も
有
用
な
保
障
方
法

と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
し
、
告
知
は
、
結
局
は
任
意
性
判
断
の
一
個
の
事
情
以
上
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
諸
点
を
め
ぐ
っ
て
、
幾
つ
か
の
事
件
が
最
高
裁
に
も
も
ち
こ
ま
れ
た
。
そ
の
う
ち
最
高
裁
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
対
ア
リ
ゾ
ナ
、

グ
ネ
ラ
対
ニ
ュ
I
・

ヨ

l
グ、

ウ
エ
ス
ト
オ
ー
バ
ー
対
合
衆
国
、

キ
ャ
リ
ア
ォ

l

ニ
ア
対
ス
テ
ュ
ワ

l
ト
の
四
件
を
と
り
あ
げ
て
、
こ
れ
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審
判
さ
れ
、

エ
ス
コ
ピ

1
ド
の
第
二
ラ
ウ
ン
ド
と
も
い
う
べ
き
新
し
い
判
決
を
下
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
四
件
は
併
合

〈

8
)

一
個
の
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
代
表
的
事
件
の
名
を
と
っ
て
、
ミ
ラ

γ
ダ
事
件
と
よ
ん
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
ミ
ラ

ら
の
問
題
を
解
明
す
べ
く
、

γ
ダ
事
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
は

エ
ス
コ
ピ

l
ド
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
革
新
的
な
判
例
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

(
1
)
q
-
P
5
2
0ロ
F
b
hミ
も

も

室

町

ミ

芯

苦

h
S
I
n
-苫
¥
町

h
h
m
g
p
叶
由
民
』
雪

-
F
-
E
4・
由
∞

ω
L
C
O
N
E
E
-

(
2
)
同
町

-
h
-
w
C
2斥
L
T
O件。
m
n
H
w
d
~・
吋

cd〈ロ
ω
g
L
〈・

0
m子、
HPUω
串

司

-
N仏
∞

ω叶
(
叶
テ
(
い
弓
・

5
E
)
w
門町、、

FRNRN誌
な
門
戸

ω芯

C
・

ω
-
E
h
p
(回
申
白
日
)

U

ω
E円
。
〈

-
E
D仏
mmcp
品品

Z
・』・

E
Y
N
O斗
〉

-
N
L
印
hFN(gm目印)・

(
3
)
』
cr口
問
。
口
〈

N
R
F
F
印
。
品

C
・

ω・
5
∞

(
H
S
g
h
n
R口
一
可
〈
・

(
U
c
n
F
E
Z
-
ω
S
C・
ω・
8
∞

2
8
8・

(

4

)

同
町

-
h
-
C
5
5
L
盟

主

2
2
w
d
~・
阿
川
戸
田
目
。
〈

-
z
o
dミ
』

qmmq-
∞

臼

司

-NL-AFh山由

(ω
内
山
口
『

-
H申
岳
山
)
山
司

2
1ぬ
〈
・
り

B
L
O
w
s
n
m一
-
N仏

ω問
。
・
印
∞
∞

P
N仏
ω
2
・
品

N
n
E一
-
何
回
)
門
司
・
岡
市
日
夕
ミ
ミ
・
九
時
唱
え
同
門
戸

ω∞
H
C・
ω・
∞

ω叶
(
芯
白
日
)
・

(
5
)
ω
E
O
〈
-
F
H
W
H
2
2・
者

-
N仏
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叶
(
阿
国
主
)

u

d

弓
白
み
〈
・
ゎ
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Z
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〈
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5
∞
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何
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ρ
5
2
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FR内
同
盟
主

2
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印

司

-
N仏
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、
可
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ロ
・
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弓
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・

(
8
)
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E
E
ω
〈
・
〉
ロ
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山
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岡

5
3
〈
-
Z
2
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当
2
2
2
F
C口一
E
m
E
m
m
h
p
-
H
F
5
5
〈・

2
0
3
z
-
ω
E
C・
ω・
品

ω由
(
呂
田
品
)
・

ま
ず
、
事
実
関
係
を
み
て
お
こ
う
。
ミ
ラ

γ
ダ
対
ア
リ
ゾ
ナ
は
、
誘
拐
・
強
姦
事
件
で
、
被
告
人
は
逮
捕
後
二

時
間
の
取
調
を
受
け
て
自
白
し
た
の
で
あ
る
が
、
取
調
の
際
警
察
官
は
弁
護
権
の
告
知
を
せ
ず
、
被
告
人
も
と
く
に
選
任
要
求
を
し
な
か

t今

ミ
ラ
ン
ダ
事
件

捜査・自白・弁護権

っ
た
。
た
だ
、
自
由
調
書
に
「
任
意
に
供
述
し
た
」
旨
の
タ
イ
プ
の
記
載
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
o

ビ
グ
ネ
ラ
対
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
被

告
人
は
強
盗
の
嫌
疑
ー
で
逮
捕
さ
れ
て
自
白
し
た
。
警
察
官
に
よ
る
弁
護
権
の
告
知
の
有
無
は
不
明
で
あ
り
、
検
察
官
に
よ
る
尋
問
調
書
に

も
権
利
を
告
知
し
た
旨
の
記
載
は
な
い
。
ウ
エ
ス
ト
オ
ー
バ
ー
対
合
衆
国
は
、
キ
ャ
リ
ア
ォ

l

ニ
ア
の
事
件
を
キ
ャ
ン
ザ
ス
で
審
判
し
た

連
邦
事
件
で
、
ま
ず
土
地
の
警
察
官
が
キ
ャ
ン
ザ
ス
の
事
件
の
取
調
を
し
た
が
、
そ
の
際
は
黙
秘
権
・
弁
護
権
の
告
知
を
し
て
い
な
い
。

北法17(2・19)189

し
か
し
、

の
ち
に
連
邦
の

F
B
I
に
引
き
渡
さ
れ
、
別
件
で
あ
る
キ
ャ
リ
ア
ォ
I
ニ
ア
の
事
件
が
取
り
調
べ
ら
れ
た
が
、
こ
ん
ど
は
右
の



説

告
知
が
な
さ
れ
た
。

前
の
取
調
の
際
の
不
告
知
が

ど
の
程
度
尾
を
引
く
か
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

キ
ャ
リ
ア
ォ

1
ニ
ア
対
ス

テ
ュ
ワ

i
ト
で
は
、

強
盗
致
死
の
嫌
疑
で
逮
捕
さ
れ
、

五
日
間
に
前
後
九
回
取
調
を
受
け
自
白
し
た
。
記
録
上
権
利
告
知
の
事
実
は
な

論

L 、
O 

以
上
の
四
件
を
あ
わ
せ
て
、

い
ず
れ
も
修
正
五
条
の
黙
秘
権
を
侵
害
し
て
と
ら
れ
た
違
法
の
自
白
だ
か
ら
排
除
す
、
べ
き
だ
と
判
示
し
た

の
が
本
件
で
あ
る
(
最
後
の
キ
ャ
リ
ア
オ

l

ニ
ア
対
ス
テ
ュ
ワ

l
ト
だ
け
は
、
す
で
に
州
で
エ
ス
コ
ピ
I
ド
を
引
い
て
排
除
し
て
い
る
の

で

原

判

決

を

維

持

、

他

は

破

棄

)

。

一

九

六

四

年

の

マ

ロ

イ

対

ホ

l
ガ
ン
事

件
に
よ
っ
て
、
修
正
五
条
は
そ
の
ま
ま
同
一
四
条
の
デ
ュ
!
・
プ
ロ
セ
ス
に
イ
ン
コ

l
ポ
レ
イ
ト
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
、
修
正
五
条

な
，お

ウ
エ
ス
ト
オ
ー
バ
ー
を
除
い
て
は
州
の
事
件
だ
が
、

を
理
由
に
す
る
か
ぎ
り
連
邦
も
州
も
同
じ
法
則
に
服
す
る
。
さ
て
、
本
件
要
旨
は
こ
う
で
あ
る
。

付
本
件
の
解
明
に
と
っ
て
は
、
拘
禁
中
の
尋
問
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
こ
そ
重
大
で
あ
る
o

被
拘
禁
者
の
尋
問
は
、
外
部
か
ら
隔
離
し
て

お
い
て
、

プ
ラ
イ
ベ
イ
ト
な
状
況
で
自
由
を
追
及
す
る
こ
と
に
本
質
が
あ
る
。
こ
の
場
合
の
被
疑
者
の
供
述
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
は
、

不
任
意
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
の
い
ず
れ
の
事
案
で
も
、
被
告
人
は
見
ず
知
ら
ず
の
警
察
署
へ
つ
れ
て
い
か
れ
、

ら
に
は
脅
威
で
あ
る
尋
問
に
さ
ら
さ
れ
た
。

尋
問
の
雰
囲
気
は
、

被
疑
者
を
取
調
官
の
意
図
に
屈
服
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
強
制
の
潜
在
的
可
能
性
は
常
に
存
在
す
る
。
そ
れ
は
肉
体
的
拷
問
で
は
な
い
が
、
個
人
の
尊
厳
性
を
傷
つ
け
る
点
で
は
変
わ
り
は
な

い
。
こ
の
意
味
で
、
秘
密
の
尋
問
は
そ
れ
じ
た
い
強
制
で
あ
り
、
不
利
益
な
供
述
を
強
要
さ
れ
な
い
と
い
う
個
人
権
と
衝
突
す
る
。

。
黙
秘
権
は
、
政
府
の
権
限
を
制
約
す
る
も
の
と
し
て
長
い
歴
史
を
有
す
る
重
要
な
保
障
で
あ
る
。
英
米
で
は
、

ー
γ
の
裁
判
以
来
強
固
な
地
歩
を
占
め
て
き
た
。
判
例
も
ず
っ
と
こ
れ
を
認
め
て
き
て
い
る
。
問
題
は
、
捜
査
す
な
わ
ち
拘
禁
中
の
取
調

一
七
世
紀
の
リ
ル
バ

に
も
適
用
が
あ
る
か
で
あ
る
が
、

む
ろ
ん
肯
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
黙
秘
権
は
、
判
例
法
上
も
リ
ベ
ラ
ル
に
解
さ
れ
て
き
た
。
こ

れ
が
上
述
の
意
味
で
強
要
的
雰
囲
気
を
も
っ
尋
問
の
過
程
に
適
用
さ
れ
な
い
理
由
は
な
い
。
実
際
問
題
と
し
て
、
公
判
な
ど
の
司
法
的
な
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カミ

れ



公
式
の
手
続
よ
り
も
警
察
官
に
よ
る
秘
密
の
尋
問
に
こ
そ
黙
秘
権
の
抑
止
し
よ
う
と
す
る
供
述
の
強
要
が
あ
る
。
判
例
上
も
実
は
七

O
年

前
の
ブ
ラ
ム
事
件
で
す
で
に
解
決
ず
み
の
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
連
邦
で
判
例
が
必
ず
し
も
豊
富
で
な
い
の
は
、

ひ
と
え
に
マ
ク
ナ
ブ

H
H
マ
ロ
リ

1
の
原
則
が
支
配
す
る
た
め
、
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

日
開
そ
こ
で
、
問
題
は
黙
秘
権
の
保
障
の
方
法
に
あ
る
。
被
逮
捕
者
の
尋
問
が
本
質
的
に
強
制
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
を
強
制
的
に
し
て
い

る
も
の
を
完
全
に
払
拭
す
る
手
段
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
、
黙
秘
権
を
侵
す
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
憲
法

は
払
拭
す
る
手
段
と
し
て
特
定
の
も
の
を
指
定
し
て
は
い
な
い
の
で
、
連
邦
や
州
の
議
会
は
、
適
当
な
手
段
を
自
ら
考
案
す
る
こ
と
は
で

き
る
し
、

そ
れ
を
発
見
す
べ
く
努
力
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ

し
か
し
、

れ
が
な
い
以
上
は
、
次
の
よ
う
な
保
障
は
必
要
で
あ
る
。

第
一
は
、
黙
秘
権
の
告
知
で
あ
る
。
こ
れ
は
権
利
の
存
在
を
確
知
さ
せ
る
た
め
ば
か
り
で
な
く
、
尋
問
の
内
在
的
な
強
制
的
雰
囲
気
を

解
消
さ
せ
る
た
め
に
も
不
可
欠
で
あ
る
o

第
二
は
、
供
述
は
公
判
で
不
利
益
証
拠
と
し
て
使
わ
れ
る
と
い
う
結
果
の
解
説
で
あ
る
。
こ
れ

は
黙
秘
権
の
意
義
を
真
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
ま
た
熟
知
し
て
行
使
ま
た
は
放
棄
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
o

第
三
は
、
弁
護
権

の
告
知
で
あ
る
。
黙
秘
権
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
だ
け
で
は
、
本
来
弱
者
た
る
被
疑
者
は
ま
だ
強
制
的
圧
力
に
屈
従
し
か
ね
な
い
。
そ
こ

で
、
黙
秘
権
の
完
全
な
保
障
の
た
め
に
は
、
弁
護
人
の
立
会
が
不
可
欠
で
あ
る
。
黙
秘
権
の
告
知
の
た
め
接
見
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま

捜査・自白・弁護権

で
も
な
い
が
、
強
要
的
効
力
か
ら
の
救
済
の
た
め
に
は
、
尋
問
継
続
中
の
立
会
こ
そ
必
要
で
あ
る
o

こ
の
場
合
、

ω被
疑
者
は
こ
れ
を
と
く
に
要
求
す
る
必
要
は
な
い
。
公
判
で
の
弁
護
権
に
つ
い
て
選
任
要
求
の
不
用
な
こ
と
は
す
で
に

判
例
が
あ
る
が
、
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こ
の
理
は
捜
査
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
権
利
を
知
ら
ず
、

し
た
が
っ
て
要
求
し
な
い
も
の
ほ
ど
、
弁
護

人
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
も
あ
る
。

ω黙
秘
権
の
保
障
に
つ
い
て
貧
富
で
差
別
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
、
弁
護
人
の
立
会
権
は
貧
困

者
に
も
保
障
さ
れ
る
o

私
選
弁
護
人
に
つ
い
て
だ
け
妥
当
す
る
と
す
れ
ば
、
本
件
の
意
義
の
大
半
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
た



説

が
っ
て
、
右
の
告
知
は
官
選
弁
護
権
の
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ω弁
護
権
の
放
棄
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
意
義
と
効
果
を
熟
知
し

'論

こ
と
は
で
き
ず
、

し
か
も
相
当
に
高
度
の
立
証
を
要
す
る
o

黙
従
か
ら
放
棄
を
確
認
す
る

そ
の
不
用
を
確
定
的
・
明
示
的
に
示
す
場
合
だ
け
有
効
な
放
棄
が
あ
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。

て
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
挙
証
責
任
は
検
察
官
に
あ
り
、

(

9

)

玄丘一
C
可
〈
・
出
。
四
m
p
ω
吋∞

d-
∞
-
H
(
S
E
)・
な
お
、
修
正
四
条
の
不
当
な
逮
捕
・
捜
索
・
押
収
、
同
五
条
の
対
質
権
(
反
対
尋
問
権
)
、
同
六
条
の

弁
護
権
も
そ
う
で
あ
る
。
宮
名
古
〈

-oy日

GWω
ミ
C.
∞
.
2∞
(
回
申
由
同

)
h
p
E
2
〈
・
吋

2
3
ω
g
d
.
ω
・
品
。
。
(
同
呂
町

)
h
Q
L
g口
〈
・
巧
包
ミ
ュ
悶
7
F

ωNJ可

d.
∞・

ω
8
2
2
8
.

(
日
)
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
に
つ
い
て
は
、
田
宮
「
被
疑
者
の
尋
問
に
関
す
る
エ
ス
コ
ピ
i
ド
・
ル
ー
ル
の
発
展
」
判
時
四
五
二
二
ニ
(
一
九
六
六
)
、
芝
原
「
捜
査
段

階
に
お
け
る
自
由
の
許
容
性
」
ジ
ュ
リ
三
五
六
・
一

O
六
二
九
六
六
)
、
大
野
「
捜
査
と
人
権
の
相
旭
と
将
来
へ
の
展
望
」
判
タ
一
九
五
・
二
(
一
九
六
六
)
。

ミ
ラ
ン
ダ
事
件
の
意
義

黙
秘
権
と
弁
護
権
の
交
錯
以
上
の
ミ
ラ
ン
ダ
の
判
旨
は
、
エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
そ
れ
と
比
べ
て
こ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
か
。
ミ
ラ

γ
ダ
が
、
従
来
の
任
意
性
の
原
則
を
一
歩
出
て
新
し
い
排
除
法
則
(
な
い
し
は
尋
問
の
法
則
)
を
打
ち
樹
て
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
、
判
旨
も
は
じ
め
の
部
分
で
は
っ
き
り
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ェ
ス
コ
ピ

l
ド
の
不
明
な
点
を
明
ら

か
に
し
、
か
っ
こ
れ
を
支
持
し
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
エ
ス
コ
ピ

l
ド
も
ま
た
革
新
的
な
法
則
を
宣
言
し
た
も
の
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
、
、
こ
フ
ン
ダ
は
エ
ス
コ
ピ

i
ド
を
広
く
解
釈
し
こ
れ
を
確
認
し
た
だ
け
の
判
例
だ
ろ
う
か
o

結
論
を
先
に
い
う

と
、
ミ
ラ

γ
ダ
は
一
見
エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
後
退
と
み
れ
な
く
も
な
い
部
分
も
あ
る
が
、
実
は
そ
の
趣
旨
を
徹
底
し
、
こ
れ
を
一
歩
進
め
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
弁
護
権
で
は
な
く
黙
秘
権
を
理
由
と
し
た
の
で
、
任
意
性
へ
の
接
近
を
思
わ
せ

る
が
、
尋
問
じ
た
い
を
黙
秘
権
侵
害
と
断
ず
る
ま
で
に
徹
底
し
た
の
で
、
尋
問
禁
止
の
思
想
が
よ
り
一
層
き
わ
立
っ
た
の
で
あ
る
。
も
う

少
し
詳
し
く
み
よ
う
o

ま
ず
、

付

エ
ス
コ
ゼ

l
ド
は
修
正
六
条
の
被
疑
者
の
弁
護
権
を
理
由
と
し
た
が
、
ミ
ラ
ン
ダ
ば
も
っ
ぱ
ら
修
正
五
条
の
黙
秘
権
を
理
由
と
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す
る
。

そ
こ
で

ω弁
護
権
は
供
述
の
具
体
的
な
状
況
い
か
ん
と
は
関
係
が
な
い
か
ら
、

ニ
れ
を
理
由
と
す
る
と
き
は
、
任
意
性
以
外
の
新

黙
秘
権
は
供
述
の
強
制
を
問
題
と
す
る
か
ら
、
供
述
の
自
主
意
思
を
奪
う
か
否

か
の
任
意
性
の
原
則
と
の
親
近
性
は
争
え
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、

ωあ
く
ま
で
も
黙
秘
権
が
問
題
で
あ
る
の
で
、
弁
護
人
の
援
助
を
受
け

る
権
利
じ
た
い
は
、
絶
対
的
な
要
件
で
は

l
l少
な
く
と
も
形
式
的
に
は

l
ー
な
く
な
っ
た
。
判
旨
は
弁
護
人
の
立
会
以
外
の
「
他
の

し
い
排
除
法
則
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
明
瞭
で
あ
る
が
、

手
段
」
も
示
唆
す
る
の
で
あ
る
o

こ
れ
も
後
退
を
思
わ
せ
る
。

し
か
し
、
判
旨
を
実
質
的
に
検
討
し
て
み
る
と

ま
っ
た
く
違
っ
た
見
方
も
可
能
な
の
で
あ
り
、

そ
の
方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
す
な
わ
ち
、
黙
秘
権
を
理
由
と
す
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
尋
問
じ
た
い
が
強
制
的
雰
閤
気
を
も
ち
違
法
な
の
だ
と
い
う
意
味
で
あ

り
、
従
来
の
任
意
性
の
思
想
と
は
や
は
り
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

「
他
の
手
段
」
が
あ
れ
ば
よ
い
と
は
い
う
も
の
の
、

判
旨
も
「
任
意
で
は
あ
る
が
排
除
さ
れ
る
」
と
は
っ
き
り
述
べ
て
い

「
尋
問
に
よ
っ
て
対
立
当
事
者
訴
訟
(
包
〈
2
3ミ
胃
2
2島
ロ
ぬ
)
が
は

じ
ま
る
」
と
い
う
観
念
を
と
る
以
上
、
弁
護
人
を
排
斥
す
る
こ
と
は
|
|
マ
サ
イ
ア
事
件
の
趣
旨
か
ら
1
l
l
不
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
「
捜
査
と
公
判
で
は
弁
護
人
の
役
割
が
違
う
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
捜
査
に
お
け
る
弁
護
人
の
役
割
は
黙
秘
権
の
完
全
一
行
使
の

担
保
に
こ
そ
あ
り
、
黙
秘
権
の
保
障
は
、
弁
護
人
が
い
て
は
じ
め
て
可
能
だ
と
の
思
想
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。
判
旨
は
ま
た
、
弁
護
人
が

る
。
ま
た
、

つ
く
こ
と
は
真
実
の
発
見
の
た
め
に
も
好
都
合
だ
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
弁
護
人
が
い
て
は
じ
め
て
真
の
当
事
者
訴
訟
が
完
う
さ
れ

捜査・自由・弁護権

る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
o

し
か
も
、
憲
法
問
題
だ
か
ら
あ
え
て
判
断
す
る
の
だ
と
宣
言
し
て
い
る
こ
と
を
あ
わ
せ
る

と
、
憲
法
上
容
認
さ
れ
る
「
他
の
担
保
方
法
」
は
、

立
法
府
が
す
ぐ
リ
ア
ク
ト
す

北法17(2・23)193

ほ
ぼ
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
問
題
と
し
て
も
、

る
と
い
う
こ
と
は
難
し
い
か
ら
、
判
旨
の
内
容
が
、
-
そ
の
ま
ま
将
来
に
わ
た
っ
て
合
衆
国
の
法
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
判
旨
も
弁
護
権
を
理
由
と
は
し
な
か
っ
た
が

「
弁
護
権
」
の
語
は
随
所
で
使
用
し
、

実
は
そ
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
で
あ

る
。
い
な
、
実
質
的
に
は
む
し
ろ
弁
護
権
の
内
容
は
ミ
ラ

γ
ダ
事
件
で
一
層
強
化
さ
れ
た
と
さ
え
い
え
る
。

工
、
主
工
、
つ
、

J
J

セふ
J
F
d

本
件
で
は
じ



説

め
て
?
第
一
に
、
積
極
的
な
選
任
要
求
を
不
用
と
し
、
第
二
に
、
そ
れ
が
官
選
弁
護
人
の
請
求
権
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
、
第
三
に
、
弁

護
権
は
接
見
交
通
権
に
止
ま
ら
ず
、
尋
問
へ
の
立
会
権
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
、
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
弁
護
権
は
黙
秘
権
に
と
っ
て
代
ら
れ
た
の
で
も
、
ま
た
黙
秘
権
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
た
の
で
も
な
く
、
捜
査
会
時

論~

問
)
に
お
い
て
は
両
者
は
融
合
し
て
一
体
化
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
o

こ
の
考
え
は
、
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
弁
護
人
の
意
義
を
み
ご

と
に
描
き
え
て
興
味
が
深
い
。
刑
事
で
は
、
訴
追
側
は
国
家
機
関
で
あ
っ
て
、
被
告
人
は
本
来
的
に
弱
者
の
立
場
に
あ
る
。
そ
の
た
め
各

種
の
訴
訟
上
の
権
能
が
保
障
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
で
な
く
、
弁
護
人
が
い
て
こ
れ
を
い
か
ん
な
く
行
使
せ
し
め
る

こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

か
れ
は
訴
追
側
と
、
実
質
的
対
等
の
地
位
に
立
つ
の
で
あ
る
o

こ
の
思
想
は
、
従
来
も
弁
護
権
に
関
す
る
判

例
の
発
展
を
そ
テ
ィ
ベ
イ
ト
し
て
き
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
で
明
確
な
か
た
ち
を
と
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
o

(
E
)
 

前
最
高
裁
は
、
ポ
イ
ゾ
タ
l
対
テ
グ
サ
ス
事
件
で
、
被
告
人
の
反
対
尋
問
権
が
弁
護
人
に
よ
る
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
認
め

一
年
は
ど

た
が
、
こ
こ
に
も
同
じ
思
想
が
根
底
に
あ
る
o

こ
の
よ
う
に
、
弁
護
権
は
き
わ
め
て
重
要
な
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

な
ぜ
ミ
ラ
ン
ダ
の
判
文
で
は
必
ず
し
も
表
面

に
出
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
第
一
に
、
最
高
裁
が
エ
ス
コ
ピ

l
ド
事
件
の
遡
及
適
用
を
お
そ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
弁
護
権
は
真
実

発
見
に
奉
仕
す
る
人
権
保
障
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、

被
告
人
は
誤
っ
て
罰
せ
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

こ
で
、
判
例
変
更
に
よ
っ
て
そ
れ
以
前
の
確
定
事
件
も
く
つ
が
え
る
と
い
う
の
が
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
法
上
の
原
則
で
あ
る
o

も
し
遡
及

へ
4
〉

エ
ス
コ
ピ

l
ド
前
の
お
び
た
だ
し
い
自
由
事
件
(
弁
護
人
の
接
見
を
拒
否
し
た
事
例
は
非
常
に
多
い
)
が
よ
み
が

効
が
あ
る
と
す
る
と
、

え
っ
て
裁
判
所
を
負
担
加
重
に
陥
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
黙
秘
権
は
訴
訟
が
人
格
の
尊
厳
に
歩
を
ゆ
ず
る
も
の
で
、
真
実
の
発

見
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
ら
〈
真
実
の
発
見
に
さ
か
ら
っ
て
も
認
め
ら
れ
る
人
様
で
あ
る
)
、
遡
及
効
は
な
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

第
二
に
は
、

一
他
の
手
段
」
の
可
能
性
を
、

立
法
府
の
た
め
に
残
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
(
と
い
っ
て
も
同
じ
内
容
の
こ
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そ



と
を
、

立
法
府
の
口
か
ら
宣
言
し
て
も
ら
う
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
が
)

0

い
ま
ア
メ
リ
カ
で
は
、
捜
査
手
続
の
改
善
が
刑
事
司
法

の
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
公
私
の
団
体
が
、
あ
る
い
は
実
態
調
査
を
行
な
い
、
あ
る
い
は
手
続
の
改
正
を
提
案
す
べ
く
努
力
を
傾

ア
メ
リ
カ
法
曹
会
、

注
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
、
大
統
領
の
任
命
し
た
刑
事
司
法
委
員
会
、

ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
な
ど
の
調

査
・
研
究
が
あ
る
o

と
く
に
ア
メ
リ
カ
法
律
協
会
は
、

て、

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ボ
ー
レ
ン
パ

l
ク
、
ベ
イ
タ

l
両
教
授
を
主
報
告
者
と
し

そ
デ
ル
・
コ
ー
ド
の
作
成
に
着
手
し
、
大
方
の
注
目
を
集
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

(

1

)

宮
m
g
E
Y
〈

-
c
z
z
ι
ω
g
g
p
ω
叶叶

C
・
ω
-
N
O
H
(
S
E
)・

(
2
)
句

C
M
R
2
〈
・
吋
g
g
p
ω
∞
c
c・
m・
8
0
(戸市出品印)・

(
3
)
F
r
g
L
m
O
〈
・
者
E
r
E関
門

c
p
ω
印叶

C
・
ω
-
N
E
(
H
S∞
)
は
、
上
訴
申
立
の
際
異
議
申
立
等
と
同
時
に
ト
ラ
イ
ア
ル
の
記
録
を
購
入
し
て
つ
け
る
必

百
世
が
あ
る
と
い
う
イ
リ
ノ
イ
法
を
、
貧
者
の
上
訴
権
を
奪
い
法
の
下
の
平
等
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
、
違
憲
と
し
た
の
ロ
ロ

E
〈
-
E
E
E
F
8
H
C
.

m・
-
N
(日
自
由
)
を
遡
及
適
用
し
た
。
ま
た
、
一
切
の
重
罪
事
件
に
官
選
弁
護
人
を
要
求
し
た
の
三

g口
〈
・
者
巳

E
呂
田
宮
、
印
叶
N
C
-
∞・

ω
8
2
8
3

は
、
。
。
己
m
r
q
〈
・
玄
ω
阿
君
主
・

ω叶
E
C・∞
-
N
S
(
5
2
)
で
遡
反
効
が
あ
る
と
さ
れ
た
。

(

4

)

の開
O同
D
F
(
U
O
Z印、口、吋口
4
5
2
h
r
F
r
z
H
↓kF45Z的
。
Z
肘
ヨ
ロ
開
z
n回同
Z
(い回同冨
HZK戸
円
、
わ
〉
出
目
的
唱
(
}
(
戸
申
出
品
)
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
六
年
の
ブ
ラ
ウ
ン
事
件

か
ら
の
エ
久
コ
ピ

l
ド
事
件
ま
で
に
最
高
裁
で
問
題
と
さ
れ
た
自
白
事
件
は
三
五
件
だ
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
に
接
見
が
拒
否
さ
れ
て
い
た

と
い
う
。

捜査・自由・弁護権

ハ
5
)
、『巾

E
口〈・

ω
}
5
2・
ω∞
N
C・
ω・
念
品

(
H
g由
)
は
、
黙
秘
権
に
関
す
る
の
ユ
ロ

E
〈
・
ゎ
回
一
広
0
5
5・
ω
g
c
-
∞
-
g
m
w
(
5
8
)
の
遡
及
運
用
を
否
定
し

た
o

違
法
な
捜
索
・
押
収
に
よ
っ
て
え
た
証
拠
の
許
容
性
を
否
定
し
た

ζ
名
古
〈
-
O
E
-
-
ω
ミ
d
・
ω・
2
u
(
5
2
)
も
、
ピ
ロ
E
0
2
2
〈
・
巧

L
5・

ω∞
H
C・
m・
2
∞
(
同
市
出
品
目
)
で
、
遡
反
効
は
な
い
も
の
と
さ
れ
た
。

ハ
6
〉
も
っ
と
も
一
九
六
六
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
第
一
次
案
で
は
、
弁
護
人
な
し
で
の
四
時
間
の
尋
問
を
許
そ
う
と
す
る
の
で
、
ミ
ラ
ソ

F
と
正
面
か
ら
衝

突
す
る
と
思
わ
れ
る
o

〉
戸
同
ニ
忌
。
口
同
F
n
o
u開
。
司
司
同
開
l
〉
同
国
E
C
Z露
間

Z、吋司同
O口
開
ロ
ロ
国
岡
、
司
E
F
O
B
P
Z
p
f
叫
品
・

2
(
5
8
)・
本
法
典
の
紹

介
と
し
て
、
松
尾
「
ア
メ
リ
カ
の
模
範
捜
査
手
続
法
典
に
つ
い
て
」
ジ
ユ
リ
コ
一
四
七
・
六
一
一
(
一
九
六
六
〉
o

な
お
、
四
時
間
以
後
は
弁
護
人
の
立
会
を

要
求
し
て
い
る
c

た
・
申
日
-

C
∞-

北法17(2・25)195



説

tコ

こ
う
し
て
、
ミ
ラ
ン
ダ
事
件
は
、
黙
秘
権
を
根
拠
に
し
た
が
、
実
質
的
に
考
察
す
れ
ば
、
け
っ
し
て
エ
ス

ま
た
弁
護
権
の
根
拠
も
放
擁
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
、
い
ぜ
ん
維
持
さ
れ
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

捜
査
段
階
と
黙
秘
権

コ
ピ

i
ド
の
後
退
で
は
な
く
、

~ .~命

む
し
ろ
、
黙
秘
権
を
表
面
の
理
由
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

問
の
規
制
に
つ
い
て
、
一
層
徹
底
し
た
態
度
を
明
ら
か
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

エ
ス
コ
ピ

l
ド
と
ミ
ラ
ン
ダ
と
が
共
通
に
目
的
と
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
尋

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
黙
秘
権
を
理
由
と
す
る
の
で
、
究
極
的
に
は
尋
問
じ
た
い
の
禁
止
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
o

尋
問
禁
忌
の
思

想
が
明
確
化
し
た
と
い
え
よ
う
o

エ
ス
コ
ピ

l
ド
事
件
は
弁
護
人
の
接
見
・
立
会
を
要
求
し
た
。
だ
が
、
逮
捕
後
即
座
に
弁
護
人
を
つ
け

る
こ
と
は
、
ミ
ラ
ン
ダ
の
反
対
意
見
が
い
う
よ
う
に
、
「
警
察
署
詰
の
弁
護
人
で
も
い
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
」

か
ら
、

官
選
弁
護
制
度
が

十
分
整
備
し
、
あ
る
い
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
デ
フ
ェ
ン
ダ
!
の
制
度
も
あ
る
と
い
っ
た
所
で
さ
え
(
と
こ
ろ
が
、
国
選
弁
護
制
度
は
き
わ
め

(
7〉

ま
だ
キ
ャ
リ
ア
ォ

l

ニ
ア
な
ど
少
数
州
に
し
か
な
い
〉
、

て
不
備
で
あ
り
、

ま
し
て
パ
プ
リ
ヅ
グ
・
デ
フ
ェ
シ
ダ
ー
は
、

な
お
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
真
の
ね
ら
い
は
尋
問
の
避
止
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
げ
ん
に
ミ
ラ
ソ
ダ
で
は
、

エ
ス
コ
ピ

l
ド
で
は
、
弁
護
権
と
い
う
理
由
が

「
弁
護

人
が
い
な
け
れ
ぽ
取
調
を
し
な
け
れ
ば
よ
い
の
だ
」
を
明
言
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

(
3
)
 

l
法
律
構
成
と
し
て
l

利
用
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。
ミ
ラ
ン
ダ
で
は
、
こ
れ
が
き
わ
め
て
明
瞭
な
か
た
ち
を
と

尋
問
避
止
の
た
め
に
、

っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
に
、
黙
秘
権
は
個
人
の
絶
対
権
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
の
有
効
性
と
無
関
係
に
自
己
を
貫
徹
で
き
る
o

弁
護
権
で
あ
れ
ば
、
原
告
の

訴
追
権
と
の
比
較
衡
量
が
可
能
で
あ
り
必
要
で
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
弁
護
人
の
接
見
お
よ
び
立
会
の
要
求
権
が
黙
秘
権
の
一
内
容
と
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
捜
査
(
訴
追
)
の
利
益
と
の
比
較
的
な
も
の
か
ら
、
絶
対
的
な
優
位
的
地
位
を
か
ち
え
た
の
で
あ
る
o

訴
追
に
向

か
つ
て
、

ち
ょ
う
ど
供
述
を
拒
否
す
る
よ
う
に
、

ま
ず
弁
護
人
に
会
わ
せ
よ
と
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
咋
4

文」
l
u

く
、
被
逮
捕
者
に
対
す
る
捜
査
官
の
尋
問
を
禁
止
す
る

(
エ
ス
コ
ピ

l
ド
に
お
け
る
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
の

「
ア
メ
リ
カ
版
裁
判
官
準
則
」

北法17(2・26)196



反
対
意
見
中
の
こ
と
ば
)
が
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
判
旨
は
こ
う
し
て
黙
秘
権
が
捜
査
に
も
妥
当
す
る
と
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
も
う
少
し
く
わ
し
く
み
て
み
よ

う
o

判
旨
は
、
こ
の
問
題
は
す
で
に
七

O
年
前
に
プ
ラ
ム
対
合
衆
国
事
件
で
解
決
ず
み
だ
と
い
う
立
場
を
と
る
o

ブ
ラ
ム
は
連
邦
の
事
件

で
あ
っ
た
が
、
「
合
衆
国
裁
判
所
の
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
、
自
由
の
任
意
性
、
か
欠
如
す
る
た
め
証
拠
の
許
容
性
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と

い
う
問
題
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
そ
の
問
題
は
、
修
正
五
条
の
『
何
人
も
す
べ
て
の
刑
事
事
件
に
お
い
て
、
自
己
に
不
利
益
な
-
証
人
と
な

と
宣
言
し
た
。

プ
ラ
ン
ダ
イ
ス
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
(
全
員
一
致
の
判
決
)
。

る
こ
と
を
強
要
さ
れ
な
い
』
と
い
う
条
項
の
適
用
が
あ
る
o
」

こ
の
態
度
は
、

一
九
二
四
年
の
ワ
ン
対
合
衆
国
事
件
で
、

こ
れ
ら
の
先
例
か
ら
も
、

ま
た
黙
秘
権
は
個
人
の
基
本
権
と
し

て
リ
ベ
ラ
ル
に
解
す
べ
き
だ
と
い
う
点
か
ら
も
、
捜
査
官
の
秘
密
の
尋
問
に
黙
秘
権
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
承
認
さ
れ
て
き
た

原
則
だ
と
い
う
の
で
あ
る
o

そ
の
後
連
邦
で
は
、
有
名
な
マ
ク
ナ
ブ

1
マ
ロ
リ

1
の
原
則
が
樹
立
さ
れ
た
の
で
、
憲
法
問
題
た
る
黙
秘
権
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は

少
な
か
っ
た
。

マ
ク
ナ
ブ
日
マ
ロ
リ

1
の
原
則
じ
た
い
、
尋
問
が
強
制
的
要
素
を
も
つ
こ
と
が
認
識
さ
れ
、
こ
れ
を
遊
止
す
る
た
め
に
設

け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
連
邦
に
お
け
る
修
正
五
条
の
問
題
は
、
一
九
六
四
年
の
マ
ロ
イ
対
ホ
l
ガ
ン
事
件
に
な
る
と
、
デ

ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
じ
て
州
に
も
適
用
が
あ
る
旨
宣
言
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
、
捜
査
に
も
黙
秘
権
の
適
用
が
あ
る
こ
と
は
、
ア
メ

捜査・自白・弁護権

リ
カ
全
土
に
わ
た
る
法
則
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
実
は
州
に
関
す
る
自
白
法
則
の
展
開
か
ら
も
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
白
は

一
九
四

0
年
代
か
ら
、
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
意
思
を
奪
う
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
よ

か
つ
て
は
強
制
・
拷
問
を
理
由
に
排
斥
さ
れ
た
が
、

う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
自
白
法
則
の
禁
忌
す
る
強
制
は
、
黙
秘
権
の
避
止
す
る
強
要
と
区
別
で
き
な
い
ま
で
に
接
近
し
た
。
任
意
性
の
原

則
は
、
内
容
的
に
黙
秘
権
と
融
合
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
判
旨
の
推
理
の
。
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
、
少
数
意
見
の
き
び
し
い
反
論
が
あ
る
。

少
数
意
見
は
、

捜
査
官
の
取
調

北法17(2・27)197



説

〈
自
白
の
追
及
〉
は
犯
罪
事
件
の
解
決
の
た
め
必
要
だ
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
一
応
離
れ
て
も
、
多
数
意
見
に
疑

北法17(2・28)19S

聞
の
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
ろ
う
。

論

つ
ま
り
、
判
旨
の
と
り
あ
げ
た
ブ
ラ
ム
事
件
は
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
と
も
い
え
る
異
色
の
判
例
で
、
ほ

か
の
ど
の
自
白
事
件
も
、
黙
秘
権
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
自
白
と
黙
秘
権
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

形
式
的
に
比
較
し
て
も
、
自
由
と
黙
秘
権
に
は
、
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
第
一
に
、
両
者
は
歴
史
的
な
起
源
に
お
い
て
異
な
る
。

黙
秘
権
は
遅
く
も
一
七
世
紀
後
半
に
は
確
立
し
て
い
る
が
、
自
由
法
則
は
一
八
世
紀
後
半
に
な
っ
て
や
っ
と
成
立
し
た
。
第
二
に
、
自
由

は
被
告
人
に
つ
い
て
の
法
則
だ
が
、
黙
秘
権
は
証
人
に
も
適
用
が
あ
る
。
第
三
に
、

一
方
で
は
、
自
由
法
則
で
保
護
さ
れ
る
範
囲
の
方
が

広
い
。
す
な
わ
ち
、
強
制
に
基
づ
く
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
欺
同
や
約
束
に
よ
る
も
の
も
排
除
さ
れ
る
o

第
四
に
、
他
方
で
は
、
黙
秘
権

の
及
ぶ
範
囲
の
方
が
広
い
。
す
な
わ
ち
、
黙
秘
で
き
る
範
囲
は
、
有
罪
の
て
が
か
り
に
な
る
事
実
に
も
及
ぶ
が
、
自
由
は
犯
罪
事
実
(
少

な
く
と
も
そ
の
主
要
部
分
)
の
承
認
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
を
度
外
視
し
て
も
、
も
と
も
と
自
由
法
則
は
法
廷
外
の

供
述
に
つ
き
、
黙
秘
権
は
裁
判
所
の
面
前
の
供
述
に
つ
き
(
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
)
、
妥
当
す
る
と
い
う
本
質
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。
裁
判
上
の
自
由
に
補
強
証
拠
が
い
ら
な
い
の
は
、
自
由
で
は
な
く
黙
秘
権
の
原
則
が
妥
当
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
判
旨
の
立
場
は
理
論
的
に
こ
れ
を
認
め
え
な
い
か
と
い
う
と
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は

こ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
右
の
よ
う
な
古
典
的
な
シ
ェ
ー
マ
は
、
捜
査
が
未
だ
刑
事
手
続
の
一
つ
の
過
程
と
し
て
重
要
性
を
認
め
ら
れ
な
か

ご
く
最
近
の
発
展
に
基
づ
く
o

捜
査
に
黙
秘
権

っ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
英
米
で
は
、
捜
査
は

(
と
く
に
国
家
機
関
に
よ
る
尋
問
)
、

が
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、

ひ
と
え
に
尋
問
の
プ
ロ
セ
ス
じ
た
い
が
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
o

第
二
に
、
黙
秘
権
は
、
裁
判
所
の
前

で
は
国
民
は
一
般
的
な
証
言
義
務
が
あ
り
、
こ
れ
を
排
除
す
る
特
権
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
捜
査
機
関
は
被
疑
者
と
平
等
な
い

は
じ
め
か
ら
黙
秘
権
は
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
被
告
人
は
証
人
と
違
っ
て
裁
判
所
と
の

わ
ば
私
人
に
す
ぎ
ぬ
か
ら
、

関
係
で
も
一
般
的
証
言
義
務
は
な
い
。
証
人
と
な
る
こ
と
じ
た
い
を
拒
否
で
き
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
黙
秘
権
は
あ
る
と
さ
れ
る
の



つ
ま
り
、
被
告
人
に
つ
い
て
は
、
供
述
義
務
は
黙
秘
権
の
前
提
条
件
で
は
な
い
。
そ
こ
で
捜
査
段
階
の
被
疑
者
に
も
強
要
の
可

能
性
が
あ
る
以
上
黙
秘
権
の
理
論
を
適
用
し
て
少
し
も
お
か
し
く
な
い
。
し
か
も
、
黙
秘
権
を
侵
害
し
て
と
っ
た
供
述
を
排
除
す
る
証
拠

法
上
の
必
要
は
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
黙
秘
権
侵
害
と
構
成
す
る
必
要
は
大
き
い
の
で
あ
る
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
自
由
に
関
す
る
デ
ュ

l

・
プ
ロ
セ
ス
法
、
か
、
黙
秘
権
侵
害
的
な
自
由
意
思
の
侵
犯
と
い
う
方
向
へ
発
展
し
た
事

で
あ
る
o

実
と
あ
わ
せ
て
、
自
由
と
黙
秘
権
の
親
近
性
な
い
し
は
合
一
化
を
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
黙
秘
権
が
弁
護

権
と
あ
い
並
ん
で
、
手
続
の
弾
劾
化
な
い
し
は
対
立
当
事
者
訴
訟
化
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
(
い
ず
れ
も
ま
ず
公

判
段
階
で
展
開
し
た
こ
と
を
考
え
よ
)
、

ミ
ラ
ン
ダ
(
黙
秘
権
)
は
エ
ス
コ
ピ

l
ド
(
弁
護
権
)
と
並
ん
で
、

捜
査
の
弾
劾
化
に
異
色
あ

る
巨
歩
を
印
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

授査・自白・弁護権

(

7

)

臼
F
4
何回師、吋開
H
F
U回
目
WHA由
開
。
司
寸
出
国
旬
。
。
岡
、
〉
官
官
・
円
)
(
同
市
山
岳
山
)
・

(

8

)

そ
れ
だ
け
に
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

o
n
h
-
開口「
2
除
包
月
P
向
。
ミ
ま
え
¥
。
、
急
時

g
a
b司ミ・・
h
h白
包
含
』
せ

-
q誌
と
句
、
め
芯
同
町
的
由
美
山

同町
h
g
b町
民
。
〈
-
H一一一口
D
F
S
ζ
z
z
-
F・阿川開〈
-
h
q
(
5
2
)
一
わ

CHZヨ
2
7
b
h誌
な
も
苦

S
H
宮
町
恥
司

h
a
E
l〈リロ芯しな
h
h
N
S♂

a
z
k
p同
J1・
円
、
.
同
州
問
〈
・

川
町
一
凶
∞
-
由
来
山
(
巴
∞
品
)
・

(

9

)

裁
判
官
準
則
に
つ
い
て
は
、
デ
ヴ
リ
ン
(
児
島
訳
)
・
警
察
・
検
察
と
人
権
、
一
八
三
以
下
(
一
九
六

O
Y
一
九
六
四
年
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
田

宮
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
裁
判
官
準
則
の
改
正
」
判
時
三
九

0
・
二
(
一
九
六
回

y

b
ミ
h
a
w
勾
ミ

S
ミ
ミ

h
ら
ミ
誌
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マ
ミ
な
向
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ミ
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円
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一
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白
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勾
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↓
・
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U
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戸
冨

2
0
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ω∞
ω
(呂
町
品
)

U

』
0
7
5
g
p
同づ』叫問

、
更
な
2
・
M叫
ミ
sbwHR崎
、
ミ
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時
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、
、
、
、
q
hミ
芯
ミ

S
N川ミ
h
E苫
九
吋
由
民
3
J
印
叶
』
【
い
回
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冨

F
w
h
色町句・
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(
叩
)
回
日

E
〈

-
C
E
Z仏
∞
円
三
2
・
H岱
m
w
C・
ω
-
m
S
2
3
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(
日
)
言
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C
E
E
2
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M
E
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ω
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H
E
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玄
円

Z
凶
ゲ
ゲ
〈
-
C
Z
Z
L
ω
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包
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C
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日

(HZM)
山
ζ
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D
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L
盟
主
g
w
ω
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ω
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ミ
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・
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c
m
ω
P
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C
・
m-
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(
3
2
)・
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H
)
同
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h
-
w
F
H
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g
g
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-
P一広
O
g
p
u
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C-
∞
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N
5
2
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加出品

C
・∞
-
K
S
H
(
H
E
m
)
山山山司山口
G
〈
・
之
0
2
J
F子、

ω
g
c・
ω・
品
目
印
(
同
自
由
)
U
F
v
d
g
E
〈
-
E
E
G
-
F
ω
叫

N
C・
ω・日
N山
(

呂

田

ω
)
U
E
a
=
E
く・

巧

B
E〈四円
c
p
u吋
ω
C・
ω・印。
ω
(
5
8
)・

(
日
)
前
記
マ
ロ
イ
事
件
は
、
こ
れ
を
明
言
す
る
。

(
日
)
∞
巧
2
2
o
g
w
何

4
5
E
g
m
N
N自
由
(
云
口

Z
E
m
一E
ロ
お
〈
・

5
2
)
h
y向口
Z
E
m
z
c
p
p
主~品
h
a
h
a
S
M
H
p
q
E
H号
、
凡
さ
な
さ
s
p
臼
』
・

(UEζ
・
「

(U・
色
町
向

ω・
5
∞

(Hgo)・

(

ロ

)

(

い

O
B
B
g
p
h苫
匂
な
な
ミ
ミ
町
、
曲
、
、
h
S苫
同
ミ
¥
。
、
、
忌
同

HNNh』
誌
な

h，

g
さ
え
同
)
ミ
-
E
h
h
uミ
凡
内
向
同
誌
、
雪
、
、
。
hミ
芯
詰
w
a
d
-
k
p
F回円、
.
H
Z
o
o
-
-
c
ω
A
F

(呂志)・

(
8
5
2
0
P
R
 

(
凹
)
ロ
向
。
円
m
g
w
M
J可
制
問
、
三
世
凡
な
h
h
b
h長
誌
に
め
ミ
¥'L『柿崎町、、な
N凡
さ
と
b
p
u
h
p
ζ
H
2
2・
F・
如
何
〈
-
Y
N
J可(回申印。)・

員命

四

捜
査
の
弾
劾
化

捜
査
の
構
造

捜
査
の
基
本
的
な
構
造
に
つ
い
て
は
、
糾
問
的
捜
査
観
と
弾
劾
的
捜
査
観
が
対
比
さ
れ
か
は
前
者
に
よ
れ
ば
、
捜
査
は
捜
査
機
関
が
被

疑
者
を
取
り
調
べ
る
た
め
の
、
公
判
と
断
絶
し
た
独
自
の
手
続
で
あ
る
が
、
後
者
に
よ
れ
ば
、

一
方
の
潜
在
的
当
事
者
た
る
捜
査
機
関
が

公
判
を
前
提
と
し
て
、

そ
の
た
め
の
準
備
を
す
る
手
続
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
構
造
論
に
は
、
厳
密
に
い
う
と
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。

は
捜
査
の
目
的
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
が
捜
査
の
形
態
論
で
あ
る
り

(→ 

捜
査
の
目
的

ま
ず
、
捜
査
の
目
的
論
か
ら
み
て
い
く
と
、
捜
査
を
公
訴
の
提
起
・
追
行
の
準
備
と
と
ら
え
る
立
場
と
、
捜
査
は

公
訴
と
隔
絶
し
た
手
続
で
あ
っ
て
、
嫌
疑
の
有
無
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
そ
れ
独
自
の
目
的
を
も
っ
と
す
る
立
場
と
の
対
立
が
あ
る
。

前
者
は
、
刑
事
手
続
の
主
役
は
あ
く
ま
で
も
起
訴
後
の
狭
義
の
訴
訟
手
続
、
大
ざ
っ
ぽ
に
い
う
と
公
判
に
あ
る
と
考
え
る
か
ら
、
公
判
中

心
的
構
造
観
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
o

そ
し
て
、
後
者
は
、
捜
査
に
授
査
と
し
て
の
独
自
一
の
重
要
性
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
中

北法17(2・30)200
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円
。
4
0

心
的
構
造
観
と
称
し
え
よ
う
。
捜
査
中
心
観
の
根
拠
は
こ
う
い
う
点
に
あ
る
o

第
一
に
、
捜
査
の
結
果
必
ず
公
訴
が
提
起
さ
れ
る
と
は

不
起
訴
処
分
も
存
在
す
る
。
と
く
に
わ
が
国
で
は
、

か
ぎ
ら
ず
、

起
訴
使
宜
主
義
も
手
伝
っ
て
、

ず
、
し
た
が
っ
て
、
公
判
と
結
び
つ
か
な
い
o

第
二
に
、
現
行
法
は
、
起
訴
状
一
本
主
義
な
と
に
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
、
捜
査
と
公
判
の

四
O
%近
く
も
の
事
件
が
起
訴
さ
れ

手
続
を
分
断
し
た
か
ら
、
捜
査
に
は
捜
査
独
自
の
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

第
三
に
、
公
訴
の
準
備
と
構
成
す
る
と
、
捜
査
上
の
権

限
の
行
使
が
あ
げ
て
公
訴
提
起
の
方
向
に
向
け
ら
れ
、
権
力
的
授
査
観
に
結
び
つ
き
ゃ
す
い
o

被
告
人
に
と
っ
て
起
訴
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
じ
た
い
が
き
わ
め
て
重
大
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
で
事
件
を
ス
ク
リ
ー
ン
す
る
こ
と
を
心
掛
け
る
方
が
被
告
人
に
有
利
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
一
見
被
告
人
の
た
め
妥
当
な
構
成
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
と
く
に
、
わ
が
国
に
は
大
陸
法
的
な
予
審
も
英
米
法
的
な

予
備
審
問
も
な
い
の
で
、
起
訴
前
に
不
当
な
起
訴
行
為
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
に
欠
け
る
。
そ
の
た
め
、
捜
査
機
関
が
こ
の
任
を
果
た
し

て
く
れ
る
な
ら
、
被
告
人
に
好
都
合
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
、

と
わ
た
く
し
に
は
思
わ
れ

る
o

し
か
も
、
こ
れ
は
現
行
法
の
思
想
に
マ
ッ
チ
し
た
妥
当
な
捜
査
観
を
前
提
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
公
訴
の
準

備
と
い
い
、
嫌
疑
の
有
無
を
判
定
す
る
と
い
っ
て
も
、
実
は
こ
と
ば
の
争
い
に
す
ぎ
な
い
。
公
訴
の
準
備
と
い
う
の
も
、
捜
査
と
公
訴
が

因
果
的
に
前
後
の
序
列
と
あ
っ
て
、
捜
査
が
い
わ
ば
回
顧
的
に
「
準
備
し
に
な
る
と
い
う
関
係
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
o

公
判
中
心
観

で
も
、
公
判
に
た
え
う
る
事
件
を
選
択
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
。
ま
た
、
嫌
疑
の
有
無
の
確
認
と
い
う
独
自
の
目
的
を

強
調
す
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
論
者
の
意
図
に
反
し
て
、

ド
イ
ツ
な
ど
の
よ
う
に
、
捜
査
と
公
判
を
等
質
の
連
続
し
た
手
続
と
み
る
訴
訟
観

捜査・自白・弁護権

の
方
に
親
近
性
が
あ
る
。
ま
ず
前
手
続
で
は
捜
査
官
が
責
任
を
も
っ
て
、

い
わ
ば
自
己
完
結
的
に
実
体
を
形
成
し
、
後
手
続
の
主
宰
者
た

る
裁
判
官
に
こ
れ
を
引
き
つ
ぐ
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
訴
を
前
提
す
れ
ば
こ
そ
、
捜
査
が
一
方
当
事
者
の
準
備
活
動
に
す
ぎ

な
く
な
っ
て
、
裁
判
所
に
お
冷
る
公
判
と
断
絶
す
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
も
、
た
え
ず
公
訴
を
前
提
し
な
い
と
、
令
状
手
続
な
と
で
司
法

が
介
入
し
な
い
場
合
に
は
、
捜
査
機
関
と
被
疑
者
と
の
二
面
関
係
と
な
っ
て
、
糾
問
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
事
件
、
を
ス
ク
リ
ー
ン
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す
る
と
レ
う
機
能
を
強
調
す
る
と
、
捜
査
を
徹
底
的
・
追
及
的
な
も
の
と
し
、
強
制
処
分
を
多
様
化
し
、
捜
査
を
長
期
化
し
、
公
判
を
あ

た
か
も
そ
の
上
ぬ
り
的
な
存
在
に
惰
せ
し
め
る
お
そ
れ
も
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

論

q 

次
に
、
捜
査
の
形
態
論
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
捜
査
機
関
と
被
疑
者
の
関
係
を
、

捜
査
の
形
態

い
わ
ば
上
下
の
二
面
関
係
と
み
る

か
、
第
三
者
を
予
定
し
て
並
列
的
な
平
等
者
の
関
係
(
全
体
と
し
て
三
面
関
係
)
と
み
る
か
で
、
糾
問
的
構
造
(
捜
査
観
)
と
弾
劾
的
構

造
(
捜
査
観
)
が
区
別
さ
れ
る
。
目
的
論
に
お
け
る
捜
査
中
心
観
は
前
者
と
、
公
判
中
心
観
は
後
者
と
結
び
つ
く
。
そ
の
た
め
、
本
節
の

広
義
に
お
い
て
糾
問
的
捜
査
観
と
弾
劾
的
捜
査
観
を
対
比
さ
せ
た
わ
け
で
あ
る
。
前
者
で

は
、
公
訴
の
準
備
は
捜
査
と
し
て
捜
査
機
関
が
一
方
的
に
や
る
の
で
あ
り
、
後
者
で
は
、
捜
査
は
捜
査
機
関
と
被
疑
者
が
双
方
で
行
な
う

わ
が
法
で
は
、
検
察
官
は
一
方
当
事
者
の
地
位
に
し
り
ぞ
い
た
か
ら
、
や
が
て
相
並

は
じ
め
に
目
的
論
と
形
態
論
を
合
わ
せ
て
、

準
備
の
一
局
面
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

ぶ
べ
き
相
手
方
当
事
者
を
糾
問
的
に
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
弾
劾
的
捜
査
観
を
と
る
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
o

そ
こ
で
、
弾
劾
的
捜
査
観
の
最
も
重
要
な
帰
結
は
、

一
方
で

黙
秘
権
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
で
あ

被
告
人
と
同
様
に
、

被
疑
者
に
、

り
、
他
方
で
、
弁
護
人
依
頼
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
o

被
疑
者
の
一
方
当
事
者
た
る
性
格
が
認
め
ら
れ
て
黙
秘
権
が
、
ま
た
原
告

に
対
立
す
る
相
手
方
た
る
性
格
か
ら
、
訴
追
に
対
す
る
防
禦
の
必
要
が
認
め
ら
れ
て
弁
護
権
が
、
そ
れ
ぞ
れ
重
要
な
も
の
と
し
て
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
糾
問
構
造
と
弾
劾
構
造
の
違
い
は
、
被
疑
者
を
取
調
の
客
体
と
し
て
、

わ
ば
上
か
ら
一
方
的
に
捜
査
を
す
る
か
、
こ
れ
を
主
体
と
認
め
て
並
列
的
に
双
方
で
や
る
か
に
あ
る
か
ら
、
糾
問
構
造
の
も
と
で
は
、
あ
た

か
も
公
判
に
お
け
る
証
人
の
裁
判
所
に
対
す
る
関
係
の
よ
う
に
、
捜
査
機
関
の
取
調
権
l
被
疑
者
の
出
頭
義
務
が
肯
定
さ
れ
、
弾
劾
構
造

の
も
と
で
は
、
被
疑
者
は
被
告
人
に
も
類
す
べ
き
地
位
に
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
同
様
な
包
括
的
黙
秘
権
が
あ
り
、
捜
査
機
闘
に
よ
る
取
調

の
受
忍
義
務
は
否
定
さ
れ
よ
う
。
次
に
後
者
に
つ
い
て
は
、
捜
査
機
関
と
被
疑
者
が
真
に
並
列
的
な
準
備
を
行
な
う
た
め
に
は
、
被
疑
者
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の
地
位
を
捜
査
機
関
と
実
質
的
対
等
に
ま
で
引
き
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
、
弁
護
人
依
頼
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

そ
う

で
な
け
れ
ば
、
被
疑
者
の
諸
権
利
が
十
分
保
護
さ
れ
な
い
ば
か
り
か
、
真
実
発
見
の
た
め
に
も
庁
手
落
と
な
る
だ
ろ
う
(
被
疑
者
側
の
証

拠
収
集
な
ど
公
訴
の
準
備
が
で
き
な
い
)

0

(

1

)

捜
査
の
構
造
論
に
つ
い
て
は
、
平
野
・
刑
事
訴
訟
法
八
三
|
四
(
一
九
五
八
)
、
青
柳
「
捜
査
に
お
け
る
当
事
者
主
義
の
限
界
」
警
察
学
論
集
一
一
了

四
・
二
四
(
一
九
五
九
)
、
井
戸
田
「
捜
査
の
構
造
序
説
」
立
命
館
法
学
三
九
H
四

0
・
一
二
九
(
一
九
六
一
)
、
伊
東
「
被
疑
者
の
地
位
」
法
律
実
務
講

座
刑
事
篇
コ
一
・
四
七
四
(
一
九
五
四
)
、
田
宮
「
捜
査
の
構
造
」
刑
訴
法
基
本
問
題
必
講
一
一
一
一
一
(
一
九
六
五
)
。

(

2

)

前
注
文
献
の
う
ち
、
井
一
戸
田
・
前
掲
、
伊
東
・
前
掲
が
前
者
に
着
目
し
て
お
り
、
平
野
・
前
掲
は
後
者
に
着
目
し
て
い
る
。

(

3

)

井
戸
田
・
前
掲
論
文
。

捜
査
の
弾
劾
化
の
と
忍
べ
き
方
向

付

弾
劾
化
の
徴
表
と
し
て
の
黙
秘
権
と
弁
護
権

こ
の
よ
う
に
捜
査
の
構
造
を
分
析
し
て
み
る
と
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、

コ
ピ
l
ド
と
ミ
ラ
ン
ダ
の
両
事
件
に
よ
っ
て
、
捜
査
の
弾
劾
化
が
き
わ
め
て
せ
ん
明
な
か
た
ち
で
徹
底
し
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。

弾
劾
化
を
象
徴
す
る
黙
秘
権
と
弁
護
権
が
、
二
つ
な
が
ら
に
究
極
的
な
か
た
ち
で
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
o

捜査・自白・弁護権

捜
査
に
お
け
る
黙
秘
権
は
、
い
わ
ば
自
由
法
則
の
昇
華
と
し
て
出
現
し
た
。
自
白
法
則
は
、
は
じ
め
は
不
任
意
の
自
白
を
法
廷
の
証
拠

か
ら
排
除
す
る
「
証
拠
法
則
」
に
止
ま
っ
た
。
そ
う
い
う
自
白
を
法
廷
で
使
う
の
が
い
け
な
か
っ
た
の
で
あ
る
o

し
か
し
、
や
が
て
尋
問

方
法
を
規
制
す
る
「
取
調
法
則
」
と
化
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
自
由
法
を
、
フ
ェ
ア
な
手
続
を
担
保
す
る
た
め
の
憲
法
上
の
デ
ュ

l

・

プ
ロ
セ
ス
だ
と
し
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
任
意
性
か
ら
訣
別
し
た
マ
ク
ナ
ブ
日
マ
ロ
リ
l
の
原
則
で
、
疑
問
の
余
地
が
な
く

な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
捜
査
も
被
疑
者
の
運
命
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
な
た
め
弁
護
権
が
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
理
由
と
す
る
尋
問
の
規
制
に
向
か
う
の
は
、
当
然
の
い
き
お
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
尋
問
の
規
制
に
お

エ
ス
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い
て
キ
イ
・
ポ
イ
ゾ
ト
を
な
す
の
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
被
疑
者
の
黙
秘
権
の
保
障
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

尋
問
の
過
程
に
弁
護
人
が
介
入
し
て
く
る
の
は
、
弾
劾
方
式
の
典
型
と
も
称
し
え
よ
う
o

尋
問
に
品
位
を
保
ち
、
採
取
す
る
自
由
の
任

論

意
性
を
担
保
す
る
た
め
に
、
大
陸
で
試
み
ら
れ
る
の
は
、
予
審
判
事
に
よ
る
尋
問
と
い
う
方
式
で
あ
る
o

捜
査
官
に
よ
る
尋
問
は
危
険
だ

“
 

か
ら
、
公
平
な
司
法
官
憲
に
や
っ
て
も
ら
お
う
と
い
う
わ
け
で
あ
犯
こ
の
考
え
は
、
一
九
三

0
年
代
に
ア
メ
リ
カ
に
も
紹
介
さ
い
に
一

(

3

)

 

部
で
は
採
用
が
説
か
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
は
な
じ
め
な
か
っ
た
。
主
体
が
司
法
官
憲
で
あ
っ
て
も
秘
密
の
尋
問
で
は
、
糾
問
的
・
追
及

的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
代
わ
り
に
、
尋
問
手
続
を
弾
劾
化
し
て
弁
護
人
の
立
会
を
要
求
す
る
と
い
う
方
式
が
と
ら

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
尋
問
の
改
善
方
向
と
し
て
の
こ
つ
の
型
に
は
、
大
陸
的
な
も
の
と
英
米
的
な
も
の
の
違
い
が
如
実
に
あ
ら
わ

れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
こ
に
は
、
糾
問
と
弾
劾
と
い
う
形
態
上
の
型
の
違
い
ば
か
り
で
は
な
く
、

も
っ
と
奥
深
い
訴
訟
観
な
い
し
は
自
白
観
の
違
い
が
あ

る
。
大
陸
型
の
方
式
は
、
自
由
は
刑
事
訴
訟
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
り
、
何
と
か
有
効
な
も
の
を
と
り
た
い
、
と
っ
て
証
拠
と
し
て

〈

4
)

永
久
化
し
て
お
き
た
い
と
い
う
思
想
が
あ
る
o

大
陸
の
改
善
策
は
、
最
も
有
力
な
証
拠
を
公
判
外
で
積
極
的
に
集
め
よ
う
と
す
る
こ
と
に

重
点
が
あ
る
。
そ
の
た
め
自
白
採
取
の
過
程
が
長
大
化
す
る
の
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
法
の
思
想
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
異
質
の
も
の
で

あ
る
。
弁
護
人
の
立
会
を
要
求
し
た
の
は
、

一
見
そ
う
い
う
や
り
か
た
で
有
効
な
自
由
を
え
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
重
点

は
、
弁
護
人
が
い
な
け
れ
ば
自
由
は
と
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
消
極
面
に
あ
る
。
取
調
じ
た
い
が
悪
だ
と
の
前
提
に
立
ち
、

で
き
れ
ば

弾取
劾調
方は
式な

反方
すが
る よ
」い

とと
宣考
ー、
百 え

しる
Tこ言 O 

O~ 判

例
は

た
び
た
び
「
訴
追
さ
れ
て
い
る
本
人
か
ら
不
利
益
証
拠
を
採
取
す
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
の

捜
査
に
弁
護
人
を
介
入
さ
せ
て
手
続
を
公
判
類
似
の
複
雑
な
も
の
と
す
る
こ
と

し
た
が
っ
て
、

は
、
起
訴
前
の
手
続
の
比
重
を
増
や
し
、
結
局
は
公
判
中
心
を
破
る
こ
と
に
な
ら
な
い
か
と
い
う
批
判
は
あ
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
取
調

は
弁
護
人
の
立
会
が
あ
る
時
だ
け
に
限
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

な
る
べ
く
自
白
を
と
ら
な
い
よ
う
に
し
て
、
事
件
の
解
決
は
あ
げ

北法17(2・34)204



て
公
判
に
ゆ
だ
ね
る
方
式
な
の
で
あ
る
。

ハ
1
)

旧
法
は
そ
う
い
う
型
に
し
た
が
っ
た
。
旧
刑
訴
三

O
O条
、
ド
イ
ツ
刑
訴
一
九
二
条
参
照
。

「
ド
イ
ツ
刑
事
手
続
の
構
造
」
刑
雑
一
四
・
二
・
二
九
一
ニ
(
一
九
六
五
)
。

(

2

)

同

-h・
宝

g
n
o
d
s
-
g由
同
諸
君
師
同
村
吉
立
高
足
是
主

E
H
i
v
hぬ
き
さ
旬
、
災
門
町
民

S
)
3
N
U
E
b
g詰

P
S
3ミ

H
U
3
R
E
E
ω
ω
宮
口
出
・
円
、
.

如
何
司

-HOHO(H申
ω印)・

(

3

)

民

E

3
・

H
R札
N
G白
N
N
P
S
R苫
由
良

g
b
¥
H
p
h
k
f
s
hミ

~
h
p吉
町
民
、
¥
司
、

H
b
h
M】
き
民
同
)
品
、

R

8

5

2
・

r
E
4・
ロ

N
E
s
s
h

可
。
己
口
門
目
、

h時
九
町
白
~
同
誌
同
時
、
、
、
、

q
h白
HR也
、
暗
色
¥
同
》
問
、
、
旬
ロ
ミ
旬
与
町
内
定
師
会
同
君
、
・
切
さ
も
町
内
同
町
札
口
¥
門
リ
ミ

SFMAF
』
・
ハ

U
E宮
-
r
h
v
n・
HOHAF(HC一

ω品
)
-
n
h・
ιzhFJ門・

ゎ
。
吉
田
印

5
2
0
Z
H
K〉
司

O
回
印
同
国

4hrZ口
開
』

Z
U
開

Z司
。
田
町
四
富
岡

HA吋
・
何
回
、
吋

OHAFP当
日
∞
盟
国
白
血
同

Z
戸
〉
巧

H
w
z
g田
口
同
一
言
思
有
印
(
凶
器
同
)
・

(

4

)

わ
が
国
に
お
け
る
同
旨
の
改
革
意
見
と
し
て
、
青
柳
「
新
し
い
予
審
制
度
の
検
討
」
ジ
ュ
リ
一
九
九
・
五
二
(
一
九
六

O
)。

(
5
〉

同

-h-wHNcmmg
〈

-
E
n
y
B
Gロ
ι・
ω品
目

C
・
ω・日
2
2
8
5
u
n己
CEro
〈

-
n
oロ
5
2
5
F
ω
ミ

d
・
ω・日
g
(
5
2
)・

」
の
点
を
め
ぐ
る
ト
イ
ツ
の
論
議
に
つ
い
て
、
小
田
中

理
論
上
は
不
任
意
の
自
白
さ
え
排
除
さ
れ
れ
ば
よ
い
の
に
、

な
ぜ
マ
ク
ナ
ブ
目
マ
ロ
リ

l
の
原
則
や
エ
ス
コ
ピ

l
ド
の
原
則
の
よ
う
に
違
法
排
除
に
ま
で
徹
底
し
た
の
か
と
い
う
と
、

(=J 

黙
秘
権
の
保
障

と
こ
ろ
で
、
黙
秘
権
が
担
保
さ
れ
る
た
め
に
は
、

一
つ
は
不
任
意

不
任
意
な

性
の
立
証
の
困
難
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
捜
査
官
へ
の
指
針
の
徹
底
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
o

ま
ず
、

事
情
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
一
種
の
事
実
認
定
た
る
特
性
を
も
っ
微
妙
か
っ
困
難
な
判
断
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
と
は
秘
密
の
尋
問
手

捜査・自白・弁護権

続
に
関
す
る
か
ら
、
証
拠
と
し
て
は
は
げ
し
く
利
害
の
対
立
す
る
警
察
官
と
被
疑
者
の
供
述
し
か
な
い
(
水
掛
論
に
終
始
す
る
)
。
自
白

が
肉
体
的
拷
問
を
問
題
と
し
て
い
た
頃
は
よ
か
っ
た
が
、
だ
ん
だ
ん
心
理
的
な
も
の
に
変
っ
て
く
る
と
、
強
制
の
立
証
は
事
実
上
不
可
能

に
近
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
任
意
性
の
法
則
が
空
文
に
帰
さ
な
い
た
め
に
は
、
何
ら
か
形
式
的
な
基
準
が
ほ
し
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
自
白
法
則
が
証
拠
法
則
と
し
て
裁
判
官
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、

か
れ
は
具
体
的
事
実
関
係
を
微
妙
に
判
断
す
る
こ
と

に
な
れ
て
い
る
し
、

ま
た
裁
判
と
い
う
も
の
の
性
質
上
事
後
に
じ
っ
く
り
と
判
定
す
れ
ば
よ
い
。
と
こ
ろ
が
、
自
白
法
則
が
、
尋
問
の
規

制
と
化
し
て
い
っ
た
こ
と
は
す
で
に
の
べ
た
と
お
り
で
あ
る
o

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
白
法
則
の
名
宛
人
は
捜
査
官
で
あ
る
o

か
れ
は
法

北法17(2・35)205



;品

律
家
で
は
な
い
か
ら
微
妙
な
判
断
に
も
な
れ
て
い
な
い
し
、
捜
査
の
性
質
上
時
宜
を
え
た
大
ま
か
な
か
っ
機
敏
な
活
動
が
要
求
さ
れ
る
。

《

a
o
)

一
般
的
で
明
確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

か
れ
を
規
制
す
る
法
則
は
、

5命

こ
う
考
え
て
く
る
と
、

エ
ス
コ
ピ

l
ド
H

ミ
ラ
ン
ダ
の
判
旨
は
、
き
わ
め
て
急
進
的
な
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
が
、
こ
う
ま
で
徹
底
し

北法17(2・36)206

て
は
じ
め
て
黙
秘
権
が
真
に
担
保
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
る
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
そ
れ
が
現
実
に
め
ざ
す
と
こ
ろ
は
、

案
外
革
新
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
o

こ
れ
ま
で
不
任
意
の
自
由
と
ら
く
印
が
押
さ
れ
、
自
白
採
取
が
き
び
し
く
批
判
さ
れ
た
事
件

な
お
後
か
ら
続
々
と
同
様
の
事
件
が
連
邦
最
高
裁
を
に
ぎ
わ
し
て
い
た
こ
と
は
、
従
来
の
法
則
が

が
無
数
と
い
え
る
ほ
ど
あ
り
な
が
ら
、

必
ず
し
も
有
効
で
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

強
制
に
わ
た
る
事
例
が
決
し
て
な
い
わ
け
で
は
な
い

〈

7
)

の
に
、
自
由
が
不
任
意
と
し
て
排
除
さ
れ
た
例
が
寂
々
た
る
あ
り
さ
ま
た
る
わ
が
国
で
は
、
参
考
に
す
べ
き
も
の
が
大
い
に
あ
る
。
わ
た

〈

8
)

わ
が
国
で
も
違
法
排
除
に
ま
で
徹
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
が
、

」
の
点
に
つ
き
、

く
し
は
か
つ
て
、

ユ
ス
コ
ピ

l
ド
ー
ミ
ラ

γ
ダ
事
件
に
接
し
て
、
再
び

そ
の
必
要
を
ひ
し
ひ
し
と
感
ず
る
の
で
あ
る
。

(
6
)
n
h
-・
円
m
H
り
白
〈
巾
除
H
N
O
H
H
】百四

g
p
n
qミ
ミ
ミ
同
諸
島
崎
町
』
町
、
ミ
凡
円
白
・
・

H
F
句
、
足
え
h-司
.
h

河
口
~
由
民
芯
』
向
S
市民対
H

h

s

ミ

勾
b
t
R
h
H
h
h
な
h

h

a

N
《」阿川芯¥。、内向送時ゆえ

同)町内町的
S
F
S
宮
回
口
出
・
「
何
回
4
・申∞
J

1

(

巴
∞
印
)
・
紹
介
、
田
宮
・
〔
一
九
六
六
〕
ア
メ
リ
カ
法
七
七
。

(

7

)

任
意
性
を
否
定
し
た
最
高
裁
の
判
例
と
し
て
は
、
最
判
昭
三
二
・
七
・
一
九
刑
集
一
一
・
七
・
一
八
八
二
(
八
丈
島
事
件
〉
と
最
判
昭
三
三
・
六
・
一

=
一
刑
集
二
て
九
・
二

O
O九
(
小
島
事
件
)
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
前
者
は
明
白
な
肉
体
的
暴
行
の
事
実
、
か
あ
り
、
後
者
も
そ
の
疑
い
が
波

厚
な
場
合
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
手
錠
を
施
さ
れ
た
ま
ま
取
調
を
行
な
っ
た
場
合
に
つ
き
、
最
判
昭
三
八
・
九
・
一
三
刑
集
一
七
・
八
・
一
七

O
三
参

照
。
な
お
、
最
判
昭
四
一
・
七
・
一
判
時
四
五
七
・
六
二
一
。
下
級
審
判
例
と
し
て
は
、
以
下
参
照
。
大
阪
地
判
昭
三
三
・
七
・
二
ジ
ュ
リ
一
五
九
・
四
七
、

岡
山
地
判
昭
三
八
・
四
・
一
二

O
下
刑
集
五
・
=
一
四
・
四
一
回
、
高
松
地
判
昭
三
九
・
四
・
一
五
下
刑
集
六
・
三

l
四
・
四
二
八
、
宮
崎
地
日
南
支
判
昭

三
九
・
四
・
二
一
下
刑
集
六
・
一
ニ
l
l
四
・
五

O
七
、
高
松
地
判
昭
三
九
・
五
・
一
八
下
刑
集
六
・
五
|
六
・
六
八
一
、
福
江
簡
判
昭
四

0
・
一
・
一
二

下
刑
集
七
・
一
・
五
六
、
東
京
地
判
昭
四

0
・
=
了
三

O
下
刑
集
七
・
コ
了
一
二
九
五
。

田
宮
「
自
白
の
証
拠
法
上
の
地
位
口
」
警
研
三
回
・
コ
了
二
一
(
一
九
六

O
〉。

ハ
8
〉



侍

弁
護
権
の
保
障

刑
事
弁
護
人
の
本
来
の
意
義
は
、
劣
弱
な
被
告
人
・
被
疑
者
の
法
律
的
な
保
護
者
(
デ
フ
ェ
ン
ダ
l
)

た
る
こ

と
に
あ
る
が
、
そ
う
い
う
特
性
は
、
捜
査
に
お
い
て
こ
そ
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
え
よ
う
o

捜
査
で
は
人
権
侵
害
の
お
そ
れ
が
著
大

で
あ
り
、
尋
問
で
自
由
が
と
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
尋
問
過
程
こ
そ
被
告
人
の
一
大
事
と
も
い
う
べ
き
時
期
だ
か
ら
で
あ
る
o

と
こ
ろ
が
、

こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
わ
が
法
は
ま
だ
ま
だ
き
わ
め
て
遅
れ
た
状
態
に
あ
る
o

第
一
に
、

(
ヲ
)
、
被
疑
者
に
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
私
選
弁
護
人
は
選
任
で
き
る
が
(
珊
伺
)
、
刑
事
の
被
疑
者
の
圧
倒
的
多
数
が
貧
困
者
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
で
は
弁
護
権
を
保
障
し
た
意
味
の
大
半
が
失
な
わ
れ
る
も
同
然
だ
ろ
う
o

ま
た
第
二
に
、
弁
護
人
の
接
見
交
通

権
は
、
捜
査
機
関
の
指
定
権
に
よ
っ
て
著
し
く
危
殆
に
頻
し
て
い
る
(
諸
)
。
最
高
裁
の
判
例
は
、
一
回
二
ー
l
三
分
と
い
う
非
常
識
な
接

見
を
、
証
拠
排
除
で
批
判
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
弁
護
士
に
対
す
る
あ
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
れ
ば
、
接
見
に
関
す
る
実
態
は
次

の
よ
う
な
驚
く
べ
き
状
況
に
あ
る
。
付
接
見
室
が
な
い
か
あ
っ
て
も
不
備
な
た
め
、
や
む
な
く
検
察
官
が
同
席
す
る
例
が
、
回
答
一
八
七

人
中
三
分
の
一
に
近
い
。
件
逮
捕
後
の
第
一
回
接
見
が
選
任
届
を
と
る
こ
と
だ
け
に
制
限
さ
れ
て
接
見
で
き
な
か
っ
た
例
が
、

被
告
人
に
は
国
選
弁
護
人
の
権
利
が
あ
る
が

一
七
九
人

の
回
答
中
二
割
以
上
も
あ
る
。
日
間
取
調
中
ま
た
は
調
書
が
と
ら
れ
て
い
な
い
と
の
理
由
で
、
接
見
が
妨
害
さ
れ
た
例
が
一
八
三
人
の
回
答

中
三
分
の
一
を
占
め
る
。
帥
指
定
を
要
求
し
て
か
ら
指
定
書
の
発
行
ま
で
に
二

i
四
日
か
か
っ
た
例
が
、
二
四
件
中
九
件
も
あ
る
。
伺
指

捜査・自白・弁護権

一
六
八
人
中
実
に
六
九
人
あ
る
(
そ
の
多
く
は
、
接
見
時
間
が
僅
か
一

O
l
一
五
分
で
あ
る
と
い

う
)
o

伯
接
見
後
、
そ
の
内
容
を
捜
査
官
に
問
責
さ
れ
た
例
が
一
四
五
人
の
回
答
中
三
五
件
も
あ
る
o

し
か
し
、
近
時
徐
々
に
で
は
あ
る
が
、
改
善
の
方
向
は
み
え
は
じ
め
た
。
そ
れ
は
、
不
当
な
接
見
の
指
定
に
対
す
る
準
抗
告
が
活
発
に

行
な
わ
れ
、
あ
る
程
度
の
救
済
が
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
o

ま
た
最
高
裁
は
、
先
般
、

北法17(2・37)207

定
が
不
当
だ
と
う
っ
た
え
る
も
の
は
、

一
た
ん
別
罪
で
起
訴
さ
れ
被
告
人

た
る
地
位
に
た
て
ば
、
余
罪
に
つ
い
て
も
接
見
を
制
限
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
画
期
的
な
判
決
を
下
レ
以
o

こ
れ
は
理
論
的
に
は

必
ず
し
も
す
っ
き
り
し
た
も
の
で
は
な
い
川
、
接
見
の
自
由
化
へ
の
突
破
口
を
開
い
た
も
の
と
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
(
円
。
く
し
く
も



説

こ
フ
ン
ダ
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、

わ
が
国
で
も
こ
の
大
判
例
が
出
た
の
は
|
|
ミ
ラ
ン
ダ
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
隔
世
の
感
さ
え
あ
る

が
1

1
感
概
深
い
。
わ
が
国
で
も
捜
査
の
弾
劾
化
は
緒
に
つ
い
た
の
で
あ
る
o

論

(
9
〉
最
判
昭
二
八
・
七
・
一

O
刑
集
七
・
七
・
一
四
七
回
。

(
叩
)
後
藤
「
秘
密
交
通
権
の
突
態
と
判
例
の
傾
向
」
自
由
と
正
義
一
七
・
一
・
二
四
(
一
九
六
六
)
。

(
日
)
法
三
九
条
に
よ
る
接
見
の
指
定
は
、
逮
捕
中
は
司
法
警
察
職
員
が
口
頭
で
行
な
う
が
、
勾
留
後
は
、
検
察
庁
執
務
事
務
規
定
(
昭
二
八
・
六
・
一
法
務

大
臣
訓
令
)
に
よ
っ
て
、
ま
ず
「
別
に
発
す
る
指
定
書
の
と
お
り
指
定
す
る
」
と
書
か
れ
た
一
般
的
指
定
書
を
、
被
疑
者
の
在
監
す
る
監
獄
や
警
察
署
の

長
に
送
付
し
て
お
い
て
、
弁
護
人
に
は
こ
れ
と
別
の
本
来
の
指
定
書
を
交
付
し
て
接
見
を
行
な
う
と
い
う
方
式
が
と
ら
れ
る
。
こ
の
い
わ
ば
「
面
会
切

符
制
」
の
突
情
と
不
当
性
に
つ
い
て
は
、
下
村
「
被
疑
者
の
接
見
受
通
権
の
制
限
」
司
法
研
修
所
創
立
一
五
周
年
記
念
論
文
集
三
四
九
(
一
九
六
二
〉
、

佐
伯
「
消
え
て
ゆ
く
秘
密
交
通
権
接
見
指
定
の
問
題
」
生
き
て
い
る
刑
事
訴
訟
法
二
一
(
一
九
六
五
)
。

(
ロ
)
名
地
決
昭
三
五
・
六
・
一
六
下
刑
集
二
・
五
|
六
・
九
七
八
は
一
五
分
の
指
定
を
三

O
分
に
変
更
し
、
東
京
地
決
昭
四

0
・
二
・
一
一
下
刑
集
七
・

二
・
二
五
一
一
は
同
じ
く
一
五
分
を
四

O
分
に
変
更
し
た
(
な
お
、
同
日
の
東
京
地
決
、
下
刑
集
七
・
二
・
二
五
四
は
、
指
定
し
な
い
の
を
違
法
と
し
て
四

O
分
の
接
見
を
許
し
て
い
る
)
。

指
定
が
遅
き
に
失
す
る
と
し
た
判
例
は
多
い
。
勾
留
期
間
満
了
の
翌
日
に
指
定
す
る
の
は
、
か
り
に
延
長
の
可
能
性
が
あ
る
に
し
て
も
違
法
・
無
効
の

も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
〔
福
島
地
会
津
若
松
支
決
昭
問

0
・
七
・
一
二
下
刑
集
七
・
七
・
一
五
二
一
二
)
。
「
検
察
官
へ
の
送
致
後
主
任
検
事

の
指
定
す
る
日
時
」
と
す
る
不
確
定
的
な
指
定
も
無
効
で
あ
る
(
熊
本
地
決
昭
三
八
・
一
一
・
二
四
下
刑
集
五
・
一
一
一
一
一
・
一
二

O
三
)
。
勾
留
期

間
の
満
了
の
一
日
な
い
し
二
日
前
の
指
定
も
、
実
質
的
に
接
見
禁
止
に
等
し
く
取
消
を
免
れ
な
い
(
福
岡
地
決
昭
三

0
・
八
・
六
判
時
六

0
・
二
七
、
秋

田
地
決
昭
三
回
・
一

0
・
二
八
下
刑
集
一
・
一

0
・
二
三
二
七
、
宮
崎
地
決
昭
三
八
・
一
一
・
二
六
下
刑
集
五
・
一
一
一
二
・
一
二

O
七
〉
。
新
潟
地

三
条
支
決
昭
三
五
・
一
一
・
二
六
下
刑
集
二
・
一
一
ー
一
二
・
一
五
八
五
は
勾
留
七
日
目
指
定
を
違
法
と
し
、
札
幌
地
決
的
三
四
・
五
・
二
一
下
刑
集

一
・
五
・
一
一
一
一
三
七
は
、
第
一
回
目
を
三
日
後
、
第
二
回
目
を
そ
れ
か
ら
二
日
後
に
指
定
す
る
こ
と
を
違
法
と
し
、
福
岡
地
決
昭
三
八
・
=
了
八
・
下

刑
集
五
・
三

l
四
・
四
四
一
は
勾
留
の
日
と
翌
日
の
二
日
の
接
見
申
出
を
拒
否
し
た
の
を
違
法
と
し
、
札
幌
地
決
昭
三
九
・
九
・
二
六
下
刑
集
六
・
九

!
一

0
・一

O
九
九
は
申
出
の
二

0
時
間
後
の
指
定
を
違
法
と
し
た
。
な
お
、
伊
藤
「
刑
事
訴
訟
法
演
習
講
座
帥
」
警
察
学
論
集
一
八
・
六
・
九
一
(
一

九
六
五
)
参
照
。

(
日
〉
且
思
決
昭
四
一
・
七
・
二
六
判
時
四
五
三
・
三
。
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〈

U
)

田
宮
「
強
制
捜
査
」
総
合
判
例
研
究
双
書
刑
訴
(
凶
)
三

O
六
(
一
九
六
五
)
。

(一

ω)
ド
イ
ツ
で
さ
え
も
、
一
九
六
四
年
の
改
正
で
、
被
拘
禁
中
の
被
疑
者
の
弁
護
人
と
の
接
見
は
、
ま
っ
た
く
自
由
に
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
思

い
合
わ
す
べ
き
で
あ
る

o
m
丹
市
〉
の
酬
に
∞

-n¥・
民
俗
ロ

r
p
b
s
。
。
認
定
室
、
〉
書
柏
町
、
SHA刊
号
、
句
、
お
¥
y
q
N
2
8
ミ
g
h

君
、

HR

刷、s
c
q
m
Sな

世
間
、
、
¥
由
旬
旬

H
h
3
h同
勾
司
令
刊
同
し
♂

γ

向。zhpj『
印

n国
間
同
明
吋
"
回
申
】

mwr吋
m-ω-NAF印
(

戸

市
W

A
凶日)・

捜査・自由・弁護権
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Confession， Right to Counsel and Criminal 

Investigation 

1. Introduction 
2. Right to Counsel at Interrogation 

Hiroshi T AM  [Y A 

Associate Professor of La、v
Hokkaido University 
Faculty of Law 

3. Privilege against Self-incrimination at Pr←trial Stage 
4. Investigative Process as Adversary Proceeding 

Criminal process consists of post-indictment judicial pro-

ceeding and pre-trial investigation. In the past scholastic analy-

sis is focused almost exclusively upon the problems ansmg 

from the former stage， e.g. Strafklagrecht， Streitgegenstand， 

Prozessvoraussetzungen， Prozesshandlungen， Prozesslage and Pro-

zessrechtsverh討ltnis，Rechtskraft. Pre-trial procedure is largely 

neglected because it is not regarded as a legal process in its 

literal sense， not less than an informal inquisition. However， 

the situation is now changing. Investigation made its appea-

rance on the “place in the Sun" from the “dark valley". The 

reason is (1) sense of human rights and its invasion sharpens 

remarkably (2) stress on the trial stage urges the investigation 

to be a legalized and adversary proceeding (3) philosophy of 

truth finding method has changed from “inquisition is more 

Summary 1 北法17(2・204)374
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eHective" to“adversary is more eHective". Thus， investigatoin 

is now becoming a legalized and adversary typed process and 

in that sense， just as in trial process， right to counsel and 

privilege against self-incrimination play an indisp己nsablerole. 
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