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論 説

コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法
則
は
、
脅
迫
や
約
束
な
ど
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
不
任
意
の
自
白
は
信
用
性
に
欠
け
る
の
で
排
除
す
る
と

（
１
）

い
う
証
拠
法
則
で
あ
っ
た
。
一
八
世
紀
末
に
成
立
し
て
か
ら
一
一
○
世
紀
末
に
現
行
法
に
切
り
替
わ
る
ま
で
の
約
一
一
○
○
年
間
、
い
く
つ

（
２
）

（
３
）

か
の
要
件
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
射
程
に
若
干
の
変
遷
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法
則
の
基
本
的
な

（
４
）

性
格
お
よ
び
目
的
は
、
常
に
主
と
し
て
正
し
い
事
実
認
定
の
確
保
な
い
し
誤
判
の
防
止
に
あ
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
自
白
の
内
容
は
真
実
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
獲
得
の
手
続
が
は
な
は
だ
し
く
不
当
で
あ
る
場
合
に
は
、
か
か

る
手
続
か
ら
被
疑
者
を
保
護
し
た
り
当
該
手
続
を
行
っ
た
捜
査
機
関
を
懲
戒
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
被
疑

者
保
護
な
い
し
不
当
捜
査
抑
止
の
実
を
挙
げ
る
た
め
に
は
、
問
題
の
手
続
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
を
証
拠
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が

最
も
簡
便
か
つ
有
効
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
白
法
則
は
、
そ
の
対
象
と
な
る
白
白
の
絶
対
的
な
排
除
を
も
た
ら
す
一
方
で
、
類
型
化

さ
れ
た
形
式
要
件
に
該
当
し
な
い
自
白
に
は
決
し
て
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
、
あ
る
種
の
硬
直
性
を
も
内
包
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
被

疑
者
保
護
ま
た
は
不
当
捜
査
抑
止
を
目
的
と
す
る
柔
軟
な
運
用
に
は
馴
染
ま
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。

自
白
法
則
の
こ
の
難
点
を
解
消
す
る
た
め
に
一
九
世
紀
末
に
案
出
さ
れ
た
の
が
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
自
白
の
排
除
と
い
う
実
務

（
５
）

（
６
）

で
あ
っ
た
。
こ
の
裁
量
権
は
、
自
白
以
外
の
物
証
等
の
排
除
の
実
務
に
も
影
響
を
与
え
つ
つ
発
展
し
、
最
終
的
に
は
そ
の
守
備
範
囲
を

「
圧
迫
」
の
文
脈
で
自
白
法
則
と
共
有
し
な
が
ら
も
、
二
○
世
紀
末
に
現
行
法
に
バ
ト
ン
を
わ
た
す
ま
で
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法

「
圧
迫
」
の
文
脈
で
白

則
を
補
完
し
続
け
た
。

は
じ
め
に
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イギリスにおける自白法則の補完手段

他
方
、
一
九
八
四
年
警
察
及
び
刑
事
証
拠
法
（
言
の
勺
・
｝
】
・
の
ロ
己
○
『
ご
冒
四
］
向
く
己
の
ロ
・
の
シ
・
芹
』
①
置
函
以
下
、
一
九
八
四
年

（
７
）

（
８
）

法
と
略
称
す
る
）
七
六
条
す
な
わ
ち
現
行
の
自
白
法
則
は
、
圧
迫
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
と
、
信
用
性
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
状
況

（
９
）

で
獲
得
さ
れ
た
自
白
を
排
除
す
る
と
規
定
し
て
い
る
。
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法
則
に
対
す
る
反
省
を
踏
ま
え
た
上
で
制
定
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
だ
け
に
、
圧
迫
の
要
件
に
よ
っ
て
被
疑
者
保
護
と
不
当
捜
査
抑
止
を
担
い
つ
つ
、
信
用
性
の
要
件
に
よ
っ
て
正
し
い
事
実
認

定
な
い
し
誤
判
防
止
を
担
保
す
る
と
い
う
構
成
を
と
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
そ
れ
よ
り
も
洗
練
ざ
れ
完
成
さ
れ
た
姿
で
あ
ら
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
の
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
自
白
法
則
と
排
除
裁
量
権
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
機
能
が
、
一
九
八
四
年

法
七
六
条
の
中
で
有
機
的
に
融
合
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
裁
判
所
は
、
自
白
排
除
の
実
務
に
さ
ら
な
る
柔
軟
性
を
求
め
た
。
そ
し
て
、
本
来
は
主
と
し
て

（
皿
）
（
川
）

物
証
の
排
除
機
能
を
担
う
こ
と
を
予
定
さ
れ
て
い
た
一
九
八
四
年
法
七
八
条
の
不
公
正
証
拠
排
除
裁
量
を
、
自
白
に
対
し
て
盛
ん
に
適

用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
一
九
八
四
年
法
制
下
に
お
い
て
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
と
比
較
す
る
と
若
干
そ
の
ス
タ
ン
ス
を
異

に
す
る
も
の
の
、
排
除
裁
量
が
自
白
法
則
を
補
完
す
る
と
い
う
構
図
が
確
実
に
維
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
自
白
法
則
の
補
完
手
段
と
し
て
の
「
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
」
に
つ
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
け
る
そ
れ

と
一
九
八
四
年
七
八
条
と
の
相
違
に
も
留
意
し
つ
つ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
１
）
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法
則
と
は
要
す
る
に
、
「
不
任
意
」
の
自
白
の
排
除
を
命
ず
る
証
拠
法
則
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
反
対

二
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
の
始
ま
り
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論 説

に
解
釈
す
る
と
、
自
白
が
「
任
意
」
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
証
拠
能
力
を
争
う
余
地
は
な
く
、
か
か
る
自
白
は
必
然
的
に
証
拠
と
し

て
公
判
廷
に
顕
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
理
論
上
は
こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
問
題
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
実
務
上
は
、
任

意
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
間
断
な
く
問
わ
れ
続
け
て
い
た
。
換
言
す
る
な
ら
ば
、
自
白
法
則
に
お
け
る
排
除
の
基
準
は
常
に
見
直
し

〈
旧
）

の
対
象
で
あ
り
、
そ
の
作
業
こ
そ
が
自
白
法
則
の
発
展
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
一
一
一
一
口
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
実
務
に
お
い
て
、
あ
る
変
化
が
生
じ
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
ま
た
、
そ
の

（
卿
）

後
の
歴
史
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
自
白
法
則
そ
れ
自
体
を
改
訂
し
て
解
決
に
あ
た
る
の
が
筋
で
あ
る
は
ず
の
問
題
に
つ
き
、
自
白
法
則
の

改
訂
以
外
に
そ
の
解
決
の
途
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
対
応
が
な
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
当
時
の
状
況
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
２
）
き
っ
か
け
は
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
取
調
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
の
取
扱
い
か
ん
で
あ
っ
た
。
当
時
の
自
白
法
則
に

お
け
る
任
意
性
の
判
断
基
準
す
な
わ
ち
自
白
排
除
の
た
め
の
基
本
的
な
要
件
は
「
脅
迫
ま
た
は
約
束
」
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
脅

迫
ま
た
は
約
束
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
は
排
除
さ
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
自
白
法
則
の
網
目
を
通
り
抜
け
て
い
た
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
柄
拘
束
中
の
取
調
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
白
う
ん
ぬ
ん
な
ど
と
い
う
問
題
は
、
理
論
上
は
自
白
法
則
と
は
何

ら
の
関
係
も
な
い
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
当
然
か
か
る
類
の
自
白
は
公
判
廷
に
提
出
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

（
Ⅱ
）

と
こ
ろ
が
、
一
八
八
五
年
の
ゲ
イ
ヴ
ィ
ン
事
件
で
は
、
警
察
に
よ
る
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
取
調
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
が
証

拠
か
ら
排
除
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
つ
い
て
は
、

裁
判
官
が
そ
の
取
調
権
限
を
有
し
な
い
と
同
様
に
警
察
官
も
か
か
る
権
限
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
取
調
は
不
公
正
で

あ
り
、
か
か
る
不
公
正
な
取
調
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
は
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
胴
）

同
様
に
、
一
八
九
八
年
の
ヒ
ス
テ
ッ
ド
事
件
で
も
、
警
察
に
よ
る
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
取
調
で
獲
得
さ
れ
た
自
白
が
排
除
さ
れ
て
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イギリスにおける自白法則の補完手段
（
旧
）

い
た
。
理
由
は
、
ゲ
イ
ヴ
ィ
ン
事
件
の
そ
れ
と
同
］
曰
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
排
除
が
い
か
な
る
ル
ー
ル
の
発
動
の
結
果
な
の
か
、
す
な
わ
ち
自
白
法
則
に
よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
の
考
慮
に
よ
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
両
事
件
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
こ
ろ
裁
判
所
が
、
警
察
に
よ

る
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
取
調
を
統
制
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
分
か
る
。（
Ⅳ
）

さ
ら
に
、
一
一
○
世
紀
に
入
っ
て
、
一
九
○
五
年
の
ナ
イ
ト
と
サ
イ
ァ
事
件
で
も
、
「
［
警
察
官
が
］
人
の
身
柄
を
拘
束
し
た
場
合
…
：
．

（
旧
）

に
は
被
拘
束
者
を
取
り
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
こ
と
が
再
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
本
稿
の
関
心
と
の
係
わ
ぃ
ソ
で
さ
ら
に
重
要
な

こ
と
に
、
ナ
イ
ト
と
サ
イ
ァ
事
件
で
は
、
こ
の
種
の
自
白
の
排
除
は
自
白
法
則
で
は
な
く
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
べ
き
こ
と
が
確
認
さ

（
Ⅲ
）

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
不
公
正
な
【
曰
白
の
排
除
と
い
う
実
務
が
認
知
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

裁
判
官
が
、
不
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
を
排
除
す
る
裁
量
権
を
有
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
自
白

法
則
上
は
証
拠
能
力
を
有
す
る
自
白
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
が
で
て
き
た
。
自
白
は
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
証
拠
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
に
自
白
法
則
と
不
公
正
自
白
排
除
裁
量
に
よ
る
二
重
の
チ
ェ
ッ
ク
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
自
白
法
則
と
排
除
裁
量
権
の
並
立
と
い
う
複
雑
な
状
況
が
世
に
出
来
し
た
の
で
あ
る
。

（
３
）
自
白
法
則
と
裁
量
排
除
の
並
立
と
い
う
状
態
は
確
か
に
複
雑
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
不
公
正
自
白
の

排
除
そ
れ
自
体
も
難
物
で
あ
っ
た
。
自
白
法
則
の
適
用
い
か
ん
と
は
別
に
、
同
じ
よ
う
な
手
法
で
採
取
さ
れ
た
自
白
で
あ
っ
て
も
、
一

方
は
許
容
ざ
れ
他
方
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
た
め
、
警
察
の
捜
査
実
務
に
た
ち
ま
ち
混
乱
を
来
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
要
す
る
に
、
ど
の
よ
う
な
自
白
が
裁
量
排
除
の
対
象
と
な
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

身
柄
拘
束
中
の
取
調
の
よ
う
に
、
裁
量
排
除
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
具
体
的
に
裁
判
例
で
指
摘
さ
れ
た
不
公
正
な
手
段
は
格
別
、
そ

れ
以
外
に
も
裁
量
排
除
の
対
象
と
な
り
う
る
不
公
正
な
状
況
は
決
し
て
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
裁
判
例
で
こ
の
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至輌

説

い
ず
れ
に
し
て
も
、
裁
判
官
準
則
を
は
じ
め
と
す
る
い
く
つ
か
の
ル
ー
ル
に
抵
触
す
る
と
、
か
り
に
自
白
法
則
の
適
用
は
な
く
と
も
、

裁
判
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
自
白
が
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
恥
）

準
は
裁
判
官
準
則
違
反
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
裁
判
官
準
則

も
ち
ろ
ん
、
裁
判
官
準
則
違
反
だ
け
で
は
な
く
、
他
に
も
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
別
の
ル
ー
ル
や
い
く
つ
か
の
制
定
法
の
規
定
に
対

（
調
）

す
る
違
反
も
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
の
根
拠
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
事
実
上
、
排
除
裁
量
権
発
動
の
適
否
を
は
か
る
最
も
重
要
な
基

（
加
）

混
乱
の
収
束
を
図
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
別
に
何
ら
か
の
指
針
を
立
て
て
公
正
な
警
察
活
動
を
担
保
す
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
、
こ
の
要
請
に
応
じ
て
王
座
部
裁
判
所
の
裁
判
官
た
ち
に
よ
っ
て
準
則
が
制
定
さ
れ
た
。
一
九
一
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
、

（
皿
）

い
わ
ゆ
る
裁
判
官
準
則
（
三
の
］
己
、
①
の
》
冗
巨
一
①
の
）
の
始
ま
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
裁
判
官
準
則
は
数
度
の
改
訂
を
受
け
た
が
、
一

九
八
四
年
法
が
施
行
さ
れ
る
ま
で
、
同
準
則
は
、
警
察
の
捜
査
の
な
か
で
も
被
疑
者
取
調
を
公
正
に
実
施
す
る
た
め
の
重
要
な
指
針
で

（
型
）

あ
っ
た
。
そ
し
て
同
時
に
、
自
白
法
則
と
は
別
の
、
警
察
に
よ
る
被
疑
者
取
調
を
規
制
す
る
役
割
を
担
う
ル
ー
ル
で
１
℃
あ
っ
た
。

か
か
る
性
格
ゆ
え
に
、
そ
の
制
定
直
後
か
ら
、
裁
判
官
準
則
に
対
す
る
違
反
は
不
公
正
排
除
裁
量
の
発
動
の
理
由
と
さ
れ
る
よ
う
に

（
幻
）

な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
一
九
一
八
年
の
ポ
イ
ジ
ン
事
件
で
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

「
［
裁
判
官
準
則
は
］
行
政
命
令
な
の
で
あ
り
、
警
察
は
、
公
正
な
司
法
運
営
の
観
点
に
照
ら
し
、
当
該
準
則
を
遵
守
し
つ
つ

法
執
行
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
・
・
・
…
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
か
ら
当
該
準
則
の
精
神
に
反
し
て（
酬
）

獲
得
さ
れ
た
供
述
が
、
事
実
審
の
主
宰
者
た
る
裁
判
官
に
よ
っ
て
、
証
拠
か
ら
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
」
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

ま
ず
、
自
白
採
取
過
程
に
脅
迫
ま
た
は
約
束
が
存
在
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
自
白
法
則
上
不
任
意
と
認
定
さ
れ
た
場
合
に
は
、
問
題

の
自
白
の
排
除
は
絶
対
的
で
あ
る
。
他
方
、
自
白
採
取
過
程
に
不
当
な
行
為
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
脅
迫
ま
た
は
約

束
に
あ
た
ら
な
い
と
き
に
は
自
白
法
則
の
適
用
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
自
白
は
不
任
意
な
も
の
で
は
な
く
、
法
律
問
題
と
し
て

は
許
容
性
を
有
す
る
。
こ
の
自
白
を
排
除
す
る
か
否
か
は
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
官
の
裁
量
に
か
か
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
が
裁
量
権
を
行

使
す
る
か
否
か
の
判
断
基
準
は
、
自
白
採
取
過
程
が
公
正
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
あ
る
。

（
”
）

自
白
法
則
と
裁
量
排
除
の
相
違
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
理
解
を
具
現
し
た
一
例
と
し
て
一
九
五
一
一
年
の
メ
イ
事
件
が
あ
る
。
同
事

明
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
１
）
遅
く
と
も
二
○
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
自
白
法
則
と
排
除
裁
量
権
の
並
立
状
態

は
、
当
時
の
裁
判
官
が
抱
い
て
い
た
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
取
調
に
対
す
る
嫌
悪
感
と
、
か
か
る
取
調
を
単
独
で
不
任
意
自
白
の
要

（
、
）

因
と
み
な
す
こ
と
へ
の
祷
曙
と
の
、
衡
量
の
結
果
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
換
言
す
れ
ば
、
不
公
正
排
除
裁
量
権
と
は
、
当
時
は
あ
く
ま

で
も
誤
判
防
止
な
い
し
真
実
発
見
の
た
め
の
一
手
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
自
白
法
則
と
は
異
な
る
考
慮
、
す
な
わ
ち
、
身
柄

拘
束
中
の
取
調
と
い
う
限
定
的
な
場
面
に
お
い
て
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
不
公
正
な
警
察
活
動
か
ら
の
被
疑
者
「
保

（
狐
）

護
」
に
対
す
る
裁
判
所
の
関
心
の
徴
証
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
一
般
化
な
い
し
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
自
白
法
則
に
よ
る
自
白
の
排
除
と
裁
量
に
よ
る
そ
れ
と
の
相
違
は
以
下
の
と
お
り
説

三
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
け
る
自
白
法
則
と
排
除
裁
量
の
相
違
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論

説
件
は
、
両
者
の
相
違
を
、
裁
判
官
準
則
違
反
の
文
脈
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
自
白
法
則
に
照
ら
し
て
任
意
性
が
認
め
ら
れ
法
的
に
は
許
容
さ
れ
る
べ
き
自
白
で
も
、
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
り
排
除
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
主
張
で
あ
る
。

（
卯
）

ま
た
、
一
九
七
八
年
の
ホ
ー
ト
ン
事
件
で
は
、
「
［
裁
量
権
と
は
］
法
的
に
は
関
連
性
お
よ
び
許
容
性
を
有
し
て
は
い
て
も
、
そ
れ
を

許
容
す
る
こ
と
が
被
告
人
に
不
公
正
に
作
用
す
る
証
拠
を
許
容
し
な
い
」
こ
と
で
あ
る
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
八

（
加
）

○
年
の
ハ
ド
ソ
ン
事
件
で
は
、
「
圧
迫
の
帰
結
に
関
す
る
決
定
［
す
な
わ
ち
自
白
法
則
適
用
の
可
否
亜
筆
者
注
］
は
法
律
問
題
と
し
て

生
ず
る
が
、
不
公
正
に
関
す
る
決
定
は
、
証
拠
の
許
容
に
関
す
る
公
判
判
事
の
裁
量
権
を
生
ぜ
し
め
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
い
ず

れ
も
、
自
白
法
則
と
裁
量
排
除
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
メ
イ
事
件
と
同
旨
の
見
解
を
示
す
も
の
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
２
）
と
こ
ろ
が
他
方
で
、
自
白
法
則
と
裁
量
排
除
の
相
違
に
関
し
て
、
メ
イ
事
件
ら
と
は
異
な
る
ス
タ
ン
ス
に
立
つ
と
思
わ
れ
る

（
犯
）

裁
判
例
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
七
一
一
年
の
プ
レ
イ
ガ
ー
事
件
に
は
、
裁
判
官
の
次
の
よ
う
な
発
一
一
一
一
口
が
見
ら
れ
る
。

「
裁
判
官
準
則
は
法
規
則
で
は
な
く
警
察
官
を
指
導
す
る
た
め
の
実
務
規
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
供
述
が
裁
判
官
準
則
に

違
反
す
る
状
況
下
で
な
さ
れ
た
場
合
で
も
、
任
意
で
あ
る
限
り
、
そ
の
供
述
は
法
的
に
は
許
容
性
を
否
定
さ
れ
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
裁
判
官
準
則
の
違
反
が
存
在
し
た
と
思
料
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
常
に
、
裁
量
に
よ
っ
て
か
か
る
供
述
の
許
容

性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。

「
裁
判
官
準
則
違
反
は
、
当
該
自
白
の
排
除
を
導
き
う
る
の
で
あ
り
、
現
に
度
々
そ
れ
を
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
最
終
的
に
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イギリスにおける自白法則の補完手段

ど
う
も
、
こ
れ
で
は
、
自
白
の
任
意
性
が
立
証
さ
れ
た
場
合
に
は
裁
量
権
の
行
使
が
否
定
さ
れ
る
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。

（
郷
）

同
様
に
、
一
九
八
○
年
の
グ
リ
ー
ブ
ス
対
Ｄ
お
よ
び
Ｐ
事
件
で
は
、
裁
判
官
準
則
の
存
在
意
義
は
供
述
の
任
意
性
の
担
保
に
あ
り
、
裁

判
官
準
則
違
反
が
あ
っ
て
も
供
述
が
任
意
で
あ
れ
ば
許
容
さ
れ
る
と
断
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
、
裁
量
権
の
行
使
を
否
定
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
物
言
い
で
あ
る
。

（
狐
）

ま
た
、
一
九
七
一
ハ
年
の
コ
ン
ウ
ェ
イ
対
ホ
ッ
テ
ン
事
件
で
は
、
メ
イ
事
件
と
も
プ
レ
イ
ガ
ー
事
件
と
も
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
ら

れ
て
い
る
。
自
白
が
脅
迫
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
旨
の
被
告
人
側
の
申
立
が
、
自
白
法
則
で
は
な
く
裁
量
排
除
に
関
す
る

事
項
と
判
断
さ
れ
、
そ
の
上
で
結
果
的
に
自
白
は
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
白
」
と
「
脅
迫
」
と
の

関
係
は
自
白
法
則
で
考
慮
す
べ
き
問
題
の
は
ず
な
の
に
、
裁
量
排
除
の
問
題
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
一
九
八
二
年

（
調
）

の
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
、
ン
１
事
件
で
は
、
自
白
は
圧
迫
的
な
取
扱
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
被
告
人
側
の
主
張
に
対
し
て
、

事
実
審
裁
判
官
が
こ
れ
を
「
任
意
性
に
関
す
る
裁
量
権
」
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
処
理
可
能
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
任
意
性
の

有
無
は
自
白
法
則
に
よ
る
絶
対
的
排
除
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
裁
量
的
に
処
理
す
る
と
い
う
の
は
お
か
し
く
は
な
い
か
。

こ
れ
ら
二
つ
の
事
案
で
は
、
自
白
法
則
と
裁
量
権
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

（
３
）
こ
れ
ら
の
相
矛
盾
す
る
裁
判
例
た
ち
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
た
の
か
。
こ

の
よ
う
な
矛
盾
を
も
た
ら
し
た
原
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
二
○
世
紀
半
ば
に
、
自
白
法
則
に
「
圧
迫
」
の
要
件
が
組
み
込

（
妬
）

ま
れ
た
こ
と
の
影
響
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

は
、
全
て
は
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
と
、
自
白
が
任
意
に
な
さ
れ
た
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
判
断

に
依
拠
す
る
」
。
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論 説

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
か
つ
て
の
自
白
法
則
と
不
公
正
裁
量
排
除
の
関
係
に
、
悩
ま
し
く
錯
綜
し
た
一
面
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
量
排
除
の
実
務
の
草
創
期
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
自
白
法
則
に
圧
迫
の
要
件
が
組
み
込
ま
れ
た
後
に

は
、
圧
迫
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
は
自
白
法
則
下
で
す
で
に
文
句
な
く
排
除
さ
れ
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
圧
迫
と

裁
量
排
除
の
関
係
に
拘
泥
し
て
も
、
実
は
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
は
な
い
。
問
題
は
圧
迫
以
外
の
要
素
で
あ
る
。
で
は
、
圧
迫
の
他
に
、
ど

の
よ
う
な
要
素
が
排
除
裁
量
権
と
の
関
係
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
公
正
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
不
公
正

と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

圧
迫
と
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
○
世
紀
初
頭
に
か
け
て
裁
量
排
除
と
い
う
実
務
を
生
み
出
し
裁
判
官
準
則
制
定
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
不
公
正
な
警
察
活
動
を
、
自
白
法
則
そ
れ
自
体
で
制
御
す
る
こ
と
を
目
し
て
自
白
法
則
に
導
入
さ
れ
た
要
件
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、

必
然
的
に
そ
の
適
用
範
囲
は
排
除
裁
量
権
と
相
当
部
分
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
そ
れ
が
ゆ
え
に
混
乱
が
生
じ
、
し
た
が
っ
て
裁
判
例
の

｛
打
）

間
に
矛
盾
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
羽
）

し
か
も
、
当
時
の
「
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
矛
盾
に
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
だ
」
と
い
う
指
摘
す
ら
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
ま
で
懐
疑

的
で
は
な
く
と
も
、
排
除
裁
量
権
が
カ
バ
ー
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
務
が
少
な
く
と
も
理
論
上
は
極
め
て
広
範
で
あ
る
が
故
に
、
適

（
抑
）

用
根
拠
の
是
非
が
問
わ
れ
る
場
〈
口
で
も
上
訴
裁
判
所
は
そ
の
判
断
と
理
由
の
説
明
を
嫌
う
傾
向
に
あ
っ
た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。
裁
判

所
の
こ
の
よ
う
な
態
度
の
た
め
に
、
さ
ら
に
混
乱
に
拍
車
が
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
け
る
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
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イギリスにおけるlE1白法則の補完手段

裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｄ
）
は
、
取
調
官
が
被
疑
者
を
訴
追
す
る
に
十
分
な
証
拠
を
得
た
場
合
に
は
遅
滞
な
く
訴
追
す
る
か
、
訴

追
が
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
告
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
規
定
し
て
い
た
。
ま
た
、
裁
判
官
準
則
三
条
（
ｂ
）
は
、
訴
追

後
の
取
調
を
厳
し
く
制
限
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
排
除
裁
量
権
発
動
の
要
件
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
は
、
実
務
上

は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
１
）
訴
追
の
遅
滞
ま
た
は
訴
追
決
定
後
の
取
調
が
排
除
裁
量
権
発
動
の
理
由
と
さ
れ
た
事
案
と
し
て
、
一
九
八
二
年
の
リ
ー
ド
事

（
Ⅲ
）

件
が
あ
る
。
被
告
人
は
水
曜
日
の
朝
七
時
に
侵
入
窃
盗
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
木
曜
日
の
朝
、
ソ
リ
シ
タ
ー
が
警
察
署
に
被
生
ロ
人
を
訪

ね
た
が
、
警
察
は
接
見
を
認
め
な
か
っ
た
。
被
告
人
の
家
族
に
依
頼
さ
れ
た
別
の
ソ
リ
シ
タ
ー
が
木
曜
日
の
午
後
一
時
に
警
察
署
に
電

話
を
か
け
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
侵
入
窃
盗
で
訴
追
さ
れ
て
明
朝
裁
判
所
へ
引
致
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
と
告
げ
ら
れ
た
。
午
後
二
時
二

五
分
に
被
告
人
は
最
初
の
取
調
を
受
け
た
が
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
要
求
し
質
問
に
は
答
え
な
か
っ
た
。
午
後
四
時
に
ソ
リ
シ
タ
ー

が
再
び
警
察
に
電
話
し
た
と
こ
ろ
、
し
ば
ら
く
は
訴
追
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
と
告
げ
ら
れ
た
。
木
曜
日
午
後
七
時
と
金
曜
日
の
午
前
二

時
三
○
分
に
居
房
で
一
一
回
取
調
が
行
わ
れ
、
被
告
人
は
自
白
し
た
。
金
曜
日
午
後
一
一
時
に
被
告
人
は
侵
入
窃
盗
罪
と
臓
物
罪
で
訴
追

さ
れ
た
。

物
証
に
つ
い
て
の
不
公
正
証
拠
裁
量
排
除
ほ
ど
で
は
な
い
に
せ
よ
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
下
で
の
自
白
に
関
す
る
不
公
正
裁
量
排
除
の
事

例
も
ま
た
、
残
念
な
が
ら
決
し
て
多
く
は
な
い
け
れ
ど
も
、
以
下
、
大
ざ
っ
ぱ
に
で
は
あ
る
が
分
類
を
試
み
つ
つ
検
討
し
よ
う
。

弁
護
人
は
こ
れ
ら
三
回
の
取
調
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
は
接
見
交
通
権
を
侵
害
さ
れ
て
お
り
、
訴
追
さ
れ
る

こ
と
が
決
定
し
た
後
も
取
調
を
受
け
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
は
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
に
抵
触
す
る
。
さ
ら
に
、
最
後
の
取
調
に
つ
い
て

１
訴
追
の
遅
滞
ま
た
は
訴
追
（
決
定
）
後
の
取
調
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論
白
を
排
除
し
た
。

説

（
２
）
他
方
、
訴
追
の
遅
滞
な
い
し
訴
追
（
決
定
）
後
の
取
調
が
認
定
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
白
が
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
事
例

（
胆
）

も
複
数
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
八
一
一
年
の
ゴ
ウ
ワ
ン
事
件
の
被
笙
ロ
人
は
、
複
数
の
武
装
強
盗
事
件
に
関
与
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ

れ
て
七
日
間
に
わ
た
り
執
勤
な
取
調
を
受
け
、
自
白
し
た
後
も
訴
追
き
れ
る
こ
と
も
治
安
判
事
の
も
と
へ
引
致
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
身

柄
拘
束
さ
れ
続
け
た
。
ま
た
、
逮
捕
後
数
日
は
逮
捕
理
由
を
告
げ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
も
認
め
ら
れ
な
か
っ

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
自
白
法
則
の
適
用
も
裁
量
排
除
の
発
動
も
認
め
な
か
っ
た
。

｛
Ⅲ
）

同
様
に
、
一
九
八
一
一
年
の
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
１
事
件
は
、
強
盗
事
件
で
逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
が
逮
捕
後
一
一
日
間
の
取
調
で
本
件
そ
の

他
九
件
の
強
盗
に
つ
い
て
自
白
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訴
追
も
治
安
判
事
へ
の
引
致
も
な
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
二
日
間
に
わ
た
り
取
調

を
受
け
、
さ
ら
に
三
件
の
強
盗
事
件
を
自
白
し
た
と
い
う
案
件
で
あ
っ
た
が
、
自
白
排
除
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

れ
た
後
、
ジ

し
て
い
た
。

（
似
）

ま
た
、
一
九
八
○
年
の
ハ
ド
ソ
ン
事
件
は
、
結
果
的
に
は
圧
迫
の
存
在
が
認
定
さ
れ
て
自
白
法
則
が
適
用
さ
れ
［
曰
白
排
除
が
な
さ
れ

た
事
案
で
あ
っ
た
が
、
圧
迫
の
認
定
に
際
し
て
は
、
迅
速
な
訴
追
を
要
求
す
る
裁
判
官
準
則
原
則
（
ｄ
）
違
反
も
重
視
さ
れ
て
い
た
。

同
事
件
は
収
賄
の
事
案
で
あ
り
、
被
告
人
は
五
九
歳
で
前
科
は
な
く
、
日
曜
日
の
午
前
六
時
半
に
自
宅
で
逮
捕
ざ
れ
警
察
署
へ
連
行
さ

れ
た
後
、
そ
の
ま
ま
四
日
半
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
合
計
二
五
時
間
に
お
よ
ぶ
取
調
を
受
け
た
結
果
、
逮
捕
か
ら
一
○
五
時
間
後
に
自
白

は
、
被
告
人
は
裁
判
所
に
引
致
さ
れ
る
こ
と
な
く
四
八
時
間
を
超
え
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
一
九
五
二
年
治
安
判
事

裁
判
所
法
（
三
の
二
四
四
の
（
日
（
の
①
》
○
・
日
（
の
少
・
庁
］
①
己
）
三
八
条
に
違
反
す
る
。
事
実
審
裁
判
官
は
被
告
人
側
の
主
張
を
認
め
て
白

(熊本法学116号'0９ 9８
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以
上
の
事
実
に
つ
き
、
弁
護
人
は
、
全
て
の
自
白
は
詐
術
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
許
容
性
を
欠
く
と
主
張
し

た
。
こ
れ
を
受
け
て
事
実
審
裁
判
官
は
以
下
の
と
お
り
判
示
し
た
。
捜
査
官
が
被
告
人
ら
の
否
認
を
信
用
で
き
な
い
と
い
う
理
由
の
み

で
取
調
を
継
続
し
た
こ
と
は
、
正
当
な
権
限
行
使
と
は
い
え
な
い
。
月
曜
日
の
夜
の
時
点
で
、
被
告
人
ら
の
容
疑
を
裏
付
け
る
証
拠
は

存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
ら
は
、
月
曜
日
の
取
調
が
終
了
し
た
時
点
で
釈
放
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
火
曜
日
の
取

三
人
は
月
曜
の
午
後
二
時
過
ぎ
に
逮
捕
ざ
れ
警
察
署
へ
連
行
さ
れ
た
。
そ
の
後
被
告
人
ら
は
取
調
を
受
け
た
が
、
事
件
に
つ
い
て
は

何
も
知
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
た
。
被
告
人
ら
が
取
調
を
受
け
た
午
後
四
時
半
に
は
、
全
て
の
証
人
が
す
で
に
事
情
聴
取
を
終
え
必
要

な
科
学
捜
査
も
終
了
し
て
お
り
、
さ
ら
に
、
月
曜
の
夜
ま
で
に
は
、
他
の
侵
入
窃
盗
へ
の
関
与
の
有
無
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
の
犯
罪

歴
の
照
会
も
終
了
し
た
が
、
こ
の
時
点
で
被
告
人
ら
に
不
利
な
証
拠
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
を
担

当
し
た
警
察
官
は
、
被
告
人
ら
を
頭
か
ら
疑
っ
て
か
か
っ
て
い
た
た
め
、
さ
ら
に
取
調
を
行
う
た
め
に
身
柄
拘
束
を
継
続
し
た
。
実
際

に
、
火
曜
日
の
朝
と
午
後
の
早
い
時
間
に
取
調
が
行
わ
れ
た
が
、
警
察
官
は
被
告
人
ら
に
対
し
て
個
別
に
、
そ
の
事
実
は
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
仲
間
は
自
白
し
た
な
ど
と
告
げ
て
自
白
を
迫
っ
た
。
被
告
人
ら
は
火
曜
日
の
朝
の
取
調
で
は
犯
行
を
否
認
し
た
が
、
午
後
に

再
び
取
調
を
受
け
る
と
自
白
し
た
。

違
法
な
身
柄
拘
束
が
排
除
裁
量
権
発
動
の
根
拠
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
ま
ず
、
一
九
八
一
年
の
グ
リ
ー
ブ
ス
、
ゴ
ロ
ッ
プ
お
よ

（
Ｍ
）

ぴ
へ
ン
リ
ー
事
件
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
件
の
被
生
ロ
人
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
八
歳
、
一
七
歳
お
よ
び
一
七
歳
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
侵
入
窃

盗
未
遂
と
予
備
で
起
訴
さ
れ
た
。
訴
追
側
の
主
要
な
証
拠
は
三
人
の
自
白
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
自
白
が
な
さ
れ
た
状
況
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
っ
た
。

２
違
法
な
身
柄
拘
束
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至珈

説

裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
は
「
何
人
も
、
捜
査
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
ソ
リ
シ
タ
ー
に
連
絡
し
秘
密
裏
に
相
談
で
き

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
。
い
わ
ゆ
る
接
見
交
通
権
の
保
障
な
い
し
法
的
助
言
を
受
け
る
権
利
の
保
障
で
あ
る
。
こ
の

要
請
に
対
す
る
違
反
は
裁
量
排
除
の
対
象
と
な
る
か
。

（
１
）
こ
の
原
則
（
ｃ
）
違
反
を
根
拠
に
裁
量
権
が
発
動
さ
れ
て
自
白
が
排
除
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
ま
ず
、
一
九
八
一
年
の
ト
ゥ

（
州
｝

リ
ケ
ッ
ト
事
件
が
あ
る
。
被
告
人
は
強
盗
に
関
与
し
た
疑
い
で
逮
捕
さ
れ
た
。
彼
女
は
自
宅
か
ら
ソ
リ
、
ン
タ
ー
に
電
話
す
る
こ
と
を
許

さ
れ
た
後
に
警
察
署
へ
連
行
さ
れ
た
。
警
察
署
で
は
、
彼
女
の
ソ
リ
シ
タ
ー
が
す
で
に
到
着
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
接
見
は
許
さ

れ
な
か
っ
た
。
こ
の
接
見
拒
否
の
理
由
は
、
警
察
官
ら
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
、
武
器
の
提
供
者
を
発
見
確
保
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
り
、
第
二
に
、
他
の
取
調
対
象
者
が
当
時
警
察
署
に
多
数
い
た
か
ら
だ
と
さ
れ
た
。

被
告
人
は
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
を
申
し
立
て
、
こ
れ
に
対
し
て
事
実
審
裁
判
官
は
以
下
の
と
お
り
判
示
し
た
。
第
一
に
、
被
告
人

は
四
回
の
取
調
に
お
い
て
一
度
も
武
器
に
関
す
る
質
問
を
受
け
て
い
な
い
し
、
被
告
人
に
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
許
す
こ
と
が
当
時

警
察
署
に
い
た
他
の
犯
罪
の
被
疑
者
た
ち
に
関
す
る
捜
査
活
動
を
阻
害
す
る
理
由
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
被
告
人
と
ソ
リ
シ
タ
ー
と

の
接
見
を
拒
否
し
た
警
察
の
判
断
は
誤
り
で
あ
り
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
交
通
を
保
障
す
る
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
に
違
反

｛
幅
）

調
は
許
容
呉
〔
｝
れ
な
い
の
で
、
自
白
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

一
桁
）

ま
た
、
裁
量
に
よ
り
自
白
排
除
が
な
さ
れ
た
前
出
の
一
九
八
一
一
年
の
リ
ー
ド
事
件
で
は
、
治
安
判
事
裁
判
所
法
一
二
八
条
が
禁
ず
る
四

（
、
）

八
時
間
を
超
え
る
身
柄
拘
束
が
存
在
し
て
い
た
。
同
様
に
、
や
は
ｈ
ソ
前
出
の
一
九
八
○
年
の
ハ
ド
ソ
ン
事
件
は
、
圧
迫
に
よ
る
自
白
法

則
で
の
排
除
の
事
案
で
あ
っ
た
が
、
治
安
判
事
裁
判
所
法
三
八
条
違
反
も
考
慮
さ
れ
て
い
た
。

３
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
交
通
権
の
侵
害
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（
祖
）

同
様
に
、
一
九
八
五
年
の
マ
ー
シ
ュ
事
件
で
ｊ
Ｄ
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
違
反
を
理
由
に
自
白
が
裁
量
排
除
さ
れ
た
。
被
告
人

は
三
件
の
強
盗
と
一
件
の
強
盗
共
謀
で
訴
追
さ
れ
た
が
、
訴
追
側
の
主
要
証
拠
は
、
訴
追
前
に
警
察
署
で
の
身
柄
拘
束
中
に
行
わ
れ
た

取
調
で
獲
得
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
自
白
と
共
犯
者
の
自
白
で
あ
っ
た
。
被
告
人
側
は
、
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
違
反
が
あ
る
と

し
て
、
裁
判
官
に
自
白
の
許
容
を
拒
む
裁
量
権
を
発
動
す
る
よ
う
求
め
た
。
具
体
的
な
理
由
は
、
被
告
人
が
、
取
調
の
前
に
も
最
中
に

も
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
何
度
も
要
求
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
接
見
を
拒
否
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
訴
追
側
は
、
接
見

要
求
を
拒
否
し
た
事
実
は
認
め
た
が
、
被
告
人
の
ソ
リ
シ
タ
ー
に
は
本
件
の
他
の
被
疑
者
の
弁
護
を
担
当
し
た
経
験
が
あ
る
た
め
、
接

（
弧
）

見
を
許
せ
ば
捜
査
情
報
漏
洩
の
危
険
が
あ
り
「
捜
査
の
進
行
の
妨
害
」
の
要
件
を
充
足
す
る
の
で
、
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
に

は
抵
触
し
な
い
と
反
論
し
た
。
訴
追
側
は
さ
ら
に
、
仮
に
原
則
（
ｃ
）
違
反
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
程
度
の
違
反
で
は
証
拠
排
除

裁
量
権
を
発
動
す
べ
き
で
は
な
い
と
も
主
張
し
た
。

事
実
審
裁
判
官
は
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。
被
告
人
の
ソ
リ
シ
タ
ー
が
依
頼
人
と
接
見
し
た
と
し
て
も
、
他
の
被
疑
者
た
ち
と
情
報

を
通
じ
よ
う
と
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
本
件
の
接
見
拒
否
は
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
に
明
ら
か
に
違
反
す
る
。
Ｗ
号

裁
判
所
は
訴
追
側
に
有
利
に
裁
量
権
を
行
使
す
る
用
意
は
●
な
く
、
問
題
の
自
白
を
証
拠
と
し
て
許
容
す
る
つ
も
り
も
な
い
。

可
ｌ

刊
１

〈
０

（
２
）
他
方
、
一
九
七
七
年
の
レ
ム
サ
テ
フ
事
件
で
は
、
裁
判
所
は
法
的
助
一
一
一
一
口
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
定
し
た
群

（
副
）

本

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
白
を
許
容
し
た
。
被
告
人
は
大
麻
の
密
輸
容
疑
で
夜
間
に
逮
捕
さ
れ
た
。
午
前
四
時
二
○
分
こ
ろ
、
被
告
人
は
ソ
隙

リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
が
認
め
ら
れ
る
ま
で
は
取
調
に
応
じ
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か
し
捜
査
官
は
取
調
を
強
行
し
た
。
さ
ら
に
、
捜
査
川

す
る
。
第
二
に
、
仮
に
取
調
中
の
警
察
官
ら
の
行
為
が
不
公
正
で
も
圧
迫
的
で
も
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
が
認

め
ら
れ
て
い
れ
ば
、
被
告
人
が
黙
秘
権
に
つ
い
て
助
言
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
見
地
か
ら
、
被
告
人
の
自
白

は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。



論 説

裁
判
官
準
則
に
付
随
す
る
訓
令
（
シ
ロ
ヨ
曰
の
耳
昌
ぐ
の
□
】
［
の
。
ｐ
・
ロ
の
）
四
条
は
、
未
成
年
者
の
取
調
が
原
則
と
し
て
親
ま
た
は
警
察

官
以
外
の
適
切
な
成
人
（
ｇ
宮
・
官
三
①
＆
ロ
］
庁
）
の
立
会
の
も
と
で
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
定
め
、
訓
令
四
条
Ａ
は
、
精
神
障
害
者

の
取
調
に
つ
い
て
も
未
成
年
者
と
同
様
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
公
正
性
の
担
保
と
同

時
に
、
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
供
述
は
本
質
的
に
信
用
性
に
欠
け
る
危
険
性
が
高
い
た
め
に
特
に
注
意
を
払
う
こ
と
を
求
め
た
も

（
兜
）

の
と
理
解
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
に
対
す
る
違
反
も
排
除
裁
量
権
発
動
の
根
拠
と
な
る
。

（
郭
）

一
九
七
九
年
の
グ
ラ
イ
ド
事
件
は
未
成
年
者
の
事
案
で
あ
る
。
事
実
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
当
時
一
一
ハ
歳
で
あ
り
、

侵
入
窃
盗
容
疑
で
午
前
六
時
半
に
自
宅
で
逮
捕
さ
れ
た
。
被
告
人
の
母
親
は
他
の
子
供
た
ち
の
世
話
を
理
由
に
警
察
署
へ
の
同
道
を
拒

否
し
た
。
被
告
人
は
、
警
察
署
へ
向
か
う
自
動
車
内
で
侵
入
窃
盗
に
つ
い
て
取
調
を
受
け
自
白
し
た
。
警
察
署
に
到
着
後
、
警
察
は
、

母
親
の
出
頭
を
待
っ
て
取
調
を
行
お
う
と
考
え
て
い
た
が
母
親
は
出
頭
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
警
察
は
、
被
告
人
が
ソ
リ
シ
タ
ー
な
ど

官
は
、
翌
日
の
昼
間
に
ソ
リ
シ
タ
ー
が
取
調
現
場
へ
出
頭
し
た
際
に
も
、
依
頼
人
と
の
接
見
を
許
さ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
原
則

（
ｃ
）
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
審
裁
判
官
は
自
白
を
許
容
し
、
上
訴
裁
判
所
も
事
実
審
の
判
断
を
支
持
し

た
。
上
訴
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
夜
間
の
取
調
に
つ
い
て
は
、
ソ
リ
シ
タ
ー
に
通
常
の
業
務
時
間
外
に
出
頭
を
期
待
す
る
こ
と
は
不
合
理

で
あ
る
と
こ
ろ
、
業
務
開
始
時
間
を
待
っ
て
い
て
は
捜
査
に
不
合
理
な
遅
延
が
生
ず
る
が
故
に
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

捜
査
官
が
昼
間
に
も
接
見
を
妨
害
し
て
い
た
事
実
や
、
捜
査
官
が
接
見
妨
害
を
行
っ
た
真
の
理
由
は
被
告
人
が
ソ
リ
シ
タ
ー
と
接
見
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
捜
査
情
報
が
漏
洩
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
た
め
で
あ
り
不
当
な
理
由
で
あ
る
旨
の
異
議
申
し
立
て
は
、
上
訴
裁
判
所
に

は
容
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

４
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
な
ど
の
自
白
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イギリスにおける自白法則の補完手段

（
論
一

一
九
八
一
年
の
プ
ラ
ッ
ト
事
件
は
精
神
障
害
者
の
自
白
に
関
す
る
事
案
で
あ
っ
た
。
被
害
者
で
あ
る
一
一
歳
の
少
年
の
申
し
立
て
に

よ
れ
ば
、
二
四
歳
男
性
の
被
告
人
が
往
来
で
被
害
者
を
呼
び
止
め
、
商
店
街
の
小
路
に
連
れ
込
む
と
、
極
め
て
隈
藝
な
行
為
を
す
る
よ

う
強
要
し
た
。
被
害
者
が
隈
藝
行
為
を
拒
絶
す
る
と
、
被
告
人
は
被
害
者
か
ら
一
○
ポ
ン
ド
を
盗
ん
だ
。
Ｐ
は
直
後
に
逮
捕
さ
れ
、

「
も
し
彼
に
返
し
た
ら
行
っ
て
も
い
い
で
す
か
」
と
発
言
し
た
。
逮
捕
後
三
時
間
以
内
に
被
告
人
は
警
察
か
ら
取
調
を
受
け
、
即
座
に
、

本
件
と
本
件
類
似
の
様
々
な
余
罪
に
つ
い
て
口
頭
で
自
白
を
し
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
に
つ
い
て
の
詳
細
な
自
白

と
の
接
見
を
望
ま
な
い
も
の
と
決
め
つ
け
、
ソ
リ
シ
タ
ー
や
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
出
動
も
要
請
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
結

局
、
警
察
署
で
の
取
調
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
、
弁
護
人
は
、
裁
判
官
準
則
に
付
随
す
る
訓
令
四
条
違
反
を
根
拠
に
自
白
排
除
の
た
め
に
裁
量
権
の
発

動
を
求
め
た
。
具
体
的
な
主
張
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
ま
ず
、
た
と
え
、
被
告
人
の
母
親
が
警
察
署
に
来
る
の
が
遅
く
と
も
、
ま

た
、
被
告
人
が
ソ
リ
シ
タ
ー
な
ど
の
同
席
の
下
で
取
調
を
受
け
る
こ
と
を
望
ま
な
い
と
し
て
も
、
訓
令
四
条
に
適
う
取
調
状
況
が
整
う

ま
で
取
調
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
先
立
つ
自
動
車
内
で
の
取
調
は
不
当
で
あ
っ
た
こ
と
。
こ
の
点
、
そ
も
そ

も
、
被
告
人
に
は
ソ
リ
シ
タ
ー
等
を
依
頼
す
る
か
否
か
の
選
択
の
余
地
が
明
示
的
に
は
示
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る

こ
と
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
自
白
は
そ
も
そ
も
任
意
性
を
欠
く
こ
と
。

弁
護
人
の
以
上
の
主
張
に
対
し
て
、
事
実
審
裁
判
官
は
次
の
と
お
り
判
示
し
た
。
未
成
年
者
の
取
調
に
あ
た
っ
て
は
最
大
限
の
注
意

が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
、
警
察
官
ら
が
被
告
人
と
彼
の
母
親
の
態
度
に
不
快
を
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
訓
令
は
当

然
遵
守
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
警
察
官
ら
は
、
母
親
か
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
か
、
ソ
リ
シ
タ
ー
か
、
あ
る
い
は

そ
の
他
警
察
官
以
外
の
成
人
が
立
会
可
能
と
な
る
ま
で
、
取
調
を
延
期
す
べ
き
で
あ
っ
た
。
以
上
に
鑑
み
、
自
白
は
証
拠
か
ら
排
除
ざ

（
鋼
）

れ
る
べ
き
で
あ
う
（
》
。

103（熊本法学116号'0９



聿輌 説
を
含
む
自
白
調
書
に
署
名
し
た
。

供
述
を
排
除
し
た
。

被
告
人
側
は
、
訴
追
側
が
自
白
の
許
容
性
の
立
証
に
必
要
な
圧
迫
の
不
存
在
を
証
明
し
て
い
な
い
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
被
告
人
側

は
、
裁
判
官
準
則
違
反
と
訓
令
違
反
の
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
具
体
的
な
主
張
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
被
告
人
は
、

警
察
署
に
到
着
す
る
と
、
一
九
七
七
年
刑
事
法
（
弓
の
○
『
言
ご
ロ
｝
田
口
ヨ
シ
。
（
］
①
ゴ
）
六
二
条
の
権
利
に
従
っ
て
彼
の
父
親
に
逮
捕

の
事
実
を
伝
え
る
よ
う
求
め
た
が
、
被
告
人
の
取
調
が
行
わ
れ
る
ま
で
数
時
間
の
あ
い
だ
彼
の
父
親
に
は
連
絡
さ
れ
な
か
っ
た
。
取
調

と
調
書
作
成
の
間
に
は
、
被
告
人
と
三
人
の
警
察
官
以
外
に
は
誰
も
立
ち
会
わ
な
か
っ
た
。
供
述
調
書
作
成
の
際
に
は
、
裁
判
官
準
則

四
条
に
規
定
さ
れ
た
最
終
認
証
は
被
告
人
に
よ
っ
て
で
は
な
く
警
察
官
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
。

精
神
医
の
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
の
知
能
指
数
は
六
○
で
精
神
年
齢
は
八
歳
か
ら
二
歳
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
警
察
官
ら

は
、
取
調
時
に
被
告
人
が
精
神
障
害
の
状
態
に
あ
る
こ
と
は
分
か
ら
ず
、
そ
の
変
わ
っ
た
話
し
方
は
肉
体
的
な
障
害
の
せ
い
だ
と
思
い
、

そ
し
て
、
被
告
人
の
読
み
書
き
能
力
が
低
い
こ
と
に
も
全
く
気
が
つ
か
な
か
っ
た
と
証
言
し
た
。

事
実
審
裁
判
官
は
本
件
に
は
二
つ
の
裁
判
官
準
則
違
反
が
あ
っ
た
と
認
定
し
た
。
第
一
に
、
被
告
人
が
精
神
障
害
者
で
あ
る
こ
と
は

警
察
官
に
と
っ
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
調
に
適
切
な
成
人
の
立
会
が
な
か
っ
た
こ
と
は
訓
令
四
条
Ａ
違
反
に
該
当

す
る
。
第
二
に
、
被
告
人
は
自
身
の
供
述
に
対
す
る
最
終
認
証
を
書
く
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
要
求
が
な
さ
れ
て
い

れ
ば
、
警
察
は
少
な
く
と
も
こ
の
時
点
で
被
告
人
の
読
み
書
き
能
力
の
程
度
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
官
準

則
四
条
（
ｅ
）
違
反
が
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
ま
た
、
刑
事
法
六
二
条
の
権
利
が
十
分
な
理
由
な
し
に
軽
視
さ
れ
て
い
る
と
も
認
定
し
た
。

こ
れ
ら
の
違
反
を
総
合
す
る
と
、
圧
迫
が
な
か
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
。
ま
た
、
制
定
法
は
も
ち
ろ
ん
裁
判
官
準
則
に
も
十

分
な
敬
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
こ
こ
に
三
つ
の
違
反
が
存
在
す
る
こ
と
は
軽
視
で
き
な
い
と
し
て
、
裁
量
権
を
発
動
し
て
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イギリスにおける［ 法則の補完手段

被
告
人
の
精
神
状
態
な
い
し
精
神
病
が
問
題
と
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
一
九
七
二
年
の
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
事
件
が
あ
る
。
被
告
人
は
、

複
数
の
放
火
事
件
に
つ
い
て
警
察
の
取
調
を
受
け
自
白
し
て
い
た
。
被
告
人
の
実
年
齢
は
一
九
歳
で
あ
っ
た
が
、
精
神
年
齢
は
五
歳
半

程
度
で
、
さ
ら
に
は
、
質
問
を
受
け
た
場
合
に
、
質
問
に
答
え
る
の
で
は
な
く
聞
い
た
こ
と
を
オ
ウ
ム
返
し
に
す
る
症
状
す
な
わ
ち
反

響
一
一
一
一
口
語
（
の
ｓ
・
巨
国
）
と
い
わ
れ
る
症
状
を
示
し
て
い
た
。
彼
は
自
分
の
考
え
や
主
張
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
の

未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
自
白
に
も
通
じ
る
こ
と
だ
が
、
被
疑
者
が
特
定
の
状
態
に
あ
る
た
め
に
、
そ
の
自
白
が
本
質
的
に
信
用

性
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
場
合
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
、
取
調
に
脅
迫
や
約
束
が
あ
っ
た
た
め
に
被
疑
者
が
嘘
を
つ
い
た
か
も
し
れ
な

い
と
い
う
自
白
法
則
の
適
用
が
あ
る
状
況
を
指
す
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
白
白
法
則
の
適
用
対
象
と
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
被
疑
者

に
対
す
る
不
公
正
な
扱
い
な
ど
が
存
在
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
白
の
信
用
性
が
損
な
わ
れ
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
裁
量
的
に
排
除
す
る
と

い
う
意
味
で
の
不
公
正
裁
量
排
除
の
一
類
型
を
い
う
の
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
た
と
え
ば
何
ら
か
の
理
由
に
よ
る
一
時
的
な

錯
乱
や
薬
物
の
過
剰
摂
取
な
ど
の
影
響
で
、
そ
の
信
用
性
が
著
し
く
低
い
と
考
え
ら
れ
る
供
述
の
取
扱
い
か
ん
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
主
と
し
て
検
討
対
象
と
し
て
き
た
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
被
疑
者
に
対
す
る
不
当
ま
た
は
不
公
正
な
取
扱
を
対
象

と
し
、
し
た
が
っ
て
被
疑
者
を
保
護
す
る
と
い
う
意
味
で
の
公
正
性
の
担
保
を
目
指
す
典
型
的
な
不
公
正
証
拠
裁
量
排
除
と
は
そ
の
守

備
範
囲
を
若
干
異
に
し
、
信
用
性
の
な
い
こ
と
が
ほ
ぼ
明
ら
か
な
自
白
証
拠
が
公
判
廷
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
し
、
こ
れ
を
通

じ
て
手
続
そ
の
も
の
の
公
正
性
を
担
保
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
も
や
は
り
、
広
義
で
は
自
白
に
関
す

（
師
）

る
不
公
正
排
除
裁
量
権
の
一
類
型
と
理
解
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
、
こ
の
「
信
用
性
の
欠
如
」
の
要
件
に
つ
い
て
も
確
認
し

て
お
こ
う
。 ５
信
用
性
の
欠
如
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論 説

で
あ
り
、
そ
の
発
言
は
完
全
に
信
用
性
を
欠
い
て
い
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
自
白
を
裁
量
権
を
発
動
し
て

排
除
し
た
。
証
明
力
が
偏
見
的
効
果
と
比
較
し
て
あ
ま
り
に
も
小
さ
い
た
め
に
、
そ
れ
を
許
容
し
て
陪
審
の
面
前
に
提
出
す
る
こ
と
が
、

被
告
人
に
対
す
る
公
正
性
を
欠
く
の
み
な
ら
ず
、
司
法
の
利
益
に
も
反
す
る
類
の
証
拠
を
排
除
す
る
た
め
の
一
般
的
裁
量
権
［
物
証
に

（
鍋
〉

関
す
る
排
除
裁
量
権
亜
筆
者
注
］
を
、
自
白
に
も
適
用
し
た
の
で
あ
る
。

（
鋤
）

薬
物
の
影
響
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
と
し
て
、
’
九
七
九
年
の
デ
イ
ヴ
ィ
ス
事
件
が
あ
る
。
事
案
は
傷
害
罪
で
あ
っ
た
が
、
同
事
件

で
は
、
重
傷
を
負
っ
た
被
告
人
に
判
断
力
低
下
の
副
作
用
が
あ
る
鎮
痛
剤
を
大
量
に
投
与
し
た
上
で
、
約
一
○
時
間
半
に
わ
た
っ
て
取

調
が
行
わ
れ
て
い
た
。
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
は
取
調
の
あ
い
だ
鎮
痛
剤
の
影
響
下
に
あ
っ
た
。
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
自
白
を
、

信
用
性
の
欠
如
を
理
由
に
裁
量
排
除
し
た
。

精
神
的
な
病
で
は
な
く
、
身
体
的
疾
病
に
よ
っ
て
生
じ
た
異
常
な
精
神
状
態
を
理
由
に
自
白
の
裁
量
排
除
が
な
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、

（
別
）

一
九
八
○
年
の
パ
ウ
エ
ル
事
件
が
あ
る
。
事
案
は
強
姦
罪
だ
っ
た
が
、
被
』
ロ
人
は
糖
尿
病
を
患
っ
て
お
り
厳
格
な
食
事
制
限
を
し
な
け

れ
ば
低
血
糖
症
の
発
作
を
起
こ
し
や
す
い
状
態
に
あ
っ
た
。
取
調
を
受
け
た
と
き
、
被
告
人
は
四
時
間
の
あ
い
だ
何
も
食
べ
な
か
っ
た

た
め
に
発
作
に
襲
わ
れ
た
。
鑑
定
に
よ
れ
ば
、
こ
の
場
合
の
発
作
と
は
、
め
ま
い
、
幻
視
、
発
汗
、
動
悸
お
よ
び
集
中
力
・
判
断
力
の

低
下
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
結
果
的
に
暗
示
に
か
か
り
や
す
く
な
る
と
い
う
。
裁
判
官
は
、
被
告
人
の
自
白
は
信
用
性
に
欠
け
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
る
と
し
、
排
除
裁
量
権
を
行
使
し
た
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

（
印
）

（
１
）
一
九
五
五
年
の
ク
ル
マ
事
件
に
お
け
る
「
裁
判
所
は
山
一
「
該
証
拠
が
ど
の
よ
う
に
獲
得
さ
れ
た
か
に
関
心
を
持
た
な
い
」
と
の

一
一
一
一
口
辞
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
コ
モ
ン
・
ロ
１
に
お
い
て
は
、
た
と
え
違
法
・
不
当
な
手
段
で
獲
得
さ
れ
た
証
拠
で
も
、
例
外
的
に

排
除
裁
量
権
が
発
動
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
そ
れ
は
原
則
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
自
白
は
別
で
あ
る
。
す
で
に
検
討

し
た
よ
う
に
、
自
白
に
関
し
て
は
、
自
白
法
則
が
あ
る
上
に
、
他
に
も
裁
量
で
自
白
を
排
除
す
る
実
務
が
広
く
浸
透
し
て
い
た
。

一
九
八
四
年
法
の
制
定
に
際
し
て
も
、
違
法
・
不
当
に
獲
得
さ
れ
た
証
拠
を
ど
う
取
り
扱
う
べ
き
か
は
最
も
重
要
な
論
点
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
た
。
合
衆
国
に
な
ら
っ
て
、
違
法
に
獲
得
さ
れ
た
証
拠
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
少
な
く
と
も
理
論
上
は
原
則
的
に
排
除
す
る
法

（
、
）

則
い
わ
ゆ
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
採
用
ｊ
ｈ
）
検
討
さ
れ
る
な
ど
、
議
論
に
決
着
が
つ
く
ま
で
に
は
粁
余
曲
折
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

最
終
的
に
こ
の
問
題
の
処
理
は
七
八
条
が
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
八
四
年
法
七
八
条
一
項
は
以
下
の
と
お
り
規
定
し
て
い
る
。

七
八
条
一
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ス
タ
ン
ス
が
違
法
・
不
当
に
獲
得
さ
れ
た
物
証
の
扱
い
を
め
ぐ
る
議
論
の
延
長
上
に
位
置
し
て
い

五
一
九
八
四
年
法
七
八
条
と
自
白
法
則

「
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
訴
追
側
が
立
証
の
基
礎
と
し
て
申
請
す
る
証
拠
に
つ
き
、
そ
の
証
拠
が
獲
得
さ

れ
た
状
況
を
含
む
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
は
当
該
手
続
の
公
正
さ
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す

た
め
こ
れ
を
許
容
す
べ
き
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」
。
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論 説

る
こ
と
や
、
そ
の
制
定
過
程
で
主
に
物
証
に
関
す
る
法
則
で
あ
る
合
衆
国
の
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
導
入
が
検
討
さ
れ
て
い
た
こ

と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
同
条
項
の
そ
も
そ
も
の
狙
い
が
、
原
則
と
し
て
物
証
の
排
除
に
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
七
八
条
一
項
に
い
う
「
証
拠
」
の
概
念
か
ら
あ
え
て
「
自
白
」
を
閉
め
出
す
こ
と
は
逆
に
不
合
理
か
つ
不
自
然
で
あ
る

（
印
）

か
ら
、
自
白
も
七
八
条
の
射
程
に
入
る
こ
と
に
は
一
応
の
〈
ロ
意
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
自
白
に
つ
い
て
は
一
九
八
四
年
法
で

〈
剛
）

も
そ
の
七
一
ハ
条
に
自
白
法
則
が
規
定
さ
れ
て
い
る
し
、
同
法
八
一
一
条
三
項
に
よ
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
に
関
す
る
排
除
裁
量
権
も

（
師
）

留
保
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
の
で
、
や
は
り
七
八
条
一
項
は
主
と
し
て
物
証
の
排
除
を
担
う
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

そ
し
て
、
裁
判
所
が
伝
統
的
に
違
法
・
不
当
に
獲
得
さ
れ
た
物
証
の
排
除
に
熱
心
で
な
か
っ
た
歴
史
に
鑑
み
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
と
同

（
船
）

様
に
七
八
条
も
事
実
上
は
機
能
し
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
り
、
さ
ら
に
は
、
や
や
皮
肉
に
過
ぎ
る
感
が
し
な
い
で

も
な
い
が
、
七
八
条
が
物
証
排
除
の
た
め
に
は
目
立
っ
た
働
き
を
し
な
い
と
す
る
と
、
七
八
条
に
よ
る
排
除
の
対
象
は
、
仮
に
絶
対
的

（
、
）

に
は
少
数
で
あ
っ
て
も
相
対
的
に
は
そ
の
多
く
が
自
白
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
示
唆
も
あ
っ
た
。

一
九
八
四
年
法
は
一
九
八
六
年
一
月
に
発
効
し
た
。
七
八
条
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

（
閉
）

（
２
）
自
白
に
対
す
る
七
八
条
の
適
用
の
可
否
が
争
わ
れ
た
初
期
の
裁
判
例
の
ひ
と
つ
で
あ
る
一
九
八
七
年
の
メ
イ
ソ
ン
事
件
で
、

事
実
審
裁
判
官
は
、
自
白
の
許
容
性
に
つ
い
て
は
七
六
条
と
い
う
特
別
の
規
定
が
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
、
七
八
条
は
自
白
に
は
適
用

さ
れ
な
い
と
解
釈
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
上
訴
裁
判
所
は
、
「
証
拠
」
と
い
う
文
言
を
適
切
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
に
は
訴
追
側
が
提
出
し
よ
う
と
す
る
証
拠
の
全
て
が
含
ま
れ
る
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
自
白
に
も
七
八
条
の
適
用
が
あ
る
と

（
的
）

そ
の
後
、
上
訴
裁
判
所
は
一
九
八
九
年
の
キ
ー
ナ
ン
事
件
に
お
い
て
、
一
九
八
四
年
法
施
行
時
点
で
は
七
八
条
に
本
来
期
待
竺
（
」
れ
る

べ
き
効
力
に
つ
い
て
の
解
釈
が
暖
昧
で
あ
っ
た
た
め
、
自
白
に
つ
い
て
は
七
六
条
が
完
壁
な
手
当
を
し
て
い
る
か
ら
七
八
条
の
適
用
は

い
う
の
で
あ
る
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

裁
判
所
が
現
実
に
七
八
条
を
適
用
す
る
場
合
の
最
も
一
般
的
な
根
拠
は
、
一
九
八
四
年
法
の
規
定
ま
た
は
同
法
の
実
務
規
範
（
岳
の

（
ね
）

○
・
□
の
①
。
、
勺
【
四
・
号
の
）
に
対
す
る
「
深
刻
か
つ
重
大
な
」
違
反
の
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
例
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
同

七
八
条
が
自
白
を
も
適
用
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
は
、
も
は
や
い
か
な
る
暖
昧
さ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
九
八
四
年
法
の
施
行
直
後
に
は
、
七
八
条
の
射
程
に
つ
い
て
解
釈
上
の
争
い
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
は
ま
も
な
く
決
着
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
か
ら
一
九
九
○
年
代
中
頃
ま
で
に
は
、
実
務
の
状
況
は
七
六
条
よ
り
も
七
八
条
で

扱
わ
れ
る
自
白
の
事
例
の
方
が
多
い
ほ
ど
に
な
り
、
七
八
条
は
七
六
条
の
付
帯
条
項
で
あ
る
と
す
ら
い
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ

く
、
）

る
。

自
白
以
外
の
証
拠
に
制
限
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
理
解
も
あ
り
得
た
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
し
、
上
訴
裁
判
所
は
同
時
に
、
次
の
よ
う
に

も
判
示
し
て
い
た
。

六
七
八
条
に
よ
る
自
白
排
除

「
…
・
・
・
い
く
ど
と
な
く
当
裁
判
所
は
、
本
条
項
［
七
八
条
］
を
広
義
に
解
釈
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
裁
判
所
が
、
『
そ
の
証
拠

を
許
容
す
る
こ
と
は
当
該
手
続
の
公
正
さ
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
こ
れ
を
許
容
す
べ
き
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
」
、

〈
、
）

『
自
白
」
証
拠
を
排
除
す
る
裁
量
権
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
も
は
や
明
白
で
あ
る
」
。
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論

説
法
ま
た
は
同
規
範
に
対
す
る
深
刻
か
つ
重
大
な
違
反
が
認
定
さ
れ
て
も
、
必
ず
し
も
自
動
的
な
排
除
が
も
た
ら
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

ま
た
、
一
九
八
四
年
法
お
よ
び
実
務
規
範
に
対
す
る
違
反
が
警
察
官
の
悪
意
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
事
実
は
排

除
の
決
定
的
な
要
因
と
な
り
う
る
。
「
警
察
が
悪
意
で
行
動
し
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
七
六
条
の
下
で
は
で
き
な
い
と
し
て
も
七
八

（
耐
）

条
の
下
で
、
自
白
の
許
容
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
と
ん
ど
祷
踏
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
。
た
だ
し
、
逆
は
成
り
立
た
な
い
。
仮
に
違
反

が
善
意
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
違
反
が
治
癒
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
警
察
が
、
た
と
え
善
意
で
あ
っ

て
も
五
八
条
に
抵
触
し
た
な
ら
ば
、
裁
判
所
は
、
当
該
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
が
当
該
手
続
の
公
正
さ
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
否

か
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
吉

と
し
て
、
上
訴
を
認
め
て
い
る
。

ま
た
、
一
九
八
四
年
法
お
よ
へ

（
ね
）

た
と
え
ば
、
一
九
八
八
年
の
ア
ブ
ソ
ー
‐
ラ
ム
事
件
で
は
、
取
調
記
録
の
正
確
性
の
担
保
を
目
的
と
す
る
重
要
な
規
定
で
あ
る
実
務
規

範
Ｃ
の
規
定
に
対
す
る
深
刻
ま
た
は
重
大
な
違
反
が
あ
っ
て
も
自
動
的
な
自
白
排
除
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て

（
刑
）

（
布
）

い
た
し
、
一
九
八
九
年
の
ウ
ォ
ル
シ
ュ
事
件
で
は
、
「
最
ｊ
、
重
要
か
つ
基
本
的
な
市
民
の
諸
権
利
の
ひ
と
つ
」
で
あ
る
は
ず
の
ソ
リ
シ

タ
ー
と
の
接
見
交
通
妨
害
す
な
わ
ち
一
九
八
四
年
法
五
八
条
違
反
が
あ
っ
て
も
自
白
が
自
動
的
に
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
指
摘
さ

れ
て
い
た
。
「
深
刻
か
つ
重
大
な
」
違
反
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
被
告
人
に
対
し
て
有
害
に
機
能
し
な
け
れ
ば
必
ず
し
も
排
除
に
は
つ

（
、
）

な
が
ら
な
い
と
い
う
の
が
、
裁
判
所
の
基
本
的
な
立
場
●
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
仮
に
一
九
八
四
年
法
や
実
務
規
範
に
対
す
る
重
大
な
違
反
は
な
く
と
も
、
証
拠
排
除
が
な
さ
れ
る
場
合

（
両
）

が
あ
る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
九
一
一
年
の
ブ
ラ
イ
ン
事
件
で
は
、
児
童
の
性
的
虐
待
で
訴
追
さ
れ
た
被
告

人
の
自
白
に
対
す
る
七
八
条
発
動
の
要
請
が
却
下
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
き
、
上
訴
裁
判
所
は
、
た
と
え
取
調
当
時
に
は
明
ら

か
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
事
実
審
裁
判
官
が
ス
ト
レ
ス
に
過
敏
な
被
告
人
の
精
神
状
態
を
考
慮
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
失
当
だ

こ
と
も
ま
た
確
認
さ
れ
て
い
る
。
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（
川
）

（
１
）
接
見
交
通
権
の
侵
害
を
理
由
に
自
白
が
排
除
三
〔
）
れ
た
事
例
と
し
て
は
、
ま
ず
、
一
九
八
七
年
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
事
件
が
挙
げ
ら

れ
る
。
事
案
は
武
装
強
盗
で
、
逮
捕
後
最
初
の
取
調
で
被
告
人
は
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
要
求
し
た
が
、
警
察
は
、
ま
だ
逮
捕
さ
れ

｛
腿
〉

て
い
な
い
他
の
被
疑
者
に
警
告
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
－
」
て
接
見
を
拒
否
し
た
。
被
告
人
は
、
そ
の
後
さ
ら
に
一
一
回
の
取
調
を
受

け
て
別
の
二
件
の
侵
入
窃
盗
を
自
白
し
た
が
、
本
件
強
盗
に
つ
い
て
は
否
認
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。
侵
入
窃
盗
で
訴
追
さ
れ
た
後
に
、
被

告
人
の
ソ
リ
シ
タ
ー
が
警
察
に
電
話
を
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
訴
追
さ
れ
た
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
が
接
見
は
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
直

後
に
被
告
人
は
も
う
一
度
取
調
を
受
け
て
強
盗
に
つ
い
て
自
白
し
た
。
強
盗
で
訴
追
さ
れ
た
後
に
や
っ
と
接
見
が
許
さ
れ
た
。

強
盗
で
の
有
罪
判
決
に
対
し
て
上
訴
が
な
さ
れ
た
。
上
訴
理
由
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
接
見
拒
否
を
正
当
と
認
め
た
こ
と
は
失
当
で

あ
る
こ
と
、
最
後
の
取
調
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
白
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
上
訴
裁
判
所
は
、
警
察
が
最
後
の

五
回
目
の
取
調
の
前
に
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
妨
害
し
た
事
実
に
つ
き
、
こ
れ
は
制
限
時
間
内
に
ソ
リ
シ
タ
ー
不
在
の
状
態
で
取
調

を
行
う
最
後
の
機
会
を
確
保
し
た
い
と
い
う
不
当
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
認
定
し
、
仮
に
被
告
人
が
最
後
の
取
調
の
前
に
接

見
を
し
て
い
た
ら
、
間
違
い
な
く
不
利
益
な
発
言
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
事
実
審
裁
判
官
は
七
八
条
の
下
で
裁
量
権
を
発
動
す

要
因
と
な
り
う
る
。

（
１
）
接
見
交
屋

す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
ね
×
帥
）

か
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
ｈ
ソ
、
こ
の
こ
と
は
自
白
が
排
除
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
も
同
様
に
妥
当
す
る
」
。

こ
れ
ら
の
基
本
的
な
原
則
を
踏
ま
え
た
上
で
、
自
白
に
対
す
る
七
八
条
の
適
用
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
検
討

九
八
四
年
法
は
五
八
条
に
接
見
交
通
権
に
関
す
る
詳
細
な
規
定
を
置
い
て
い
る
。
接
見
交
通
妨
害
は
当
然
七
八
条
発
動
の
重
大
な

１
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
交
通
権
の
侵
害
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べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。

（
師
）

一
九
八
九
年
の
パ
リ
ス
事
件
も
、
接
見
交
通
妨
害
を
理
由
に
七
八
条
の
発
動
が
認
め
ら
れ
た
事
案
で
あ
る
。
被
生
ロ
人
は
武
装
強
盗
の

容
疑
で
逮
捕
ざ
れ
面
会
禁
止
の
状
態
に
置
か
れ
て
い
た
。
最
初
の
取
調
で
、
被
告
人
は
質
問
へ
の
応
答
を
拒
み
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見

を
要
求
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
要
求
は
拒
絶
さ
れ
た
。
二
回
目
の
取
調
で
は
、
取
調
調
書
を
取
ら
な
い
こ
と
を
条
件
に
話
を
す
る
こ
と

に
同
意
し
て
自
白
し
た
。
ソ
リ
シ
タ
ー
が
同
席
し
た
三
回
目
の
取
調
で
は
、
被
告
人
は
黙
秘
し
た
。
事
実
審
裁
判
官
は
、
一
九
八
四
年

法
五
八
条
違
反
は
な
か
っ
た
と
判
示
し
た
。

被
告
人
の
上
訴
を
受
け
て
、
上
訴
裁
判
所
は
、
被
疑
者
を
面
会
禁
止
の
状
態
で
拘
束
す
る
権
限
を
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
に
も
適
用

で
き
る
と
し
た
警
察
の
解
釈
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
、
被
告
人
は
ソ
リ
シ
タ
ー
立
会
の
場
合
に
は
黙
秘
し
て
い
た
の
だ
か
ら
二
回
目
の
取

調
に
ソ
リ
シ
タ
ー
が
立
ち
会
っ
て
い
れ
ば
黙
秘
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
と
認
定
し
、
自
白
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。

（
棚
）

同
様
に
、
ヘ
ロ
イ
ン
等
密
売
の
事
案
で
あ
る
一
九
九
○
年
の
ゴ
ー
カ
ン
と
ハ
ッ
サ
ン
事
件
で
は
、
逮
捕
さ
れ
た
ト
ル
コ
人
の
被
』
ロ
人

が
、
素
養
に
欠
け
、
母
国
語
が
英
語
で
は
な
く
、
ソ
リ
シ
タ
ー
の
援
助
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
正
式
に
告
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
か
つ
、

取
調
開
始
時
に
ソ
リ
シ
タ
ー
を
立
ち
会
わ
せ
な
い
こ
と
が
一
般
的
な
実
務
の
あ
り
方
だ
と
告
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
上
訴
裁

判
所
は
、
自
白
は
七
八
条
の
下
で
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。

（
開
）

（
２
）
他
方
、
接
見
妨
聿
ロ
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
白
が
許
容
さ
れ
た
事
案
と
し
て
は
、
一
九
八
八
年
の
ア
ラ
デ
ィ
ス
事
件
が

あ
る
。
本
件
は
五
人
組
の
男
た
ち
に
よ
る
郵
便
局
強
盗
の
事
案
で
、
被
告
人
は
強
盗
団
の
一
員
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
。
捜
査
段
階
で
、

被
告
人
は
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
を
要
求
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
拒
絶
さ
れ
た
。
拒
否
の
理
由
は
大
量
の
臓
物
が
未
回
収
で
あ
り
警
察

が
捜
し
て
い
る
も
う
一
人
の
被
疑
者
が
逃
走
中
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
事
実
審
裁
判
官
は
こ
の
接
見
拒
否
を
容
認
し
、
被
告
人
は
有

罪
判
決
を
受
け
た
。
被
告
人
は
、
接
見
拒
否
は
一
九
八
四
年
法
と
実
務
規
範
に
違
反
す
る
の
で
、
自
白
の
許
容
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
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上
訴
裁
判
所
は
、
被
告
人
が
逮
捕
下
に
あ
り
、
被
告
人
の
家
は
彼
の
母
親
の
立
ち
会
い
の
下
に
捜
索
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
根
拠
に

（
す
な
わ
ち
、
接
見
を
許
し
て
も
鰄
物
の
回
収
や
逃
走
中
の
被
疑
者
の
発
見
確
保
を
妨
害
す
る
危
険
は
な
い
と
い
う
理
由
で
）
、
接
見
拒

否
を
容
認
し
た
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
自
体
は
不
当
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
被
告
人
は
事
実
審
に
お
い
て
、
接
見
妨
害
の
事

実
を
立
証
す
る
た
め
に
自
ら
証
人
台
に
立
っ
て
お
り
、
裁
判
所
は
、
証
人
席
で
の
被
告
人
の
態
度
を
根
拠
に
、
「
被
告
人
は
取
調
に
上

手
く
対
処
で
き
て
い
た
。
被
告
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
取
調
の
前
に
適
切
な
権
利
告
知
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
彼
は
権
利
告
知
の
意
義
を
理

解
し
て
お
り
、
自
ら
の
諸
権
利
を
認
識
し
て
い
た
」
と
認
定
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
ソ
リ
シ
タ
ー
の
立
ち
会
い
は
不
必
要
で
あ
っ
た
と
し

て
、
結
論
的
に
は
自
白
を
許
容
し
た
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
を
容
認
し
た
。

（
３
）
以
上
の
諸
事
例
か
ら
は
、
接
見
交
通
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
接
見
妨
害
の
回
数
や
妨
害
に
お
け
る
捜
査
官
の
悪
意
の
有
無
と

（
船
）

程
度
が
、
七
八
条
の
発
動
い
か
ん
に
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
一
応
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
ア
ラ
デ
ィ
ス
事
件
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
、
仮
に
違
反
が
存
在
し
て
い
て
も
、
実
質
的
に
そ
れ
が
被
告
人
の
防
御
に
何
ら
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に

（
師
）

は
、
七
八
条
は
発
動
さ
れ
な
い
と
す
る
例
も
あ
る
。

身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
処
遇
お
よ
び
取
調
に
つ
い
て
規
定
す
る
一
九
八
四
年
法
の
実
務
規
範
Ｃ
は
、
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
な

ど
の
取
調
に
際
し
て
は
、
「
適
切
な
成
人
」
の
立
会
を
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
要
求
に
反
す
る
こ
と
は
、
自
白
排
除
の
要
因
と
な
り
う

し
て
上
訴
し
た
。

る
○（
１
）
適
切
な
成
人
の
立
会
の
要
件
と
の
関
係
で
自
白
が
排
除
さ
れ
た
事
例
の
ひ
と
つ
に
、

２
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
な
ど
の
自
白
ｌ
適
切
な
成
人
の
立
会
Ｉ

（
鯛
）

九
九
一
二
年
の
ウ
ィ
ー
ク
ス
事
件
が
あ
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（
ｗ
）

や
は
り
自
白
が
排
除
さ
れ
た
事
例
と
し
て
、
一
九
九
一
二
年
の
グ
レ
イ
ブ
ス
事
件
が
あ
る
。
本
件
は
、
侵
入
窃
盗
の
上
、
罪
証
隠
滅
の

目
的
で
家
屋
に
放
火
し
、
そ
の
結
果
住
人
を
煙
に
よ
っ
て
窒
息
死
さ
せ
た
殺
人
の
事
案
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
当
時
一
六
歳
で
、
一
九

る
。
被
告
人
は
当
時
一
六
歳
で
、
街
角
で
通
行
人
が
貴
金
属
を
強
奪
さ
れ
た
と
い
う
強
盗
の
共
謀
容
疑
で
、
当
該
事
件
が
発
生
し
た
、

少
年
ギ
ャ
ン
グ
団
が
た
む
ろ
す
る
街
で
逮
捕
さ
れ
、
訴
追
さ
れ
た
。
被
告
人
が
こ
の
事
件
に
関
わ
っ
た
こ
と
を
直
接
証
明
し
う
る
証
人

は
い
な
か
っ
た
。
被
告
人
は
逮
捕
さ
れ
る
と
警
察
車
両
に
乗
せ
ら
れ
、
い
く
つ
か
の
質
問
に
対
し
て
強
盗
へ
の
関
与
を
否
定
し
、
他
の

少
年
の
犯
行
で
あ
る
と
い
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
被
告
人
は
他
の
少
年
た
ち
と
「
見
張
り
」
を
し
た
こ
と
「
何
か
を
盗
っ
た
」
こ
と

を
認
め
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
そ
の
晩
問
題
の
貴
金
属
を
盗
ん
だ
が
、
自
分
が
や
っ
た
の
で
は
な
い
と
述
べ
た
。
全
て
の
会
話
は
適
切

な
成
人
の
立
会
の
下
で
録
音
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
公
判
で
、
弁
護
人
は
、
問
題
の
会
話
は
実
務
規
範
Ｃ
の
一
三
条
一
項
に
違

反
す
る
の
で
、
一
九
八
四
年
法
七
六
条
ま
た
は
七
八
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
事
実
審
裁
判
官
は
、

当
該
会
話
は
取
調
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
、
証
拠
を
許
容
し
た
。

被
告
人
は
、
事
実
審
裁
判
官
が
会
話
を
許
容
し
た
こ
と
は
失
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
上
訴
し
た
。
上
訴
裁
判
所
は
以
下
の
よ
う
に
判

示
し
た
。
事
実
審
裁
判
官
は
、
警
察
の
質
問
行
為
に
つ
い
て
、
被
疑
者
の
行
動
に
つ
い
て
断
片
的
に
質
問
す
る
こ
と
と
、
通
常
警
察
署

で
行
わ
れ
る
正
式
な
形
態
の
取
調
と
を
区
別
し
て
い
る
。
両
者
の
区
別
は
困
難
で
あ
る
が
、
た
と
え
会
話
が
街
中
や
警
察
車
両
の
中
で

行
わ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
実
務
規
範
Ｃ
一
三
条
一
項
は
発
動
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
当
該
会
話
の
最
初
の
部
分
は
「
取

調
」
に
は
あ
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
実
務
規
範
の
適
用
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
被
告
人
が
自
白
を
始
め
た
時
点
以
降
は
、
適
切
な

成
人
の
立
会
が
要
求
さ
れ
る
ぺ
き
で
あ
っ
た
。
当
該
会
話
は
全
体
と
し
て
「
取
調
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
実
務
規
範
Ｃ

一
三
条
一
項
の
違
反
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
会
話
は
一
九
八
四
年
法
七
八
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
。
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上
訴
裁
判
所
は
、
も
し
、
被
告
人
が
本
当
に
取
調
と
取
調
の
間
に
法
的
助
言
を
受
け
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
後
の
自
白
に
継
続
的
な

障
害
が
存
在
し
た
と
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
実
際
に
は
被
告
人
は
法
的
助
一
一
一
一
口
を
受
け
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
’
二
月
一
六
日

事
実
審
で
は
自
白
排
除
が
問
題
と
な
り
、
一
二
月
一
六
日
の
自
白
は
一
九
八
四
年
法
七
六
条
二
項
の
下
で
排
除
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
二
月
一
一
四
日
の
自
白
に
つ
い
て
は
、
こ
の
自
白
も
一
二
月
一
六
日
の
自
白
の
許
容
性
を
損
な
っ
た
行
為
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
い
た

と
の
被
告
人
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
ｖ
事
実
審
裁
判
官
は
、
被
告
人
は
一
二
月
二
四
日
の
取
調
で
は
権
利
告
知
を
受
け
て
い
た
こ
と
、

そ
し
て
、
’
二
月
一
六
日
と
一
一
四
日
の
問
に
法
的
助
言
を
受
け
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
一
一
一
月
一
一
四
日
の
取
調
の
録
音
テ
ー

プ
を
聴
い
た
上
で
、
以
前
の
取
調
に
存
在
し
て
い
た
有
害
な
影
響
は
一
二
月
二
四
日
に
は
も
は
や
存
在
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、

自
白
は
圧
迫
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
被
告
人
の
発
言
の
信
用
性
を
損
な
う
類
の
一
一
一
一
口
動
の
結
果
と
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で

も
な
い
と
判
示
し
た
。

八
九
年
一
二
月
一
六
日
に
最
初
の
取
調
を
受
け
た
が
、
こ
の
取
調
は
そ
も
そ
も
侵
入
窃
盗
に
関
す
る
も
の
で
殺
人
に
関
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
取
調
に
は
被
告
人
の
ソ
リ
シ
タ
ー
の
代
理
人
が
立
ち
会
っ
た
が
、
一
九
八
四
年
法
の
実
務
規
範
Ｃ
三
条
一
四
項
の
規
定

す
る
適
切
な
成
人
の
立
会
は
な
か
っ
た
。
取
調
の
間
、
被
告
人
が
侵
入
窃
盗
を
否
定
す
る
た
び
に
、
ま
た
何
も
い
う
気
は
な
い
と
い
う

た
び
に
、
取
調
官
は
質
問
に
は
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
告
げ
て
い
た
。
取
調
中
に
被
告
人
は
少
な
く
と
も
九
回
は
侵
入
窃
盗
へ
の

関
与
を
否
定
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
否
認
は
捜
査
官
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
ソ
リ
シ
タ
ー
の
代
理
人
は
取
調
行
為
を
遮
っ
た
り

異
議
を
唱
え
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
最
終
的
に
被
告
人
は
、
「
僕
の
せ
い
じ
ゃ
な
い
…
…
彼
女
を
殺
す
気
は
な
か
っ
た
」
と
い
っ
た
。

同
日
、
二
回
目
の
取
調
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
被
告
人
の
父
親
が
適
切
な
成
人
と
し
て
立
ち
会
っ
た
。
一
九
八
九
年
一
二
月
一
一
四

日
に
被
告
人
は
も
う
一
度
取
調
を
受
け
た
。
今
回
は
そ
れ
ま
で
と
は
違
う
警
察
官
が
取
調
に
あ
た
り
法
的
な
代
理
人
が
立
ち
会
い
、
被

告
人
は
明
ら
か
に
任
意
に
自
白
し
た
。
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の
影
響
は
警
察
官
の
交
代
や
権
利
告
知
に
よ
っ
て
消
滅
せ
ず
二
四
日
ま
で
継
続
し
て
い
た
と
認
定
し
、
有
罪
判
決
を
破
棄
し
た
。

（
卯
）

（
２
）
一
九
九
七
年
の
ロ
ウ
・
ソ
ン
プ
ソ
ン
事
件
は
、
精
神
障
室
ロ
が
う
た
が
わ
れ
る
者
の
取
調
に
適
切
な
成
人
の
立
会
が
な
か
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
自
白
が
許
容
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
。
被
告
人
は
知
的
水
準
の
高
い
若
い
男
性
で
あ
っ
た
が
、
ア
ス
ペ
ル
ガ
ー
症
候
群

（
少
の
己
の
長
の
［
》
の
の
百
ｓ
・
曰
の
）
で
あ
っ
た
。
同
症
候
群
の
特
徴
は
、
強
迫
観
念
、
過
剰
な
固
定
観
念
、
そ
し
て
ル
ー
ル
や
慣
習
に
対
す

る
強
度
の
固
執
に
あ
る
が
、
被
告
人
は
そ
の
症
状
の
影
響
に
よ
っ
て
、
自
分
の
母
親
を
悪
魔
と
信
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

被
告
人
が
休
暇
明
け
で
寄
宿
舎
に
帰
る
直
前
、
母
親
が
部
屋
で
ア
イ
ロ
ン
が
け
を
し
て
い
る
と
、
被
告
人
が
肉
切
り
包
丁
を
手
に

「
お
ま
え
を
殺
す
」
と
叫
び
な
が
ら
近
づ
い
て
き
た
の
で
、
母
親
は
被
告
人
の
手
を
つ
か
ん
で
助
け
を
呼
ん
だ
。
彼
女
の
内
縁
の
夫
が

こ
れ
を
聞
き
つ
け
、
被
告
人
を
部
屋
か
ら
引
き
ず
り
出
し
た
が
、
被
告
人
は
母
親
を
殺
す
と
叫
び
続
け
て
い
た
。
警
察
が
呼
ば
れ
、
警

察
官
が
被
告
人
に
そ
の
包
丁
は
何
の
た
め
の
も
の
か
と
尋
ね
る
と
、
被
告
人
は
「
母
親
を
殺
す
こ
と
が
仕
事
だ
」
と
答
え
た
。
権
利
告

知
を
受
け
た
と
き
に
、
被
告
人
は
「
あ
な
た
を
傷
つ
け
る
つ
も
り
は
な
い
。
母
親
を
殺
す
つ
も
り
し
か
な
い
」
と
発
言
し
た
。
被
告
人

は
警
察
署
で
精
神
科
医
の
診
察
を
受
け
た
が
、
精
神
科
医
は
取
調
は
可
能
だ
と
述
べ
た
。
警
察
は
適
切
な
成
人
の
立
会
を
求
め
よ
う
と

し
た
が
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
が
警
察
に
対
し
て
そ
れ
は
必
要
な
い
と
告
げ
た
た
め
、
被
告
人
は
ソ
リ
シ
タ
ー
の
立
ち
会
い
の
下

で
取
調
を
受
け
、
母
親
を
殺
す
つ
も
り
で
あ
っ
た
こ
と
、
機
会
が
あ
れ
ば
も
う
一
度
や
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

事
実
審
に
お
い
て
、
犯
行
現
場
で
の
権
利
告
知
前
の
発
言
は
排
除
さ
れ
た
が
、
取
調
で
の
発
言
は
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
。
精
神
科
医

は
、
被
告
人
は
彼
の
母
親
に
危
害
を
加
え
他
者
に
も
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
人
格
障
害
か
も
し
れ
な
い
が
精
神
病
で
は
な
い
と

証
言
し
た
。
被
告
人
は
自
ら
の
行
為
の
性
質
と
意
味
は
理
解
し
て
い
た
が
、
そ
れ
が
悪
い
と
い
う
概
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
状
態

で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
精
神
異
常
を
根
拠
に
無
罪
の
答
弁
を
す
る
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
被
告
人
は
こ
の
手
続
を
選
択
し
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
陪
審
に
求
め
ら
れ
た
の
は
、
殺
人
の
故
意
の
有
無
の
判
断
だ
け
で
あ
り
、
殺
人
未
遂
で
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
。
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イ
ギ
リ
ス
法
は
伝
統
的
に
、
「
お
と
り
」
を
使
っ
て
被
疑
者
を
扇
動
し
、
本
来
は
犯
す
意
思
の
な
か
っ
た
犯
罪
に
関
与
さ
せ
る
と
い

（
川
）

う
意
味
で
の
「
わ
な
」
に
つ
い
て
、
抗
弁
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
仮
に
「
わ
な
」
が
存
在
し
て
も
、
そ
れ
を
理
由
に
証
拠
排
除
を
要

求
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
九
八
四
年
法
七
八
条
も
、
こ
の
意
味
で
の
純
粋
な
「
わ
な
」
に
つ
い
て
は

こ
れ
に
対
し
て
、
被
告
人
側
か
ら
、
取
調
に
適
切
な
成
人
の
立
会
が
な
か
っ
た
こ
と
は
自
白
の
許
容
性
を
損
な
う
と
し
て
上
訴
が
な

さ
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
弁
護
人
は
適
切
な
成
人
は
精
神
的
弱
者
に
と
っ
て
そ
の
存
在
自
体
が
重
要
な
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
で
あ
る
と
主

張
し
た
。
他
方
、
訴
追
側
は
、
適
切
な
成
人
と
は
、
不
公
正
な
取
調
か
ら
被
疑
者
を
保
護
す
る
役
割
を
担
う
の
で
は
な
く
、
公
正
か
つ

適
切
な
取
調
の
中
で
被
疑
者
を
援
助
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
た
と
え
ば
黙
秘
を
す
る
よ
う
助
言
す
る
程
度
の

役
割
し
か
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
と
反
論
し
た
。

裁
判
所
は
上
訴
を
棄
却
し
た
。
ま
ず
、
一
九
八
四
年
法
七
六
条
二
項
す
な
わ
ち
自
白
法
則
の
適
用
の
可
否
に
つ
い
て
は
、
問
題
の
自

白
が
適
切
な
成
人
が
い
な
か
っ
た
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
事
実
や
、
ま
た
は
適
切
な
成
人
が
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
状

況
で
問
題
の
自
白
の
信
用
性
を
損
な
う
危
険
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
拠
は
存
在
し
な
い
の
で
、
自
白
法
則
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判

示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
残
る
問
題
は
七
八
条
一
項
の
適
用
の
有
無
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
弁
護
人
は
、
精
神
に
障
害
の
あ
る

被
告
人
が
適
切
な
成
人
の
立
会
な
し
に
取
調
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
裁
量
権
に
よ
っ
て
当
然
に
証
拠
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
主
張

し
て
い
る
が
、
被
告
人
の
症
状
に
照
ら
す
な
ら
ば
、
適
切
な
成
人
が
い
て
も
い
な
く
と
も
被
告
人
が
自
白
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
適
切
な
成
人
の
立
会
が
な
か
っ
た
こ
と
は
七
八
条
に
い
う
不
公
正
に
は
あ
た
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
当
該
取
調
証
拠
は
状

況
に
か
か
わ
ら
ず
排
除
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
主
張
に
は
理
由
が
な
い
と
結
論
づ
け
た
。

３
取
調
に
お
け
る
詐
術
、
欺
岡
ま
た
は
隠
密
的
警
察
活
動
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（
皿
）

カ
バ
ー
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
発
犯
罪
の
捜
査
に
お
け
る
被
疑
者
取
調
で
、
自
白
を
獲
得
す
る
た
め
に
詐
術
、
欺

岡
ま
た
は
隠
密
的
活
動
が
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
七
八
条
の
発
動
い
か
ん
が
問
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

〈
卯
）

（
１
）
ま
ず
は
、
自
白
が
排
除
ぺ
ご
れ
た
事
例
の
い
く
つ
か
を
見
て
み
よ
う
。
一
九
八
七
年
の
メ
イ
ソ
ン
事
件
の
被
告
人
は
放
火
の
疑

い
で
逮
捕
さ
れ
た
。
警
察
は
被
告
人
お
よ
び
彼
の
ソ
リ
シ
タ
ー
に
対
し
、
瓶
の
破
片
か
ら
被
告
人
の
指
紋
が
採
取
さ
れ
た
旨
の
虚
偽
の

情
報
を
故
意
に
与
え
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
被
告
人
は
問
題
の
瓶
に
触
れ
た
こ
と
を
認
め
た
。
事
実
審
裁
判
官
は
、
被
告
人
が
自
ら
の

権
利
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
お
よ
び
ソ
リ
シ
タ
ー
が
立
ち
会
っ
て
い
た
こ
と
を
理
由
に
、
そ
の
後
に
得
ら
れ
た
自
白
を
許
容
し
た
。
被

告
人
の
上
訴
に
対
し
、
上
訴
裁
判
所
は
、
警
察
が
被
告
人
の
み
な
ら
ず
ソ
リ
シ
タ
ー
を
も
欺
岡
し
て
い
た
点
を
重
視
し
、
こ
の
欺
岡
は

被
告
人
か
ら
黙
秘
権
行
使
の
方
法
に
つ
い
て
の
専
門
的
助
言
を
受
け
る
権
利
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
と
認
定
し
、
し
た
が
っ
て
一
九
八

四
年
法
七
八
条
に
よ
っ
て
自
白
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。

（
汎
）

次
に
、
一
九
八
七
年
の
Ｈ
事
件
で
あ
る
。
被
告
人
は
女
友
達
を
強
姦
し
た
と
し
て
逮
捕
さ
れ
た
の
だ
が
、
〈
口
意
の
上
で
の
性
行
為
で

あ
っ
た
と
抗
弁
し
て
処
分
保
留
の
ま
ま
釈
放
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
警
察
は
、
告
訴
人
の
同
意
を
得
て
彼
女
の
電
話
機
に
録
音
装
置
を

設
置
し
、
被
告
人
と
告
訴
人
と
の
電
話
通
話
を
録
音
し
た
。
会
話
中
告
訴
人
は
、
被
告
人
に
対
し
て
当
該
通
話
は
録
音
さ
れ
て
い
な
い

と
嘘
を
つ
い
て
い
た
。
被
告
人
は
、
か
か
る
証
拠
収
集
手
段
は
身
柄
拘
束
中
お
よ
び
取
調
中
の
被
疑
者
保
護
を
目
的
と
す
る
実
務
規
範

Ｃ
に
違
反
す
る
と
主
張
し
て
録
音
テ
ー
プ
の
証
拠
排
除
を
求
め
た
。
裁
判
官
は
、
こ
の
主
張
を
認
め
て
証
拠
を
排
除
し
た
。

（
”
）

一
九
九
一
年
の
ギ
ャ
リ
ー
・
ブ
レ
ー
ク
事
件
。
被
告
人
は
、
銀
行
詐
欺
事
件
に
か
か
わ
っ
た
と
二
〔
一
れ
る
一
一
一
人
の
銀
行
員
の
一
人
で

あ
り
、
「
内
情
通
報
者
、
ス
パ
イ
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
目
さ
れ
て
い
た
。
彼
ら
は
、
詐
欺
行
為
の
際
の
証
人
と
の
電
話
で
の
会

話
で
用
い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
文
言
を
テ
ー
プ
に
録
音
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
際
に
は
権
利
告
知
も
与
え
ら
れ
ず
、
ま
た
録
音
を
拒
む
こ

と
が
で
き
る
こ
と
も
、
法
的
助
言
を
要
求
で
き
る
こ
と
も
告
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
該
録
音
テ
ー
プ
を
聴
か
さ
れ
た
証
人
が
、
該
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交
番
で
の
被
告
人
の
自
白
は
、
七
六
条
二
項
（
ｂ
）
お
よ
び
七
八
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
「
そ
の
事
実
が
な
い

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
の
声
が
確
認
さ
れ
た
と
告
げ
る
」
な
ど
、
こ
れ
は
「
完
全
な
る
誤
導
」
で
あ
り
、
取
調
は
当
該
交
番
で
は

な
く
警
察
署
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
諸
権
利
に
つ
い
て
の
告
知
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

後
に
警
察
署
で
行
わ
れ
た
取
調
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
適
切
に
実
施
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
「
警
察
署
で
は
な
く
交
番
で
の
ド
ラ

マ
チ
ッ
ク
な
で
き
ご
と
」
の
直
後
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
「
二
人
の
上
級
警
察
官
に
よ
る
遺
憾
な
失
態
」
の
重
畳
的
な
影

響
が
あ
る
と
さ
れ
、
や
は
り
七
六
条
お
よ
び
七
八
条
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た
。

｛
ｗ
｝

一
九
九
一
一
年
の
プ
ラ
イ
ス
事
件
。
あ
る
秘
密
捜
査
官
が
盗
難
車
の
バ
イ
ヤ
ー
を
装
い
、
被
告
人
の
携
帯
電
話
に
自
動
車
の
買
い
取
り

に
つ
い
て
問
い
合
わ
せ
の
電
話
を
か
け
た
。
そ
し
て
、
要
す
る
に
当
該
車
両
は
何
時
盗
ま
れ
た
も
の
な
の
か
を
質
問
し
た
と
こ
ろ
、
回

り
く
ど
い
物
言
い
で
は
あ
っ
た
が
二
日
ほ
ど
前
で
あ
る
旨
の
返
答
を
得
た
。
後
に
ス
ミ
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
地
区
で
直
接
対
面
し
た
と
こ
ろ
、

今
度
は
明
確
な
表
現
で
返
答
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
被
告
人
は
逮
捕
さ
れ
た
。
警
察
署
で
の
録
音
さ
れ
た
取
調
に
お
い
て
被
告
人
は

「
ノ
ー
・
コ
メ
ン
ト
」
を
繰
り
返
す
の
み
で
あ
っ
た
が
、
警
察
は
、
被
告
人
は
当
該
取
調
終
了
後
に
問
題
の
高
級
車
を
極
め
て
廉
価
で

購
入
し
た
旨
を
自
ら
進
ん
で
自
白
し
た
と
主
張
し
た
。

有
罪
判
決
に
対
し
て
、
被
告
人
は
、
電
話
で
の
や
り
と
り
と
逮
捕
前
に
捜
査
官
と
直
接
対
面
し
て
な
さ
れ
た
会
話
に
つ
い
て
同
時
記

白
を
繰
り
返
し
た
。

当
者
を
一
二
人
か
ら
二
人
に
ま
で
絞
り
込
ん
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
が
被
告
人
で
あ
っ
た
。
被
告
人
は
、
警
察
署
（
ｂ
○
一
一
・
の
の
己
‐

（
卵
）

（
一
・
口
）
で
は
な
く
交
番
（
で
。
｝
］
・
の
・
霊
・
の
）
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
権
利
告
知
を
受
け
た
上
で
取
調
を
受
け
、
彼
の
声
が
証
人
に
よ
っ

て
特
定
さ
れ
た
と
虚
偽
の
情
報
を
告
げ
ら
れ
た
結
果
自
白
し
た
。
こ
の
と
き
、
本
来
行
わ
れ
る
ぺ
き
同
時
記
録
は
行
わ
れ
ず
、
ま
た
被

告
人
に
示
さ
れ
る
べ
き
事
後
記
録
も
作
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
警
察
署
に
身
柄
を
移
し
て
取
調
が
行
わ
れ
被
告
人
は
白

119（熊本法学116号'0９



論 説

（
郷
）

（
２
）
他
方
、
自
白
が
許
容
二
、
ど
れ
た
事
件
と
し
て
、
ま
ず
、
一
九
八
九
年
の
イ
ェ
レ
ン
と
カ
ッ
ッ
事
件
が
あ
る
。
事
案
は
虚
偽
会
計

報
告
の
共
謀
で
あ
っ
た
。
警
察
は
、
す
で
に
取
り
調
べ
た
共
同
被
告
人
に
頼
み
、
い
ま
だ
取
調
を
行
っ
て
い
な
い
被
告
人
と
共
同
被
告

人
と
の
間
の
会
話
を
録
音
さ
せ
た
。
こ
の
会
話
の
中
で
、
被
告
人
は
、
共
同
被
告
人
が
警
察
に
は
何
も
話
し
て
い
な
い
旨
の
嘘
を
つ
い

た
後
に
、
様
々
な
自
己
負
罪
供
述
を
行
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
証
拠
と
な
り
、
被
告
人
は
有
罪
判
決
を
受
け
た
。

被
告
人
は
録
音
手
続
の
不
当
性
を
理
由
に
上
訴
し
た
が
棄
却
さ
れ
た
。
棄
却
の
理
由
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
ま
ず
、
た
と
え

被
告
人
と
共
同
被
告
人
の
間
の
録
音
さ
れ
た
会
話
に
「
わ
な
」
の
要
素
が
あ
る
と
し
て
も
、
換
言
す
れ
ば
被
告
人
に
は
秘
密
で
警
察
の

依
頼
に
よ
っ
て
共
同
被
告
人
が
録
音
し
て
い
た
と
し
て
も
、
当
該
会
話
が
共
同
被
告
人
に
よ
っ
て
不
公
正
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
い
限

り
、
当
該
録
音
は
許
容
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
た
と
え
当
該
戦
術
に
お
い
て
「
わ
な
」
の
要
素
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い

と
し
て
も
、
録
音
テ
ー
プ
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
共
同
被
告
人
に
会
い
た
が
り
話
し
た
が
っ
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
被
告
人
を

誘
導
・
欺
岡
し
て
自
白
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
ら
、
排
除
の
必
要
は
な
い
。
ま
た
、
実
務
規
範
Ｃ
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
者
を
保
護
す

る
た
め
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
犯
罪
捜
査
を
妨
害
す
る
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
被
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
証
拠
は
、
実
務
規
範
Ｃ
の
身
柄
拘
束
に
関
す
る
規
定
を
潜
脱
す
る
目
的
を
も
っ
て
獲
得
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。

録
が
作
成
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
録
音
さ
れ
た
取
調
の
終
了
後
の
や
り
と
り
の
前
に
権
利
告
知
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

た
こ
と
を
理
由
に
上
訴
し
た
。
上
訴
裁
判
所
は
、
電
話
で
の
会
話
と
逮
捕
前
の
会
話
に
つ
い
て
、
会
話
内
容
の
正
確
性
な
い
し
信
用
性

を
担
保
す
る
記
録
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
証
拠
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
取
調
録
音
終
了
後
に
被
告
人
が
供

述
を
始
め
た
と
さ
れ
る
時
点
で
権
利
告
知
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
か
る
状
況
で
な
さ
れ
た
自
白
を
証
拠
と
し
て
認

め
る
こ
と
は
、
権
利
告
知
を
求
め
る
規
定
を
無
意
味
に
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
看
過
で
き
な
い
と
し
て
、
こ
れ
も
排
除
さ
れ
る
べ
き
と

し
た
。
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（
的
）

次
に
一
九
九
一
一
年
の
〃
／
リ
ス
ト
ウ
事
件
を
検
討
す
る
。
宝
石
窃
盗
団
の
摘
発
の
任
に
あ
た
っ
た
秘
密
捜
査
官
ら
は
、
宝
石
の
故
買
人

を
装
い
、
偽
装
店
舗
を
設
置
し
て
、
彼
ら
に
盗
品
の
宝
石
を
売
却
し
よ
う
と
し
た
被
告
人
ら
を
含
む
顧
客
に
接
触
す
る
と
と
も
に
、
そ

の
際
の
会
話
の
様
子
を
隠
し
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
と
マ
イ
ク
で
記
録
し
た
。
そ
の
記
録
か
ら
、
被
告
人
ら
が
特
定
の
地
域
に
お
い
て
宝
石
窃

盗
を
行
っ
た
事
実
を
推
認
さ
せ
る
情
報
が
獲
得
さ
れ
た
。
被
告
人
側
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
被
疑
者
か
ら
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
は

被
疑
者
取
調
を
規
律
す
る
実
務
規
範
Ｃ
に
違
反
す
る
の
で
、
当
該
証
拠
は
排
除
き
れ
る
べ
き
旨
の
主
張
が
な
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
上
訴
裁
判
所
は
、
当
該
捜
査
活
動
に
は
何
ら
の
不
公
正
も
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
証
拠
排
除
の
必
要
性
は
な
い
と

判
示
し
た
。
つ
ま
り
、
警
察
の
こ
の
行
為
は
「
わ
な
」
と
は
認
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
警
察
官
は
「
お
と
り
捜
査
官
」
と

し
て
行
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
問
題
の
犯
罪
を
誘
発
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
被
告
人
ら
の
自
己
負
罪

発
言
は
、
既
発
の
侵
入
窃
盗
ま
た
は
不
正
取
引
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
該
店
舗
の
存
在
意
義
は
詐
欺
ま
た
は
詐
術
を
用
い
て
訪

問
者
か
ら
自
己
負
罪
拒
否
特
権
を
剥
奪
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
旨
の
主
張
が
な
さ
れ
た
が
、
上
訴
は
棄
却
さ
れ
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
と
っ

て
不
利
益
な
証
拠
を
生
み
出
す
詐
術
の
全
て
が
不
公
正
を
理
由
と
す
る
排
除
に
帰
結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
判
示
が
な
さ
れ
た
。

（
３
）
以
上
の
諸
事
例
か
ら
読
み
と
れ
る
裁
判
所
の
姿
勢
に
つ
い
て
、
少
し
整
理
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
Ｈ
事
件
と
イ
ェ
レ
ン
と
カ
ッ
ッ
事
件
は
、
両
者
と
も
会
話
の
秘
密
録
音
の
是
非
が
問
題
と
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｈ
事

件
で
は
会
話
内
容
が
排
除
さ
れ
、
イ
ェ
レ
ン
と
カ
ッ
ッ
事
件
で
は
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
秘
密
録
音
の
な
さ

れ
た
時
期
に
あ
る
。
Ｈ
事
件
で
は
、
被
告
人
は
す
で
に
一
度
逮
捕
ざ
れ
取
調
を
受
け
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の

取
扱
お
よ
び
取
調
手
続
全
般
に
つ
い
て
規
定
す
る
実
務
規
範
Ｃ
の
保
護
下
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
に
対
し
て
、
イ
ェ
レ
ン
と
カ
ッ
ッ
事

件
の
被
告
人
は
い
ま
だ
取
調
も
身
柄
拘
束
も
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
実
務
規
範
Ｃ
は
発
動
し
て
い
な
い
か
ら
、
被
告
人
は
実

務
規
範
の
干
渉
を
受
け
な
い
存
在
な
の
で
、
警
察
の
行
っ
た
秘
密
録
音
は
実
務
規
範
潜
脱
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

1２１（熊本法学116号『0９



論 説

本
稿
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
白
法
則
の
補
完
手
段
と
し
て
の
「
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
証
拠
排
除
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
の
検
討
作
業
を
通
じ
て
気
付
い
た
こ
と
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
１
）
ま
ず
、
「
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
コ
モ
ン
・
ロ
－
と
現
行
法
と
の
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
相
違
な
い

ま
た
、
ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
と
プ
ラ
イ
ス
事
件
を
比
較
す
る
と
、
両
事
件
と
も
に
秘
密
捜
査
官
と
の
会
話
に
お
い
て
自
白
が
な
さ
れ
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
で
は
自
白
が
許
容
さ
れ
、
プ
ラ
イ
ス
事
件
で
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
の
会
話
は
録
音
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
会
話
内
容
の
正
確
性
と
信
用
性
が
担
保
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
プ

ラ
イ
ス
事
件
の
会
話
は
録
音
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
決
定
的
に
異
な
る
と
判
示
さ
れ
て
い
る
。
プ
ラ
イ
ス
事
件
の
会
話
を
証
拠
と
し
て

認
め
る
こ
と
は
、
権
利
告
知
な
し
で
の
取
調
を
一
般
的
に
認
め
る
こ
と
に
等
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

同
様
の
考
慮
は
、
ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
に
も
見
ら
れ
る
。
ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
で
は
、
偽
装
店
舗
に
お
け
る
秘
密
捜
査
官
と
被
告
人
の
会

話
は
実
務
規
範
Ｃ
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
権
利
告
知
が
必
要
で
あ
っ
た
と
の
異
議
申
し
立
て
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、

こ
の
主
張
は
却
下
さ
れ
た
。
却
下
の
理
由
は
、
実
務
規
範
Ｃ
は
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
や
取
調
中
の
被
疑
者
な
ど
警
察
か
ら
の
不
当
な

扱
い
や
圧
迫
を
受
け
る
危
険
性
が
高
い
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
ク
リ
ス
ト
ウ
事
件
の
捜
査
官
は
、
実
際
に
は
偽
装
で

あ
っ
た
と
は
い
え
、
事
件
当
時
は
形
式
的
に
は
鰄
物
売
買
人
同
士
と
し
て
対
等
の
立
場
で
会
話
し
て
い
た
の
で
、
実
務
規
範
Ｃ
の
保
護

（
川
）

は
及
ば
な
い
し
」
い
う
の
で
あ
る
。

七
む
す
び
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第
一
に
、
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
取
調
に
お
け
る
「
適
切
な
成
人
」
の
存
在
意
義
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
未
成
年

者
等
の
取
調
に
適
切
な
成
人
の
立
会
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
い
て
も
現
行
法
下
で
も
同
様
で
あ
り
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー

で
は
裁
判
官
準
則
に
規
定
が
あ
っ
た
し
、
現
行
法
で
は
実
務
規
範
Ｃ
が
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
両
者
の
機
能
に
は

若
干
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
下
で
の
適
切
な
成
人
の
要
件
は
、
取
調
の
公
正
性
の
担
保
を
目
的
と
す
る
と

同
時
に
、
未
成
年
者
や
精
神
障
害
者
の
供
述
は
本
質
的
に
信
用
性
に
欠
け
る
危
険
性
が
高
い
た
め
に
特
に
そ
の
保
護
に
注
意
を
払
う
こ

く
Ⅲ
）

と
考
慮
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
現
行
法
下
で
は
、
適
切
な
成
人
に
期
待
さ
れ
る
べ
き
、
不
公
正
か
ら
の
弱
者
保
護

（
皿
）

と
い
う
機
能
が
弱
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
田
も
わ
せ
る
事
例
が
存
在
す
る
。

第
二
に
、
ソ
リ
シ
タ
ー
と
の
接
見
交
通
の
位
置
づ
け
に
も
違
い
が
あ
る
。
被
疑
者
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
権
利
の
ひ
と
つ
で
あ
る
接

見
交
通
権
を
妨
害
す
る
こ
と
は
、
昔
も
今
も
裁
量
権
発
動
の
た
め
の
重
大
な
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
行
法
下
の
実
務
に

お
い
て
は
、
接
見
交
通
が
被
疑
者
の
供
述
の
姿
勢
に
現
実
に
与
え
た
影
響
が
よ
り
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
被
疑
者
の
行

動
に
照
ら
し
て
、
仮
に
接
見
が
な
さ
れ
て
も
自
白
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
し
て
接
見
妨
害
が
許
容
さ
れ
た
事
例
が
見
ら
れ

｛
皿
）

（
川
）

る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
少
な
く
と
も
当
該
事
例
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
が
戦
術
を
誤
っ
た
だ
け
と
い
う
評
価
も
あ
る
か
ら
、
必

ず
し
も
一
般
化
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
で
は
裁
判
官
準
則
上
の
要
請
で
あ
っ
た
接
見
交
通
権
川
口
方

が
、
現
在
で
は
一
九
八
四
年
法
五
八
条
に
規
定
を
置
い
て
い
る
点
も
あ
わ
せ
て
老
量
え
る
な
ら
ば
、
接
見
交
通
の
重
要
性
は
や
は
り
事
実
肥
１学

上
後
退
し
て
い
る
と
い
鱈
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

法本

（
２
）
次
に
、
一
九
八
四
年
法
七
八
条
す
な
わ
ち
現
行
の
排
除
裁
量
の
適
用
に
際
し
て
見
ら
れ
る
特
徴
を
確
認
し
て
お
く
。

熊

（
順
）

第
一
に
、
七
八
条
を
適
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
明
確
か
つ
一
般
的
な
指
針
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
四

し
変
化
が
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



論 説

■ハノ○

（
川
）

解
す
う
Ｃ
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

第
二
に
、
七
八
条
は
、
一
九
八
四
年
法
の
規
定
に
対
す
る
違
反
す
な
わ
ち
制
定
法
違
反
を
理
由
と
し
て
も
、
ま
た
、
一
九
八
四
年
法

の
実
務
規
範
違
反
を
理
由
と
し
て
も
発
動
さ
れ
う
る
が
、
上
訴
裁
判
所
は
、
排
除
根
拠
と
し
て
の
両
者
を
区
別
す
る
か
否
か
に
つ
い
て

（
、
）

見
解
を
示
す
一
」
と
を
回
避
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
制
定
法
違
反
と
実
務
規
範
違
反
の
間
に
排
除
根
拠
と
し
て
の
区
別
は
な
い
と
理

（
伽
）

八
七
年
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
事
件
に
お
い
て
は
、
「
七
八
条
の
裁
判
官
の
裁
量
権
や
裁
判
官
に
固
有
の
権
限
を
行
使
す
べ
き
方
法
に
関
－
」
て
、

一
般
的
な
指
針
を
設
け
る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
。
状
況
は
無
限
に
変
化
し
う
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
し
、
一
九
八
九

〈
、
）

年
の
パ
リ
ス
事
件
で
は
、
「
全
て
の
事
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
事
実
に
基
づ
い
て
判
断
ぺ
こ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
、
違
反
の
事
実
に（
噸
｝

よ
っ
て
被
告
人
の
供
述
が
必
ず
許
容
性
を
欠
く
と
は
限
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
ぺ
ご
ら
に
、
一
九
八
九
年
の
イ
ェ
レ
ン
と
カ
ッ
ッ
事
件

で
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
件
を
め
ぐ
る
諸
状
況
は
ほ
と
ん
ど
常
に
異
な
っ
て
い
る
。
裁
判
官
は
、
た
と
え
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
て

も
、
そ
の
裁
量
権
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
異
な
る
見
解
を
採
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
七
八
条
の
発
動

基
準
は
定
立
さ
れ
て
い
な
い
。
よ
り
正
確
に
は
、
定
立
さ
れ
て
「
い
な
い
」
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
定
め
る
こ
と
を
裁
判
所
が
拒
ん

基
準
は
定
立
さ
れ
て
い
な
児
よ
胴

で
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

（
３
）
「
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
証
拠
排
除
」
に
関
す
る
歴
史
を
た
ど
る
と
き
、
そ
こ
に
は
あ
る
構
図
が
見
え
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、

か
っ
て
コ
モ
ン
・
ロ
－
に
お
い
て
自
白
法
則
を
補
完
す
る
た
め
に
生
ま
れ
た
裁
量
排
除
が
、
自
白
以
外
の
不
公
正
に
獲
得
さ
れ
た
証
拠

の
排
除
と
い
う
理
念
を
も
た
ら
し
、
こ
の
考
え
方
を
発
展
さ
せ
て
制
定
さ
れ
た
一
九
八
四
年
法
七
八
条
が
、
現
行
の
自
白
法
則
を
さ
ら

に
補
完
す
る
と
い
う
相
関
関
係
で
あ
る
。
こ
の
構
造
自
体
、
大
変
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き

こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
も
、
そ
う
ま
で
し
て
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
自
白
と
い
う
証
拠
の
危
険
な
性
格
に
つ
い
て
で
あ
る
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誤
判
防
止
の
見
地
か
ら
自
白
排
除
を
理
解
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
被
疑
者
保
護
の
要
請
に
従
っ
て
、
そ
の

信
用
性
が
極
め
て
高
い
と
推
測
さ
れ
る
自
白
の
排
除
を
認
め
る
こ
と
に
は
、
ど
う
し
て
も
抵
抗
感
が
残
る
。
そ
れ
に
も
か
か
ら
わ
ず
、

い
や
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
イ
ギ
リ
ス
法
は
、
被
疑
者
保
護
の
た
め
に
二
重
の
法
網
を
張
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
る
。
仮
に
自
白

が
排
除
さ
れ
た
と
し
て
も
、
「
残
り
の
証
拠
が
強
力
で
あ
れ
ば
、
…
…
排
除
の
結
果
か
ら
は
特
に
困
難
は
生
じ
な
い
け
れ
ど
も
、
…
…

（
川
）

残
り
の
証
拠
が
脆
弱
ま
た
は
存
在
し
な
い
事
例
に
お
い
て
こ
そ
、
。
：
。
：
こ
の
規
定
に
よ
る
保
護
が
最
も
要
求
さ
れ
る
」
。
自
白
排
除
に

よ
っ
て
有
罪
確
保
の
利
益
が
揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
よ
う
な
場
合
に
こ
そ
、
被
疑
者
保
護
の
た
め
に
遊
撃
的
に
機
能
し
う
る
不
公
正
排
除
裁

量
の
存
在
意
義
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
４
）
本
稿
で
は
、
二
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
裁
判
例
に
つ
い
て
は
検
討
の
対
象
と
し
な
か
っ
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
た
と
え

ば
一
九
九
八
年
人
権
法
（
岳
の
国
巨
日
自
元
碕
三
の
少
。
（
］
①
Ｃ
の
）
な
ど
の
刑
事
立
法
の
影
響
を
は
か
る
に
は
、
今
少
し
の
時
間
と
裁

判
例
の
蓄
積
が
必
要
だ
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
二
一
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
自
白
法
則
お
よ
び
裁
量
排
除
に
つ
い
て
の
検

討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

現
行
の
イ
ギ
リ
ス
の
自
白
法
則
す
な
わ
ち
一
九
八
四
年
法
七
六
条
二
項
は
、
ま
ず
、
信
用
性
に
疑
い
の
生
ず
る
危
険
の
あ
る
状
況
下

で
獲
得
さ
れ
た
自
白
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
正
し
い
裁
判
な
い
し
誤
判
防
止
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
白
法

則
の
原
始
的
な
あ
る
い
は
本
質
的
な
機
能
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
同
条
項
は
、
圧
迫
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
白
を
排
除
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
不
当
な
手
続
か
ら
の
被
疑
者
保
護
と
誤
判
防
止
を
重
畳
的
に
担
保
し
よ
う
と
も
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
法

は
こ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、
さ
ら
に
七
八
条
に
よ
っ
て
、
七
六
条
で
取
り
こ
ぼ
し
た
不
定
形
の
不
当
な
手
続
か
ら
被
疑
者
を
保
護
す

は
こ
れ
だ
け
で
は
満
足
せ
ず
、

る
こ
と
を
も
目
指
し
て
い
る
。
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（
１
）
一
七
八
一
一
一
年
の
ワ
リ
ッ
ク
シ
ャ
ル
事
件
（
三
口
言
訪
昌
呈
（
弓
の
②
）
］
い
の
四
ｓ
○
・
○
・
四
①
②
．
）
に
お
い
て
初
め
て
正
式
に
そ
の
存
在
を
認
知

さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
自
白
法
則
は
、
「
期
待
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
甘
言
ま
た
は
拷
問
の
恐
怖
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
自
白
は
、
そ
れ
が
有
罪
の

証
拠
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に
は
非
常
に
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
の
で
、
そ
れ
に
た
い
し
て
は
い
か
な
る
信
用
も
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
か
か
る
自
白
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
。

（
２
）
た
と
え
ば
、
一
九
世
紀
中
頃
ま
で
に
は
「
権
限
を
有
す
る
者
（
□
の
【
の
。
□
ご
ロ
三
面
・
己
口
）
」
の
要
件
が
追
加
さ
れ
て
い
た
し
、
二
○
世
紀
半

ば
に
は
「
圧
迫
（
・
已
官
の
の
四
○
口
）
」
の
要
件
が
追
加
さ
れ
た
。

（
３
）
コ
モ
ン
・
ロ
－
の
自
白
法
則
の
完
成
さ
れ
た
姿
は
、
一
九
六
四
年
裁
判
官
準
則
（
ど
の
］
己
、
①
の
》
幻
已
の
の
）
の
原
則
（
ｅ
）
に
見
ら
れ
る
。

「
警
察
官
の
質
問
に
対
し
て
な
し
た
口
頭
の
答
弁
お
よ
び
そ
の
者
が
自
ら
し
た
供
述
が
、
そ
の
者
に
対
す
る
証
拠
と
し
て
許
容
さ
れ
る
た
め
の
基

本
的
な
要
件
は
、
そ
れ
が
権
限
を
有
す
る
者
の
脅
迫
ま
た
は
利
益
の
約
束
に
よ
り
、
な
い
し
は
圧
迫
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
な
い
と
い
う

意
味
に
お
い
て
任
意
性
を
持
つ
こ
と
で
あ
る
」
。

（
４
）
コ
モ
ン
６
１
の
自
白
法
則
の
展
開
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
稲
田
隆
司
「
自
白
法
則
と
虚
偽
排
除
説
ｌ
コ
モ
ン
６
１
に

お
け
る
そ
の
成
立
と
展
開
ｌ
」
法
政
理
論
三
○
巻
四
号
二
九
九
八
年
一
四
○
頁
以
下
な
ど
を
参
照
．

（
５
）
本
稿
「
二
裁
判
官
の
裁
量
に
よ
る
自
白
排
除
の
始
ま
り
」
を
参
照
。

（
６
）
一
九
八
四
年
法
七
八
条
の
母
法
た
る
「
物
証
に
つ
い
て
の
不
公
正
排
除
裁
量
」
が
、
判
例
上
明
示
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
二
○

世
紀
半
ば
以
降
で
あ
る
（
汽
忌
ミ
ミ
ロ
［
ｇ
ｍ
ｍ
］
少
．
。
．
］
①
「
・
）
か
ら
、
自
白
に
つ
い
て
の
裁
量
排
除
が
、
物
証
に
つ
い
て
の
同
様
の
法
則
の
発
生

に
影
響
を
与
え
た
の
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
物
証
に
関
す
る
不
公
正
排
除
法
則
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
井
上
正

仁
『
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
証
拠
排
除
」
弘
文
堂
（
一
九
八
五
年
）
三
二
八
頁
以
下
お
よ
び
五
○
二
頁
以
下
、
稲
田
隆
司
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る

裁
量
に
よ
る
不
公
正
証
拠
の
排
除
」
吉
田
敏
雄
他
編
「
罪
と
罰
・
非
情
に
し
て
人
間
的
な
る
も
の
小
暮
得
雄
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
」
信
山
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（
四
一
九
八
四
年
法
七
八
条
一
項
は
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
。
「
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
、
裁
判
所
は
、
訴
追
側
が
立
証
の
基
礎
と
し
て
申

請
す
る
証
拠
に
つ
き
、
そ
の
証
拠
が
獲
得
さ
れ
た
状
況
を
含
む
全
て
の
事
情
を
考
慮
し
て
、
そ
の
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
は
当
該
手
続
の
公
正

さ
に
有
害
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
こ
れ
を
許
容
す
べ
き
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
証
拠
を
許
容
す
る
こ
と
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
」
。

（
ｕ
）
イ
ギ
リ
ス
の
物
証
に
関
す
る
不
公
正
排
除
法
則
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
井
上
・
前
掲
、
一
一
一
二
八
頁
以
下
お
よ
び
五
○
二
頁
以
下
、

社
（
二
○
○
五
年
）
二
○
九
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
７
）
一
九
八
四
年
法
と
は
、
二
○
世
紀
後
半
に
イ
ギ
リ
ス
で
敢
行
さ
れ
て
き
た
一
連
の
大
規
模
な
刑
事
司
法
改
革
の
重
要
な
成
果
の
ひ
と
つ
で
あ

る
。
そ
の
意
図
は
、
主
に
、
長
年
に
わ
た
る
判
例
法
お
よ
び
個
々
の
単
行
法
の
蓄
積
の
結
果
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
捜
査
法

お
よ
び
証
拠
法
を
整
理
・
統
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
法
成
立
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
三
井
誠
「
イ
ギ
リ
ス
刑
事
司
法
の

改
革
（
二
’
’
九
八
四
年
警
察
刑
事
証
拠
法
お
よ
び
犯
罪
訴
追
法
を
中
心
に
Ｉ
」
ジ
ュ
リ
九
三
七
号
六
三
頁
以
下
な
ど
を
参
照
．

（
８
）
一
九
八
四
年
法
の
自
白
法
則
の
制
定
に
至
る
経
緯
や
運
用
の
様
子
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
稲
田
隆
司
「
イ
ギ
リ
ス
の
自
白
法
則
」
寺
崎

嘉
博
・
白
取
祐
司
編
『
激
動
期
の
刑
事
法
学
能
勢
弘
之
先
生
追
悼
論
集
』
信
山
社
（
一
一
○
○
三
年
）
一
二
七
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
９
）
一
九
八
四
年
法
七
六
条
二
項
は
以
下
の
と
お
り
規
定
す
る
。
「
い
か
な
る
手
続
に
お
い
て
も
、
訴
追
側
が
被
告
人
の
自
白
を
証
拠
と
し
て
提
出

し
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
自
白
が
、
（
ａ
）
被
告
人
に
対
す
る
圧
迫
に
よ
り
、
ま
た
は
、
（
ｂ
）
そ
の
当
時
の
状
況
に
よ
り
自
白
の

信
用
性
を
失
わ
せ
る
と
認
め
ら
れ
る
言
動
の
結
果
と
し
て
、
獲
得
さ
れ
ま
た
は
獲
得
さ
れ
た
疑
い
が
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判

所
は
、
訴
追
側
に
お
い
て
そ
の
自
白
（
真
実
で
あ
る
可
能
性
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
。
）
が
前
各
号
の
方
法
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ

と
を
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
て
証
明
し
な
い
限
り
、
こ
れ
を
被
告
人
に
不
利
益
な
証
拠
と
し
て
許
容
し
て
は
な
ら
な
い
」
。
一
九
八
四
年
法
の
邦

訳
と
し
て
は
、
法
務
大
臣
官
房
司
法
法
政
調
査
部
『
イ
ギ
リ
ス
警
察
・
刑
事
証
拠
法
／
イ
ギ
リ
ス
犯
罪
訴
追
法
」
法
務
資
料
四
四
七
号
（
一
九

八
八
年
）
が
あ
る
。
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論 説

（
加
）
勺
．
三
三
］
の
戸
Ｏ
・
ミ
冴
凰
・
旨
の
（
」
①
、
、
）
》
Ｄ
・
］
②
の

五
）
裁
判
官
準
則
制
定
の
直
接
の
契
機
は
、
一
九
○
六
年
に
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
の
警
察
長
が
王
座
部
裁
判
所
の
主
席
裁
判
官
に
送
っ
た
書
簡
に

求
め
ら
れ
る
。
こ
の
書
簡
に
お
い
て
、
警
察
長
は
、
被
疑
者
へ
の
権
利
告
知
の
状
況
に
つ
い
て
の
評
価
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
お
り
、

警
察
官
が
行
う
べ
き
手
続
が
確
定
で
き
な
い
と
の
苦
情
を
述
べ
、
権
利
告
知
が
行
わ
れ
る
べ
き
状
況
を
明
確
に
し
て
欲
し
い
旨
の
申
し
入
れ
を

行
っ
た
。
そ
の
後
も
こ
の
よ
う
な
要
請
が
度
々
な
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
裁
判
官
た
ち
は
四
項
目
の
準
則
を
制
定
し
た
。
こ
れ
が
最
初
の
裁
判

官
準
則
で
あ
る
．
Ｐ
デ
ヴ
リ
ン
署
兒
島
武
雄
訳
「
警
季
検
察
と
人
権
ｌ
イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
訴
追
ｌ
」
（
一
九
六
○
年
一
五
一
頁
以
下

〆￣、〆￣､〆￣へ

１９１８１７
、-〆、－〆、＝＝

稲
田
・
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
裁
量
に
よ
る
不
公
正
証
拠
の
排
除
」
、
二
○
九
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

危
）
た
と
え
ば
、
稲
田
・
前
掲
「
自
白
法
則
と
虚
偽
排
除
説
」
、
四
○
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。

（
ご
前
掲
注
（
２
）
参
照
。
ま
た
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
一
九
八
四
年
法
七
六
条
の
成
立
自
体
が
自
白
法
則
の
改
訂
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（
ｕ
）
の
□
ご
言
（
」
の
、
ｇ
」
、
○
○
〆
○
・
○
・
①
、
①
。

（
旧
）
函
量
＆
（
］
⑭
①
⑭
）
ご
Ｃ
Ｏ
〆
○
・
○
・
］
α
・

（
焔
）
ヒ
ス
テ
ッ
ド
事
件
を
担
当
し
た
裁
判
官
は
、
同
事
件
の
一
一
一
年
前
に
、
や
は
り
警
察
に
よ
る
被
疑
者
取
調
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
自
白
の
許
容

性
が
争
わ
れ
た
ミ
ラ
ー
事
件
（
宣
宮
ミ
（
］
の
①
、
）
］
の
○
・
〆
○
○
・
忽
．
）
で
は
、
自
白
を
許
容
し
て
い
た
。
両
事
件
で
判
断
が
分
か
れ
た
理
由
は
、

ミ
ラ
ー
の
取
調
は
身
柄
拘
束
前
に
行
わ
れ
て
お
り
、
ヒ
ス
テ
ッ
ド
の
取
調
は
身
柄
拘
束
中
に
行
わ
れ
て
い
た
点
に
あ
っ
た
。

（
Ⅳ
）
【
冨
碕
ミ
ロ
ミ
ミ
菖
忌
（
］
①
○
ｍ
）
ｇ
ｏ
・
〆
○
○
二
］
。

参
照
。

写
己
．

『
ず
（
Ｒ
・
口
（
己
．
「
］
四
・

(熊本法学116号'09）１２８



イギリスにおける自白法則の補完手段

（
邪
）
の
①
の
．
二
一
『
【
】
の
一
Ｑ
Ｃ
Ｃ
・
ロ
ヨ
・
》
ロ
．
、
①
．

（
羽
）
』
『
ロ
ビ
（
』
①
、
□
）
②
①
○
円
・
少
Ｃ
ｂ
・
困
・
①
」
》
呉
ロ
①
②
．

（
和
）
、
口
置
囚
吝
ご
冨
（
］
①
「
⑭
）
①
②
○
『
・
少
ｂ
ｂ
・
幻
・
］
①
「
・

（
皿
）
因
ご
こ
い
○
苫
（
」
Ｃ
ｍ
Ｃ
）
「
、
○
局
・
少
ｂ
己
・
幻
・
〕
①
②
》
日
ｂ
・
］
「
Ｐ

（
皿
）
帛
母
ロ
、
、
「
［
』
①
「
、
］
］
ご
『
・
炉
・
幻
・
画
①
Ｐ
ｇ
ｂ
．
、
①
の

（
羽
）
の
高
ｓ
こ
の
の
己
・
ロ
ロ
苫
＆
、
（
」
①
⑭
○
）
「
］
○
局
・
少
己
□
・
幻
・
画
②
四
・

（
妬
）
の
①
の
）
三
］
Ｈ
、
］
の
］
Ｂ
Ｃ
Ｃ
・
ａ
（
・
・
□
・
」
②
「
・

（
”
）
の
①
①
ご
『
。
｝
○
す
。
ぐ
の
『
ロ
ロ
ロ
四
の
ｇ
ｏ
ロ
ー
シ
『
白
の
可
ｏ
ｐ
ｍ
ｏ
ｐ
ｏ
。
怠
｝
、
の
の
｛
○
菖
回
ご
己
の
ご
目
（
』
①
①
①
）
》
ロ
ロ
・
屋
②
‐
臣
一
・

壷
）
ミ
ル
フ
ィ
ル
ド
は
、
一
九
八
四
年
法
施
行
前
に
取
調
実
務
の
規
制
を
目
的
と
し
て
い
た
、
自
白
法
則
以
外
の
ル
ー
ル
の
存
在
を
指
摘
し
て
い

る
。
た
と
え
ば
、
逮
捕
時
に
被
疑
者
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
情
報
に
関
す
る
コ
モ
ン
・
ロ
ー
上
の
規
制
（
Ｑ
量
昌
⑮
己
・
ト
⑮
§
ミ
園
雪
［
ご
合
］

し
。
Ｃ
臼
②
．
一
九
八
四
年
法
二
八
条
に
相
当
。
）
、
無
令
状
で
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
者
を
「
可
及
的
速
や
か
に
」
治
安
判
事
裁
判
所
へ
引
致
す
る

こ
と
を
命
じ
る
制
定
法
の
規
定
（
三
口
、
亘
日
（
の
の
》
○
・
日
（
の
少
。
（
］
①
の
Ｐ
の
ち
（
←
）
）
お
よ
び
逮
捕
後
身
柄
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
を
外
界
か
ら
隔

離
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
制
定
法
の
規
定
（
○
門
言
ご
巴
百
三
少
。
（
」
①
。
・
の
①
い
一
九
八
四
年
法
五
六
条
に
相
当
。
）
な
ど
で
あ
る
。
の
①
の
．

（
型
）
『
三
口
．
）
呉
己
．
①
①
。

（
理
）
最
終
版
は
一
九
六
四
年
準
則
で
あ
る
。
裁
判
官
準
則
の
変
遷
に
つ
い
て
は
、
の
①
の
』
己
胸
の
の
》
幻
巳
の
の
四
三
シ
Ｑ
日
言
の
（
『
畳
ぐ
の
ｐ
Ｈ
①
三
・
口
の

（
○
三
の
勺
。
］
］
○
の
．
■
○
三
口
○
句
句
目
ｏ
ｐ
ｏ
Ｈ
ｍ
ｏ
□
げ
し
幻
三
○
・
ｍ
①
へ
］
①
『
の
旧
ｏ
ｐ
９
ｏ
ｐ
四
・
二
・
ｍ
・
○
・
．
ｐ
ｍ
・

（
別
）
『
臼
の
言
［
」
①
』
の
］
」
②
○
円
・
シ
ロ
ロ
・
幻
・
幻
・
の
①
．

冨
亘
］
の
戸
８
．
ｏ
景
己
己
．
」
②
①
’
］
召
．

129（熊本法学116号'09）



論 説

（
妬
）
宛
の
ミ
ロ
①
の
、
］
○
ユ
曰
・
炉
・
”
。
、
］
』
・

（
灯
）
画
冒
巨
の
○
ヨ
（
」
①
の
○
）
「
四
○
円
・
少
Ｄ
ｂ
・
幻
」
①
②
．

（
蛆
）
曰
〉
（
ロ
万
の
茸
［
」
①
の
」
］
○
ユ
曰
・
伊
・
幻
・
の
⑭
〕
・

（
蛆
）
一
員
ロ
房
否
［
］
①
の
、
］
ｏ
ユ
ョ
・
Ｐ
・
幻
・
←
「
．

（
佃
）
宛
の
亘
［
』
①
の
国
］
○
『
一
日
・
旧
幻
．
、
庭
・

（
⑪
）
画
忌
房
○
苗
（
］
①
の
Ｃ
）
百
○
『
・
少
己
已
・
幻
」
①
の
．

（
犯
）
Ｃ
Ｃ
ｇ
ｐ
苫
［
〕
①
の
図
］
ｏ
１
日
・
伊
・
幻
・
の
巴
・

（
伯
）
二
旨
。
萱
員
。
＆
（
］
①
缶
）
『
の
○
『
・
シ
ロ
ロ
幻
」
ゴ
・

（
“
）
の
言
ど
の
Ｐ
の
○
一
一
８
口
己
起
ご
苫
ご
〔
］
①
⑭
］
］
○
１
日
．
Ｆ
・
罰
、
、
Ｐ

（
妬
）
本
件
で
火
曜
日
の
取
調
が
許
容
さ
れ
な
い
理
由
が
、
月
曜
日
の
時
点
で
被
疑
者
ら
が
釈
放
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
そ
れ
と
も
詐

術
的
な
取
調
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
両
方
な
の
か
は
、
記
録
上
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
犯
）
三
三
】
の
戸
８
．
９
『
．
．
□
・
臣
①
．

（
胡
）
の
の
①
ご
量
・
・
ロ
ロ
・
］
②
①
‐
］
一
○
・

（
型
）
○
・
苫
＆
昌
己
・
帛
宣
§
［
］
召
の
］
図
シ
］
］
向
・
幻
・
図
星

（
弱
）
ミ
ロ
・
迂
員
・
＆
（
］
＠
の
国
）
「
の
○
『
・
少
弓
・
幻
」
ゴ
・

（
粥
）
ｐ
量
（
の
己
・
の
ミ
ヨ
［
］
①
三
］
Ｃ
・
口
・
色
ｍ
・

命
）
実
際
、
本
節
で
紹
介
し
た
ハ
ド
ソ
ン
事
件
、
プ
レ
イ
ガ
ー
事
件
そ
し
て
マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
１
事
件
で
は
、
い
ず
れ
も
圧
迫
を
理
由
と
す
る
自

白
法
則
の
発
動
と
、
裁
判
官
準
則
違
反
を
理
由
と
す
る
排
除
裁
量
権
の
行
使
が
、
重
畳
的
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

（
田
）
穴
忌
ミ
ョ
ロ
［
］
①
、
、
］
し
．
○
」
召
・

虚
）
い
わ
ゆ
る
「
違
法
収
集
拠
排
除
法
則
」
の
採
用
が
見
送
ら
れ
た
主
な
理
由
は
、
第
一
に
、
必
ず
し
も
違
法
捜
査
抑
止
効
が
あ
る
と
は
い
え
な

い
こ
と
、
第
二
に
、
適
用
機
会
が
限
ら
れ
て
い
る
上
に
、
適
用
さ
れ
た
と
し
て
も
違
法
捜
査
が
な
さ
れ
て
か
ら
数
ヶ
月
と
い
う
タ
イ
ム
ラ
グ
が

生
じ
る
こ
と
、
そ
し
て
第
三
に
、
警
察
の
違
法
行
為
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
な
ら
ば
損
害
賠
償
請
求
あ
る
い
は
懲
戒
処
分
で
足
り
る
こ
と
、
な

（
卵
）
ロ
ロ
ミ
②
［
ご
「
①
］
○
ユ
目
・
い
・
幻
・
］
⑦
「
・

（
㈹
）
用
ペ
ミ
）
の
』
』
［
』
①
の
Ｃ
］
○
ユ
ヨ
・
Ｐ
・
幻
・
②
①
。

（
詔
）
二
一
『
（
一
の
一
旦
Ｏ
Ｇ
・
巳
『
・
》
己
・
］
①
］
。

（
印
）
の
『
の
ｇ
ロ
ゴ
（
〕
①
「
、
）
、
①
○
『
・
少
ｂ
己
・
幻
・
図
『
四
・

（
妬
）
、
一
日
『
［
」
①
の
］
］
○
ｄ
Ｂ
・
Ｐ
・
幻
・

（
師
）
二
】
『
｛
】
の
一
旦
○
Ｇ
．
９
（
・
》
□
」
②
］
．

（
田
）
の
唇
号
［
］
①
『
①
］
○
１
日
・
伊
・
幻
．
②
の
、
．

（
図
）
被
告
人
に
不
利
な
そ
の
他
の
証
拠
は
存
在
し
な
い
の
で
、
陪
審
に
対
し
て
は
無
罪
の
説
示
が
な
さ
れ
た
。

（
弱
）
、
｛
貝
（
「
」
①
の
］
］
○
ｄ
Ｂ
・
Ｐ
・
幻
．
①
眉
．

場
合
に
は
、
接
見
を
拒
否
で
当

（
団
）
ト
⑮
ミ
②
ミ
ミ
［
］
①
ゴ
］
］
三
・

（
皿
）
三
］
『
唾
の
］
ｇ
ｏ
Ｃ
・
ａ
》
・
》
□
・
］
①
一
・

（
卯
）
裁
判
官
準
則
前
文
原
則
（
ｃ
）
の
規
定
は
次
の
と
お
り
。
「
何
人
も
、
捜
査
の
い
か
な
る
段
階
に
お
い
て
も
、
ソ
リ
シ
タ
ー
に
連
絡
し
秘
密
裏

に
相
談
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
取
調
の
進
行
ま
た
は
裁
判
の
運
営
に
不
当
な
遅
延
も
し
く
は
妨
害
が
生
じ

な
い
限
り
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
接
見
が
捜
査
や
裁
判
を
不
当
に
遅
延
ま
た
は
妨
害
す
る

場
合
に
は
、
接
見
を
拒
否
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

（
Ⅲ
）
旧
の
ミ
⑫
ミ
ミ
「
］
①
。
］
〕
三
Ｐ
・
幻
・
⑭
］
四
・

131（熊本法学116号'09）



論 説

（
汀
）
の
①
の
．
冒
己
の
『
・
８
．
ｓ
．
．
②
己
の
Ｑ
・
》
ロ
圏
。

（
ね
）
実
務
規
範
と
は
、
一
九
八
四
年
法
に
付
随
し
て
、
同
法
の
適
用
に
際
し
て
実
務
上
の
指
針
と
な
り
、
あ
る
程
度
柔
軟
に
改
正
可
能
な
ガ
イ
ド
・

ラ
イ
ン
と
し
て
制
定
さ
れ
た
。
現
在
、
実
務
規
範
は
Ａ
か
ら
Ｆ
ま
で
の
六
種
類
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
Ａ
恋
停
止
お
よ
び
捜
検
」
、
「
Ｂ
血
捜
索
お

よ
び
押
収
」
、
「
Ｃ
》
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
、
処
遇
お
よ
び
取
調
」
、
「
Ｄ
》
人
の
識
別
」
、
「
Ｅ
亜
被
疑
者
取
調
の
テ
ー
プ
録
音
」
そ
し
て
「
Ｆ
亜

被
疑
者
取
調
の
録
音
・
録
画
」
で
あ
る
。
実
務
規
範
は
そ
の
性
格
上
あ
く
ま
で
も
警
察
官
ら
犯
罪
捜
査
実
務
を
担
う
者
に
対
す
る
ガ
イ
ド
・
ラ

イ
ン
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
遵
守
が
法
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
警
察
官
に
よ
る
実
務
規
範
の
違
反
の
事
実
は
懲
戒

（
刀
）
写
亘
・
・
日
ロ
・
「
．

ど
で
あ
っ
た
。
の
①
の
》
二
・
Ｎ
目
Ｑ
①
【
》
己
》
⑯
再
）
｛
｛
８
§
＆
Ｏ
ミ
ミ
ョ
ミ
向
ご
己
§
８
』
ａ
目
①
宝
（
、
Ｓ
ｍ
）
ロ
岳
の
。
．
》
己
・
山
＆
・
ま
た
、
一
九
八
四

年
法
七
八
条
の
制
定
に
至
る
過
程
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
井
上
・
前
掲
、
五
○
二
頁
以
下
を
参
照
。

（
侭
）
の
①
の
》
二
日
Ｈ
【
］
の
］
ｇ
ｏ
巳
・
の
鼻
》
Ｄ
』
山
国
・

（
“
）
一
九
八
四
年
法
八
二
条
三
項
は
次
の
と
お
り
規
定
す
る
。
「
本
編
の
規
定
は
、
裁
判
所
が
裁
量
に
よ
っ
て
証
拠
を
排
除
す
る
権
限
（
質
問
を
許

さ
な
い
と
い
う
方
法
に
よ
る
と
他
の
方
法
に
よ
る
と
を
問
わ
な
い
）
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
」
。

（
開
）
の
①
の
》
シ
【
】
『
〔
】
の
｝
ｇ
ｏ
Ｃ
・
＆
（
・
》
ｂ
」
②
山
一
ロ
ロ
ロ
ロ
の
『
．
。
Ｃ
・
ｇ
『
・
》
②
Ｈ
Ｑ
の
ｑ
・
》
□
・
画
⑭
、
。

（
師
）
の
①
の
雪
国
四
口
Ｑ
の
【
．
。
ご
・
＆
『
．
．
、
〔
す
の
Ｑ
・
》
□
・
山
①
一
・

（
町
）
の
①
の
》
二
・
○
の
一
○
三
一
百
》
《
《
の
①
○
は
○
口
「
、
。
｛
（
す
の
勺
○
」
］
○
の
口
ｐ
Ｑ
ｏ
ユ
【
己
ロ
ロ
］
向
く
己
の
口
○
の
シ
０
（
］
＠
の
吟
日
己
Ｑ
］
の
、
『
○
口
ご
□
。
『
ロ
○
日
四
口
・
の

一
ロ
ロ
ロ
ロ
ニ
』
Ｃ
①
ト
ロ
ｇ
Ｃ
『
「
ぜ
．
宛
８
．
②
い
「
（
」
①
①
○
）
・

（
閉
）
三
口
８
ョ
（
］
①
、
『
）
、
①
○
『
・
少
己
己
・
幻
．
②
←
Ｐ

（
的
）
【
９
百
Ｐ
苫
（
］
①
の
①
）
①
○
○
［
・
シ
ロ
ロ
・
幻
」
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

（
別
）
②
ロ
ミ
窪
巴
（
］
①
②
「
）
、
『
○
円
．
シ
□
ロ
・
幻
・
山
②
四
・

＄
）
こ
れ
は
、
一
九
八
四
年
法
五
八
条
八
項
に
規
定
さ
れ
た
抗
弁
で
あ
る
が
、
裁
判
所
は
認
め
な
か
っ
た
。
サ
ミ
ュ
エ
ル
事
件
以
降
、
訴
追
側
は

こ
の
抗
弁
の
正
当
化
を
試
み
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
。
の
①
の
．
三
・
｝
ｓ
・
ぐ
の
『
四
三
国
の
ロ
【
・
ロ
ー
シ
日
】
の
【
『
。
ご
館
ｇ
・
＆
・
・
己
．
、
①
』
・

（
別
）
帛
嵜
ご
蔑
め
（
』
Ｃ
の
①
）
の
ｃ
ｏ
Ｈ
・
シ
ロ
ロ
・
幻
・
①
⑭
．

（
卯
）
た
だ
し
、
裁
判
所
」

。
Ｃ
・
○
茸
。
ご
ロ
ロ
。
、
①
○
‐
、
①
」
。

（
わ
）
ご
量
．

事
由
と
な
り
う
る
し
、
実
務
規
範
に
違
反
し
て
獲
得
さ
れ
た
証
拠
は
一
九
八
四
年
法
に
則
っ
て
排
除
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
一
九
八
四
年
法
発

効
当
初
の
実
務
規
範
（
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
）
の
邦
訳
と
し
て
は
、
渥
美
東
洋
「
イ
ギ
リ
ス
の
警
察
お
よ
び
刑
事
証
拠
法
の
『
実
務
規
範
』
（
二
、

（
二
）
、
（
一
一
一
）
お
よ
び
（
四
。
完
）
」
判
タ
五
九
五
号
一
八
頁
以
下
、
五
九
六
号
二
二
頁
以
下
、
五
九
七
号
一
一
六
頁
以
下
お
よ
び
五
九
九
号
一
一
四

頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、
実
務
規
範
Ｅ
つ
九
九
五
年
改
訂
版
）
の
邦
訳
と
し
て
は
、
稲
田
隆
司
「
イ
ギ
リ
ス
の
己
九
八
四
年
警
察
及
び
刑

事
証
拠
法
』
の
改
正
『
実
務
規
範
』
（
｜
）
」
熊
本
法
学
一
○
二
号
（
二
○
○
一
一
一
年
）
一
一
三
七
頁
以
下
が
あ
る
。

（
ね
）
Ｌ
房
。
』
ロ
ミ
（
己
、
②
）
、
、
○
『
・
少
ご
己
・
幻
・
山
山
国
・

（
河
）
ミ
ミ
９
（
］
①
②
①
）
①
」
○
『
・
少
弓
・
幻
・
］
の
］
・

（
巧
）
の
ロ
ミ
：
』
（
］
ｃ
の
『
）
②
「
○
『
・
シ
ロ
ロ
用
・
凹
四
い
９
℃
⑭
一
口
・

（
沁
）
ｏ
ロ
苫
巳
⑮
（
］
①
の
①
）
①
］
。
『
・
少
己
□
・
内
」
・

（
両
）
口
且
息
［
」
①
①
画
］
○
１
日
・
門
・
幻
」
巴
・

（
巧
）
』
』
旨
ｓ
８
［
］
①
②
②
］
○
『
）
白
・
Ｐ
・
幻
・
①
○
の
。

裁
判
所
は
警
察
の
「
悪
意
」
を
認
定
し
た
が
ら
な
い
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
の
①
①
三
・
一
ｓ
・
ぐ
の
『
四
三
国
の
口
｛
・
ロ
ー
シ
『
日
の
（
『
・
ロ
限

133（熊本法学116号'09）



論
（
妬
）
写
亘
。

説

（
妬
）
の
ロ
ミ
ロ
一
塁
⑩
［
］
①
①
］
］
○
口
目
・
炉
・
幻
」
」
①
．

（
妬
）
一
九
八
四
年
法
三
五
条
は
、
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
取
調
を
行
い
う
る
警
察
署
を
指
定
し
て
い
る
。

（
ｗ
）
国
ご
ｏ
の
［
」
①
缶
］
○
１
日
・
田
・
幻
・
己
の
．

（
別
）
画
［
』
①
、
「
］
○
口
目
】
。
Ｆ
・
幻
・
ト
ヨ
．

（
卵
）
一
言
８
苫
（
］
①
⑭
『
）
ｍ
ｍ
ｏ
『
・
少
己
ロ
・
幻
・
山
Ｐ
①
．

（
兜
）
の
①
の
．
三
・
」
Ｓ
・
ぐ
の
円
四
己
困
の
臼
・
ロ
ー
シ
『
日
の
（
『
・
口
脱
８
．
畳
・
》
ロ
ロ
、
①
①
‐
ヨ
ロ
ま
た
、
一
九
八
九
年
の
ハ
ー
ウ
ッ
ド
事
件
（
西
口
『
三
・
・
Ｑ

［
］
①
＄
］
○
【
旨
・
伊
・
幻
・
口
の
、
）
に
お
い
て
上
訴
裁
判
所
は
、
七
八
条
が
新
し
い
一
般
的
な
抗
弁
を
作
出
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
は
適
切
で
は

（
ｗ
）
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
被
告
人
が
、
本
来
は
行
う
必
要
の
な
い
証
拠
決
定
手
続
で
の
証
言
を
あ
え
て
望
ん
で
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
、

皮
肉
で
希
有
な
事
例
だ
と
い
え
る
。
の
①
の
．
三
・
一
ｓ
・
ぐ
の
『
目
Ｑ
国
の
９
．
口
‐
シ
『
日
の
（
『
。
ご
い
＆
蔓
・
も
。
、
臼

（
卍
）
ミ
用
言
②
［
」
①
①
②
］
○
１
日
・
伊
・
幻
．
⑭
臣
・

（
ｗ
）
の
一
ｓ
の
の
［
］
＠
℃
⑪
］
○
コ
目
・
伊
・
幻
⑦
、
、
．

（
卯
）
ト
ロ
＆
‐
目
岑
○
ミ
宮
○
言
［
』
①
召
］
○
１
日
・
Ｐ
幻
．
①
ゴ
ー
・

（
皿
）
「
わ
な
」
の
抗
弁
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
稲
田
・
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
裁
量
に
よ
る
不
公
正
証
拠
の
排
除
」
、
二

（
別
）
の
。
否
□
苫
ロ
苫
＆
出
口
②
の
口
冨
［
］
①
①
。
］
○
国
曰
・
炉
・
幻
・
］
②
□
・

（
妬
）
」
』
｛
Ｑ
巨
冒
①
［
」
①
ｍ
の
］
○
【
曰
〕
・
伊
・
幻
・
①
○
ｍ
。

な
い
と
し
て
い
る
。

○
九
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
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イギリスにおける自白法則の補完手段

（
Ⅲ
）
宍
尽
の
ヨ
ロ
ヨ
（
］
①
の
①

（
畑
）
舌
へ
§
ロ
ミ
宍
『
ロ
局
（
』
①
①
○
）
①
○
○
『
・
鈩
己
□
・
幻
・
念
①
．

（
川
）
【
、
の
ヨ
ロ
ヨ
（
」
①
⑭
①
）
四
○
○
『
．
シ
ｂ
ｂ
・
幻
・
］
》
９
℃
・
の
．

（
皿
）
の
①
の
》
三
二
○
一
ｎ
ケ
○
ぐ
の
【
ロ
ロ
ロ
■
の
ｇ
ｏ
ロ
ー
シ
【
日
の
可
。
ご
い

（
Ⅲ
）
画
ニ
ゴ
の
（
］
①
の
①
）
⑭
①
Ｏ
【
・
少
己
己
・
幻
・
の
の

（
皿
）
ト
ロ
屋
）
‐
ロ
ゴ
○
ミ
己
②
○
苫
［
］
①
①
「
］
○
『
］
日
・
Ｐ
・
幻
・
①
「
一
・

（
烟
）
」
一
一
Ｑ
ｓ
８
［
］
①
ｍ
の
］
○
ｄ
Ｂ
・
缶
・
幻
・
ｍ
Ｃ
ｍ
・

（
肌
）
の
①
の
》
ご
「
。
］
○
す
。
ぐ
の
『
四
ｐ
Ｑ
ｍ
の
日
○
ロ
ー
シ
【
曰
の
可
○
口
い

（
川
）
の
①
の
》
田
口
ロ
ロ
の
『
》
。
、
．
□
『
・
・
、
三
の
Ｑ
・
》
ｐ
⑭
『
の
。

（
肌
）
の
ロ
ミ
置
巴
（
］
①
の
『
）
②
「
○
『
．
シ
□
Ｄ
・
勾
・
、
山
口
。

（
皿
）
二
一
『
｛
】
の
｝
ｇ
ｏ
Ｃ
・
旦
曰
・
》
ロ
・
］
の
一
・

（
卵
）
舌
』
§
Ｐ
員
帛
白
肘
（
」
①
①
Ｃ
）
①
○
○
円
・
シ
ロ
□
・
幻
・
念
①
．

（
的
）
Ｃ
ｓ
鼠
②
ご
量
［
］
①
①
、
］
○
１
日
・
Ｐ
”
・
「
山
①

両
）
そ
も
そ
も
秘
密
捜
査
活
動
中
に
実
務
規
範
Ｃ
に
基
づ
く
権
利
告
知
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
不
合
理
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と

え
ば
、
稲
田
・
前
掲
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
裁
量
に
よ
る
不
公
正
証
拠
の
排
除
」
、
二
二
四
頁
を
参
照
。
た
だ
し
、
「
警
察
官
ら
が
実
務
規
範
を

潜
脱
す
る
効
果
を
伴
う
質
問
を
行
う
目
的
で
身
分
を
偽
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
質
問
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
を
排
除
す
る
か
否
か
は
裁
判
官

の
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
の
①
の
．
三
・
一
ｓ
・
ぐ
の
［
四
三
国
の
日
・
ロ
「
胄
日
の
【
『
・
ご
い
８
．
畳
．
．
□
・
田
山
．

①
○
○
『
・
シ
ロ
□
・
幻
」
》
９
℃
・
の

。
Ｃ
・
ロ
茸
と
□
、
、
の
。

。
Ｃ
・
○
宮
・
Ｃ
ｂ
。
、
、
「
。
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