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内

藤

大

海

平
成
二
九
年
一
月
一
一
日
、
熊
本
大
学
法
文
棟
Ａ
１
教
室
に
お
い
て
、

熊
本
大
学
法
学
部
研
究
教
育
振
興
会
の
後
援
を
受
け
て
、
取
調
べ
の
可
視

化
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
一

般
学
生
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
前
日
の
刑
事
法
系
の
演
習
受

講
者
を
対
象
と
し
た
も
の
も
あ
わ
せ
て
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
。

今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
に
至
る
発
端
の
一
つ
に
は
、
あ
る
演
習

受
講
者
か
ら
の
問
題
提
起
が
あ
っ
た
。
講
演
録
の
前
に
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
特
筆
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
内
容
は
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

｢

法
学
部
の
教
員
は
研
究
上

『

比
較
法』

と
い
う
手
法
を
用
い
、
諸
外
国

の
法
制
や
そ
の
運
用
に
様
々
な
ア
イ
デ
ィ
ア
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
し
か

し
、
そ
の
多
く
は
、
英
米
法
や
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
大
陸
法
で
あ
っ

て
、
そ
の
他
の
国
を
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
な
い
の
か
。｣

た
し
か
に
、
明
治
期
以
降
、
わ
が
国
が
近
代
法
を
継
受
す
る
上
で
、
先

に
挙
げ
ら
れ
た
諸
国
の
法
は
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
し
、
今
も
な

お
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
比
べ
近
隣
諸
国

の
法
制
は
、
―
―
少
な
く
と
も
学
部
教
育
に
お
い
て
は
―
―
ほ
と
ん
ど
と
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介



い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
紹
介
さ
れ
な
い
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。
や
や
も
す
れ

ば
、
今
回
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
韓
国
や
台
湾
の
法
制
に
つ
い
て
は
、
わ

が
国
の
後
塵
を
拝
す
も
の
と
い
う
認
識
さ
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
現
実
に
は
そ
う
で
は
な
い
。
私
は
件
の
学
生
に
対
し
、
刑
事
訴
訟
法

と
い
う
実
定
法
領
域
に
お
い
て
も
、
韓
国
研
究
に
取
り
組
ん
で
い
る
研
究

者
も
い
る
し
、
ま
た
、
法
制
や
そ
の
運
用
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
関
す
る

議
論
の
上
で
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
面
に
お
い
て
日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
を

リ
ー
ド
し
て
い
る
状
況
に
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
伝
え
、
捜
査
段
階

に
お
け
る
被
疑
者
取
調
べ
の
実
情
を
そ
の
一
例
と
し
て
挙
げ
た
。
こ
れ
に

対
し
、｢

そ
う
で
あ
れ
ば
、
演
習
等
で
そ
の
先
生
方
の
話
を
直
接
お
聞
き

し
、
質
問
等
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か｣
と
い
う
の
が
彼
の
リ
ク
エ
ス

ト
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
今
回
の
企
画
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
ま
ず
比
較
法
と
い
う
観
点
か
ら
二
人
の
研
究
者
、
実
務
家
を
招
聘

す
る
こ
と
と
し
、
さ
ら
に
は
学
際
的
研
究
と
い
う
観
点
か
ら
認
知
心
理
学

の
知
見
を
取
り
込
む
べ
く
も
う
お
一
方
の
参
加
を
依
頼
す
る
こ
と
と
し
た
。

以
下
、
手
短
に
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ま
ず
、
一
人
目
の
講
師
で
あ
る
青
山
学
院
大
学
助
教
の
安
部
祥
太
先
生

に
は
、
取
調
べ
に
関
す
る
わ
が
国
の
状
況
を
説
明
し
て
い
た
だ
き
、
韓
国

の
状
況
を
紹
介
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
し
た
。
先
生
は
韓
国
の
状
況
を
比

較
の
対
象
と
し
つ
つ
、
身
体
拘
束
お
よ
び
取
調
べ
に
関
す
る
諸
問
題
に
つ

い
て
数
々
の
ご
論
考
を
公
表
さ
れ
て
お
り
、
韓
国
の
刑
事
訴
訟
を
知
る
代

表
的
な
若
手
研
究
者
で
あ
る
。

二
人
目
は
、
台
湾
の
陳
誌
泓

(

チ
ン
・
シ
コ
ウ)

先
生
で
あ
る
。
先
生

は
台
湾
大
学
法
学
部
を
卒
業
後
、
大
学
院
に
進
学
さ
れ
た
後
、
台
北
市
で

弁
護
士
と
し
て
ご
活
躍
さ
れ
て
い
る
。
大
学
院
生
時
代
に
は
北
海
道
大
学

で
の
留
学
も
経
験
さ
れ
、
帰
国
後
も
刑
事
訴
訟
法
の
研
究
に
従
事
さ
れ
て

い
た
。
実
務
家
に
な
っ
て
か
ら
も
刑
事
事
件
に
携
わ
り
、
実
際
に
弁
護
人

と
し
て
取
調
べ
へ
の
立
会
っ
た
経
験
を
有
す
る
貴
重
な
存
在
で
あ
る
。

最
後
に
、
虚
偽
供
述
が
生
み
出
さ
れ
る
仕
組
み
に
関
す
る
分
析
に
つ
い

て
、
認
知
心
理
学
的
見
地
か
ら
石
崎
千
景
先
生
に
お
話
い
た
だ
く
こ
と
と

し
た
。
先
生
は
、
九
州
国
際
大
学
法
学
部
に
勤
務
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま

で
も
法
と
心
理
学
に
関
す
る
学
問
的
関
心
か
ら
様
々
な
論
考
を
公
表
さ
れ

て
い
る
。
な
ぜ
今
取
調
べ
の
可
視
化
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

に
つ
い
て
、
実
証
学
的
見
地
か
ら
話
を
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。

前
述
の
と
お
り
、
本
企
画
は
一
人
の
学
生
の
素
朴
な
疑
問
に
端
を
発
し

た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
い
さ
さ
か
思
い
つ
き
の
域
を
出
な
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
各
パ
ネ
ラ
ー
の
先
生
方
の
お
か
げ
を
も
っ
て
充
実
し
た

も
の
と
な
っ
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
学
生
の
皆
さ

ん
に
は
、
ぜ
ひ
日
々
の
学
習
の
な
か
で
抱
い
た
疑
問
を
教
員
に
ぶ
つ
け
て

欲
し
い
。
す
べ
て
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
な
か
に
は
結
果
と
し

て
こ
の
よ
う
な
企
画
に
発
展
す
る
場
合
も
あ
る
。
今
後
も
学
生
の
皆
さ
ん

の
中
か
ら
湧
い
て
出
た
疑
問
が
、
こ
の
よ
う
な
企
画
と
な
る
こ
と
を
願
う

ば
か
り
で
あ
る
。

資 料
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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
青
山
学
院
大
学
の
安
部
と
申
し
ま
す
。
今
日
は

お
呼
び
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
ず
、
簡
単
に
自
己
紹
介
致
し

ま
す
。
専
門
は
、
刑
事
訴
訟
法
で
す
。
特
に
、
韓
国
の
刑
事
訴
訟
法
を
比

較
対
象
と
し
て
、
被
疑
者
取
調
べ
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
。
韓
国
の

刑
事
訴
訟
法
を
研
究
し
て
い
る
日
本
人
研
究
者
は
、
私
を
含
め
て
お
そ
ら

く
二
人
だ
け
で
す
の
で
、
珍
し
い
存
在
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

Ⅰ

.

韓
国
刑
事
法
研
究
の
意
義
―
な
ぜ
韓
国
法
を
研
究
す
る
の
か

は
じ
め
に
、
韓
国
刑
事
法
研
究
の
意
義

な
ぜ
韓
国
法
を
研
究
す
る

の
か
に
つ
い
て
、
簡
単
に
お
話
致
し
ま
す
。
多
く
の
場
合
、
比
較
法
は
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
を
対
象
と
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
の
三

ヶ
国
の
法
が
日
本
に
与
え
た
影
響
が
大
き
い
か
ら
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
、
ド

イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
順
に
影
響
を
受
け
た
日
本
法
と
韓
国
法
は
、
関
係
が

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
、
世
界
史
の
近
現
代
史
を
改
め
て
思
い
出
し
て
下
さ
い
。
一
九
一

〇
年
に
、
日
韓
併
合
に
よ
り
、
日
本
は
当
時
の
朝
鮮
を
植
民
地
統
治
し
ま

す
。
そ
の
後
、
一
九
一
二
年
に
、
朝
鮮
刑
事
令
と
い
う
も
の
を
発
し
ま
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
当
時
の
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
や
刑
法
が
、
そ
の
ま

ま
朝
鮮
に
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
二
三
年
に
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
が
ド

イ
ツ
法
体
系
に
変
わ
っ
た
際
に
は
、
同
様
に
朝
鮮
刑
事
令
が
改
正
さ
れ
て
、

ド
イ
ツ
法
体
系
の
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
が
朝
鮮
に
適
用
さ
れ
ま
し
た
。
そ

し
て
、
戦
後
、
韓
国
は
ア
メ
リ
カ
の
信
託
統
治
下
で
、
英
米
法
の
理
念
を

導
入
し
ま
し
た
。
一
九
五
四
年
に
制
定
さ
れ
た
現
行
韓
国
刑
訴
法
は
、
大

正
刑
訴
法
を
ベ
ー
ス
に
、
英
米
法
の
理
念
を
導
入
し
つ
つ
、
日
本
の
、
皆

さ
ん
の
六
法
に
載
っ
て
い
る
現
在
の
刑
事
訴
訟
法
を
参
考
に
し
て
作
成
さ

れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
を
見
て
み
る
と
、
そ
の
後
、
権
威
主
義
独

裁
体
制
が
続
き
ま
す
。
朴
槿
恵
大
統
領

(

講
演
当
時)

の
お
父
さ
ん
、
朴

正
煕
な
ど
が
政
権
を
担
っ
た
時
代
で
す
。
そ
し
て
、
一
九
八
七
年
に
よ
う

や
く
民
主
化
を
達
成
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
韓
国
の
刑
訴
法
は
、
日
本
の
植
民
地
統
治
を
介
し
て
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ア
メ
リ
カ
の
順
に
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。
加
え

て
、
植
民
地
統
治
の
影
響
で
、
日
本
法
が
母
法
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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そ
の
た
め
、
日
本
と
韓
国
の
刑
訴
法
は
、
極
め
て
高
い
類
似
性
・
共
通
性

が
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
韓
国
は
、
民
主
化
後
に
積
極
的
な
改
革
を
行
い
、

日
本
に
お
け
る
様
々
な
議
論
を
参
照
し
な
が
ら
、
ア
メ
リ
カ
型
の
権
利
保

障
策
を
、
法
改
正
あ
る
い
は
判
例
法
理
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
日
本
の
議
論
を
先
取
り
し
た
姿
を
韓
国
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
日
本
に
と
っ
て
、
韓
国
刑
事
法
は
、
良
く
も
悪
く
も
ロ
ー
ル
モ
デ
ル

と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
韓
国
を
比
較

法
の
対
象
と
す
る
研
究
者
は
少
な
い
で
す
け
ど
、
日
本
に
お
け
る
韓
国
刑

事
法
研
究
に
は
一
定
の
意
義
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

Ⅱ

.

韓
国
の
被
疑
者
取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度

１

.

導
入
経
緯

�
ソ
ウ
ル
地
検
被
疑
者
拷
問
致
死
事
件

あ
ま
り
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
早
速
、
韓
国
の
被
疑
者
取
調
べ
録

音
・
録
画
制
度
に
つ
い
て
お
話
致
し
ま
す
。
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
は
、

韓
国
で
は
、
捜
査
機
関
が
主
導
し
て
録
音
・
録
画
を
行
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
こ
れ
に
は
、
主
に
二
つ
の
出
来
事
が
関
係
し
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、

ソ
ウ
ル
地
検
被
疑
者
拷
問
致
死
事
件
で
す
。
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
に
、
ソ

ウ
ル
中
央
地
検
庁
舎
内
の
特
別
訊
問
室
で
、
被
疑
者
が
死
亡
す
る
事
件
が

発
生
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
国
民
は
も
の
す
ご
く
怒
っ
た
わ
け
で

す
ね
。
そ
し
て
、
検
察
に
対
し
て
強
い
不
信
感
を
抱
く
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
た
め
、
検
察
は
、
捜
査
の
透
明
性
を
確
保
し
て
、
国
民
の
信
頼

を
回
復
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
出
来
事
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
、
事
件
か
ら
約
一
年
半
後
の
二
〇
〇
四
年
六
月
に
は
、
全
国
の
一
〇
地

検
に
お
い
て
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
試
行
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ

で
は
、
検
察
庁
に
自
浄
能
力
・
自
浄
作
用
が
あ
る
こ
と
を
国
民
に
ア
ピ
ー

ル
し
て
、
信
頼
を
回
復
し
よ
う
と
い
う
狙
い
が
あ
り
ま
し
た
。

�
調
書
の
証
拠
採
用
要
件
に
関
す
る
判
例
変
更

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
録
音
・
録
画
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
出
来

事
が
あ
り
ま
す
。
調
書
の
証
拠
採
用
要
件
に
関
す
る
判
例
変
更
で
す
。
皆

さ
ん
は
ま
だ
刑
事
訴
訟
法
を
勉
強
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、

イ
メ
ー
ジ
が
湧
き
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
前
提
と
し
て
、
韓
国
に
お

け
る
被
疑
者
取
調
べ
調
書
や
証
拠
採
用
要
件
を
、
日
本
と
照
ら
し
な
が
ら

確
認
し
ま
す
。

韓
国
で
は
、
捜
査
機
関
に
調
書
の
作
成
義
務
が
課
さ
れ
て
い
ま
す
。
刑

訴
法
二
四
四
条
一
項
は
、｢

被
疑
者
の
供
述
は
、
調
書
に
記
載
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。｣

と
規
定
し
て
い
ま
す

(

１)

。
取
調
べ
毎
に
必
ず
調
書
を
作
成

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
刑
訴
法
一
九
八
条
三
項
は
、｢

被
疑

者
の
供
述
は
、
こ
れ
を
調
書
に
録
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。｣

と
規
定
し

て
、
そ
の
作
成
を
義
務
づ
け
て
い
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
大
き
な
違
い
を

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
実
務
慣
行
上
、
調
書
は
一
問

一
答
式
で
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
取
調
べ
調
書
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、｢

一

問
一
答
式
は
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
の
？｣

と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実

は
、
日
本
の
取
調
べ
調
書
は
、｢

一
人
称
独
白
型
物
語
形
式｣

と
言
わ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
捜
査
官
と
被
疑
者
の
間
で
、｢

二
〇
一
七
年
一
月
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一
一
日
、
あ
な
た
は
ど
こ
に
居
ま
し
た
か
？｣

、｢

◯
◯
で
す
。｣

と
い
う

や
り
と
り
が
あ
っ
た
と
し
ま
す
。
こ
れ
を
一
人
称
独
白
型
物
語
形
式
で
記

載
す
る
と
、｢

私
は
、
二
〇
一
七
年
一
月
一
一
日
、
◯
◯
に
居
ま
し
た
。｣

と
書
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
日
本
の
調
書
は
、
ま
さ
に
自
分
が
そ
の
調
書

を
書
い
た
か
の
よ
う
な
語
り
口
で
作
ら
れ
て
い
る
訳
で
す
。
そ
れ
に
対
し

て
、
先
程
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
韓
国
で
は
、
捜
査
官
と
被
疑
者
の
間
の

や
り
と
り
を
そ
の
ま
ま
調
書
に
一
問
一
答
形
式
で
記
載
し
て
い
ま
す
。
ス

ラ
イ
ド
で
お
示
し
し
て
い
る
韓
国
の
調
書
の
見
本
を
見
て
み
ま
す

(

２)

。
一
番

上
に
、｢

被
疑
者
訊
問
調
書｣
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
、
被
疑

者
の
名
前
と
事
件
の
情
報
を
記
載
す
る
欄
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
次
の
枠
の

う
ち
、
一
、
二
、
三
、
四
と
番
号
が
振
ら
れ
た
文
章
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
黙
秘
権
告
知
な
ど
、
被
疑
者
に
対
す
る
告
知
事
項
で
す
。
捜
査
官
は
、

こ
れ
を
読
み
上
げ
ま
す
。
そ
の
下
に
、
問
い
、
答
え
、
問
い
、
答
え
と
い

う
形
で
、
供
述
の
流
れ
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
仮

に
被
疑
者
が
黙
秘
を
し
た
場
合
に
は
、｢(

黙
秘)｣

と
記
載
し
ま
す
。

次
に
、
調
書
の
証
拠
採
用
要
件
を
見
て
み
ま
す
。
日
本
の
調
書
は
、
検

察
官
が
作
ろ
う
と
、
警
察
官
が
作
ろ
う
と
、
証
拠
採
用
要
件
は
基
本
的
に

変
わ
り
ま
せ
ん
。
刑
訴
法
三
二
二
条
一
項
の
要
件
を
充
た
せ
ば
、
当
該
調

書
を
証
拠
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
韓
国
の
場
合
は
、
警

察
官
が
作
成
し
た
調
書
と
検
察
官
が
作
成
し
た
調
書
は
、
証
拠
採
用
要
件

が
異
な
り
ま
す
。
調
書
の
証
拠
採
用
要
件
は
、
二
〇
〇
七
年
刑
訴
法
改
正

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ま
ず
は
二
〇
〇
七
年
改
正
以
前
の

調
書
採
用
要
件
を
確
認
し
ま
す
。
警
察
官
調
書
は
、
公
判
廷
に
お
い
て
、

被
告
人
又
は
弁
護
人
が
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
を
追
認
し
た
場
合
に

限
り
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た

(

旧
刑
訴
法
三
一
二
条
二
項)

。

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
公
判
廷
で
被
告
人
が

｢

そ
の
調
書
の
内
容
は
違
い

ま
す｣

と
言
え
ば
、
そ
の
調
書
を
証
拠
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
わ
け
で
す
ね
。
そ
の
た
め
、
検
察
官
調
書
の
重
要
度
が
必
然
的
に
高
ま

り
ま
す
。
で
は
、
検
察
官
調
書
は
ど
の
よ
う
な
要
件
で
証
拠
採
用
さ
れ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
検
察
官
調
書
を
証
拠
採
用
す
る
場
合
、
三
つ
の
要

件
を
充
た
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。
①
真
正
成
立
、
②
特
信
性

(

い
ず
れ

も
旧
刑
訴
法
三
一
二
条
一
項)

、
③
任
意
性

(

刑
訴
法
三
〇
九
条
一
項)

で
す
。
②
と
③
は
、
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
で
も
触
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す

の
で
、
詳
細
は
三
年
生
以
降
に
勉
強
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
①
真
正
成
立
に
つ
い
て
説
明
を
加
え
ま
す
。
真
正

成
立
と
い
う
概
念
は
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
は
、
①－

１

形
式
的
真
正
成
立
で
す
。
こ
れ
は
、
当
該
調
書
の
署
名
・
押
印
が
、
被
告

人
―
当
時
の
被
疑
者
の
も
の
に
間
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
人

が
署
名
・
押
印
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
①－

２
実
質
的
真
正
成
立
と
い
う
の
は
、
そ
の
調
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
が
、

被
疑
者
の
供
述
通
り
に
書
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
す
。
先

ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、
二
〇
〇
七
年
改
正
前
の
刑
訴
法
で
は
、
①
真
正

成
立
、
②
特
信
性
、
③
任
意
性
を
充
た
す
必
要
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
韓
国
の
裁
判
所
は
、
と
て
も
不
思
議
な
判
例
法
理

を
採
用
し
て
、
調
書
を
証
拠
と
し
て
き
ま
し
た
。｢

三
段
階
連
続
推
定
法

理｣

と
言
わ
れ
て
い
る
法
理
で
す
。
①－

１
調
書
の
署
名
・
押
印
が
被
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告
人
の
も
の
に
違
い
な
い
と
い
う
形
式
的
真
正
成
立
が
認
め
ら
れ
る
と
、

①－
２
そ
の
調
書
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
被
疑
者
が
捜
査
段
階
で
話

し
た
こ
と
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
実
質
的
真
正
成
立
が
推
定
さ
れ
ま
す

(

３)

。

そ
し
て
、
反
証
が
な
け
れ
ば
②
特
信
状
況
が
推
定
さ
れ

(

４)

、
③
任
意
性
も
推

定
さ
れ
る

(

５)

。
要
す
る
に
、
捜
査
段
階
で
作
成
し
た
調
書
に
被
疑
者
の
署
名
・

押
印
が
あ
れ
ば
、
そ
の
調
書
は
証
拠
採
用
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
裁

判
所
は
、
三
段
階
連
続
推
定
法
理
に
よ
っ
て
、
法
が
要
求
し
て
い
る
要
件

を
緩
や
か
に
し
、
簡
単
に
調
書
を
証
拠
採
用
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
採
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
検
察
官
が
作
成
し
た
調
書
は
、
ほ
と

ん
ど
証
拠
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
無
敵
の
検
察
官
調
書
が
誕
生
し
た

わ
け
で
す
。
検
察
官
司
法
は
、
こ
の
よ
う
な
形
で
制
限
な
く
採
用
さ
れ
る

検
察
官
調
書
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
二
〇
〇
四
年
に
重
要
な
出
来
事
が
起
こ
り
ま
し
た
。
日
本

の
最
高
裁
判
所
に
相
当
す
る
大
法
院
は
、
こ
れ
ま
で
の
三
段
階
連
続
推
定

法
理
を
破
棄
・
否
定
し
た
の
で
す

(

６)

。
こ
の
判
決
は
、
公
判
廷
に
お
け
る
被

告
人
の
供
述
に
よ
っ
て
実
質
的
真
正
成
立
が
認
定
さ
れ
た
と
き
に
限
り
、

成
立
の
真
正
性
が
認
め
ら
れ
る
と
判
示
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
公
判
廷
で

被
告
人
が

｢

そ
の
調
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
は
、
私
が
捜
査
段
階
で

供
述
し
た
こ
と
と
は
異
な
り
ま
す
。｣

と
言
い
、
実
質
的
真
正
成
立
を
否

定
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
調
書
を
証
拠
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
判
例
変
更
は
、
検
察
官
調
書
を
事
実
上
廃
止

し
た
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
検
察
は
と
て
も
焦
り

ま
す
よ
ね
。
大
き
な
武
器
が
な
く
な
っ
た
の
で
す
か
ら
。

２

.

捜
査
機
関
に
よ
る
試
行

最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
検
察
は
、
特
別
訊
問
室
で
被
疑
者
を
死

亡
さ
せ
て
し
ま
い
、
国
民
の
中
に
不
信
感
が
広
が
っ
て
い
た
た
め
、
信
頼

を
回
復
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
録
音
・
録
画
を
自

ら
施
行
し
始
め
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
中
、
調
書
の
証
拠
採
用
要
件
に
関

す
る
判
例
変
更
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
検
察
は
、
捜
査
の
透
明
性
を

確
保
し
、
国
民
の
信
頼
回
復
を
図
り
つ
つ
、
調
書
の
代
替
物
と
し
て
録
音
・

録
画
を
積
極
活
用
す
る
方
向
を
採
り
ま
し
た
。

警
察
に
つ
い
て
は
、
後
で
警
察
の
取
調
室
の
写
真
を
い
く
つ
か
お
見
せ

し
ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
改
め
て
言
及
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
簡
単
に

説
明
し
ま
す
。
先
ほ
ど
証
拠
採
用
要
件
を
確
認
し
た
よ
う
に
、
警
察
官
調

書
は
、
被
告
人
が
公
判
廷
で
そ
の
内
容
を
追
認
し
な
い
限
り
、
証
拠
採
用

さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
警
察
官
調
書
は
、
検
察
官
調
書
よ
り
も
軽
視

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
警
察
段
階
の
取
調
べ
自
体
も
、
検
察
段
階
の
取
調
べ

と
比
べ
る
と
、
相
対
的
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
加
え
て
、
二
〇

一
二
年
一
月
の
刑
訴
法
改
正
ま
で
は
、
警
察
は
検
察
の
補
助
機
関
で
し
た
。

今
の
日
本
は
、
警
察
が
第
一
次
捜
査
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
検
察

は
補
充
的
に
捜
査
を
行
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
戦
前
の
日
本
は
、

検
察
が
第
一
次
捜
査
機
関
で
、
警
察
は
あ
く
ま
で
も
検
察
を
補
助
す
る
機

関
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
韓
国
で
は
、
二
〇
一
二
年
改
正
ま

で
、
戦
前
の
日
本
の
考
え
方
が
引
き
継
が
れ
て
い
た
の
で
す
。
さ
ら
に
、

後
で
触
れ
る
よ
う
に
、
警
察
段
階
の
取
調
べ
は
、
警
察
官
の
事
務
室
―
大

部
屋
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、
警
察
に
お
け

資 料

(熊本法学141号 '17) 184



る
取
調
べ
は
、
検
察
ほ
ど
透
明
化
が
叫
ば
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
こ

ろ
が
、
二
〇
〇
六
年
一
月
に
、
検
察
の
取
組
み
に
刺
激
を
受
け
て
、
警
察

も
録
音
・
録
画
を
自
主
的
に
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
日
本
の
捜
査
機
関
は
、
録
音
・
録
画
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
姿
勢
を
取
っ
て
き
た
で
し
ょ
う
か
。
時
間
の
都
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、

も
の
す
ご
く
簡
単
に
お
話
し
し
ま
す
。
日
本
で
も
、
誤
判
や
冤
罪
は
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
裁
判
を
や
り
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
罪
判
決
が
示
さ

れ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
は
多
々
あ
り
ま
す
。
最
近
で
も
、
誤
判
に
対
す
る
再

審
無
罪
判
決
と
し
て
、
氷
見
事
件

(
７)

、
足
利
事
件

(

８)

、
布
川
事
件

(

９)

、
東
電
Ｏ
Ｌ

事
件

(�)
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
自
白
が
強
要
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
と
な
っ
た
事
件
に
注
目
が
集
ま
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
九
州
で
有
名
な

の
は
、
鹿
児
島
県
の
志
布
志
事
件

(�)
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
他
に
も
、
佐
賀
農

協
事
件

(�)

や
、
大
阪
府
東
署
事
件

(�)
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
郵
政

不
正
事
件
と
い
う
、
障
害
者
団
体
向
け
の
郵
便
料
金
割
引
制
度
を
悪
用
し

た
と
さ
れ
た
事
件
が
発
覚
し
ま
し
た
。
こ
の
事
件
と
関
連
し
て
、
厚
生
労

働
省
の
元
局
長
の
関
与
が
疑
わ
れ
、
こ
の
方
は
長
ら
く
身
体
拘
束
さ
れ
ま

し
た
。
五
ヶ
月
程
度
で
し
ょ
う
か
。
虚
偽
有
印
公
文
書
作
成
・
同
行
使
が

疑
わ
れ
ま
し
た
。
結
局
、
そ
の
方
は
無
罪
と
な
り
ま
し
た

(�)
。
こ
の
事
件
の

捜
査
の
過
程
で
、
検
察
官
が
証
拠
を
改
ざ
ん
し
ま
し
た

(�)
。
加
え
て
、
証
拠

改
ざ
ん
を
知
っ
た
上
司
が
、
こ
れ
を
隠
し
た
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た

(�)
。
い

ず
れ
も
、
皆
さ
ん
が
生
ま
れ
た
後
の
話
で
す
。
こ
の
一
〇
年
く
ら
い
の
話

で
す
。
そ
こ
で
、
二
〇
一
〇
年
に
、
よ
う
や
く
検
察
の
在
り
方
を
考
え
直

し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
議
論
が
始
ま
り
ま
し
た
。
二
〇
一
一
年
か
ら
、

三
年
ほ
ど
の
議
論
を
経
て
、
昨
年
の
五
月
に
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
が
決
ま

り
ま
し
た
。
捜
査
機
関
は
、
こ
れ
ら
の
改
革
の
過
程
で
、
基
本
的
に
は
一

貫
し
て
取
調
べ
録
音
・
録
画
に
消
極
的
・
否
定
的
で
し
た
。
要
す
る
に
、

取
調
べ
段
階
を
明
ら
か
に
す
る
と
自
白
が
獲
得
で
き
な
く
な
る
と
か
、
真

実
の
発
見
に
支
障
を
き
た
す
と
か
、
被
疑
者
と
の
信
頼
関
係
を
築
け
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
よ
う
な
点
で
、
日
本
と
韓
国
で
は
、
捜

査
機
関
の
姿
勢
や
、
録
音
・
録
画
の
導
入
過
程
に
大
き
な
違
い
を
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

３

.

二
〇
〇
七
年
改
正
に
よ
る
明
文
化

少
し
脱
線
し
ま
し
た
の
で
、
韓
国
の
法
制
度
に
戻
り
ま
す
。
先
程
触
れ

た
二
つ
の
出
来
事
―
ソ
ウ
ル
地
検
被
疑
者
拷
問
致
死
事
件
と
調
書
の
証
拠

採
用
要
件
に
関
す
る
判
例
変
更
と
並
行
し
て
、
二
〇
〇
三
年
く
ら
い
か
ら

司
法
改
革
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
改
革
で
は
、
法
曹
一
元
制
の
導
入
や
、

法
学
専
門
大
学
院

(

ロ
ー
ス
ク
ー
ル)

の
新
設
、
国
民
参
与
裁
判
の
導
入

な
ど
が
実
現
し
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
刑
事
司
法
制
度
の
改
善
も
図
ら
れ

ま
し
た
。
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
保
障
を
充
実
さ
せ
、
公
判
中
心
主
義

を
追
求
す
る
た
め
に
、
刑
事
訴
訟
法
を
改
正
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す
。
そ

の
結
果
、
二
〇
〇
七
年
刑
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
、
既
に
試
行
さ
れ
て
い
た

録
音
・
録
画
制
度
が
法
律
に
明
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
で

は
、
事
前
に
被
疑
者
に
対
し
て

｢

録
音
・
録
画
し
ま
す
よ｣

と
告
知
し
た

上
で
、
捜
査
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
ま
し
た
。

取
調
べ
を
録
音
・
録
画
す
る
か
ど
う
か
は
、
捜
査
官
が
決
め
て
い
い
ん
で
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す
ね
。
捜
査
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
、
録
画
す
る
場
合
は
、｢

取
調
べ
の
開

始
か
ら
終
了
ま
で
の
全
過
程｣

を
記
録
し
な
さ
い
、
と
い
う
構
造
で
す

(

刑
訴
法
第
二
四
四
条
の
二
第
一
項)

。
二
〇
〇
七
年
改
正
法
に
よ
る
録
音
・

録
画
は
、
四
つ
の
要
件
を
満
た
し
た
場
合
に
、
適
法
と
し
て
許
容
さ
れ
ま

す
。(

一)

全
過
程
性
、(

二)

必
要
事
項
の
告
知
、(

三)

リ
ア
ル
タ
イ

ム
表
示
、(

四)
真
正
性
で
す
。
こ
の
四
つ
の
要
件
が
要
求
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
詳
細
は
端
折
り
ま
す
。
レ
ジ
ュ
メ
に
書
い
て

お
き
ま
し
た
の
で
、
あ
と
で
ご
覧
下
さ
い

(�)
。

取
調
べ
を
録
音
・
録
画
す
る
と
、
ブ
ル
ー
レ
イ
と
か
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
保
存
さ

れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
韓
国
の
改
正
刑
訴
法
は
、
そ
の
記
録
媒
体
を
ど
の
よ

う
に
扱
う
か
に
つ
い
て
も
、
明
文
規
定
を
設
け
て
い
ま
す
。
先
ほ
ど
確
認

し
た
よ
う
に
、
検
察
官
調
書
は
、
実
質
的
真
正
成
立
が
認
め
ら
れ
な
け
れ

ば
、
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

(

刑
訴
法
第
三
一
二
条
第
二
項)

。

そ
こ
で
、
被
告
人
が
公
判
廷
で
実
質
的
真
正
成
立
を
否
定
し
た
場
合
に
は
、

調
書
の
記
載
内
容
が
、
被
告
人
が
捜
査
段
階
で
話
し
た
内
容
と
同
一
に
書

か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
目
的
で
、
録
音
・
録
画
を
再
生
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
公
判
廷
で
、
被
告
人
が

｢

こ
の
調
書
は
、
私
の
捜
査

段
階
の
供
述
通
り
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
せ
ん｣

と
主
張
し
た
場
合
に
、
実

際
は
ど
う
か
を
確
認
す
る
た
め
に
再
生
す
る
訳
で
す
。
要
す
る
に
、
既
存

の
取
調
べ
あ
る
い
は
調
書
制
度
を
前
提
と
し
て
、
こ
の
録
音
・
録
画
制
度

が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
も
う
一
つ
の
使
い
方
は
、
原
供
述
者
の
記
憶
喚
起
で
す
。

公
判
廷
に
お
い
て
、
原
供
述
者
―
も
と
も
と
喋
っ
た
人
が
、｢

捜
査
段
階

の
供
述
の
内
容
を
忘
れ
ま
し
た｣

、｢

覚
え
て
い
ま
せ
ん｣

と
言
っ
た
と
し

ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、｢

じ
ゃ
あ
、
当
時
の
映
像
を
見
て
思
い
出

し
な
さ
い｣

と
い
う
こ
と
で
、
記
録
媒
体
を
再
生
し
ま
す

(

刑
訴
法
第
三

一
八
条
の
二
第
二
項)

。
こ
の
と
き
、
記
録
媒
体
を
視
聴
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
原
供
述
者
の
み
で
す
。
事
実
認
定
者
―
裁
判
官
と
か
、
国
民

参
与
裁
判
の
陪
審
員

(

日
本
で
言
う
裁
判
員)

は
、
そ
の
映
像
を
見
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん

(

刑
訴
規
則
第
一
三
五
条
の
五
第
一
項)

。

韓
国
で
は
、
録
音
・
録
画
の
記
録
媒
体
の
使
用
方
法
は
、
こ
の
二
つ
に

限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
で
も
、
重
要
論
点
と
し
て
、
記
録
媒
体
を
調

書
の
代
わ
り
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
議
論
さ
れ
て

い
ま
す
。
記
録
媒
体
の
実
質
証
拠
使
用
の
可
否
と
い
う
論
点
で
す
。
実
質

証
拠
と
は
、
犯
罪
事
実
・
要
証
事
実
の
存
否
を
立
証
す
る
た
め
の
証
拠
を

い
い
ま
す
。
こ
の
話
は
、
ち
ょ
っ
と
難
し
い
で
す
ね
。
映
像
に
は
、
も
の

す
ご
く
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
ラ
ジ
オ
よ
り
テ
レ

ビ
の
ほ
う
が
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
で
し
ょ
う
し
、
内
容
や
情
景
が
浮
か
び

や
す
い
と
い
う
こ
と
は
感
覚
的
に
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
場
合

に
よ
っ
て
は
、
事
実
を
歪
ま
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
訳
で
す
。
ま
た
、
撮
影

方
法
や
再
生
方
法
に
よ
っ
て
は
、
映
像
を
見
る
人
に
バ
イ
ア
ス
を
与
え
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
本
来
は
公
判
廷
で
事
実
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
捜
査
段
階
で
事
件
の
趨
勢
が
決
ま
っ
て
し
ま

う
こ
と
は
、
法
の
原
則
―
公
判
中
心
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
主
張
も
強
く
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
批
判
的
意
見
が
多
数
を
占

め
、
韓
国
で
は
、｢

記
録
媒
体
は
、
調
書
の
代
わ
り
に
使
う
こ
と
は
で
き

資 料

(熊本法学141号 '17) 186



な
い
よ｣

と
い
う
こ
と
で
一
応
の
解
決
を
み
て
い
ま
す
。
映
像
の
イ
ン
パ

ク
ト
や
問
題
点
は
、
後
ほ
ど
石
崎
先
生
が
心
理
学
の
立
場
か
ら
ご
報
告
し

て
下
さ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
割
愛
し
ま
す
。
も
し
、
こ
の
問
題
に
興
味

が
あ
る
方
は
、
以
前
私
が
書
い
た
論
文
を
紹
介
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ご

覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す

(�)
。

４

.

韓
国
に
お
け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
・
運
用
状
況

�
録
音
・
録
画
取
調
室

次
に
、
韓
国
で
取
調
べ
録
音
・
録
画
が
ど
の
よ
う
に
実
施
・
運
用
さ
れ

て
い
る
か
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
ま
ず
、
録
音
・
録
画
取
調
室
の
設
置

状
況
で
す
。
検
察
は
、
二
〇
一
五
年
五
月
現
在
、
六
三
ヶ
所
の
高
検
・
地

検
・
支
庁
す
べ
て
に
、
録
音
・
録
画
取
調
室
を
設
置
し
て
い
ま
す
。
合
計

で
七
七
三
部
屋
の
録
音
・
録
画
取
調
室
が
存
在
し
ま
す
。

検
察
の
録
音
・
録
画
取
調
室
は
、
検
事
の
執
務
室
の
一
角
に
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
日
本
の
警
察
に
お
け
る
取
調
べ
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
、
刑

事
ド
ラ
マ
で
お
馴
染
み
の
、
い
わ
ゆ
る
取
調
室
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
韓
国

の
大
検
察
庁
か
ら
提
供
し
て
も
ら
っ
た
ビ
デ
オ

(�)
が
あ
り
ま
す
の
で
、
実
際

に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
検
事
執
務
室
の
様
子
で
す
。
部
屋
の
手

前
右
側
が
、
検
察
官
が
普
段
仕
事
を
し
た
り
、
書
類
を
書
い
た
り
す
る
ス

ペ
ー
ス
で
す
。
検
察
事
務
官
も
、
こ
こ
で
働
い
て
い
ま
す
。
そ
の
部
屋
の

一
角
に
、
ガ
ラ
ス
で
仕
切
ら
れ
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
、
録
音
・

録
画
取
調
室
で
す
。
こ
の
写
真
で
、
既
に
座
っ
て
い
る
の
が
検
察
官
で
す
。

そ
し
て
、
手
前
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
男
性
が
被
疑
者
で
す
。
執
務
室
と
の
間

の
ガ
ラ
ス
に
は
、
電
動
ブ
ラ
イ
ン
ド
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
取
調
べ
が

開
始
さ
れ
る
と
、
入
り
口
ド
ア
の
上
に

｢

調
査
中｣

と
書
か
れ
た
ラ
ン
プ

が
つ
き
ま
す
。
手
術
室
の

｢

手
術
中｣

と
い
う
ラ
ン
プ
と
同
じ
で
す
ね
。

で
す
か
ら
、
仮
に
ブ
ラ
イ
ン
ド
が
下
り
て
い
て
も
、
他
の
検
察
庁
職
員
は
、

｢

今
、
取
調
べ
を
や
っ
て
い
る
ん
だ
な｣

と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。録

音
・
録
画
取
調
室
の
内
部
に
は
、
大
き
な
机
が
真
ん
中
に
置
い
て
あ

り
ま
す
。
机
の
長
辺
に
椅
子
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
検
事
と
被
疑

者
が
向
か
い
合
っ
て
座
り
ま
す
。
検
事
の
手
元
に
は
、
パ
ソ
コ
ン
と
プ
リ

ン
タ
ー
が
あ
り
ま
す
。
カ
メ
ラ
は
二
台
あ
り
、
被
疑
者
を
正
面
か
ら
撮
影

す
る
も
の
と
、
部
屋
全
体
を
俯
瞰
し
て
撮
影
す
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
設

置
さ
れ
て
い
ま
す
。
天
井
に
つ
い
て
い
る
カ
メ
ラ
が
、
部
屋
全
体
を
俯
瞰

す
る
カ
メ
ラ
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
被
疑
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
画
角
の
カ

メ
ラ
が
、
部
屋
の
隅
の
ラ
ッ
ク
内
部
に
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
ラ
ッ
ク
に
は

マ
ジ
ッ
ク
ミ
ラ
ー
が
つ
い
て
い
て
、
カ
メ
ラ
が
見
え
な
い
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
被
疑
者
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る

工
夫
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
二
つ
の
カ
メ
ラ
が
撮
影
し
た
映
像
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
に
表
示
・

再
生
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
検
事
の
手
元
の
パ
ソ
コ
ン
に
映
し
出
さ
れ

た
画
面
が
、
こ
ち
ら
で
す
。
左
上
一
／
四
と
右
上
一
／
四
に
、
被
疑
者
に

フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
映
像
と
部
屋
を
俯
瞰
し
た
映
像
が
同
じ
サ
イ
ズ
で
そ
れ

ぞ
れ
表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
画
面
下
部
に
、
事
件
番
号
や
被
疑

者
の
名
前
、
取
調
べ
時
刻
、
取
調
べ
検
事
の
氏
名
な
ど
の
様
々
な
情
報
が
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表
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
取
調
べ
を
ど
の
よ
う
に
撮
影
す
る
か
、
ど

の
ア
ン
グ
ル
か
ら
録
画
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
再
生
す
る
か
と
い
う
点
は
、

心
理
学
の
領
域
か
ら
検
討
す
る
と
、
も
の
す
ご
く
重
要
で
す
。
こ
の
点
も
、

石
崎
先
生
か
ら
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
ま
す
。

次
に
、
警
察
の
取
調
べ
で
す
。
韓
国
の
警
察
で
は
、
日
本
の
刑
事
ド
ラ

マ
で
お
馴
染
み
の
取
調
室
は
採
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
開
放
型
取
調
室
と

い
う
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
ま
す

(�)
。
そ
の
間
取
り
図
を
ご
覧
下
さ
い

(�)

。
こ

れ
は
一
例
で
す
け
れ
ど
、
□
が
取
調
官
、
〇
が
被
疑
者
で
す
。
そ
し
て
、

そ
の
周
り
を
パ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
で
区
切
っ
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
こ
こ

は
警
察
官
の
事
務
室
な
ん
で
す
。
学
校
の
職
員
室
の
よ
う
な
場
所
を
イ
メ
ー

ジ
し
て
頂
け
れ
ば
良
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
場
所
で
、
被
疑
者
の

取
調
べ
を
行
っ
て
い
ま
す
。
逮
捕
・
勾
留
中
の
被
疑
者
が
こ
の
事
務
室
で

取
調
べ
を
受
け
る
と
き
は
、
逃
亡
や
自
傷
他
害
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
、

片
手
錠
や
腰
縄
を
し
た
ま
ま
取
り
調
べ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す

(�)
。
こ
の

点
は
、
日
本
と
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
開
放
型
取
調
室

大
部
屋
の
入

口
に
は
、
そ
の
部
署
で
働
く
職
員
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
捜
査
官
が
い

て
、
ど
の
よ
う
な
人
が
上
司
で
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
座
席
の
配
置
か

と
い
う
情
報
が
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
組
織
配
置
図
が
必
ず
設
け

ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
日
本
と
大
き
く
異
な
る
点
で
す
。
日
本
の
警

察
署
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？
日
本
の
警
察
署
は
、
そ
の

ほ
と
ん
ど
が
、
一
階
に
警
務
課
や
交
通
課
を
配
置
し
て
い
ま
す
。
受
付
、

落
と
し
物
担
当
、
届
出
の
窓
口
、
免
許
関
連
、
車
庫
証
明
な
ど
、
比
較
的

オ
ー
プ
ン
に
し
て
良
い
よ
う
な
部
署
で
す
。
日
本
の
警
察
署
で
は
、
捜
査

担
当
部
署
が
一
階
に
配
置
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
、
韓
国
の
警
察
署
は
、
一
階
や
二
階
に
捜
査
担
当
部
署
が
配
置
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
来
訪
者
は
、
先
ほ
ど
の
事
務
室
を
簡
単
に
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
韓
国
の
警
察
署
は
、
入
る
際
に
身
分
確
認
が
あ
り
ま
す

の
で
、
理
由
無
く
自
由
に
入
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

(�)

。
こ

の
写
真
の
左
側
の
机
を
見
て
頂
く
と
分
か
る
よ
う
に
、
机
を
挟
ん
で
両
側

に
椅
子
が
置
い
て
あ
り
ま
す
。
普
段
警
察
官
が
事
務
仕
事
を
行
う
と
こ
ろ

で
、
被
疑
者
の
取
調
べ
も
行
っ
て
い
る
訳
で
す
。
で
す
の
で
、
取
調
べ
録

音
・
録
画
も
、
次
の
写
真
の
よ
う
に
、
大
部
屋
を
俯
瞰
し
て
撮
影
し
た
も

の
に
な
り
ま
す
。
こ
の
映
像
は
、
機
関
長
の
部
屋
等
に
配
信
さ
れ
、
リ
ア

ル
タ
イ
ム
で
監
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
録
画
さ

れ
た
映
像
は
、
逐
次
入
力
・
削
除
さ
れ
、
通
常
は
一
ヶ
月
か
ら
三
ヶ
月
程

度
保
存
さ
れ
ま
す

(�)

。
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
警
察
官
調
書
の
地
位

や
証
拠
価
値
は
、
検
察
官
調
書
よ
り
も
低
い
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
警
察
の

取
調
べ
は
重
視
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
加
え
て
、
大
部
屋
の
取
調
室
は
、
録

音
・
録
画
と
の
関
連
で
は
、
ご
覧
の
よ
う
に
死
角
が
極
め
て
多
い
で
す
。

手
前
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ま
せ
ん
よ
ね
。
さ
ら
に
、
仮
に
死
角
が
無
か
っ
た

と
し
て
も
、
警
察
留
置
場
な
ど
の
場
所
は
不
透
明
な
ま
ま
で
す
。
各
取
調

べ
に
お
け
る
や
り
と
り
や
音
声
を
そ
れ
ぞ
れ
記
録
す
る
こ
と
も
で
き
ま
せ

ん
。
で
す
の
で
、
二
〇
〇
七
年
に
刑
事
訴
訟
法
が
改
正
さ
れ
た
後
も
、
拷

問
・
暴
行
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

(�)

。
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�
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況

続
い
て
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況
で
す
。
ま
ず
、
検
察
に
お

け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

《
表
１
》
検
察
に
お
け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況

(�)
こ
の
デ
ー
タ
を
見
る
と
、
二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
一
年
に
か
け
て
実

施
件
数
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
改
正
直
後
の
二
〇
〇
七

年
く
ら
い
か
ら
見
る
と
、
も
っ
と
大
き
く
減
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
検

察
が
、
身
体
拘
束
事
件
と
か
、
取
調
べ
の
価
値
が
高
い
事
件
を
自
ら
指
定

し
て
、
録
音
・
録
画
の
対
象
事
件
を
限
定
し
た
た
め
で
す

(�)
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
増
加
傾
向
が
み
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
お
話
し
た
録
音
・

録
画
の
記
録
媒
体
の
取
扱
い
方
法
と
関
連
し
て
い
ま
す
。
検
察
は
、
調
書

の
代
替
物
と
し
て
、
調
書
と
同
じ
よ
う
に
記
録
媒
体
を
使
い
た
い
と
考
え

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
な
る
べ
く
録
音
・
録
画
し
て
お
こ
う
と
い
う

動
き
が
起
こ
っ
て
、
最
近
で
は
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
韓
国
の

刑
法
犯
認
知
件
数
は
日
本
よ
り
僅
か
に
少
な
い
程
度
で
あ
り

(

二
〇
一
五

年
の
刑
法
犯
認
知
件
数
は
一
〇
四
万
七�
七
六
一
件)

、
検
挙
件
数
及
び

検
挙
人
員
は
日
本
よ
り
多
い

(

そ
れ
ぞ
れ
順
に
七
八
万
四�
四
四
一
件
、

九
九
万
三�
九
三
二
人)

で
す
の
で
、
こ
の
件
数
あ
る
い
は
人
数
は
少
な

い
数
字
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
録
画
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

事
件
は
、
多
い
順
に
、
詐
欺
、
道
交
法
違
反

(

飲
酒
運
転)

、
窃
盗
、
経

済
犯
罪
、
行
政
犯
罪
、
凶
悪
事
件
な
ど
で
す

(�)

。

次
に
、
警
察
に
お
け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況
で
す
。
先
ほ

ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
警
察
に
お
け
る
取
調
べ
が
軽
視
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
相
ま
っ
て
、
録
音
・
録
画
は
あ
ま
り
実
施
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

《
表
２
》
警
察
に
お
け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
状
況

(�)

こ
の
表
を
見
る
と
、
二
〇
一
三
年
度
に
再
び
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
停
滞
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
韓
国
の

新
聞
で
は
、
警
察
段
階
の
取
調
べ
録
音
・
録
画
は

｢

有
名
無
実｣

と
報
じ
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二
〇
一
四
年

二
〇
一
三
年

二
〇
一
二
年

二
〇
一
一
年

二
〇
一
〇
年

年

度

二
六�
七
六
九

一
九�
四
六
八

一
四�
六
二
三

一
〇�
三
一
二

一
五�
二
七
三

件

数

三
二�
〇
五
二

二
三�
六
八
六

一
八�
〇
三
五

一
二�
六
六
五

一
八�
四
七
四

人

数

二
〇
一
三
年

二
〇
一
二
年

二
〇
一
一
年

二
〇
一
〇
年

二
〇
〇
九
年

二
〇
〇
八
年

年

度

四
〇�
九
六
七

二
〇�
二
九
五

二
一�
一
七
四

三
二�
一
二
四

七
三�
三
七
一

八
九�
三
三
八

件

数



ら
れ
る
ほ
ど
で
す

(�)
。
や
は
り
、
警
察
段
階
の
取
調
べ
の
重
要
性
が
相
対
的

に
低
い
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

韓
国
に
お
い
て
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
実
施
が
停
滞
し
て
い
る
原
因

を
、
捜
査
官
の
視
点
と
裁
判
所
の
視
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
考
え
て
み
ま
す
。

捜
査
機
関

特
に
検
察
は
、
冒
頭
で
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
調
書
の
代

わ
り
と
し
て
録
音
・
録
画
を
使
い
た
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
れ

が
実
現
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
実
施
対
象
事
件
を
絞
り
込
ん
だ
り

し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
実
施
は
捜
査
官
の
裁
量
で
す
の
で
、
記
録
し
た
く

な
い
場
合
は
記
録
し
な
く
て
も
い
い
、
と
い
う
運
用
が
許
さ
れ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
裁
判
所
の
視
点
に
立
つ
と
、
公
判
中
心
主
義
違

反
が
引
っ
か
か
り
ま
す
。
本
来
で
あ
れ
ば
裁
判
所
の
法
廷
で
事
実
を
明
ら

か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
記
録
媒
体
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
多
く
が
事
実
上
捜
査
段
階
で
決
ま
っ
て
し
ま
い
、
刑
事
訴
訟
法
の
理
念

で
あ
る
公
判
中
心
主
義
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
す
。
あ

る
い
は
、
こ
れ
は
心
理
学
の
お
話
と
か
と
関
連
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
事
実

認
定
を
歪
ま
せ
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
記
録
媒
体
は
良
い
証
拠
で
は
な
い

ん
だ
と
、
あ
ま
り
使
い
た
く
な
い
と
裁
判
官
が
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
、
停
滞
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、
韓

国
で
は
、(

一)

捜
査
官
の
裁
量
的
実
施
を
必
要
的
実
施
に
変
え
る
こ
と

や
、(

二)

記
録
媒
体
の
取
扱
い
に
関
す
る
議
論
の
決
着
が
課
題
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
二
つ
目
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
五
年

五
月
に
も
、
記
録
媒
体
を
実
質
証
拠
と
し
て
採
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
刑

訴
法
改
正
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す

(�)

。
こ
の
と
き
は
、
更

な
る
検
討
を
要
す
る
と
し
て
、
議
題
か
ら
除
外
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、

検
察
は
今
も
記
録
媒
体
の
実
質
証
拠
使
用
を
目
指
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

今
後
の
動
き
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

５

.

韓
国
に
お
け
る
取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度
の
課
題

以
上
の
よ
う
に
、
韓
国
の
取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度
に
は
、
多
く
の
課

題
が
あ
り
ま
す
。
他
方
で
、
黙
秘
権
や
弁
護
人
依
頼
権

特
に
、
後
ほ

ど
陳
先
生
か
ら
ご
報
告
が
あ
る
弁
護
人
立
会
権

(

取
調
べ
に
弁
護
士
が
立

ち
会
っ
て
、
意
見
を
言
っ
た
り
、
取
調
べ
手
続
を
監
視
す
る
も
の
で
す)

な
ど
、
被
疑
者
の
権
利
を
か
な
り
手
厚
く
保
障
し
て
い
ま
す
。
実
は
、
韓

国
の
弁
護
人
立
会
権
も
多
く
の
課
題
が
あ
る
の
で
す
が
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
韓
国
は
、
取
調
べ
適
正
化
の
た
め
に
、
録
音
・
録
画
に
依
存
し
て
い

る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
停
滞
は
、

そ
こ
ま
で
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
評
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

Ⅲ

.

韓
国
の
制
度
か
ら
抽
出
で
き
る
示
唆

韓
国
の
制
度
や
現
状
か
ら
抽
出
で
き
る
示
唆
の
一
つ
は
、
当
然
で
す
け

れ
ど
も
、
多
く
の
事
件
で
録
音
・
録
画
を
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
日
本
で
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
の
刑
訴
法
改
正
に
よ
っ
て
、

二
〇
一
九
年
ま
で
に
録
音
・
録
画
が
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
法
律
に
規
定
さ
れ
た
対
象
事
件
は
、
裁
判
員
裁
判

対
象
事
件
と
検
察
官
独
自
捜
査
事
件
で
す
。
こ
れ
は
、
全
事
件
の
二
％
か

ら
三
％
程
度
で
す
。
で
す
の
で
、
そ
れ
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
か
ら
、
二
つ
目
に
、
こ
の
部
分
は
割
愛
し
た
部
分
も
あ
る
の
で
分
か

り
に
く
い
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
記
録
媒
体
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い

く
か
を
し
っ
か
り
と
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
最
近
話
題
に
な
っ
て
い

る
今
市
事
件
判
決

(�)
や
、
昨
年
八
月
の
東
京
高
裁
判
決

(�)

な
ど
を
踏
ま
え
て
、

法
的
な
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す

(�)
。
さ
ら
に
、
特
に
石
崎
先
生
の

ご
報
告
と
関
連
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
心
理
学
分
野
な
ど
と
の
協
同
が
必
要

不
可
欠
で
す
。
取
調
べ
録
音
・
録
画
な
ど
の
よ
う
に
、
近
年
の
科
学
技
術

の
発
展
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
捜
査
手
法
や
法
政
策
は
、
法
律
学
の
領
域

を
超
え
て
、
他
領
域
と
の
学
際
的
な
検
討
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
が
多
い
で
す
。
あ
る
意
味
で
、
法
律
学
な
い
し
学
界
は
、
法
律
学
の
限

界
を
前
に
、
学
問
姿
勢
を
試
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
す
の

で
、
心
理
学
な
ど
の
視
点
を
踏
ま
え
た
取
調
べ
の
科
学
化
や
、
証
拠
と
し

て
使
用
す
る
際
の
留
意
点
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
意
味
で
、

認
知
心
理
学
の
見
地
か
ら
、
虚
偽
自
白
が
行
わ
れ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
映

像
の
危
険
性
に
つ
い
て
ご
報
告
頂
き
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
問
題
点
を

考
え
る
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
と
て
も
大
き
な
意
義
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度
を
考
え
る
上
で
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
制
度

を
過
大
視
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
記
録
媒
体
を
過
大
視
し
な
い
こ
と
で

す
。
取
調
べ
録
音
・
録
画
は
、
取
調
べ
過
程
に
お
け
る
違
法
・
不
当
な
捜

査
・
取
調
べ
を
事
前
に
一
定
程
度
抑
止
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

そ
れ
に
よ
り
、
任
意
性
に
関
す
る
争
い
が
減
少
す
る
こ
と
も
期
待
で
き
る

で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
そ
の
限
り
で
は
極
め
て
有
効
で
す
。
こ
こ
に
、

対
象
事
件
を
拡
大
し
、
全
事
件
・
全
過
程
録
音
・
録
画
を
追
求
す
る
必
要

が
認
め
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
仮
に
全
事
件
・
全
過
程
が
録
音
・
録
画
さ

れ
た
と
し
て
も
、
取
調
べ
以
外
の
場
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
の
ま
ま
で
す
。

韓
国
の
警
察
で
、
死
角
や
留
置
場
を
使
っ
て
拷
問
や
暴
行
が
行
わ
れ
た
例

を
思
い
出
し
て
下
さ
い
。
対
象
が
全
事
件
・
全
過
程
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、

録
音
・
録
画
に
は
ど
う
し
て
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
加
え
て
、
録
音
・
録

画
記
録
媒
体
は
、
再
生
方
法
に
よ
っ
て
は
極
め
て
危
険
な
事
態
を
招
き
ま

す
。
映
像
の
イ
ン
パ
ク
ト
や
撮
影
の
画
角
に
よ
っ
て
は
、
事
実
認
定
を
歪

ま
せ
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。
で
す
の
で
、
録
音
・
録
画
に
よ
っ
て
取

調
べ
過
程
の
透
明
性
を
向
上
さ
せ
た
り
、
違
法
な
取
調
べ
を
事
前
に
抑
止

す
る
こ
と
と
、
記
録
媒
体
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
と
い
う
問
題
は
、
明
確

に
区
別
し
て
議
論
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
何
の
た
め
に

取
調
べ
を
録
音
・
録
画
す
る
の
か
。
そ
の
目
的
を
、
も
う
一
度
考
え
る
必

要
が
あ
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
簡
単
に
触
れ
ま
し
た
け
ど
も
、
黙
秘
権
を
は
じ
め

と
す
る
被
疑
者
の
権
利
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
れ
ば
良
い
か
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
特
に
、
黙
秘
権
や
弁
護
人
依
頼
権
な
ど
の
憲
法
上

の
基
本
権
に
つ
い
て
、｢

憲
法
は
何
を
要
求
し
て
い
る
の
か｣

と
い
う
視

点
に
立
ち
、
憲
法
・
刑
事
訴
訟
法
の
解
釈
・
適
用
を
考
え
て
い
な
か
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
韓
国
の
弁
護
人
立
会
権
に
つ
い
て
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
簡

単
な
説
明
を
入
れ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
後
ほ
ど
見
て
頂
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。

さ
ら
に
、
日
本
の
捜
査
実
務
・
裁
判
実
務
で
は
、
身
体
拘
束
中
の
被
疑
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者
は
、
取
調
べ
を
受
忍
す
る
義
務
を
負
う
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
刑
訴

法
一
九
八
条
一
項
但
書
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
被
疑
者
の
取
調
べ
受
忍
義
務
と
、
黙
秘
権
や
身
体
拘

束
の
目
的
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ

の
点
は
、
法
制
審
議
会
で
充
分
に
議
論
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
現
在
の
実

務
上
の
考
え
方
が
本
当
に
正
し
い
か
、
改
め
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

最
後
に
、
日
本
で
は
、
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
被
疑
者
の
九
八
％
が
、
拘

置
所
で
は
な
く
、
警
察
署
留
置
場
に
留
め
置
か
れ
ま
す
。
捜
査
機
関
で
あ

る
警
察
の
下
に
置
か
れ
る
訳
で
す
。
こ
れ
を
、
代
用
監
獄
問
題
と
い
い
ま

す
。
代
用
監
獄
問
題
の
本
質
は
、
取
調
べ
と
身
体
拘
束
を
結
び
つ
け
る
こ

と
に
あ
り
ま
す
。
捜
査
機
関
は
、
捜
査
と
留
置
の
担
当
部
署
が
分
離
さ
れ

た
こ
と
に
よ
り
、
代
用
監
獄
に
伴
う
問
題
は
解
消
さ
れ
た
と
言
い
ま
す
。

し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
国
際
的
に
、
日
本
の
代
用
監
獄

は
何
度
も
批
判
さ
れ
て
い
ま
す

(�)
。

こ
の
よ
う
に
、
二
〇
一
六
年
刑
訴
法
改
正
後
も
、
被
疑
者
の
権
利
保
障

の
観
点
に
立
脚
し
な
が
ら
、
取
調
べ
適
正
化
策
を
追
求
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
も
し
、
こ
の
点
に
ご
関
心
が
あ
る
方
は
、
私
の
博
士
論
文
を
お
読

み
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す

(�)

。
こ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
基
づ

い
て
、
日
本
の
被
疑
者
取
調
べ
や
関
連
問
題
に
つ
い
て
、｢

憲
法
は
何
を

要
求
し
て
い
る
か｣

と
い
う
視
点
に
立
っ
て
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
今
日

お
話
し
た
内
容
な
ど
も
、
こ
こ
で
言
及
し
て
い
ま
す
。
近
い
う
ち
に
書
籍

と
し
て
出
版
で
き
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
す
の
で
、
そ
の
際
に
は
お
手
に

と
っ
て
頂
け
る
と
嬉
し
い
で
す
。

そ
の
他

派
生
論
点
の
紹
介

最
後
に
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
と
関
連
し
て
、｢

被
疑
者
取
調
べ
録
音
・

録
画
は
、
被
疑
者
の
権
利
か｣

と
い
う
論
点
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
取
調
べ

録
音
・
録
画
が
被
疑
者
の
権
利
で
あ
れ
ば
、
被
疑
者
は
録
音
・
録
画
を
要

求
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
録
音
・
録
画
が
実
現
さ
れ
な
い
場
合
は
、
そ

の
こ
と
を
理
由
に
取
調
べ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ま
た
、
被
疑
者
が
録
音
・
録
画
を
求
め
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
実
施
し
な
い

ま
ま
取
調
べ
が
行
わ
れ
、
自
白
が
獲
得
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
自
白
を

証
拠
か
ら
排
除
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
議
論
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も

ち
ろ
ん
、
い
か
な
る
権
利
と
し
て
構
成
す
る
か
が
問
題
と
な
る
訳
で
す
が
。

韓
国
で
は
、
捜
査
官
の
裁
量
に
よ
っ
て
録
音
・
録
画
が
実
施
さ
れ
て
い

ま
す
。
で
す
か
ら
、
権
利
と
し
て
は
構
成
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で

も
、
制
度
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
で
も
、
連
邦
及

び
多
く
の
州
は
、
あ
く
ま
で
も
制
度
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
ま
す
。
他
方
、

ア
ラ
ス
カ
州
は
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
を
被
疑
者
の
権
利
と
し
て
位
置
づ

け
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
古
い
で
す
け
れ
ど
、
一
九
八
五
年
の�������

判
決
が
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
は
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
が
要
求
す
る
憲
法
上

の
権
利
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
ま
す

(�)

。
こ
の
判
決
は
、｢

勾
留
場
所
に
お

け
る
身
体
拘
束
下
の
取
調
べ
を
電
子
的
に
記
録
す
る
こ
と
は
、
被
疑
者
の

弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
、
自
己
負
罪
拒
否
特
権
、
究
極
的
に
は
公

正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
充
分
に
保
障
す
る
上
で
不
可
欠
で
あ
り
、
合

理
的
か
つ
必
要
な
方
法
で
あ
る｣

と
言
っ
て
い
ま
す

(�)

。
し
か
し
、
世
界
的

に
み
て
も
、
録
音
・
録
画
は
被
疑
者
の
権
利
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
国
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が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

日
本
の
二
〇
一
六
年
改
正
法
も
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
の
権
利
性
を
否

定
し
て
い
ま
す
。
但
し
、
学
説
上
は
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
を
被
疑
者
の

権
利
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
見
解
が
少
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
憲
法
一
三
条

(�)
、
憲
法
三
一
条

(�)

、
憲
法
三
八
条

一
項

(�)
、
憲
法
三
八
条
二
項

(�)
、
憲
法
三
四
条

(

な
い
し
憲
法
三
七
条
三
項

(�))

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
択
一
的
な
も
の
で

は
な
く
、
重
畳
的
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す

(�)
。
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ

て
い
る
根
拠
は
、
ア
メ
リ
カ
の
学
説
に
影
響
を
受
け
た
も
の
と
い
え
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん

(�)
。
こ
の
中
に
、
取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度
に
つ
い
て
勉
強

し
た
い
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
取
調
べ

録
音
・
録
画
制
度
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、
一
応
紹
介
を
し
て

お
き
ま
す
。

以
上
、
駆
け
足
で
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

け
れ
ど
も
、
日
本
の
制
度
や
議
論
と
比
べ
な
が
ら
、
韓
国
に
お
け
る
被
疑

者
取
調
べ
録
音
・
録
画
制
度
に
つ
い
て
、
簡
単
に
報
告
を
致
し
ま
し
た
。

こ
れ
で
報
告
を
終
わ
り
に
し
ま
す
。
お
聞
き
頂
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
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み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
台
湾
か
ら
参
り
ま
し
た
、
陳
誌
泓(

チ
ン
・

シ
コ
ウ)

と
申
し
ま
す
。

パ
ワ
ポ
の
第
二
ペ
ー
ジ
か
ら
簡
単
な
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。私

は
台
湾
大
学
の
修
士
課
程
を
修
了
し
た
後
、
台
湾
の
萬
國
法
律
事
務

所
で
弁
護
士
と
し
て
約
一
〇
年
ほ
ど
勤
め
て
い
ま
す
。
修
士
論
文
は
刑
事

手
続
法
に
関
連
す
る
分
野
で
研
究
を
し
ま
し
た
の
で
、
弁
護
士
に
な
っ
て

か
ら
は
、
最
初
か
ら
刑
事
弁
護
を
し
て
お
り
ま
す
。
刑
事
弁
護
人
と
し
て
、

実
際
に
被
疑
者
取
調
べ
に
立
ち
会
っ
た
経
験
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

今
日
は
、
熊
本
大
学
か
ら
貴
重
な
機
会
を
い
た
だ
き
、
み
な
さ
ん
と
交

流
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
こ
と
を
、
心
か
ら
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

で
は
、
早
速
で
す
が
、
今
日
の
報
告
を
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
ず
は
、
み
な
さ
ん
、
手
元
の
資
料
を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で

す
が
、
資
料
の
四
ペ
ー
ジ
か
ら
五
ペ
ー
ジ
ま
で
は
、
今
日
の
レ
ポ
ー
ト
、

ス
ラ
イ
ド
で
す
。
そ
の
下
の
六
ペ
ー
ジ
以
下
は
、
私
の
今
日
の
テ
ー
マ
に

つ
い
て
書
い
た
小
論
文
で
、
小
論
文
の
一
ペ
ー
ジ
目
は
今
日
の
報
告
の
流

れ
で
す
。
ま
た
時
間
の
都
合
上
、
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
小
論
文

を
参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
要
点
だ
け
を

ご
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

で
は
、
台
湾
の
刑
事
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。
現
行

の
台
湾
刑
事
訴
訟
法
は
、
日
本
の
大
正
一
一
年
つ
ま
り
一
九
二
二
年
の
刑

事
訴
訟
法
を
参
考
に
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
す
。
よ
っ
て
、
一
九
九
〇
年

改
革
前
の
台
湾
刑
事
訴
訟
法
は
戦
前
日
本
の
刑
事
訴
訟
法
と
か
な
り
似
て

い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
一
九
九
〇
年
以
降
法
改
正
法
は
こ

れ
を
変
更
し
て
、
主
と
し
て
ア
メ
リ
カ
法
を
参
考
に
し
た
の
で
す
が
、
刑

事
訴
訟
制
度
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
、
日
本
型
の
い
わ
ゆ
る
改
良
式
当
事
者

進
行
主
義
手
続
き
を
数
多
く
参
考
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
台
湾
と

日
本
の
刑
事
訴
訟
制
度
は
似
て
い
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
た
だ
、
台

湾
の
刑
事
手
続
き
は
多
く
の
法
改
正
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
の
で
、
日
本

法
と
異
な
る
部
分
も
少
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
中
で
特
に
注
意
す
べ

き
な
の
は
、
今
日
の
テ
ー
マ
で
あ
る
、
捜
査
段
階
に
お
け
る
取
調
べ
の
規

制
で
す
。

次
に
、
台
湾
の
取
調
べ
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
か
ら
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分
か
る
よ
う
に
、
台
湾
の
捜
査
の
流
れ
は
一
、
告
訴
・
告
発
に
よ
り
捜
査

が
開
始
し
ま
す
。
二
、
そ
し
て
任
意
的
な
取
調
べ
が
始
ま
り
ま
す
。
三
、

場
合
に
よ
っ
て
被
告
、
被
疑
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
四
、
逮

捕
後
の
取
調
べ
も
行
い
ま
す
。
五
、
被
疑
者
に
対
す
る
勾
留
も
請
求
さ
れ

ま
す
。
六
、
も
ち
ろ
ん
勾
留
後
も
取
調
べ
を
し
ま
す
。
七
、
最
後
に
、
起

訴
し
ま
す
。

そ
し
て
、
取
調
室
の
状
況
を
説
明
し
ま
す
。
警
察
に
し
て
も
、
検
察
官

に
し
て
も
原
則
と
し
て
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
は
取
調
室
で
行
わ
れ
ま

す
。
こ
れ
は
日
本
の
取
調
べ
と
違
う
点
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
警
察
の

取
調
室
を
紹
介
し
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
取
調
べ
を
す

る
と
き
は
、
原
則
と
し
て
、
弁
護
人
は
被
疑
者
の
隣
に
座
る
か
、
ま
た
は

立
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
た
め
取
調
べ
過
程
に
お
け
る
警
察
の
質
問

と
被
疑
者
の
答
え
は
す
べ
て
聞
け
ま
す
。
そ
の
次
は
、
検
察
官
の
取
調
室

な
ん
で
す
が
、
台
湾
の
人
の
感
覚
だ
と
、

こ
れ
は
裁
判
所
の
公
判
期

日
の
様
子
と
ほ
ぼ
同
じ
な
の
で
す
が

取
調
べ
の
過
程
で
は
、
被
告
人
、

弁
護
人
、
ま
た
は
告
訴
代
理
人
の
弁
護
士
も
す
べ
て
の
人
の
質
問
と
答
え

を
聞
く
だ
け
で
は
な
く
て
、
こ
の
ス
ラ
イ
ド
の
真
ん
中
に
あ
る
モ
ニ
タ
ー

を
通
じ
て
作
成
中
の
調
書
を
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
検
察
の
取

調
室
で
す
。

で
は
、
取
調
調
書
に
つ
い
て
で
す
が
、
台
湾
の
法
律
に
よ
り
ま
す
と
、

被
告
人
な
ど
に
対
す
る
尋
問
と
そ
の
答
え
の
内
容
を
正
確
に
記
録
す
る
た

め
、
い
わ
ば
一
問
一
答
式
の
調
書
が
採
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
さ
っ
き

安
部
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
、
そ
れ
は
韓
国
の
調
書
と
ほ
ぼ
同
じ
な

ん
で
す
。
ま
た
、
調
書
の
最
後
に
す
べ
て
の
参
加
者
か
ら
署
名
が
得
ら
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
取
調
調
書
の
形
式
は
、
日
本
の

取
調
調
書
、
つ
ま
り
、｢

物
語
式｣

調
書
と
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
調
書

の
サ
ン
プ
ル
は
、
私
の
小
論
文
の
第
五
ペ
ー
ジ
の
図
３
を
参
照
し
て
く
だ

さ
い
。
す
べ
て
中
国
語
な
の
で
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
下
の
部
分
を
見

れ
ば
分
か
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。｢

答
問
答
問
答
問
答
…｣

と
書
か
れ
て

い
る
よ
う
に
問
答
式
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
普
通
の
取
調
べ
の
調
書
で
す
。

で
は
、
被
疑
者
の
取
調
べ
の
制
限
規
定
に
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
弁
護
人
の
立
会
権
で
す
。
台
湾
で
は
一
九
八
二
年
の
立
法
で
弁
護

人
の
立
会
権
が
保
障
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る
、
王
迎
先
事
件
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
件
で
す
。
一

九
八
二
年
の
四
月
に
、
台
湾
の
首
都
で
あ
る
台
北
市
に
お
い
て
、
台
湾
最

初
の
銀
行
強
盗
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。
そ
の
同
年
の
五
月
七
日
朝
、
警

察
が
実
は
無
実
の
王
迎
先
さ
ん
を
真
犯
人
と
し
て
認
定
し
、
暴
行
な
ど
を

振
っ
て
嘘
の
供
述
を
得
ま
し
た
。
そ
し
て
、
王
さ
ん
を
実
況
見
分
に
連
れ

出
し
て
い
る
と
き
、
王
さ
ん
は
自
分
の
無
実
を
証
明
す
る
た
め
橋
か
ら
飛

び
降
り
て
自
殺
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
真
犯
人
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

そ
の
後
、
こ
の
拷
問
事
件
に
関
わ
っ
た
五
人
の
警
察
が
そ
れ
ぞ
れ
不
当
逮

捕
監
禁
致
死
罪
な
ど
で
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
事
件
を
き
っ
か
け
に
、

捜
査
段
階
で
よ
く
行
わ
れ
て
い
た
拷
問
や
暴
行
な
ど
が
、
よ
う
や
く
台
湾

社
会
の
注
意
を
集
め
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
違
法
な
取
調

べ
を
防
ぐ
た
め
に
、
弁
護
人
の
立
会
権
は
刑
事
訴
訟
法
二
四
五
条
第
二
項

と
し
て
立
法
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
条
文
は
ス
ラ
イ
ド
に
載
せ
て
い
ま
す
。
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そ
の
条
文
の
立
法
趣
旨
は
で
す
ね
、
捜
査
活
動
の
適
正
な
実
行
確
保
、
特

に
捜
査
機
関
に
よ
る
不
当
違
法
な
自
白
採
取
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
積

極
的
に
被
疑
者
の
制
度
的
な
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
ん
で
す
。
そ

の
た
め
、
弁
護
人
が
選
任
さ
れ
た
事
件
に
お
い
て
は
で
す
ね
、
取
調
べ
の

ほ
ぼ
す
べ
て
の
過
程
に
原
則
と
し
て
弁
護
士
が
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
そ
の
他
、
立
会
中
の
弁
護
士
は
、
た
だ
観
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

被
疑
者
の
捜
査
機
関
に
対
す
る
意
見
陳
述
や
証
拠
の
調
査
を
請
求
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

で
は
次
に
取
調
べ
に
お
け
る
連
続
録
音
の
規
定
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た

し
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
一
九
九
七
年
に
立
法
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
規

定
に
よ
り
ま
す
と
、
ま
ず
、
被
告
人
な
ど
を
尋
問
や
取
調
べ
を
す
る
と
き

は
で
す
ね
、
す
べ
て
の
経
過
を
連
続
録
音
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
必

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
、
連
続
録
画
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
録
音
お
よ
び
録
画
が
で
き
な
い
急
迫
状
況
が
あ
り
、
か
つ
調
書

に
明
記
す
る
場
合
は
で
す
ね
、
例
外
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
調
書
に
記

載
さ
れ
た
被
告
人
な
ど
の
陳
述
と
、
録
音
も
し
く
は
録
画
さ
れ
た
内
容
が

一
致
し
て
い
な
い
場
合
は
、
一
致
し
て
い
な
い
部
分
は
証
拠
と
す
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
の
被
疑
者

に
対
す
る
取
調
べ
は
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
過
程
は
録
音
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
証
人
に
対
す
る
取
調
べ
に
つ
い
て
も
、
規
定
に
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、
実
務
上
は
録
音
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
す
。
そ

の
立
法
化
の
き
っ
か
け
は
、
自
白
の
任
意
性
を
争
う
ケ
ー
ス
が
減
ら
な
い

状
況
で
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
調
書
の
任
意
性
を
争
う
と
き
、
捜
査
段
階
で

警
察
か
ら
拷
問
が
あ
っ
た
こ
と
を
主
張
す
る
事
案
は
よ
く
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
拷
問
が
あ
る
か
ど
う
か
の
事
実
を
解
明
す
る
た
め
に
、
裁
判

所
は
、
調
書
の
作
成
者
、
つ
ま
り
警
察
を
召
喚
し
、
こ
の
作
成
の
過
程
に

つ
い
て
質
問
し
て
確
認
す
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
し
、

皆
さ
ん
ご
存
知
の
通
り
、
警
察
は
あ
く
ま
で
も
訴
追
者
、
し
か
も
調
書
の

作
成
者
で
す
の
で
、
取
調
べ
の
経
過
を
確
認
す
る
と
き
、
彼
ら
の
証
言
に

期
待
で
き
る
の
は
や
っ
ぱ
り
難
し
い
で
す
。
そ
の
代
表
的
な
事
案
を
挙
げ

ま
す
と
、
台
湾
の
袴
田
事
件
と
い
わ
れ
る
蘇
建
和
さ
ん
た
ち
の
冤
罪
事
件

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
一
九
九
一
年
、
台
湾
北
部
に
あ
る
汐
止
と
い
う

町
で
発
生
し
た
事
件
で
す
。こ
れ
は
夫
婦
二
人
が
殺
害
さ
れ
た
殺
人
事
件

で
、
被
告
人
蘇
さ
ん
は
、
警
察
に
よ
る
強
引
な
取
調
べ
で
嘘
の
自
白
を
強

い
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
一
九
九
二
年
に
死
刑
判
決
を
言
い
渡
さ
れ
ま

し
た
。
た
だ
し
、
二
一
年
に
渡
る
闘
い
の
末
、
二
〇
一
二
年
に
よ
う
や
く

再
審
で
嘘
の
自
白
を
排
除
さ
れ
無
罪
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
事
件
の
審
理
の
き
っ
か
け
で
自
白
の
任
意
性
を
め
ぐ
る
証
明
の
困
難

さ
が
、
よ
う
や
く
社
会
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、

連
続
録
音
・
録
画
は
で
す
ね
、
取
調
べ
の
可
視
化
の
主
た
る
も
の
と
し
て

立
法
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
直
接
的
に
は
取
調
べ
の
可
視
化
と
関
係
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
小
論
文
に
も
疲
労
尋
問
を
防
止
す
る
た
め
の
規
定
、
つ
ま

り
夜
間
取
調
禁
止
の
規
定
に
つ
い
て
も
説
明
を
し
て
お
き
ま
し
た
。
時
間

の
都
合
上
、
皆
さ
ん
に
は
小
論
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま

す
。次

に
、
被
疑
者
の
取
調
べ
の
現
状
と
そ
の
問
題
点
に
進
め
た
い
と
思
い
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ま
す
。
弁
護
士
の
立
会
権
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
課
題
が
残
っ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
捜
査
段
階
で
弁
護
人
の
選
任
率
が
低
い
点
で
す
。

そ
の
点
に
対
し
て
、
台
湾
の
財
団
法
人
法
律
扶
助
基
金
会
、
つ
ま
り
日
本

の
法
テ
ラ
ス
に
似
て
い
る
組
織
は
、
二
〇
〇
七
年
か
ら
検
事
・
警
察
第
一

回
取
調
べ
無
料
弁
護
士
立
ち
合
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
始
め
て
い
ま
す
。
し

か
し
二
〇
一
二
年
に
行
わ
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
は
、
弁
護
人
の
選
任

率
と
接
見
率
は
な
お
低
い
た
め
、
学
者
か
ら
は
弁
護
体
制
の
整
備
が
必
要

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
は
で
す
ね
、
弁
護
人
に
関
す
る
告
知
が
捜
査
機
関
に
義
務
化
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
実
際
に
は
、
た
と
え
弁
護
人

が
警
察
署
に
行
っ
て
も
、
弁
護
人
が
被
疑
者
と
話
す
こ
と
を
許
さ
な
い
警

察
も
い
ま
す
。
ま
た
、
取
調
べ
を
し
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
の
は
る
か
後
ろ
に

弁
護
人
を
座
ら
せ
る
警
察
も
い
ま
す
。
ま
た
例
は
少
な
い
の
で
す
が
、
取

調
べ
終
了
後
に
弁
護
人
に
調
書
を
読
む
こ
と
さ
え
許
さ
な
い
場
合
も
な
い

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
捜
査
機
関
は
常
に
弁
護
人
立
会
権
の
立
法
に
は

反
対
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
の
意
味
で
、
人
権
保
障
の
観
点
か

ら
更
な
る
手
当
て
が
必
要
で
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
被

疑
者
の
弁
護
人
依
頼
権
の
不
当
な
侵
害
に
対
し
て
準
抗
告
の
よ
う
な
法
的

な
救
済
措
置
が
設
け
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
さ
ら
な
る
法
制

化
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
、
弁
護
人
が
立
ち
会
っ
て
い
な

い
場
合
、
も
し
く
は
、
弁
護
人
の
立
会
権
が
あ
る
も
の
の
、
認
知
し
て
い

な
い
場
合
に
と
ら
れ
た
自
白
は
、
直
ち
に
排
除
さ
れ
る
と
す
る
規
定
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
効
果
は
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
連
続
録
音
・
録
画
の
現
状
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
話
し

ま
す
。
ま
ず
、
否
認
事
件
で
は
、
多
く
の
場
合
は
、
録
音
は
調
書
の
作
成

中
、
ま
た
調
書
の
完
成
後
に
補
助
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
警
察
が
取
調
べ
の
実
際
の
開
始
時
刻
と
終
了
時
刻
を

調
書
に
忠
実
に
録
取
し
な
い
た
め
、
調
書
の
作
成
の
前
段
階
に
何
が
行
わ

れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
非
常
に
困
難
な
状
況
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
場
合
に
は
、
被
告
人
が
公
判
の
段
階
で
供
述
の
任
意
性
を
争

う
と
し
て
も
、
取
調
べ
の
録
音
テ
ー
プ
は
証
拠
と
し
て
取
調
べ
ら
れ
る
の

で
は
な
く
、
捜
査
機
関
の
取
調
べ
の
適
正
さ
を
裏
付
け
る
証
拠
方
法
と
し

て
機
能
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
被
告
人
で
は
な
く
て
犯
罪
立

証
に
有
利
な
方
向
で
働
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
台
湾
で
は
、
日
本

と
違
っ
て
、
起
訴
状
一
本
主
義
を
と
ら
ず
、
検
事
が
起
訴
す
る
と
き
は
で

す
ね
、
集
め
た
証
拠
や
書
類
な
ど
を
ま
と
め
て
、
一
件
記
録
を
起
訴
状
と

と
も
に
起
訴
フ
ァ
イ
ル
資
料
と
し
て
、
一
緒
に
裁
判
所
に
提
出
す
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
、
一
件
記
録
主
義
が
採
ら
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
録
音
の
資
料
デ
ー
タ
は
、
原
則
と
し
て
そ
の
起
訴
フ
ァ

イ
ル
資
料
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
被
告
人
と
か
弁
護
人
と
か
は
、

調
書
の
記
載
が
お
か
し
い
、
事
実
に
反
す
る
と
思
う
と
き
を
、
あ
ら
か
じ

め
録
音
デ
ー
タ
を
聞
い
て
、
調
書
の
記
載
と
照
ら
し
合
う
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
更
に
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
録
音
な
ど
さ
れ
た
内
容
が
一

致
し
て
い
な
い
と
主
張
す
る
と
き
、
し
ば
し
ば
裁
判
官
は
、
ど
こ
に
不
実

記
載
が
あ
る
か
、
そ
う
い
う
具
体
的
な
部
分
の
指
摘
を
す
る
よ
う
に
弁
護

人
に
求
め
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
事
実
の
根
拠
が
指
摘
で
き
な
い
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た
め
に
、
自
白
の
任
意
性
を
争
う
ケ
ー
ス
が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
る
一
方
、

逆
に
、
被
告
人
側
が
不
任
意
の
立
証
に
成
功
し
て
、
自
白
を
排
除
す
る
こ

と
が
主
張
で
き
る
場
合
は
か
な
り
限
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
更
に
、
連
続

録
音
の
規
定
に
反
す
る
場
合
は
、
そ
の
調
書
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
も
、

大
き
な
争
い
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
録

音
さ
れ
た
内
容
が
一
致
し
な
い
場
合
に
は
、
一
致
し
な
い
部
分
の
証
拠
能

力
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
連
続
録
音
・
録
画
を
し
な
か
っ
た
場

合
と
、
終
始
録
音
・
録
画
し
な
か
っ
た
場
合
、
録
音
・
録
画
の
デ
ー
タ
が

紛
失
し
た
場
合
、
録
音
・
録
画
デ
ー
タ
が
偽
造
ま
た
は
自
己
改
ざ
ん
さ
れ

た
場
合
な
ど
の
状
況
に
つ
い
て
、
録
音
さ
れ
た
も
の
の
取
り
扱
い
に
つ
い

て
は
、
条
文
上
に
は
明
記
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
大
き
な
争
い

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
台
湾
の
司
法
実
務
に
お
い
て
は
、

二
つ
の
見
解
が
対
立
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
見
解
の
一
つ
目
は
、
衡
量
原

則
に
従
っ
た
判
断
を
行
う
と
す
る
見
解
で
す
。
つ
ま
り
、
法
定
手
続
き
の

違
反
が
あ
っ
た
場
合
、
人
権
の
保
障
と
法
益
を
衡
量
し
た
う
え
で
自
白
を

証
拠
か
ら
排
除
す
る
か
否
か
を
判
断
す
る
見
解
で
す
。
二
つ
目
の
見
解
は
、

自
白
法
則
、
つ
ま
り
得
ら
れ
た
自
白
が
任
意
で
得
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か

を
判
断
基
準
と
し
て
判
断
す
る
見
解
で
す
。
夜
間
取
調
禁
止
に
つ
い
て
は

私
の
小
論
文
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

以
上
、
台
湾
に
お
け
る
可
視
化
の
制
限
規
定
に
つ
い
て
検
討
し
ま
し
た
。

以
下
は
で
す
ね
、
私
の
弁
護
士
と
し
て
の
個
人
的
意
見
を
話
し
ま
す
。
取

調
べ
の
可
視
化
を
考
え
る
と
き
に
、
参
考
と
な
れ
ば
幸
い
で
す
。

た
し
か
に
、
上
記
の
制
限
規
定
は
、
台
湾
の
司
法
実
践
か
ら
み
れ
ば
、

決
し
て
う
ま
く
運
営
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
今
後
も
多
く
の
改

正
と
調
整
は
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
九
八
二
年
か
ら
何

度
も
法
改
正
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
し
か
に
、
今
の
状
況
は
で

す
ね
、
被
疑
者
の
取
調
べ
に
対
す
る
法
規
制
が
徐
々
に
改
善
さ
れ
て
い
ま

す
。
更
に
、
被
疑
者
の
意
思
を
尊
重
す
べ
き
と
い
っ
た
認
識
は
次
第
に
捜

査
機
関
に
浸
透
し
て
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
黙
秘
権
を
始
め
と
す
る
被
疑

者
の
刑
事
手
続
き
上
の
権
利
の
保
障
も
完
備
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
上
記
の
接
見
規
定
は
、
私
の
考
え
な
の
で
す
が
、
被
疑
者
の
権
利

保
障
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
新
し

い
立
法
を
行
う
と
き
は
、
そ
れ
は
捜
査
に
は
邪
魔
で
あ
る
と
い
う
反
対
意

見
が
出
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
台
湾
の
経
験
か
ら
み
れ
ば
、

そ
の
よ
う
な
反
対
意
見
を
も
う
一
度
確
認
す
る
余
地
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

具
体
的
に
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
、
捜
査
に
邪
魔
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い

何
が
邪
魔
な
の
で
し
ょ
う
か
。
適
正
に
捜
査
手
続
き
を
行
え
ば
、
た
と
え
、

弁
護
士
が
立
ち
会
っ
た
り
、
取
調
べ
が
録
音
さ
れ
た
と
し
て
も
、
不
当
な

妨
害
と
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
弁

護
士
と
し
て
の
経
験
な
の
で
す
が
、
捜
査
段
階
の
被
疑
者
の
権
利
を
主
張

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
捜
査
弁
護
は
で
す
ね
、
か
な
り
難
し
い
。
も
し
、

上
記
の
規
定
が
な
け
れ
ば
で
す
ね
、
捜
査
機
関
に
対
す
る
防
御
を
行
う
根

拠
や
、
そ
の
た
め
の
武
器
を
持
た
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
、
実
際
の

捜
査
弁
護
の
活
動
は
で
す
ね
、
も
っ
と
困
難
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
ま

す
。次

に
、
上
述
し
た
取
調
べ
に
対
す
る
各
種
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
一
見
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似
て
い
る
機
能
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
れ
か
ひ
と
つ
だ
け
が
立
法
さ
れ
た
ら

足
り
る
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
さ
っ
き
安
部

先
生
か
ら
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
通
り
、
実
は
、
取
調
べ
に
対
す
る
上
記
の
制

限
規
定
は
、
お
互
い
に
補
足
で
き
る
機
能
を
有
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
で

す
ね
、
弁
護
士
を
委
任
し
な
い
、
し
か
も
夜
間
取
調
に
同
意
し
た
被
疑
者

に
と
っ
て
は
で
す
ね
、
取
調
べ
の
際
の
こ
の
連
続
録
音
・
録
画
は
、
被
疑

者
た
ち
の
防
御
に
と
っ
て
は
極
め
て
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
立
法
す
る
と
き
は
、
関
連
制
限
の
要
件
を
明
確

に
す
る
の
は
勿
論
、
個
人
的
意
見
と
し
て
は
、
違
法
が
あ
っ
た
場
合
の
法

律
効
果
も
明
確
に
す
れ
ば
よ
り
一
層
い
い
と
思
い
ま
す
。
上
記
の
制
限
に

対
す
る
違
反
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
台
湾
は
い
ず
れ
も
裁
判
所
に
委
ね
ら

れ
て
い
て
、
さ
っ
き
紹
介
し
た
衡
量
原
則
と
自
白
法
則
に
よ
っ
て
判
断
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
た
め
裁
判
所
が
多
く
の
時
間
と
精
神
を
費

や
し
て
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
警

察
を
は
じ
め
実
際
に
法
を
実
践
す
る
捜
査
機
関
な
い
し
、
弁
護
に
携
わ
る

弁
護
士
に
と
っ
て
も
面
倒
な
場
合
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
と
は
い
え
、

明
ら
か
に
重
大
な
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
立
法
の
際
に
明
確

な
対
応
、
さ
ら
に
は
そ
れ
に
よ
り
採
ら
れ
た
供
述
の
強
制
排
除
は
、
両
方

同
時
に
規
定
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
す
。
こ
の
点
、
先
ほ
ど
紹
介
し
た

台
湾
の
録
音
・
録
画
に
つ
い
て
も
、
調
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
と
、
録
音

な
ど
さ
れ
た
内
容
が
一
致
し
な
い
場
合
は
、
一
致
し
な
い
部
分
の
証
拠
能

力
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
立
法
は
、
顕
著
な
例
の
一
つ
で
あ

る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

以
上
で
す
、
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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こ
ん
に
ち
は
。
九
州
国
際
大
学
の
石
崎
と
い
い
ま
す
。
私
の
方
は
、
法

学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
て
、
心
理
学
の
観
点
か
ら
可
視
化
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

心
理
学
、
皆
さ
ん
も
教
養
の
授
業
と
か
で
と
ら
れ
て
知
っ
て
い
る
人
は

知
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
心
理
学
っ
て
イ
コ
ー
ル
・
カ
ウ
ン
セ
リ

ン
グ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
た
し
か
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
も
含
ん
で
い
る

ん
で
す
け
ど
、
結
構
い
ろ
ん
な
事
や
っ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
記
憶
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
と
か
探
る
の
も
心
理
学
で
す
し
、
人
間
は
ど
の
よ
う
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
思
考
や
判
断
の
過
程
に
つ
い

て
や
、
バ
イ
ア
ス
と
い
い
ま
す
け
ど
、
人
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
つ
い
つ
い

考
え
が
ち
な
の
か
、
偏
見
を
持
っ
て
し
ま
う
の
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
研

究
が
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
、
そ
う
い
う
心
理
学
的
な
知
見
を
裁
判
等

の
文
脈
で
活
か
し
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
、｢

法
と
心
理
学｣

、
あ
る
い

は
、｢

法
心
理
学｣

と
呼
ば
れ
て
い
る
領
域
で
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、

ど
ん
な
こ
と
や
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
目
撃
証
言
の
信
頼
性
、
こ
れ

は
記
憶
の
問
題
で
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
ど
う
や
っ
て
評
価
す
れ
ば

い
い
の
か
で
す
と
か
、
あ
る
い
は
、
弁
護
士
さ
ん
の
法
廷
弁
護
技
術
と
い

う
の
を
、
心
理
学
の
知
見
に
基
づ
き
、
い
ろ
い
ろ
と
検
討
し
た
り
と
い
う

こ
と
も
さ
れ
て
い
た
り
し
ま
す
。
そ
れ
か
ら
最
近
で
は
、
司
法
面
接
と
い

う
の
が
関
心
を
集
め
て
い
て
、
記
憶
を
歪
め
な
い
で
い
か
に
適
切
な
聴
き

取
り
を
行
な
う
か
で
す
と
か
、
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー

チ
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
回
は
、
こ
う
い
っ
た
法
心
理
学
の
観
点
か
ら
、

可
視
化
の
問
題
に
つ
い
て
ち
ょ
っ
と
議
論
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
こ
と
で

す
。そ

れ
で
は
早
速
本
題
で
す
け
れ
ど
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
可
視
化
が
必
要
な

の
か
と
い
う
話
で
す
ね
。
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
見
て
い
く
と
、
不
適
切

な
取
調
べ
と
い
う
の
は
、
気
を
付
け
て
い
て
も
、
と
き
に
起
こ
り
得
る
わ

け
で
す
よ
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
中
で
、
例
え
ば
虚
偽
自
白
で
す
と
か
、

あ
る
い
は
、
取
調
べ
の
や
り
方
に
よ
っ
て
は
供
述
が
本
来
体
験
し
た
内
容

と
は
違
っ
て
し
ま
う
、
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
り
得

る
。
そ
う
い
う
不
適
切
な
取
調
べ
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
を
、
可
視
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
防
い
で
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
法
心
理
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学
の
観
点
か
ら
見
た
、
可
視
化
の
意
義
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
例
え

ば
、
取
調
べ
を
可
視
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
適
切
な
取
調
べ
が
な
る

べ
く
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
気
を
付
け
て
も
ら
お
う
、
抑
止
効
果
を
狙
お
う

と
い
う
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
し

(

１)

、
あ
る
い
は
、
取
調
べ
の
様
子
を
録
画
や

録
音
し
て
デ
ー
タ
と
し
て
残
し
て
お
き
、
何
か
あ
っ
た
ら
、
あ
と
で
専
門

家
に
デ
ー
タ
を
渡
し
て
、
取
調
べ
が
適
切
な
も
の
だ
っ
た
か
検
証
で
き
る

よ
う
に
し
て
お
こ
う
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
が
期
待
で
き
る
わ
け
で
す

(

２)

。

こ
こ
で
は
で
す
ね
、
上
の
不
適
切
な
取
調
べ
に
よ
っ
て
起
こ
り
得
る
具

体
的
な
問
題
、
こ
れ
を
紹
介
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
一
つ
目
は

虚
偽
自
白
で
す
ね
。
こ
れ
は
み
な
さ
ん
授
業
等
で
も
聞
い
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
け
ど
、
実
際
に
は
犯
人
で
な
い
人
が
、
そ
の
取
調
べ
を
受
け
た
結

果
、｢

や
り
ま
し
た｣

と
虚
偽
の
自
白
を
し
て
し
ま
う
、
こ
れ
が
虚
偽
自

白
な
わ
け
で
す
。
中
に
は
、
実
際
や
っ
て
い
な
い
ん
だ
っ
た
ら
取
調
べ
が

い
く
ら
辛
い
と
い
っ
て
も
自
白
す
る
こ
と
な
い
だ
ろ
う
、
そ
う
い
う
風
な

感
想
を
持
つ
方
も
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
実
際
こ
う
い
う
の
は
起
き

て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
こ
の
虚
偽
自
白
に
つ
い
て
、
心
理
学
で
も
研
究
さ

れ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
、
だ
い
た
い
三
つ
く
ら
い
の
パ
タ
ー
ン
で
虚
偽
自

白
が
な
さ
れ
て
い
る
っ
て
こ
と
が
い
わ
れ
て
い

(

３)

ま

(

４)

す

(

５)

。

一
つ
目
は
自
発
型
で
す
。
例
え
ば
、
最
近
も
ど
こ
か
の
会
社
で
身
代
わ

り
出
頭
と
か
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。
あ
ん
な
感
じ
で
、
自
分
は
や
っ
て
な
い

ん
だ
け
ど
誰
か
を
か
ば
う
た
め
で
す
と
か
、
何
か
の
目
的
で
嘘
の
自
白
を

す
る
、
こ
う
い
っ
た
も
の
が
①
の
虚
偽
自
白
に
含
ま
れ
ま
す
。
②
と
③
は

少
し
複
雑
に
な
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
も
ち
ょ
っ
と
見
て

い
き
ま
す
。
②
の
パ
タ
ー
ン
は
、
強
制
―
追
従
型
の
虚
偽
自
白
で
す
。
こ

れ
は
、
取
調
べ
の
圧
力
に
屈
し
て
虚
偽
の
自
白
を
し
て
し
ま
う
タ
イ
プ
で

す
。
ま
あ
、
あ
の
、
取
調
べ
っ
て
、
状
況
に
よ
っ
て
は
か
な
り
圧
が
か
か

る
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
取
調
べ
の
圧
力
に
よ
っ
て
屈
服
あ

る
い
は
追
従
し
、
認
め
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
と
き
に
起
こ
り
得
る
。

こ
れ
、
ど
う
し
て
起
こ
る
か
と
い
う
と
で
す
ね
、
や
っ
ぱ
り
人
間
辛
い
こ

と
か
ら
逃
げ
た
く
て
、
当
面
の
利
益
を
つ
い
優
先
し
て
し
ま
う
と
い
う
の

が
あ
る
ん
で
す
ね
。
長
期
的
な
利
益
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
は
当
然
自
白
す

る
べ
き
で
は
な
い
わ
け
で
す
。
も
し
や
っ
て
な
い
ん
だ
っ
た
ら
。
有
罪
に

な
っ
ち
ゃ
い
ま
す
か
ら
ね
。
だ
け
ど
、
や
っ
ぱ
り
人
間
目
の
前
に
辛
い
こ

と
が
あ
る
と
、
そ
の
取
調
べ
の
圧
力
か
ら
逃
げ
た
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
、

ま
あ
一
旦
こ
こ
は
つ
ら
い
か
ら
、
そ
こ
で
エ
ス
ケ
ー
プ
し
て
お
い
て
、
あ

と
で
弁
護
士
さ
ん
に
頼
ん
で
な
ん
と
か
し
て
も
ら
お
う
と
か
、
と
り
あ
え

ず
認
め
て
し
ま
お
う
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。

そ
れ
で
虚
偽
自
白
と
い
う
の
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
こ
れ
が
②
の
パ
タ
ー

ン
。
圧
力
に
屈
し
て
し
ま
う
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
三
つ

目
の
パ
タ
ー
ン
。
強
制
―
内
面
化
型
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
れ

は
②
と
同
じ
で
、
虚
偽
の
自
白
、｢

や
り
ま
し
た｣

っ
て
言
っ
て
し
ま
う

ん
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
実
際
に
自
分
が
や
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て

し
ま
う
。
つ
ま
り
、
最
初
は

｢

や
っ
て
ま
せ
ん｣

っ
て
言
っ
て
い
る
ん
だ

け
ど
、
最
終
的
に
は
自
白
す
る
。
そ
し
て
、
自
白
の
内
容
自
体
を
自
分
で

受
け
止
め
て
し
ま
う
。
自
分
が
や
っ
た
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
い
っ
た

タ
イ
プ
の
虚
偽
自
白
で
す
。
こ
れ
、
ど
う
し
て
起
き
る
か
っ
て
い
う
と
で
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す
ね
、
記
憶
の
問
題
が
絡
ん
で
い
ま

(

５)

す

(

６)

。
自
分
の
記
憶
が
信
頼
で
き
な
く

な
る
と
、
例
え
ば
、
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
に
関
わ
る
よ
う
な
こ
と
を
ち
ょ
っ

と
や
っ
て
い
た
の
か
な
、
と
か
、
そ
う
い
う
の
を
ど
ん
ど
ん
自
分
の
中
で

考
え
て
い
っ
ち
ゃ
う
わ
け
で
す
ね
。
自
分
の
記
憶
に
自
信
を
持
て
な
く
な
っ

て
、
そ
れ
で
結
局
、
そ
こ
ま
で
警
察
の
人
が
調
べ
て
言
っ
て
る
ん
だ
っ
た

ら
、
あ
な
が
ち
全
部
間
違
い
で
は
な
く
て
、
多
少
は
何
か
関
係
あ
る
の
か

な
、
と
。
そ
こ
か
ら
深
み
に
は
ま
っ
て
い
っ
て
、
結
局
自
白
は
す
る
し
、

そ
の
自
白
し
た
内
容
も
自
分
で
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
が
強
制
―
内

面
化
型
の
虚
偽
自
白
で
す
。

こ
れ
だ
け
見
る
と
、
な
ん
だ
か
特
殊
な
現
象
み
た
い
に
見
え
る
ん
で
す

け
ど
、
こ
れ
っ
て
、
現
象
自
体
は
再
現
可
能
な
も
の
な
ん
で
す
ね
。
例
え

ば
こ
の
実
験

(

７)

な
ん
で
す
け
ど
、
こ
ん
な
感
じ
で
一
人
が
文
字
を
読
み
上
げ

て
、
も
う
一
人
が
パ
ソ
コ
ン
で
打
つ
っ
て
こ
と
を
や
っ
て
も
ら
う
ん
で
す
。

そ
の
時
に
、
こ
こ���
キ
ー
っ
て
わ
か
り
ま
す
か
ね
、
こ
れ
押
し
ち
ゃ
う

と
Ｐ
Ｃ
が
ク
ラ
ッ
シ
ュ
す
る
の
で
そ
れ
は
絶
対
押
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
、

と
説
明
を
し
て
お
き
ま
す
。
そ
れ
で
、
し
ば
ら
く
や
っ
て
る
と
、
Ｐ
Ｃ
が

突
然
動
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
こ
れ
、
別
に���
キ
ー
触
っ

た
か
ら
そ
う
な
っ
た
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
そ
う
な
る
よ
う
に
し
て
あ
る
ん
で

す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
見
た
実
験
者
が
、｢���
キ
ー
押
し
ち
ゃ
っ
た
ん
で

す
か
、
困
り
ま
す
ね
。
デ
ー
タ
消
え
ち
ゃ
い
ま
し
た
よ
。���
キ
ー
押
し

た
っ
て
い
う
書
面
に
サ
イ
ン
し
て
く
だ
さ
い
よ｣

と
か
、
そ
う
い
う
こ
と

を
言
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
実
験
条
件
に
も
よ
る
ん
で
す
け
ど
、

あ
る
程
度
の
確
率
で
、
結
構
多
く
の
参
加
者
が
虚
偽
自
白
を
し
て
し
ま
う
、

そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
し
か
も
そ
れ
は
、
そ
の
場
し
の
ぎ
の

虚
偽
自
白
と
い
う
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
中
の
何
割
か
は
、
実

際
に
自
分
が���

キ
ー
押
し
て
し
ま
っ
た
、
だ
か
ら
そ
う
な
っ
た
ん
だ
、

そ
う
い
う
記
憶
を
持
っ
た
り
も
し
ま
す
。
実
際
に
は
押
し
て
い
な
い
の
に
、

虚
偽
自
白
を
し
た
上
に
、
そ
れ
を
自
分
が
や
っ
た
と
完
全
に
認
め
て
し
ま

う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
わ
け
で
す
。

虚
偽
自
白
で
す
が
、
こ
れ
が
起
こ
る
か
ど
う
か
は
結
構
取
調
べ
の
や
り

方
と
も
リ
ン
ク
、
繋
が
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
取
調
べ
の
や
り
方
、
目
的

別
に
ざ
っ
く
り
と
、
自
白
を
得
る
こ
と
が
目
的
の
場
合
の
取
調
べ
と
、
事

件
の
情
報
を
得
よ
う
と
す
る
目
的
の
取
調
べ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
日
本
の
場
合
は
こ
っ
ち
、
自
白
を
重
視
す
る
傾
向

に
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
よ
ね

(

８)

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ど
う

し
て
も
、
自
白
を
と
り
た
い
か
ら
、
圧
力
を
か
け
や
す
く
な
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
虚
偽
自
白
が
起
こ
り
や
す
く
な
る
、
そ
う
い

う
ふ
う
な
構
造
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
。
で
す
の
で
、
例
え
ば
ピ
ー

ス
モ
デ
ル
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
自
白
を
目
的
と
す
る
の
で
は

な
く
、
情
報
収
集
を
目
的
と
し
て
取
調
べ
を
行
う
方
が
、
い
ろ
い
ろ
都
合

が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
う
い
っ
た
議
論
が
さ
れ
て
い

(

８)

ま

(

９)

す

(�)

。

そ
し
て
、
二
つ
目
で
す
け
れ
ど
も
、
可
視
化
を
す
る
理
由
に
は
、
供
述

の
歪
曲
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
か
検
証
し
や
す
く
な
る
、
そ
う
い
う
意
味
も

あ
る
わ
け
で
す

(

２)

。
取
調
べ
を
受
け
て
い
る
と
、
例
え
ば
、
そ
の
過
程
で
記

憶
が
歪
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
得
る
ん
で
す
ね
。
最
初
と
言
っ
て
る

こ
と
が
違
う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た
り
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
起
こ
り
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得
ま
す
。
可
視
化
を
し
て
お
け
ば
、
供
述
が
変
わ
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
を

追
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
供
述
に
問
題
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
取
調

べ
に
問
題
が
あ
っ
た
ん
だ
と
か
、
後
か
ら
振
り
返
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で

す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
も
可
視
化
っ
て
い
う
の
は
役
に
立
つ
わ
け
で
す
。

供
述
が
変
わ
る
っ
て
い
う
話
で
す
け
ど
、
人
の
脳
っ
て
い
う
の
は
結
構
メ

カ
ニ
カ
ル
な
ん
で
す
よ
。
一
定
の
手
続
き
を
し
て
、
一
定
の
条
件
が
そ
ろ

う
と
、
人
の
発
話
内
容
っ
て
い
う
の
は
、
結
構
変
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
な

ん
で
す
ね
。
実
際
に
見
た
も
の
の
内
容
が
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
実
際

に
は
見
て
な
い
も
の
が
思
い
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
か
、
そ
う
い
う
場
合
も

あ
る
わ
け
で
す
。

こ
れ
、
な
ん
で
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
か
っ
て
い
う
と
、
記
憶
の
歪

曲
が
起
き
て
い
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
交
通
事
故
の
様
子
を
思
い
出
し

て
も
ら
う
と
き
、
二
台
の
車
が
激
突
し
た
大
事
故
の
こ
と
を
思
い
出
し
て

く
だ
さ
い
、
と
い
う
よ
う
に
教
示
し
た
と
し
ま
す
。
そ
の
際
、｢

激
突
し

た
大
事
故｣

と
い
う
の
は
、
聞
い
た
人
に
と
っ
て
、
窓
ガ
ラ
ス
が
飛
び
散
っ

て
い
る
な
ど
事
故
が
激
し
か
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
情
報
に
な
っ
て
い

る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
、
事
後
情
報
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
ま

す
。
こ
う
い
う
の
が
取
調
べ
の
中
に
で
て
く
る
と
、
そ
の
都
度
記
憶
っ
て

い
う
の
は
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
影
響
を
受
け
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
で
、
そ
の
結

果
、
大
事
故
だ
か
ら
き
っ
と
両
方
窓
は
割
れ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
か
、
証
言

が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
き
ち
ゃ
う
っ
て
い
う
こ
と
が
起
こ
り
得
る
わ
け
で

す
。
こ
れ
を
事
後
情
報
効
果
と
い
い
ま
す
。
そ
う
い
う
研
究
は
い
ろ
い
ろ

あ
っ
て
で
す
ね
、
例
え
ば
、
質
問
の
し
方
に
よ
っ
て
車
の
ス
ピ
ー
ド
の
印

象
も
変
わ
る
し
、
窓
ガ
ラ
ス
が
割
れ
た
っ
て
い
う
報
告
が
増
え
て
き
た
り

で
す
ね
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す

(�)

。
こ
の
よ
う
に
、
取

調
べ
側
か
ら
の
ヒ
ン
ト
み
た
い
な
、
示
唆
的
な
情
報
に
よ
っ
て
、
結
構
影

響
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
、
記
憶
が
。
だ
か
ら
、
ま
ず
は
全

過
程
を
録
画
し
て
お
い
て
、
取
調
べ
が
そ
う
い
う
人
の
記
憶
を
歪
め
る
よ

う
な
、
そ
う
い
う
パ
タ
ー
ン
に
陥
っ
て
い
っ
て
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
の

を
必
要
に
応
じ
て
専
門
家
が
後
で
チ
ェ
ッ
ク
す
る
。
こ
れ
が
可
視
化
す
る

と
や
り
や
す
く
な
る
わ
け
で
す
ね
。

じ
ゃ
あ
も
う
ち
ょ
っ
と
急
ぎ
足
で
い
き
た
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
。
も

う
一
つ
可
視
化
の
観
点
の
話
が
あ
っ
て
、
可
視
化
す
る
と
映
像
の
デ
ー
タ

が
得
ら
れ
ま
す
よ
ね
。
そ
の
映
像
の
デ
ー
タ
を
裁
判
と
か
で
見
せ
る
か
ど

う
か
っ
て
い
う
の
が
、
ひ
と
つ
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
今
市
事
件

(�)

っ
て

知
っ
て
い
ま
す
か
ね
。
最
近
話
題
の
や
つ
な
ん
で
す
け
ど
、
こ
れ
は
取
調

録
画
の
映
像
を
裁
判
員
に
も
見
て
も
ら
っ
た
っ
て
い
う
そ
う
い
う
裁
判
、

自
白
の
任
意
性
が
大
事
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
七
時
間
く
ら
い
の
映

像
を
見
て
も
ら
い
ま
し
た
。
で
、
結
局
、
裁
判
員
裁
判
で
有
罪
判
決
に
な
っ

た
ん
で
す
け
ど
。
こ
う
い
う
可
視
化
し
た
や
つ
を
見
て
も
ら
う
っ
て
こ
と

す
る
と
、
結
構
い
ろ
ん
な
検
討
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
課
題
が
出
て
き
ま

す
。
例
え
ば
、
一
つ
は
で
す
ね
、
こ
れ
安
部
先
生
の
お
話
に
も
出
て
い
ま

し
た
け
ど
、
映
像
を
見
せ
る
と
き
の
映
像
の
ア
ン
グ
ル
、
こ
れ
に
よ
っ
て

自
白
の
任
意
性
の
評
価
が
変
わ
っ
て
き
ま
す

(�)

。
被
疑
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し

た
場
合
と
、
取
調
べ
を
し
て
い
る
人
と
さ
れ
て
い
る
人
に
同
じ
よ
う
に
フ
ォ
ー

カ
ス
し
た
場
合
で
は
、
こ
っ
ち
、
被
疑
者
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
映
像
で
見
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て
も
ら
っ
た
時
の
方
が
、
取
調
べ
で
任
意
で
自
白
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
い

う
評
価
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
同
じ
情
報
を
見
て

も
ら
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
も
、
そ
の
映
像
を
ど
う
い
う
角
度
か
ら
撮
る
の

か
、
た
っ
た
そ
れ
だ
け
で
、
結
構
裁
判
の
行
方
が
変
わ
っ
て
く
る
か
も
し

れ
な
い
、
と
そ
う
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
二
つ
目
で
す
ね
。
ち
ょ
っ
と
駆
け
足
な
ん
で
す
け
ど
。
本
来
は

自
白
の
任
意
性
を
調
べ
る
、
検
討
す
る
た
め
に
映
像
を
見
せ
る
ん
で
す
け

ど
、
実
際
見
せ
ち
ゃ
う
と
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
有
罪
・
無
罪

判
断
と
か
に
そ
の
影
響
が
出
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん

(�)
。
例
え
ば
、
こ
う
い

う
の
を
確
証
バ
イ
ア
ス
っ
て
い
う
ん
で
す
け
ど
、
我
々
は
で
す
ね
、
仮
説

を
確
証
で
き
る
情
報
ば
か
り
を
見
ち
ゃ
う
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
、

こ
の
人
悪
い
こ
と
や
っ
た
の
か
な
、
そ
う
い
う
推
測
が
映
像
か
ら
生
ま
れ

ち
ゃ
う
と
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
そ
の
後
の
裁
判
の
情
報
が
処
理
さ
れ
て
し

ま
い
、
仮
に
有
罪
側
と
無
罪
側
の
情
報
が
両
方
あ
っ
て
も
、
有
罪
側
ば
か

り
に
注
意
が
向
か
い
が
ち
に
な
り
、
結
果
歪
ん
だ
判
断
に
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
う
い
う
こ
と
も
可
能
性
と
し
て
起
こ
り
得
る
わ
け
で
す
ね

(�)
。

で
、
最
後
ま
と
め
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
、
録
画
す

れ
ば
そ
れ
だ
け
で
全
部
解
決
す
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
わ
け
で
は

な
い
ん
で
す
ね
。
さ
っ
き
の
安
部
先
生
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
ど
、

撮
る
の
は
全
部
撮
る
ん
だ
け
ど
そ
れ
を
ど
う
運
用
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

い
ろ
い
ろ
な
ル
ー
ル
作
り
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
、
そ
う
い
う
ふ

う
に
考
え
て
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
後
記
】

こ
の
講
演
録
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
刑
事
訴
訟
法
ゼ
ミ
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

(

注)

(

１)

取
調
べ
の
可
視
化
実
現
大
阪
本
部

(

二
〇
一
三
年)

、
可
視
化
時

代
に
向
け
て
の
刑
事
弁
護
ノ
ウ
ハ
ウ
第
三
回
、
月
刊
大
阪
弁
護
士
会

二
〇
一
三
年
一
二
月
号
五
七
〜
五
八
頁
。

(

２)

森
直
久

(

二
〇
一
五
年)

、
取
調
べ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
見

え
た
こ
と

発
問
方
法
・
会
話
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
・
司
法
文
化

(

法
と
心
理
学
会
第
一
五
回
大
会
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

｢

取
調
室
の

な
か
に
心
理
学
者
は
何
を
見
る
の
か
？

可
視
化
と
心
理
学
研
究

の
可
能
性｣)

、
法
と
心
理
一
五
巻
二
七
〜
三
〇
頁
。

(

３)����������������������������
(����)�����������

������������������������������������
(����)����

�������������������������������������
(��������)�

������������������������������
(

４)��������������������������������������������������
���������������������������������������

(

ミ
ル
ン,����

ブ
ル���
大
橋
靖
史

(

訳)
(

二
〇
〇
三
年)

、
虚
偽
の
証
言
、
原

聰

(
編
訳)

、
取
調
べ
の
心
理
学

事
実
聴
取
の
た
め
の
捜
査
面

接
法

(
一
一
一
〜
一
三
六
頁)

、
北
大
路
書
房
。)
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(
５)����������������������������������������

�������������������������������������������������
���������������������

(

６)��������������������������������������������
������������������������������������������������������

(

７)�������������������������
(����)����������

��������������������������������������������������������
������������������������������������������������

(

８)

指
宿
信

(

二
〇
一
三
年)
、
取
調
べ
と
そ
の
可
視
化
、
文
部
科
学

省
科
学
研
究
費
補
助
金
・
新
学
術
領
域
研
究

｢

法
と
人
間
科
学｣

中

間
報
告
書
八
八
〜
九
三
頁
。

(

９)

仲
真
紀
子

(

二
〇
一
四
年)

、
司
法
場
面
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
、
片
山

容
一

(

編)

、
自
立
と
支
援

(
一
四
七
〜
一
七
四

頁)

、
岩
波
書
店
。

(�)
警
察
庁
が
二
〇
一
二
年
に
作
成
し
た
取
調
べ
の
教
本
で
は
、
自
白

を
得
る
こ
と
を
主
と
は
せ
ず
、
正
確
な
情
報
の
収
集
を
目
的
と
し
た

手
法
を
扱
っ
て
い
る
。
警
察
庁
刑
事
局
刑
事
企
画
課(

二
〇
一
二
年)

、

取
調
べ

(

基
礎
編)

／�������������
�������������������������������������������������������

(�)������������������������
(����)�����������������

�����������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������

(�)

平
山
真
理

(

二
〇
一
六
年)

、
今
市
事
件
裁
判
員
裁
判
は
試
金
石

と
な
り
得
た
か

傍
聴
記
を
も
と
に
い
く
つ
か
の
刑
事
手
続
上
の

重
要
な
課
題
を
論
じ
る
、
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
巻
八
号
一
〜
五
頁
。

(�)��������������������������
(����)�����������

���������������������������������������������������
�������������������������������������������������������

(�)�����������������������������������������������
��

(����)��������������������������������������������
����������������������������������������������

(�)
山
崎
優
子
・
山
田
直
子
・
指
宿
信

(

二
〇
一
七
年)

、
取
調
べ
手

法
と
カ
メ
ラ
ア
ン
グ
ル
の
組
み
合
わ
せ
が
事
実
認
定
に
与
え
る
影
響

に
つ
い
て
の
予
備
的
実
験
、
立
命
館
人
間
科
学
研
究
35
巻
六
七
〜
七

九
頁
。
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(７) 宇都宮地判平成22年３月26日判時2084号157頁｡

(８) 佐賀地決平成14年12月13日判時1869号135頁｡

(９) 大阪地判平成23年４月28日裁判所ウェブサイト｡

(10) 鹿児島地判平成19年２月23日判タ1313号285頁｡

(11) 大阪地判平成22年９月10日判タ1397号309頁｡

(12) 配置場所も, §198付近ではなく, 証拠調べ請求に関する§301に追加する形

を採っている｡

(13) 宇都宮地判平成28年４月８日裁判所ウェブサイト｡ 東京高判平成28年８月10

日判タ1429号132頁｡

(14) 安部の博士論文は, このような問題意識から, 日米韓３ヶ国を比較して, ｢被

疑者取調べの憲法的規制｣ を具体的に示したものです｡ ������������������か
ら閲覧可能ですので, 探して見て下さい｡

(15)
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疑者について, 捜査機関が取調べ等を行うときは, 次の４つのいずれ

かに該当する場合以外は, 被疑者の供述・状況を録音・録画により記

録しなければならない｡� 録画機器の故障など� 被疑者が記録を拒んだことその他の被疑者の言動により, 記録を

したら被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき� 当該事件が暴力団構成員による犯罪に係るものであると認めると

き� (省略)

２. 録音・録画記録媒体の利用方法

現行の調書を前提に, その任意性判断のための補助証拠としての使用 (§

301の２①)

＋調書の証明力 (供述の信用性) 判断のための補助証拠としての使用

Ｑ. 記録媒体を, 実質証拠として使用することができるか？

⇔心理学的な問題点により, 誤った事実認定が行われる危険性【石崎先

生(13)】

Ⅲ. 取調べ録音・録音の実施・運用状況
スライド参照

Ⅳ. 課題
・より多くの事件で録音・録画を行う必要性 (対象事件の拡大)

・記録媒体の取扱いに関する議論の活性化

・心理学などの他領域と更に協同し, 公判廷における心理学鑑定を積極採用す

る等の必要性

・被疑者の権利保障を軸とした取調べ適正化方策を追求する必要性(14)

注
(１) 調書の署名・押印が, 被疑者のものであることに間違いないこと｡

(２) 調書記載の内容が, 被疑者の供述通りに記載されていること｡

(３) 2004.12.16 ,2002 537 .

(４) 第267回韓国国会 (臨時会) 法制司法委員会法案審査小委員会 (2007年４月16

日)｡

(５) 富山地裁高岡支判平成19年10月10日裁判所ウェブサイト｡

(６) 水戸地裁土浦支判平成23年５月24日裁判所ウェブサイト｡

(14)
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大阪府警東署事件：窃盗事件について任意で事情を聞くとして捜査車両に乗っ

た直後から, 恫喝などの自白強要を行った事件(９)

志布志事件：公職選挙法違反事件の取調べで, 孫の名前などを書いた紙を無

理やり踏ませるなどの自白強要が行われていたことが明らかと

なった事件(10)

３. 郵政不正事件＆検察による証拠改ざん事件

郵政不正事件：障害者団体向けの郵便料金割引制度を不正に利用したとして,

厚労省元局長が指示役と疑われたものの, 指示が認められな

いとして無罪判決(11)

→脅迫的取調べ, 検察官による証拠改ざん, その上司による犯

人隠避が発覚

４. 法制審議会 新時代の刑事司法制度特別部会

取調べ・供述に過度に依存しない捜査・公判の在り方について３年余に亘り

議論

捜査機関は, 最後まで取調べ録音・録画の導入に抵抗していた

→2016年改正法は, 捜査権限の強化と引き替えに, ようやく録音・録画の導

入を実現

Ⅱ. 2016年刑訴法改正による明文化
１. 2016年改正法による取調べ録音・録画

法§301の２①＆④

長いので省略；現時点では未施行 (2019年６月までに施行される予定)

2016年改正法の条文は, 最新版の六法に収録されています｡

○対象事件は, 裁判員裁判対象事件＆検察官独自捜査事件 (§301の２①���)

逮捕・勾留されている被疑者の取調べ・弁解録取などに限る (§301の２①)

○やや特殊・複雑な構成を採る§301の２(12)

１項 上記対象事件で身体拘束中の被疑者について, 検察官が裁判で調書を

証拠として取り扱って欲しいと請求した場合に, 被告人・弁護人が,

その調書の任意性に異議を申し立てたとき, 当該調書が作成された取

調べの開始から終了に至るまでの被告人の供述・状況を録画した記録

を一緒に調べるよう請求する義務を検察官に課す

４項 １項で検察官に課した義務のために, 上記対象事件で身体拘束中の被

(13)
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障を同時に追求していることもあり, 録音・録画の停滞は, そこまで大きな

弊害を生んでいない

Ⅴ. 韓国から日本へ 抽出できる示唆
取調べ録音・録画を過大視すべきではないこと

→違法取調べに対する抑止効はあるものの, 決して万能ではない

取調べ過程の透明化を図る録音・録画と, 記録媒体の証拠法的取扱いは明確に

区別して議論すべき

被疑者の権利保障の観点に立脚した取調べ適正化策を別途追求する必要がある����取調べ受忍義務の否定, 代用監獄の廃止, 弁護人立会権, 黙秘権の効果

的保障, 身体不拘束捜査原則など

(派生論点)

録画・録画の権利性 被疑者は, 取調べを録画・録画するよう要求する権利が

あるか？

日本における被疑者取調べ録音・録画

参考 日本の刑訴法の沿革
1890年明治刑訴法 (フランス法系) →1922年大正刑訴法 (ドイツ法系)

1947年日本国憲法＆1949年現行刑訴法 (アメリカ法系) (⇔日本型精密司法の

定着)

Ⅰ. 被疑者取調べ録音・録画の導入経緯
１. 各種誤判事件に対する再審無罪判決

氷見事件：とある強姦罪でＹ氏が服役した後, 別の強姦事件の被疑者が真犯

人だと名乗ったことから, 再審請求し, 無罪判決が言い渡された

事件(５)

布川事件：強盗殺人事件で無期懲役判決を受け, 服役後, 仮釈放されていた

Ｓ氏とＳ氏が自白を強要・誘導されたとして再審請求し, 無罪判

決が言い渡された事件(６)

足利事件：女児誘拐殺人事件で服役中のＳ氏のDNA型が, 残留DNA型と一

致しないことなどが明らかとなり, 再審請求し, 無罪判決が言い

渡された事件(７)

２. 自白強要事件に対する注目

佐賀農協背任事件：取調べ担当検察官が, 被疑者に対して ｢ぶち殺すぞ, こ

の野郎｣ と暴言を吐き, 自白を強要した事件(８)

(12)
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されたときに限り, 成立の真正性が認められる旨を判示 (三段階

連続推定法理の否定(３))

⇒検察官作成調書の事実上の廃止

検察は, 最強の検察官調書に代わる立証方法が必要になった

(1)国民の信頼回復, (2)調書の代替物確保という目的で, 検察自ら主体的に導入を推進��) 警察：検察の取り組みに刺激を受け, 2006年１月から本格的試行

Ⅱ. 2007年刑訴法改正による明文化
１. 2007年改正法による取調べ録音・録画の要件

法§244の２① (抜粋)

｢被疑者の陳述は, 映像録画することができる｡ この場合, 事前に映像録画の

事実を告げなければならず, 調査の開始から終了までの全過程及び客観的状況

を映像録画しなければならない｡｣

○捜査官の裁量によって実施される (対象事件の設定はなし)

○次の要件を満たす必要がある

(1)全過程性：１回毎の取調べを単位として, 当該取調べの最初から最後まで

を記録する

(2)必要事項の告知 (刑規§134の２③)

(3)リアルタイム表示 (刑規§134の２⑤)

(4)真正性 (法§244の２②＆③)

２. 録音・録画記録媒体の利用方法

(1)調書の実質的真正成立を証明するための使用 (§312②)

(2)公判廷において原供述者の記憶を喚起するための使用 (§318の２②)

…視聴できるのは, 原供述者のみ (事実認定者は視聴不可：刑規§135の

５①)

＊実質証拠として利用することはできないと理解されている (４)

Ⅲ. 取調べ録音・録音の実施・運用状況
スライド参照

Ⅳ. 課題
・捜査官の裁量的実施→必要的実施に変更

・記録媒体の取扱いに関する議論の落ち着きを待つ

⇔ ｢Ⅲ. 実施・運用状況｣ 停滞気味であるものの, 被疑者の諸権利の効果的保

(11)
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2017年１月11日

熊本大学法学会シンポジウム ｢取調べの可視化をめぐる東アジアの動き｣

韓国における被疑者取調べ録音・録画
現在地と課題を日本と比べながら

安部 祥太 (青山学院大学)

はじめに 韓国を比較法の対象とする意義
日韓刑訴法の極めて高い類似性・共通性

ロールモデルとしての役割・機能

Ⅰ. 被疑者取調べ録音・録画の導入経緯
１. 検察庁被疑者拷問致死事件

2002年10月 ソウル地検庁舎内 特別訊問室における被疑者拷問致死事件

→2004年６月 10地検において取調べ録音・録画の試行が開始される

⇒検察の自浄能力をアピールし, 国民の信頼を回復するため

２. 供述録取書の証拠採用要件に関する判例変更

(1) 従前の調書の証拠採用要件
警察官調書：公判廷等における被告人による内容追認 (旧法§312②)

検察官調書：①真正成立 (旧法§312①)

①��形式的真正成立(１)

①��実質的真正成立(２)

②特信性 (旧法§312①)

③任意性 (法§309①)

判例 ①��形式的真正成立の認定＝①��実質的真正成立を推定

＝②特信性を推定

＝③任意性を推定(確立した判例法理)

⇒検察官が作成した調書は, 署名・押印さえ得られれば, すべて証

拠採用された

判例法理により, 無敵の検察官調書が誕生 (＝検察司法の支柱)

(2) 2004年大法院判決による判例変更
(背景) 公判中心主義を追求し, 国際水準を充たす刑事手続を司法制度改

革の中で志向

大法院 公判廷等において, 被告人の供述によって実質的真正成立が認定
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