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保
存
―
―
日
独
に
お
け
る
問
題
の
所
在

カ
ー
ス
テ
ン
・
ゲ
ー
デ

日
本
に
お
け
る
捜
査
機
関
に
よ
る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請

内
藤
大
海

通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題
状
況

イ
ェ
ン
ス
・
プ
シ
ュ
ケ

　
二
〇
一
九
年
一
〇
月
一
二
日
に
、
熊
本
大
学
法
学
部
、
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
（B

ucerius Law
 School

／
ハ
ン
ブ
ル
ク
）、
刑
法
学
会

九
州
部
会
の
共
催
に
よ
り
、
日
独
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
科
学
研
究
費
国
際
共
同
研
究
加
速
基
金
の
課
題
研

究
「
捜
査
法
領
域
に
お
け
る
犯
罪
関
連
情
報
の
収
集
に
関
す
る
日
独
比
較

（
国
際
共
同
研
究
強
化
）」（
二
〇
一
七
〜
二
〇
一
九
年
度
／
課
題
番
号
：

16K
K

0082

）
の
成
果
報
告
の
一
部
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
の
企
画
趣
旨
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
の
テ
ー
マ
は
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
情
報
の
収
集
と
保
管
に
関
す
る
権
利

制
約
と
い
う
テ
ー
マ
を
基
礎
に
置
き
つ
つ
、
具
体
的
に
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
と
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
ド
イ
ツ
側
か
ら
は
、
共
同
研
究
者
で
あ
る
カ
ー
ス
テ
ン
・

ゲ
ー
デ
氏
（Prof. D

r. K
arsten G

aede

／
ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー

ル
教
授
）、
イ
ェ
ン
ス
・
プ
シ
ュ
ケ
氏
（Prof. D

r. Jens Puschke

／
マ
ー

ル
ブ
ル
ク
大
学
教
授
）
を
招
聘
し
、
ド
イ
ツ
の
議
論
状
況
を
ご
紹
介
い
た

だ
い
た
。
ま
た
日
本
側
の
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
野
澤
充
氏
（
九
州
大

学
教
授
）
に
参
加
し
て
い
た
だ
き
、
実
体
法
的
視
点
か
ら
犯
罪
処
罰
の
早

期
化
と
捜
査
機
関
等
に
よ
る
私
的
領
域
へ
の
介
入
の
早
期
化
の
相
乗
効
果

に
つ
い
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
土
井
和
重
氏
（
北
九
州
市

立
大
学
准
教
授
）に
は
当
日
の
通
訳
と
し
て
ご
協
力
い
た
だ
く
と
と
も
に
、

本
講
演
録
の
基
礎
と
な
っ
た
ド
イ
ツ
側
講
演
の
邦
訳
の
検
討
等
に
お
い
て

も
多
大
な
る
支
援
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。

企
画
趣
旨

熊
本
大
学

内
藤
大
海

　
本
研
究
は
、
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
情
報
の
収
集
お
よ
び
保
管
に
関
す
る

権
利
侵
害
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
判
決（
１
）	

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
年
、
わ
が
国
に
お
い
て
密
行
的
な
情
報
取
得

と
そ
の
規
制
は
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で

あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
従
来
は
情
報
の
取
得
時
に
生
じ
る
権
利
侵
害
が

も
っ
ぱ
ら
議
論
の
対
象
と
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
近
年
で
は
一
旦
取
得
さ

れ
た
情
報
の
保
管
に
も
別
個
の
権
利
侵
害
が
存
在
す
る
と
い
う
見
解
が
有

力
に
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
情
報
の
現
代
的
特
徴
と
し
て
、
デ

ジ
タ
ル
化
に
よ
る
保
管
の
容
易
性
、
大
規
模
性
、
転
用
の
容
易
性
な
ど
が

指
摘
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、高
度
の
デ
ジ
タ
ル
化
を
背
景
に
情
報
の
管
理
・
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利
用
も
容
易
化
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
情

報
取
得
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
ド
イ
ツ
で
は
総
合
的
監
視
（Totalüberw

achung

）
の
問
題
と
し
て
、

学
説
の
み
な
ら
ず
判
例
上
も
議
論
が
行
わ
れ
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
情
報

取
得
に
対
し
て
も
具
体
的
な
規
範
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
他
方
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
状
況
の
変
化
の
兆
し
が
な
い
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
Ｇ
Ｐ
Ｓ
判
決
が
い
わ
ゆ
る
モ
ザ
イ
ク
理
論
を
意
識
し
た
も

の
で
あ
る
か
否
か
な
お
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
こ
の
よ
う
な
デ
ジ
タ
ル

技
術
を
背
景
と
し
た
大
量
の
情
報
の
包
括
的
、
網
羅
的
結
合
に
よ
る
個
人

の
私
生
活
の
把
握
に
対
す
る
問
題
意
識
は
高
ま
り
を
み
せ
て
い
る
と
い
え

ま
す
。

　
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
総
合
的
監
視
の
問
題
自
体
を
対
象
と
す
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
取
得
情
報
の
蓄
積
に
焦
点
を

当
て
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
総
合
的
監
視
の
問
題
を
念
頭
に
お

き
つ
つ
、
具
体
的
に
は
以
下
の
二
つ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
情
報
の
蓄
積
に

関
す
る
日
独
の
議
論
状
況
を
俯
瞰
し
、
と
く
に
わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の

議
論
の
発
展
を
期
し
て
、
こ
の
議
論
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
る
こ
と
を

試
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
テ
ー
マ
の
一
つ
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
そ
の
鑑
定
結
果
の
保
管
お
よ
び
再
利

用
に
関
す
る
問
題
で
す
。
わ
が
国
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
過
程
で
生
体
サ
ン

プ
ル
が
採
取
さ
れ
る
際
に
、
そ
の
取
得
の
強
制
処
分
性
が
議
論
の
中
心
と

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
採
取
行
為
が
平
穏
な
も
の
に
と
ど
ま
る

場
合
、
例
え
ば
遺
留
物
の
領
置
に
よ
る
場
合
な
ど
は
、
ほ
と
ん
ど
問
題
と

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
（
２
）

他
方
、
ド
イ

ツ
で
は
生
体
サ
ン
プ
ル
の
採
取
時
に
生
じ
る
対
人
的
権
利
制
約（
採
血
等
）

の
み
な
ら
ず
、
人
格
情
報
の
取
得
を
可
能
に
す
る
と
い
う
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の

性
質
に
着
目
し
、
検
査
そ
の
も
の
が
法
律
の
留
保
お
よ
び
裁
判
官
留
保
に

付
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
後
の
鑑
定
結
果
の
保
管
、
利
用
、
消
去
等
に

つ
い
て
刑
訴
法
に
規
定
が
あ
り
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
事
後
の
処
分
に
つ

い
て
は
、
わ
が
国
で
も
警
察
内
規
等
に
よ
る
規
律
が
あ
る
も
の
の
、
法
律

に
よ
る
規
律
は
行
わ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
こ
の
背
景
に
は
、
多
種
多
様
な

処
分
が
検
証
・
鑑
定
と
い
う
単
一
の
処
分
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
き
た
と
い

う
側
面
も
あ
る
一
方
で
、
人
格
情
報
の
取
得
そ
れ
自
体
の
価
値
―
―
裏
返

せ
ば
危
険
性
―
―
が
過
少
に
評
価
さ
れ
て
き
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
対
人
的
処
分
を
伴
わ
な
い
、
と
く
に
廃
棄

物
な
ど
に
由
来
す
る
人
格
情
報
の
取
得
が
、
伝
統
的
に
任
意
処
分
と
し
て

許
容
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
理
由
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
周
知
の
と
お
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
八
三
年
の

国
勢
調
査
判
決（
３
）に
よ
り
、
人
格
の
自
由
な
発
展
が
、
人
格
関
連
デ
ー
タ
の

無
限
定
な
収
集
、
保
存
、
利
用
、
提
供
に
関
す
る
個
人
の
保
護
を
前
提
と

す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
国
家
に
よ
る
あ
ら
ゆ

る
情
報
収
集
が
法
律
の
留
保
お
よ
び
裁
判
官
留
保
に
服
す
る
こ
と
と
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
に
は
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
は
な

く
、
そ
の
た
め
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
限
ら
ず
様
々
な
処
分
に
つ
い
て
個
人
情
報

の
取
扱
い
に
関
す
る
違
い
が
存
在
し
ま
す
。
限
ら
れ
た
時
間
等
の
都
合

上
、
本
研
究
で
は
そ
の
す
べ
て
を
検
討
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
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ん
が
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
関
す
る
こ
こ
で
の
検
討
が
議
論
の
発
展
の
一
助
と

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
（
４
）

　
他
方
、
近
年
ド
イ
ツ
で
は
通
信
事
業
者
に
対
す
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存

（Vorratsdatenspeicherung

）
命
令
の
基
本
権
と
の
整
合
性
を
巡
っ
て
議

論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
義
務
と
は
、
電
気
通
信
事

業
者
が
、
犯
罪
捜
査
等
の
目
的
で
通
信
履
歴
デ
ー
タ
を
理
由
な
く
六
ヶ
月

間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
述
の
と
お

り
、
ド
イ
ツ
で
は
国
勢
調
査
判
決
以
降
、
無
限
定
な
個
人
情
報
の
収
集
が

許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
の
義
務
が
情
報

自
己
決
定
権
を
保
障
し
た
基
本
法
二
条
と
の
関
係
で
問
題
と
な
り
ま
す
。

一
方
、
わ
が
国
で
は
通
信
事
業
者
に
対
す
る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
の
制

度
は
あ
る
も
の
の
、
将
来
の
犯
罪
捜
査
に
備
え
た
無
条
件
の
包
括
的
な
予

備
的
保
存
を
認
め
る
明
文
の
制
度
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
た
だ
、
わ
が
国
に

お
い
て
も
、
組
織
犯
罪
対
策
お
よ
び
テ
ロ
対
策
と
い
う
名
目
の
下
、
こ
れ

ま
で
も
情
報
収
集
を
巡
っ
て
は
様
々
な
処
分
が
導
入
さ
れ
て
き
て
お
り
、

ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
義
務
に
関
す
る
関
心
は
高
い
と
い

え
ま
す
。
す
で
に
憲
法
学
の
領
域
で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
紹
介

し
た
論
考
も
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
（
５
）

基
本
権
と
の
衝
突
が
現

実
的
に
生
じ
る
刑
事
手
続
領
域
に
お
け
る
議
論
は
今
の
と
こ
ろ
紹
介
さ
れ

て
お
り
ま
せ
ん
。
わ
が
国
に
お
い
て
も
Ｇ
Ｐ
Ｓ
大
法
廷
判
決
を
契
機
に
、

ビ
ッ
グ
・
デ
ー
タ
を
背
景
と
し
た
個
人
の
包
括
的
行
動
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
の

構
築
が
可
能
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
危
険
認
識
が
高
ま
り
を
み
せ
つ
つ

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
で
問
題
視
さ
れ
る
総
合
的
監
視
と

い
う
状
況
と
の
関
連
で
も
通
信
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
管
は
非
常
に
重
要
な

テ
ー
マ
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
わ
が
国
に
お
け
る
今

後
の
議
論
に
も
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を

紹
介
し
て
い
た
だ
く
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

註

 

（
１
）
最
大
判
平
成
二
九
年
三
月
一
五
日
刑
集
七
一
巻
三
号
一
三
頁
。

 

（
２
）
た
だ
し
、
東
京
高
判
平
成
二
八
年
八
月
二
三
日
高
刑
集
六
九
巻
一

号
一
六
頁
な
ど
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
お
け
る
鑑
定
結

果
（
情
報
）
の
価
値
を
重
視
し
た
と
思
え
る
下
級
審
判
例
が
散
見
さ

れ
る
（
そ
の
他
、
佐
賀
地
裁
唐
津
支
部
平
成
二
八
年
六
月
八
日
決
定

判
例
集
等
未
搭
載
）。

 

（
３
）B

VerfG
, U

rteil v. 15. D
ezem

ber 1983, A
z.1 B

vR
 209, 269, 

362, 420, 440, 484/83, B
VerfG

 65, 1, 44ff.

 

（
４
）
こ
の
点
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
と
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
本
研
究
に
お
け

る
各
論
的
検
討
課
題
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
は
、
わ
が
国
に
お
い
て

も
議
論
が
存
在
し
、
警
察
内
規
で
は
あ
る
が
議
論
の
指
針
が
存
在
す

る
た
め
、
比
較
検
討
の
対
象
と
し
や
す
い
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。

 
（
５
）Hans Jürgen Papier, Vorratsdatenspeicherung und G

rundrecht, 
R

itsum
eikan Law

 R
eview

, N
o. 29, 2012, 51.
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Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
お
よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

め
ぐ
る
日
本
の
状
況

熊
本
大
学

内
藤
大
海

一
　
は
じ
め
に

　
わ
が
国
で
は
二
〇
〇
五
年
に
警
察
庁
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
本

格
運
用
が
開
始
さ
れ
た
が
、
以
降
約
一
五
年
に
渡
り
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
取

扱
規
則
」（
平
成
一
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
一
五
号
。
以
下
、「
取

扱
規
則
」
と
す
る
）
に
基
づ
く
運
用
が
継
続
さ
れ
、
法
律
上
の
根
拠
が
存

在
し
な
い
状
況
が
続
い
て
い
ま
す
。
こ
の
取
扱
規
則
に
つ
い
て
は
、
議
会

の
審
議
を
経
て
作
成
さ
れ
た
法
律
で
は
な
い
内
部
規
則
で
あ
る
た
め
、
権

利
制
約
に
対
す
る
立
法
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ん
で
い
な
い
と
す
る

見
方
が
強
く
み
ら
れ
ま
す
。
（
１
）

ま
た
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
取
扱
規
則
に
お
け
る

不
備
（
手
続
き
の
不
明
確
性
、
対
象
者
の
範
囲
お
よ
び
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の

手
続
保
障
の
不
備
）（
２
）も
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
と
く
に
憲
法

学
か
ら
の
批
判
が
強
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
（
３
）

　
こ
こ
で
の
検
討
は
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
お

よ
び
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
状
況
に
鑑
み
、
ド
イ
ツ
の
規
制
を
参
考
に
あ

る
べ
き
規
制
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
わ
が

国
の
運
用
状
況
（
す
な
わ
ち
、
取
扱
規
則
）
を
確
認
し
、
こ
れ
を
巡
る
わ

が
国
の
議
論
を
整
理
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

二
　
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
実
務
の
運
用
と
学
説
の
評
価

 

（
一
）
運
用
状
況

　
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
を

取
り
巻
く
一
連
の
手
続
き
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
鑑
定
結
果
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
る
ま
で
に
は
、
ま

ず
、
①
鑑
定
の
た
め
の
サ
ン
プ
ル
が
取
得
さ
れ
、
②
こ
れ
を
試
料
と
し
た

鑑
定
が
実
施
さ
れ
、
③
そ
の
検
査
結
果
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
る

と
い
う
経
過
を
辿
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
経
過
の
う
ち
、
わ
が
国
で
は
も
っ

ぱ
ら
①
の
試
料
採
取
の
態
様
に
着
目
し
た
規
制
が
実
施
さ
れ
て
き
た
よ
う

に
思
い
ま
す
が
、
従
来
②
③
の
過
程
に
つ
い
て
は
と
く
に
規
制
は
さ
れ
て

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
①
の
サ
ン
プ
ル
採
取
に
つ
い
て
は
、
被

疑
者
等
か
ら
直
接
採
取
さ
れ
る
場
合
と
、
遺
留
物
か
ら
採
取
さ
れ
る
場
合

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
採
取
の
態
様
が
強
制
的
性
格
を
帯
び
な
い
後
者

に
つ
い
て
は
と
く
に
司
法
審
査
を
経
る
こ
と
も
な
く
、
①
〜
③
の
過
程
を

通
じ
て
一
度
も
外
部
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
及
ば
な
い
状
況
に
あ
り
ま
す
。
（
４
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
例
え
ば
山
本
龍
彦
教
授
に
よ

り
「
取
得
時
中
心
主
義
」
と
称
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
デ
ー
タ
取

得
時
の
み
な
ら
ず
、
取
得
情
報
の
保
管
・
利
用
に
つ
い
て
も
取
得
と
は
別

個
の
権
利
制
約
が
生
じ
る
た
め
別
個
の
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
見
解

が
主
張
さ
れ
、
支
持
を
集
め
て
い
る
状
況
に
あ
り
ま
す
。
（
５
）

 

（
二
）
学
説
の
評
価

　
取
得
時
中
心
主
義
に
対
し
て
は
、
試
料
の
採
取
、
鑑
定
、
利
用
、
保
管
、
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事
後
の
利
用
（
他
目
的
利
用
）
と
い
う
各
過
程
に
お
い
て
権
利
侵
害
が
あ

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
の
批
判
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

で
す
。
ま
た
、
試
料
取
得
の
態
様
に
の
み
着
目
し
た
見
解
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
と

い
う
生
体
に
由
来
す
る
個
人
情
報
の
取
得
と
い
う
特
別
の
危
険
性
を
意
識

し
て
い
ま
せ
ん
。
な
お
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
実
際
に
使
用
さ
れ
る
の
は

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
外
延
情
報
で
あ
り
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
は
含
ま
れ
な
い

の
で
、
侵
害
の
質
は
指
紋
の
場
合
と
変
わ
ら
な
い
と
す
る
見
解
も
あ
り
ま

す
。
（
６
）

た
し
か
に
、
利
用
さ
れ
る
情
報
が
特
定
座
位
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
に
限

定
さ
れ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
身
体
的
特
徴
等
の
遺
伝
情
報
を
含
む
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
情
報
が
取
得
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
登
録
さ
れ
る
の
も
そ
の
範
囲

に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
な
が
ら
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
を
取
得
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
そ
の
危
険
性
が
あ
る
限
り
法
律
の

留
保
に
服
さ
せ
た
上
、
外
部
的
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
か
け
る
べ
き
で
あ
る
と

す
る
主
張
に
は
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
取
得
時
中
心
主
義
の
問
題
は
、
試
料
採
取
し
、
鑑
定
結
果
を
証
拠
と
し

て
利
用
す
る
ま
で
の
過
程
を
分
析
的
に
観
察
す
る
こ
と
で
よ
り
明
ら
か
に

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
大
き
く
以
下
の
①
〜
④
の

類
型
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

①
　
強
制
採
取
→
鑑
定
・
証
拠
利
用

　
ま
ず
、
強
制
的
な
試
料
採
取
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
も
と
に
鑑
定
を
行
い
、

鑑
定
結
果
が
人
物
識
別
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
利
用
さ
れ
る
場
合
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
、
採
取
時
に
は
司
法
審
査
が
実
施
さ
れ
ま
す
が
、

以
降
の
過
程
で
は
司
法
審
査
は
行
わ
れ
ま
せ
ん
。
試
料
取
得
後
の
手
続
に

関
し
て
は
司
法
審
査
が
行
わ
れ
な
い
も
の
の
、
試
料
取
得
の
時
点
で
実
施

さ
れ
る
司
法
審
査
の
時
点
で
そ
の
後
に
発
生
す
る
権
利
制
約
ま
で
取
り
込

ん
だ
判
断
も
期
待
で
き
な
く
も
な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
鑑
定
処
分
あ

る
い
は
鑑
定
結
果
の
保
管
お
よ
び
再
利
用
ま
で
見
越
し
て
試
料
採
取
時
の

司
法
審
査
が
行
わ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
。

②
　
任
意
的
取
得
（
領
置
等
）
→
鑑
定
・
証
拠
利
用

　
次
に
、
任
意
的
手
段
に
よ
り
試
料
採
取
が
実
施
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
被
験
者
の
同
意
に
基
づ
き
口
腔
粘
膜
か
ら
試
料
が
採

取
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
で
す
。
こ
の
場
合
、
司
法
審
査
は
一
度
も
行
わ
れ

な
い
ま
ま
、
取
得
さ
れ
た
試
料
が
鑑
定
に
利
用
さ
れ
、
そ
の
結
果
が
証
拠

利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
鑑
定
手
続
に
試
料
取
得
と
は
別
個
の
権

利
制
約
が
存
在
す
る
と
い
う
理
解
に
立
て
ば
、
鑑
定
手
続
以
降
の
過
程
で

司
法
審
査
が
介
在
し
な
い
点
に
つ
い
て
①
の
類
型
と
差
異
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
①
の
類
型
で
は
、
理
論
上
取
得
時
に
事
後
の
権
利
制
約
を

も
取
り
込
ん
だ
司
法
審
査
の
実
施
も
可
能
と
な
り
う
る
の
に
対
し
、
こ
の

類
型
に
お
い
て
は
司
法
審
査
が
一
度
も
実
施
さ
れ
ま
せ
ん
。

③
　
既
存
の
試
料
を
利
用
し
た
鑑
定
→
証
拠
利
用

　
次
に
、
す
で
に
捜
査
機
関
の
も
と
に
試
料
が
存
在
し
、
こ
れ
を
用
い
て

鑑
定
が
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
証
拠
と
し
て
使
用
さ
れ
る
場
合
が
考
え
ら
れ

ま
す
。
別
の
事
件
に
関
す
る
犯
罪
捜
査
の
過
程
で
特
定
の
人
物
か
ら
取
得

さ
れ
た
生
体
サ
ン
プ
ル
が
、
捜
査
機
関
の
手
元
に
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合

が
典
型
例
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
試
料
の
取
得
の
態
様
が
強
制
か
任
意
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か
を
問
わ
ず
、
す
で
に
適
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
後

の
利
用
に
つ
い
て
特
別
の
要
件
は
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
行
政
機
関
個
人
情

報
保
護
法（
７
）を

一
般
的
根
拠
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ

が
人
物
識
別
機
能
の
み
な
ら
ず
当
該
人
物
の
遺
伝
情
報
を
含
む
も
の
で
あ

り
、
そ
の
こ
と
に
起
因
す
る
濫
用
の
危
険
性
に
鑑
み
れ
ば
、
鑑
定
そ
れ
自

体
に
つ
い
て
も
権
利
制
約
性
を
認
め
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
証
拠
能
力
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
は
、
再
鑑

定
の
機
会
の
担
保
、
そ
の
た
め
の
試
料
の
保
管
が
、
証
拠
能
力
を
認
め
る

た
め
の
要
件
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
保
管
さ
れ
る
べ
き
試
料
は
遺
留
試
料
で
あ
り
、
人

か
ら
採
取
し
た
試
料
は
再
採
取
が
可
能
で
あ
る
た
め
保
存
し
て
お
く
必
要

性
は
乏
し
い
と
い
え
ま
す
。
反
面
、
濫
用
の
危
険
を
避
け
る
た
め
に
も
全

部
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
（
８
）

④
　
既
存
の
鑑
定
結
果
の
利
用

　
最
後
に
、
既
存
の
鑑
定
結
果
が
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登
録
さ
れ
て
い
る
場

合
に
、
遺
留
試
料
か
ら
得
ら
れ
た
鑑
定
結
果
を
こ
れ
と
照
合
す
る
と
い
う

場
合
が
考
え
ら
れ
ま
す
。類
型
③
で
み
た
試
料
の
ス
ト
ッ
ク
と
は
異
な
り
、

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
保
存
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
遺
伝
情
報
で
は
な
い
非
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
情
報
に
限
定
さ
れ
る
た
め
、
そ
の
点
で
の
濫
用
は
回
避
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
は
他
の
情

報
と
の
結
合
に
よ
り
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
情
報
と
な
り
う
る
可
能
性
を
持
つ
た

め
、そ
の
保
存
自
体
が
個
別
の
権
利
制
約
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
〇
〇
五
年
以
降
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
本
格
運
用
に
よ
り
、
こ

の
状
況
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
構
築
、
登
録
自

体
が
強
制
処
分
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
は
改
め
て
検
討
さ
れ
る

べ
き
で
し
ょ
う
。

　
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
試
料
の
採
取
の
態
様
に
着
目
し

た
司
法
審
査
し
か
存
在
せ
ず
、
そ
の
た
め
類
型
①
に
お
け
る
強
制
採
取
に

対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
か
存
在
し
ま
せ
ん
。
③
④
の
類
型
は
、
既
存
の

試
料
ま
た
は
検
査
結
果
を
利
用
す
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
に
し
て
も
、
過
去
に
得
ら
れ
た
試
料
ま
た
は
検
査
結
果
が

そ
の
後
も
保
管
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
に
し
ま
す
。「
将
来
の
刑
事
訴

訟
の
た
め
の
刑
事
手
続
上
の
情
報
蓄
積
の
許
容
性
―
―D

ie Zulässigkeit 
strafprozessualer D

atenspeicherung zugunsten zukünftiger 
Strafverfahren in D

eutschland und Japan

」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
全

体
の
テ
ー
マ
、
ま
た
「
将
来
の
刑
事
訴
追
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ

の
取
得
お
よ
び
保
管
―
―D

ie Erhebung und Speicherung von D
N

A
-

Identifizierungsm
ustern zugunsten zukünftiger Strafverfolgung

」
と

い
う
小
テ
ー
マ
に
着
目
し
た
場
合
、
と
く
に
問
題
と
な
る
の
は
類
型
③
④

に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
既
得
の
試
料
お
よ
び
鑑
定
結
果
の
保
管
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、
類
型
③
に
つ
い
て
は
、
試
料
自
体
を
保
管
す
る
こ
と
は
そ

れ
自
体
が
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
の
取
得
を
可
能
に
す
る
と
い
う
基
本
権
侵

害
の
高
度
の
危
険
性
が
認
め
ら
れ
る
反
面
、
同
じ
試
料
は
同
一
人
物
か
ら

再
採
取
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
保
管
の
必
要
性
も
低
い
と
い
う
こ

と
も
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
保
管
は
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
も
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

（
９
）

幸
い
、
類
型

③
を
可
能
と
す
る
試
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
喫
緊
の

問
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。）

（1
（

　
こ
れ
に
対
し
、
類
型
④
を
可
能
と
す
る
鑑
定
結
果
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化

は
実
際
に
運
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
て
、
保
管
情
報
そ
れ
自

体
は
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
を
含
有
し
な
い
も
の
の
、
保
管
さ
れ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ

識
別
情
報
は
、
新
た
に
取
得
さ
れ
た
情
報
と
の
情
報
結
合
に
お
け
る
イ
ン

デ
ッ
ク
ス
情
報
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
者
の
私
的
生
活
領
域
の

全
貌
の
把
握
に
繋
が
る
可
能
性
を
有
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
と
く
に
問
題

と
い
え
ま
す
。）

（（
（

そ
こ
で
、
以
下
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。

三
　
わ
が
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用

 

（
一�

）
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
取
扱
規
則
（
平
成
一
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則

第
一
五
号
）

　
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
を
巡
っ
て
は
、
そ
の
た
め
の
強

制
的
な
試
料
採
取
に
つ
い
て
刑
訴
法
二
一
八
条
等
の
規
定
を
根
拠
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
強
制
的
手
段
に
よ
ら
な
い
試
料
採
取
、
鑑
定
そ

れ
自
体
、
あ
る
い
は
そ
の
後
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
等
の
保
管
に
つ
い
て
は
法

律
上
の
根
拠
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
わ
が
国
で
は
強
制
的
な
試
料
採
取
を
除

い
て
は
任
意
処
分
と
し
て
運
用
さ
れ
て
お
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
に
限
ら
ず

適
法
に
取
得
し
た
情
報
を
警
察
が
保
有
し
て
分
析
等
に
利
用
す
る
こ
と
は

問
題
と
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
の
保
管
に
関

す
る
運
用
の
詳
細
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し

な
が
ら
、内
部
規
則
で
は
あ
る
も
の
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
で
あ
る「
Ｄ

Ｎ
Ａ
型
記
録
取
扱
規
則
」
が
存
在
す
る
た
め
、
一
応
は
こ
れ
に
従
っ
た
運

用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。

 

（
二
）
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の
目
的

　
取
扱
規
則
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の
目
的
を
個
人
の
識
別
と
し
て
い
る
た

め
（
一
条
三
号
）、
コ
ー
ド
化
領
域
を
対
象
と
し
た
検
査
に
よ
る
遺
伝
情

報
の
取
得
は
対
象
と
さ
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
同
規
則
は
全
体
を
通
じ
て

実
施
要
件
や
罰
則
等
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
コ
ー
ド
化
領
域
―
―
人
の

身
体
的
特
徴
が
わ
か
る
よ
う
な
領
域
―
―
を
対
象
と
し
た
検
査
が
仮
に
行

わ
れ
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、こ
の
規
則
で
対
処
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

（
三
）
鑑
定
の
嘱
託
と
記
録
・
対
象
・
保
管

　
鑑
定
に
か
け
ら
れ
る
試
料
は
、
被
疑
者
の
身
体
か
ら
採
取
さ
れ
た
被
疑

者
資
料
（
二
条
四
号
）、
犯
罪
現
場
等
か
ら
採
取
さ
れ
た
遺
留
資
料
（
同

六
号
）、
身
元
が
明
ら
か
で
な
い
変
死
者
等
の
身
体
か
ら
採
取
さ
れ
た
変

死
者
等
資
料
（
同
八
号
）
の
三
つ
で
す
。
鑑
定
の
嘱
託
か
ら
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記

録
の
利
用
あ
る
い
は
保
管
に
至
る
手
続
き
の
概
要
は
、
レ
ジ
ュ
メ
に
掲
載

し
た
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
＊
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
実
際
に
捜
査
に
当
た
る
都

道
府
県
警
察
は
、
警
察
庁
刑
事
局
の
犯
罪
鑑
識
官
ま
た
は
各
都
道
府
県
警

察
の
科
捜
研
に
鑑
定
を
嘱
託
し
、
犯
罪
鑑
識
官
に
よ
る
鑑
定
で
特
定
の
型
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が
判
明
し
た
場
合
、
犯
罪
鑑
識
官
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
を
作
成
し
保
管
す
る

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
と
の
対
照
を
行
い
ま
す
。
科
捜
研
が
嘱
託
を
受
け
鑑
定
を

行
い
特
定
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
が
判
明
し
た
場
合
、科
捜
研
は
型
の
記
録
を
作
成
し
、

こ
れ
を
犯
罪
鑑
識
官
に
送
信
し
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
を
受
け
取
っ
た
犯

罪
鑑
識
官
は
こ
れ
を
保
管
す
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
と
の
対
照
を
行
い
ま
す
。

い
ず
れ
の
機
関
が
鑑
定
を
嘱
託
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
最
終
的
に
既

得
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
と
の
対
照
を
行
う
の
は
犯
罪
鑑
識
官
で
す
。こ
れ
は
、

作
成
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
を
最
終
的
に
保
管
す
る
の
が
犯
罪
鑑
識
官
で

あ
る
（
六
条
）
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
を

各
都
道
府
県
警
察
の
科
警
研
で
は
な
く
、警
察
庁
刑
事
局
（
犯
罪
鑑
識
官
）

の
下
で
一
括
し
て
保
管
す
る
の
は
、
記
録
の
漏
洩
等
を
考
慮
し
て
の
こ
と

で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
犯
罪
鑑
識
官
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
の
対
照

の
結
果
、
既
に
保
管
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
の
中
に
取
得
し
た
試
料

か
ら
得
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
と
一
致
す
る
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
が
判
明
し

た
場
合
、
そ
の
結
果
は
科
捜
研
に
通
知
さ
れ
ま
す
。

　
前
述
の
と
お
り
、
取
得
し
た
試
料
を
基
に
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定

の
記
録
は
、
最
終
的
に
対
照
を
行
っ
た
犯
罪
鑑
識
官
が
保
管
し
ま
す
。
そ

の
た
め
犯
罪
鑑
識
官
は
、
被
疑
者
の
死
亡
、
確
定
判
決
、
変
死
者
等
が
特

異
行
方
不
明
者
で
あ
る
こ
と
の
判
明
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記

録
を
抹
消
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
、
嘱
託
、
鑑
定
、
記
録
作

成
、
送
信
、
対
照
、
保
管
の
手
続
き
に
つ
い
て
実
体
お
よ
び
形
式
要
件
が

定
め
ら
れ
て
い
な
い
の
と
同
様
に
、
期
間
に
よ
る
記
録
保
管
の
限
定
も
な

く
、
ま
た
抹
消
事
由
が
存
在
す
る
場
合
に
保
管
を
継
続
し
た
場
合
の
罰
則

等
の
定
め
も
あ
り
ま
せ
ん
。

＊
【
鑑
定
の
嘱
託
と
記
録
・
対
照
・
保
管
】

 

 

 

 

 

 

・鑑定の実施 

・特定 DNA 型の判明 

・型、その他の記録作成 

・保管遺留 DNA 型記録との対照 

保管 DNA 型記録との対照（5 条 2 項 1～3 号規定） 

・鑑定の実施 

・特定 DNA 型の判明 

・型、その他の記録作成 

 

都 道 府 県 警 察 

犯罪鑑識官（警察庁） 科捜研（都道府県警察） 

犯罪鑑識官（警察庁） 

記録の送信（電磁的方法による） 

科 捜 研（都道府県警察） 

記録の（必要的）保管（§ 6）／犯罪鑑識官（警察庁） 

日独における将来の刑事手続のための情報保管の許容性

157（熊本法学150号 ’20）



四
　
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
め
ぐ
る
学
説

　
実
務
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
取
扱
記
録
に
従
っ
て
鑑
定
、
照
合
、
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
へ
の
登
録
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
す
で
に
再
三
指

摘
し
て
き
た
よ
う
に
取
扱
規
則
に
は
、各
処
分
の
実
施
の
た
め
の
実
体
的
、

形
式
的
な
要
件
が
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
こ
れ
が
国
会
で
承
認
さ
れ

た
法
律
上
の
規
則
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
批
判
が
多
い
と
こ
ろ
で
す
。
他

方
、
学
説
に
お
い
て
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
存
在
お
よ
び
運
用
を

全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
は
少
な
く
、
一
定
の
条
件
下
で
許
容
し
よ
う
と

す
る
も
の
が
多
い
と
い
え
ま
す
。
以
下
で
は
、
学
説
に
よ
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
の
運
用
に
関
す
る
制
度
提
案
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

 

（
一
）
鑑
定
の
対
象
―
―
非
コ
ー
ド
化
領
域

　
取
扱
規
則
で
も
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の
目
的
は
人
物
識
別
で
あ
る
こ
と
が
明

記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
学
説
で
も
検
査
対
象
は
非
コ
ー

ド
化
領
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
点
で
は
一

致
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
に
は
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
は
含
ま
れ
な
い
た

め
で
す
。
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
の
取
得
は
、個
人
の
人
格
に
直
結
す
る「
人

の
道
徳
的
自
立
の
存
在
に
関
わ
る
情
報
」
の
取
得
に
他
な
ら
ず
、）

（1
（

そ
の
た

め
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
内
心
領
域
へ
の
侵
入
を
許
す
こ
と
に
な
る
た
め
、
許

さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
現
在
、
運
用
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
記
録
に
関
す
る

も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
取
得
し
た
試
料
を
保
存
し
て
お
く
と
い
う

や
り
方
も
考
え
ら
れ
な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
試
料
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
で
す
が
、
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
た
試
料
を
基
に
し
た
再
鑑
定
に
よ
る
セ
ン
シ

テ
ィ
ブ
情
報
の
取
得
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
学
説
は
明
確
に

こ
れ
を
否
定
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
鑑
定
に
使
用
さ
れ
た
試
料
、

少
な
く
と
も
被
疑
者
か
ら
採
取
さ
れ
た
試
料
（
取
扱
規
則
で
は
「
被
疑
者

資
料
」）
は
遅
滞
な
く
廃
棄
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
手
続
規

定
は
当
然
に
必
要
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。）

（1
（

　
な
お
、近
年
で
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
の
証
拠
能
力
を
認
め
る
要
件
と
し
て
、

再
鑑
定
の
機
会
の
担
保
を
要
件
と
す
る
も
の
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
試
料

の
保
管
が
必
須
と
な
り
ま
す
。
少
な
く
と
も
被
疑
者
資
料
に
つ
い
て
は
遅

滞
な
き
廃
棄
が
必
要
で
あ
る
と
し
た
の
は
、
被
疑
者
が
存
命
の
限
り
被
疑

者
資
料
は
再
採
取
が
可
能
で
あ
る
た
め
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
遺
留
資

料
、
変
死
体
等
資
料
に
つ
い
て
は
再
鑑
定
の
機
会
の
担
保
と
い
う
観
点
か

ら
も
試
料
自
体
の
保
存
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　
こ
の
点
、
仮
に
試
料
廃
棄
が
不
要
で
な
い
と
い
う
見
解
に
立
つ
と
し
て

も
、
目
的
拘
束
性
な
ど
に
よ
り
利
用
範
囲
を
非
コ
ー
ド
化
領
域
に
限
定
す

べ
き
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
被
疑
者

資
料
に
つ
い
て
は
遅
滞
な
き
廃
棄
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
立
ち
つ

つ
、
遺
留
資
料
等
に
つ
い
て
は
廃
棄
不
要
説
に
立
ち
、
目
的
拘
束
性
な
ど

に
よ
る
限
定
を
か
け
て
い
く
と
い
う
の
が
妥
当
な
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。）

（1
（
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（
二
）「
事
前
配
慮
」
型
の
活
動
の
問
題
性

　
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
限
ら
ず
、
将
来
起
こ
り
う
る
犯
罪
に
備
え

て
行
わ
れ
る
「
事
前
配
慮
（Vorsorge

）」
型
の
活
動
は
、
治
安
維
持
の

分
野
で
と
く
に
需
要
が
増
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
他
方
、
事
前

配
慮
型
の
活
動
は
危
険
前
域
に
お
け
る
活
動
で
あ
り
、
抽
象
的
リ
ス
ク
の

段
階
で
し
か
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
個
人
の
私
的
領
域
に
介
入
す
る
こ
と
に

繋
が
っ
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、「
ま
だ
何
も
起
こ
っ
て
い
な
い
段
階
で

の
基
本
権
制
約
」
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
性
質
を
伴
う
活
動
を
ど
の
よ
う

に
正
当
化
で
き
る
か
が
問
題
と
な
る
わ
け
で
す
。

　
通
常
、
刑
事
手
続
の
対
象
は
過
去
に
発
生
し
た
犯
罪
で
あ
り
、
そ
の
解

明
の
必
要
性
と
そ
れ
に
伴
い
生
じ
る
基
本
権
へ
の
介
入
と
が
権
衡
を
保
っ

て
い
る
か
が
問
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
事
前
配
慮
型
の
活
動
の
対
象
は
、

こ
れ
か
ら
発
生
す
る
か
も
し
れ
な
い
犯
罪
、す
な
わ
ち
将
来
の
事
象
で
す
。

そ
の
た
め
、
捜
査
機
関
の
介
入
を
受
け
る
基
本
権
と
比
較
対
象
と
な
る
犯

罪
に
よ
る
法
益
侵
害
の
危
険
性
は
不
明
確
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
抽
象
的

な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
比
例
原
則
が
空
転
化
し

て
し
ま
い
、
国
家
に
よ
る
基
本
権
介
入
に
際
限
が
な
く
な
る
可
能
性
が
懸

念
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
事
前
配
慮
型
の
活
動
の
対
象
が
何

か
が
不
明
確
な
た
め
、そ
の
解
明
（
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
の
犯
罪
の
回
避
）

の
た
め
に
何
が
不
可
欠
の
行
為
か
の
手
が
か
り
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る

た
め
で
す
。）

（1
（

　
こ
の
点
、玉
蟲
教
授
は
、同
じ
く
事
前
配
慮
型
の
活
動
で
あ
る
ラ
ス
タ
ー

捜
査
（R

aster Fahndung

）
に
関
す
る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
参
考
に
、
憲

法
学
の
立
場
か
ら
興
味
深
い
試
論
を
提
示
さ
れ
て
い
ま
す
。）

（1
（

ラ
ス
タ
ー
捜

査
に
お
い
て
は
、
相
当
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
次
に
掲
げ
る
三
変

数
が
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
①
調
査
に
よ
る
基
本
権
介
入

の
強
度
、
②
追
求
さ
れ
る
法
益
の
重
要
性
（
守
る
べ
き
法
益
）、
③
（
犯

罪
に
よ
る
）
法
益
侵
害
の
蓋
然
性
で
す
。
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
は
、
情
報

結
合
の
可
能
性
に
よ
る
侵
害
の
不
可
視
性
と
恒
常
的
保
存
に
よ
る
「
追
加

的
介
入
」
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
、
②
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
重
大
事
件

の
解
明
そ
の
も
の
が
通
常
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
目
的
よ
り
も
高
い
ラ
ン

ク
を
持
つ
と
ま
で
は
い
え
ず
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
将
来
の
事
象
で
あ
る
た

め
抽
象
的
で
曖
昧
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
ま

す
。
こ
れ
ら
①
②
の
評
価
の
視
点
は
過
去
の
犯
罪
に
対
し
て
行
わ
れ
る
通

常
の
捜
査
の
場
合
に
も
考
慮
さ
れ
る
視
点
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
指
摘
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
将
来
の
犯
罪
に
備
え
て
実
施
さ
れ
る
事
前
配
慮
型
の
活

動
に
つ
い
て
は
十
分
に
機
能
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
結
局
の

と
こ
ろ
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
正
当
化
の
可
能
性
が
残
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
蓋
然
性
に
つ
い
て
要
件
を
加
重
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

③
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
通
常
裁
判
所
は
、
再
犯
危
険
性
の
推
定
（die 

A
nnahm

e der W
iederholungsgefahr

）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
ま
す

が
、
こ
れ
は
そ
の
一
例
で
す
。
玉
蟲
教
授
は
、
こ
の
よ
う
な
加
重
要
件
に

よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
肯
定
的
で
あ
り
、
相
当
性
の
要
請
を
満
た
す
も
の

と
し
て
理
解
を
示
し
て
お
り
ま
す
（
な
お
、
形
式
的
に
は
立
法
に
よ
る
べ

き
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
）。

　
最
後
に
、わ
が
国
に
お
け
る
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
に
つ
い
て
、

日独における将来の刑事手続のための情報保管の許容性

159（熊本法学150号 ’20）



立
法
に
よ
る
比
例
性
の
充
足
を
提
案
す
る
玉
蟲
教
授
の
見
解
の
概
略
を
紹

介
し
て
お
き
ま
す
。

　
　「
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
運
用
は
、
法
律
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら

れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
記
録
・
保
存
は
、

そ
れ
自
体
が
独
立
し
た
基
本
権
の
介
入
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
Ｄ

Ｎ
Ａ
型
記
録
は
他
の
情
報
と
の
情
報
結
合
に
よ
り
よ
り
価
値
を
高
め
る

こ
と
も
あ
れ
ば
、そ
れ
自
体
が
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
機
能
を
持
つ
こ
と
か
ら
、

そ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
の
介
入
強
度
は
高
い
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

わ
が
国
の
現
状
に
つ
い
て
、
事
前
配
慮
型
の
活
動
で
あ
る
こ
と
か
ら
目

を
逸
ら
し
、
現
行
の
刑
訴
法
の
解
釈
で
問
題
を
処
理
し
よ
う
と
す
れ
ば

す
る
ほ
ど
、
そ
の
合
憲
性
に
は
疑
問
符
が
つ
く
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
へ
の
登
録
、
あ
る
い
は
登
録
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
鑑
定
そ
れ
自
体
に

対
し
て
裁
判
官
留
保
を
採
用
す
る
な
ど
の
手
続
的
考
慮
が
考
え
ら
れ
る

べ
き
で
あ
る
。）

（1
（

」

　
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
も
の
の
、
こ
の
見

解
を
基
本
線
に
法
律
に
よ
る
手
続
規
定
の
構
築
が
図
ら
れ
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

註

 

（
１
）
な
お
、
田
村
正
博
「
警
察
に
お
け
る
情
報
の
取
得
及
び
管
理
に
関

す
る
行
政
法
的
統
制
」
産
大
法
学
五
〇
巻
一
・
二
号
（
二
〇
一
七
年
）

八
〇
頁
は
、
行
政
規
則
と
し
て
の
国
家
公
安
委
員
会
規
則
は
、
行
政

機
関
と
そ
の
職
員
に
と
っ
て
、
全
面
的
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
で
あ
り
、
強
い
拘
束
力
を
有
し
、「
単
な
る
行
政
組
織
の
内
部

訓
令
と
は
異
な
る
民
主
的
統
制
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
」
と
す
る
。

 

（
２
）
末
井
誠
史
「
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
め
ぐ
る
論
点
」
レ
フ
ァ

レ
ン
ス
二
〇
一
一
年
三
月
一
頁
。

 

（
３
）
玉
蟲
由
樹
「
警
察
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
合
憲
性
」
日
本
法
学

八
二
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
四
三
三
頁
。

 

（
４
）
人
か
ら
強
制
的
に
鑑
定
試
料
を
採
取
す
る
場
合
は
、
刑
訴
法

二
一
八
条
二
項
に
準
拠
し
た
運
用
が
な
さ
れ
て
き
た
（
な
お
、
血
液

に
つ
い
て
は
判
例
は
併
用
説
）。
し
か
し
、鑑
定
（
検
査
）
そ
の
も
の
、

あ
る
い
は
そ
の
後
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
、
そ
の
運
用
に
つ
い

て
は
刑
訴
法
上
特
別
の
根
拠
規
定
は
存
在
し
な
い
ま
た
、
取
扱
規
則

に
お
い
て
も
、
試
料
の
採
取
、
す
で
に
採
取
さ
れ
た
試
料
・
鑑
定
記

録
の
入
手
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
登
録
に
つ
い
て
規
律
は
存
在
し
な

い
。

 

（
５
）
山
本
龍
彦
「
監
視
捜
査
に
お
け
る
情
報
取
得
行
為
の
意
味
」
法
時

八
七
巻
五
号
（
二
〇
一
五
年
）
六
〇
頁
ほ
か
。

 

（
６
）
法
制
審
一
一
回
、
一
九
回
。
田
村
・
前
掲
（
註
１
）
七
七
頁
も
Ｄ

Ｎ
Ａ
型
鑑
定
で
問
題
と
な
る
の
が
特
定
座
位
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
に
限

定
さ
れ
る
た
め
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
も
情
報
の
濫
用
は
想

定
し
難
い
と
す
る
（
だ
と
し
て
も
、
鑑
定
自
体
に
お
け
る
濫
用
の
危

険
は
避
け
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
）。

 

（
７
）
同
法
は
、
適
正
な
手
続
き
で
収
集
し
た
情
報
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
も
含
め
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
Ｄ
Ｎ
Ａ

資　　　料
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デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の
関
連
で
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、

法
制
審
議
会
新
時
代
の
刑
事
訴
訟
法
制
度
特
別
部
会
第
一
一
回
会
議

議
事
録
一
七
頁
［
島
根
発
言
］、
田
村
・
前
掲
（
註
１
）
七
二
頁
。

 

（
８
）
徳
永
・
前
掲
（
註
17
）
一
三
一
頁
。

 

（
９
）
徳
永
光
「
立
法
を
伴
わ
な
い
犯
罪
捜
査
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
」
甲
南
法
学
四
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
一
三
一
頁
。

 

（
10
）
た
だ
し
、
行
政
機
関
個
人
情
報
保
護
法
に
よ
れ
ば
、
適
法
に
取
得

さ
れ
た
試
料
で
あ
れ
ば
こ
れ
を
行
政
機
関
が
保
管
し
、
利
用
す
る
こ

と
に
障
害
は
な
く
、
捜
査
機
関
が
望
め
ば
保
存
が
可
能
な
状
況
に
あ

る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
問
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

 

（
11
）
玉
蟲
・
前
掲
（
註
３
）
四
七
三
頁
。

 

（
12
）
玉
蟲
・
前
掲
（
註
３
）
四
四
七
頁
。

 

（
13
）
徳
永
・
前
掲
（
註
９
）
一
三
一
頁
。

 

（
14
）
な
お
、玉
蟲
教
授
は
、鑑
定
技
術
確
立
後
は
、試
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
が
過
剰
な
介
入
と
な
る
こ
と
だ
け
は
確
か
だ
ろ
う
と
す
る
が
、

こ
れ
は
被
疑
者
資
料
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
か
遺
留
資
料
等
も
含
め

た
す
べ
て
の
鑑
定
試
料
に
妥
当
す
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
徳
永

教
授
は
、
被
疑
者
資
料
に
つ
い
て
試
料
の
遅
滞
な
き
廃
棄
を
主
張
す

る
。

 

（
15
）
玉
蟲
・
前
掲
（
註
３
）
四
四
九
頁
以
下
。

 

（
16
）
玉
蟲
・
前
掲
（
註
３
）
四
五
〇
頁
以
下
。

 

（
17
）
玉
蟲
・
前
掲
（
註
３
）
四
五
二
頁
以
下
。

将
来
の
刑
事
手
続
き
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
個
人
特
定
型
情
報
の
取

得
お
よ
び
保
存
―
―
日
独
に
お
け
る
問
題
の
所
在

D
ie Erhebung und Speicherung von D

N
A

-Identifizierungsm
ustern für 

zukünftige Strafverfahren –– D
ie Problem

stellung in D
eutschland

ブ
ツ
ェ
リ
ウ
ス
・
ロ
ー
ス
ク
ー
ル

カ
ー
ス
テ
ン
・
ゲ
ー
デ

　
約
四
〇
年
前
の
一
九
八
一
年
、
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
・
バ
ン
ド
「
ク
ラ
フ
ト

ワ
ー
ク
」
の
ア
ル
バ
ム
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
」
が
発
表
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
な
か
に
は
「
イ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
と
ド
イ
ツ
銀
行
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ

と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ヤ
ー
ド
、
フ
レ
ン
ス
ブ
ル
ク（
１
）と

連
邦
刑
事
庁
は
俺

た
ち
の
情
報
を
握
っ
て
い
る
」
と
い
う
有
名
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

ア
ル
バ
ム
に
収
め
ら
れ
て
い
る
歌
の
歌
詞
は
、
情
報
保
存
の
予
想
以
上
の

可
能
性
に
よ
っ
て
刑
事
訴
追
に
至
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
な
、
高
度
に
技
術

的
で
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
世
界
を
描
き
出
し
て
い
ま
す
。

　
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
Ｒ
Ａ
Ｆ
（
ド
イ
ツ
赤
軍
派
）
の
訴
追
の
時
点
で
、

連
邦
刑
事
庁
の
長
官
が
す
で
に
大
量
の
デ
ー
タ
を
収
集
し
て
い
た
こ
と
に

着
目
し
た
ク
ラ
フ
ト
ワ
ー
ク
の
予
言
は
、
正
し
か
っ
た
と
い
え
ま
す
。
本

日
、
私
た
ち
は
、
将
来
の
刑
事
訴
追
の
た
め
の
捜
査
の
端
緒
お
よ
び
証
拠

の
獲
得
に
つ
な
が
る
、
情
報
の
収
集
と
保
存
に
関
す
る
比
較
法
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
を
開
催
す
る
わ
け
で
す
が
、
こ
の
こ
と
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
る
わ

け
で
す
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
刑
事
訴
追
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
は
む

し
ろ
新
し
い
問
題
点
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
国
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家
は
、
明
ら
か
に
仮
定
的
な
刑
事
手
続
の
処
理
の
た
め
に
、
す
で
に
犯
罪

の
嫌
疑
発
生
前
の
段
階
か
ら
個
人
情
報
を
取
得
し
、
保
存
す
る
と
い
う
点

で
す
。

　
周
知
の
と
お
り
、
と
く
に
写
真
お
よ
び
指
紋
の
利
用
を
可
能
に
す
る
鑑

識
手
段
は
、
長
い
間
そ
の
先
駆
け
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
刑
事
訴
追

の
た
め
の
事
前
配
慮
（Strafverfolgungsvorsorge

）
と
し
て
の
明
示
的

な
規
定
（
多
く
の
場
合
は
〝
予
防
的
な
犯
罪
と
の
戦
い
〟）
は
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
と
保
存
が
最
初
で
し
た
。
さ
ら
に

こ
れ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
第
二
部
で
取
り
扱
う
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的

デ
ー
タ
保
存
も
、
非
常
に
重
要
な
応
用
領
域
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て

い
ま
す
。
医
学
的
お
よ
び
科
学
技
術
的
実
現
可
能
性
は
急
速
に
高
ま
る
た

め
、
刑
事
訴
追
機
関
は
さ
ら
に
広
範
な
応
用
領
域
を
す
ぐ
に
獲
得
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
の
報
告
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報

の
取
得
と
保
存
と
い
う
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
を
取
り
扱
う
こ
と
に
し
ま
す
。
一

で
は
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
規
則
の
基
本
的
コ
ン
セ
プ
ト
に
つ
い

て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
そ
し
て
、
二
で
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
関
連
の
訴
追
の
た

め
の
事
前
配
慮
の
実
体
要
件
お
よ
び
形
式
要
件
に
つ
い
て
概
説
い
た
し
ま

す
。
三
で
は
、訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
の
全
体
的
な
関
係
に
お
い
て
も
、

規
定
が
正
当
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
つ
も
り
で
す
。
最
後

に
、
ま
と
め
と
し
て
、
私
の
見
解
を
お
示
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
　
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
コ
ン
セ
プ
ト

　
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
よ
り
、
刑
事
訴
追
は
世
界
的
に
と
く
に
性
能
の
高
い
識

別
ツ
ー
ル
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
有
罪
判
決
の
確
保
を

可
能
に
し
ま
す
が
、
例
え
ば
再
審
手
続
に
お
い
て
は
同
様
に
救
済
の
中
核

を
担
う
こ
と
に
も
繋
が
り
ま
す
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
、
ま
ず
は
進
行
中
の
刑
事
手
続
に
お
い
て
行
為
者
を
突
き
止
め
る
た
め

に
取
得
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列

の
比
較
に
付
随
す
る
大
き
な
識
別
的
価
値
は
、
将
来
の
刑
事
手
続
に
対
す

る
事
前
配
慮
を
推
し
進
め
た
い
と
い
う
刑
事
訴
追
機
関
の
要
望
に
も
繋
が

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
は
、
将
来
に
お
い
て
は
、
例
え
ば

性
犯
罪
に
お
い
て
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
な
る
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。

　
議
会
は
、
一
九
九
八
年
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
人
物
識
別
法
（D

N
A

-
Identitätsfeststellungsgesetz

（D
N

A
-IFG

））
に
よ
っ
て
こ
の
要
望
に
応

え
ま
し
た
。
（
２
）

議
会
は
、
迅
速
な
犯
人
身
元
識
別
に
よ
っ
て
犯
罪
行
為
を
よ

り
適
切
に
解
明
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
的
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
通

じ
た
身
元
識
別
を
将
来
の
手
続
き
に
も
使
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
判
断

を
し
ま
し
た
。
（
３
）

こ
の
規
定
の
目
的
に
よ
れ
ば
、
新
設
の
刑
訴
法
八
一
条
ｇ

は
い
み
じ
く
も
刑
事
手
続
上
の
規
定
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
、
つ
ま

り
危
険
防
除
の
た
め
の
規
定
と
し
て
は
理
解
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。
抑

止
的
性
格
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
は
、
体
細
胞
を

採
取
し
、
分
子
遺
伝
学
的
な
検
査
を
行
い
、
そ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た

デ
ー
タ
を
保
存
す
る
た
め
の
前
提
条
件
を
具
体
的
に
規
定
し
て
い
ま
す
。

立
法
者
は
一
九
九
八
年
に
、
デ
ー
タ
取
得
は
「
事
件
に
対
応
し
た
［
し
た

が
っ
て
限
定
さ
れ
た
］
範
囲
」
に
及
ぶ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
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す
。

（
４
）

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
適
用
範
囲
は
何
度

も
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
す
で
に
二
〇
〇
四
年
の
時
点
で
、
性
的

自
己
決
定
に
対
す
る
す
べ
て
の
罪
に
拡
張
さ
れ
ま
し
た
。
同
様
に
、
立
法

者
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
用
い
て
性
別
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
も
容
認
し
ま
し
た
。

現
在
も
、
さ
ら
な
る
拡
張
を
推
し
進
め
る
い
く
つ
か
の
立
法
提
案
が
存
在

し
ま
す
。
（
５
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
規
定
の
実
体
要
件
、
形
式
要
件
に
つ
い
て
分

析
を
加
え
る
前
に
、
こ
の
規
定
が
何
を
許
容
し
て
お
り
何
を
認
め
て
い
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て
よ
り
正
確
に
論
じ
て
お
く
必
要

が
あ
り
ま
す
。
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
二
項
は
、
採
取
さ
れ
た
体
細
胞
は
Ｄ
Ｎ

Ａ
型
情
報
な
ら
び
に
性
別
の
判
別
の
た
め
に
の
み
、
分
子
遺
伝
学
上
の
検

査
を
実
施
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
検

査
に
際
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
目
的
の
た
め
に
必
要
で
は
な
い
そ
の
他
の
事

項
の
識
別
を
試
み
る
こ
と
も
、
ま
た
、
実
施
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
ら
個
人
の
人
格
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
探
る
こ
と
を
試
み

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
（
６
）

　
さ
ら
に
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
五
項
は
、
取
得
デ
ー
タ
の
保
存
と
利
用
を

制
限
し
て
い
ま
す
。
保
存
お
よ
び
利
用
は
、
連
邦
刑
事
庁
法
に
従
っ
て
主

要
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
情
報
を
管
理
す
る
連
邦
刑
事
庁
に
そ
の
管
轄
が
あ
り
ま
す

（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
五
項
第
一
文
）。
連
邦
刑
事
庁
は
、「
刑
事
手
続
、
危

険
防
除
お
よ
び
国
際
司
法
共
助
の
目
的
で
」
保
存
デ
ー
タ
の
引
渡
し
を
行

う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
五
項
第
三
文
）。

　
取
得
さ
れ
る
べ
き
デ
ー
タ
が
適
法
に
得
ら
れ
た
と
き
は
、
採
取
さ
れ
た

体
細
胞
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
二
項
第
一
文
に
よ
り
遅
滞
な
く
廃
棄
さ
れ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

二
　
処
分
命
令
の
実
体
要
件
お
よ
び
形
式
要
件

　
ド
イ
ツ
法
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
以
上
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
し
て
、
で
は
、
二
に
移
っ
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
は
事
前
配
慮
型
の
デ
ー

タ
取
得
お
よ
び
保
存
が
、
ど
の
よ
う
な
実
体
要
件
お
よ
び
形
式
要
件
の
下

で
許
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
少
し
詳
細
に
概
要
を
述
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

（
一
）
命
令
の
た
め
の
実
体
要
件

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
デ
ー
タ
保
存
を
考
慮
に
お
い
た
体
細
胞
の
採
取
お
よ

び
そ
の
分
子
遺
伝
学
条
の
検
査
の
た
め
に
、
立
法
者
は
ど
の
よ
う
な
実
体

的
ハ
ー
ド
ル
を
設
定
し
た
の
か
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

（
ａ
）
処
分
対
象
者

　
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
権
利
侵
害
は
特
定
の
名
宛
人
に
対
し
て
の
み
許
さ
れ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
人
物
を
対
象
に
許
さ
れ
る
と
い
う
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
・
被
告
人

（B
eschuldigte

）
に
対
す
る
権
利
侵
害
が
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま

り
、
こ
れ
ら
の
権
利
侵
害
は
、
犯
罪
嫌
疑
に
基
づ
き
刑
事
手
続
が
実
施
さ

れ
る
人
物
を
対
象
と
す
る
わ
け
で
す
。
ド
イ
ツ
法
に
よ
れ
ば
、
被
疑
者
・

被
告
人
と
は
、
こ
の
点
で
は
、
被
疑
者
（A

ngeschuldigte

）
と
被
告
人

（A
ngeklagte

）
と
を
含
む
概
念
で
あ
り
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
四
項
は
、
有
罪
判
決
が
確
定
し
た
者
お
よ

日独における将来の刑事手続のための情報保管の許容性
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び
こ
れ
ら
の
者
に
準
じ
る
者
に
対
す
る
権
利
侵
害
も
認
め
て
い
ま
す
。
と

り
わ
け
、
責
任
無
能
力
ま
た
は
精
神
疾
患
に
よ
る
行
為
無
能
力
が
証
明
さ

れ
、
ま
た
は
そ
の
可
能
性
が
排
除
で
き
な
い
た
め
に
有
罪
判
決
を
受
け
な

か
っ
た
人
物
が
、
こ
れ
に
該
当
し
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
で
該

当
す
る
記
録
が
連
邦
中
央
登
録
簿
ま
た
は
教
育
登
録
簿
に
共
有
さ
れ
た
場

合
に
は
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
四
項
を
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

 

（
ｂ
）
理
由
と
な
る
行
為

　
処
分
対
象
者
だ
け
で
な
く
、
処
分
の
理
由
と
な
る
行
為
に
関
す
る
嫌
疑

と
い
う
の
も
存
在
し
ま
す
。
（
７
）

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
一
五
二
条
二
項

の
意
味
に
お
け
る
単
純
な
嫌
疑
（einfacher Verdacht

）
な
ら
び
に
初
期

段
階
の
嫌
疑
（A

nfangsverdacht

）
が
あ
れ
ば
、
す
で
に
そ
の
段
階
で
法

の
求
め
る
要
件
を
満
た
し
ま
す
。
も
っ
と
も
、
理
由
と
な
る
行
為
に
関
す

る
嫌
疑
は
、
処
分
を
命
じ
る
時
点
で
存
在
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
嫌
疑
が
そ
の
間
に
払
拭
さ
れ
る
か
、
重
大
性
の
境
界
を
下
回
る
ほ
ど

に
減
弱
し
た
場
合
に
は
、
デ
ー
タ
の
取
得
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。

　
具
体
的
に
は
、
法
は
理
由
と
な
る
行
為
に
つ
い
て
以
下
の
三
類
型
の
可

能
性
を
認
め
て
い
ま
す
。

ⅰ
　
重
大
犯
罪
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
第
一
文Var.1

）

　
第
一
類
型
と
し
て
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
は
最
初
に
（Var.1

）、
重

大
犯
罪
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
刑
訴
法
に
お
け
る
そ
の
他
の
多
く
の
介
入
規

定
も
、
介
入
権
限
の
等
級
に
つ
い
て
こ
の
法
概
念
を
援
用
し
て
い
ま
す
。

立
法
者
と
裁
判
所
は
、
こ
の
類
型
を
、
少
な
く
と
も
中
程
度
の
犯
罪
に
分

類
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
解
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
犯
罪
は
、
法
的
平
穏

を
著
し
く
乱
し
、
国
民
の
法
的
安
全
感
覚
を
相
当
程
度
害
す
る
の
に
相
応

し
い
類
型
と
い
え
ま
す
。
（
８
）

　
純
粋
に
軽
微
な
犯
罪
は
、
た
し
か
に
こ
の
要
件
を
満
た
し
ま
せ
ん
。
対

象
者
に
と
っ
て
利
益
な
、
あ
る
い
は
不
利
益
な
諸
事
情
を
手
が
か
り
に
し

て
具
体
的
な
行
為
不
法
を
調
査
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
も
個
別
事
案
ご
と

の
考
察
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、
と
く
に
問
題
と
な
る
の

は
重
罪
で
す
。
か
つ
て
存
在
し
た
規
定
の
例
お
よ
び
カ
タ
ロ
グ
［
犯
罪
一

覧
］
を
、
立
法
者
は
削
除
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
判
断
の
手
が
か
り
を

提
供
し
う
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

ⅱ�

　
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
罪
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
第
一
文

Var.2

）

　
理
由
と
な
る
行
為
の
第
二
類
型
は
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
の
第
二
項

目
（Var.2

）
に
よ
る
と
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
罪
の
な
か
に
存
在
し

ま
す
。
こ
こ
に
は
、
少
な
く
と
も
例
外
な
く
ド
イ
ツ
刑
法
一
七
四
条
以
下

の
す
べ
て
の
規
定
が
含
ま
れ
ま
す
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
例
え
ば
、
強
姦

の
行
為
非
難
に
お
い
て
は
、
重
大
犯
罪
と
い
う
第
一
類
型
と
重
複
す
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
者
の
考
え
で
は
、
性
犯
罪
の

嫌
疑
に
つ
い
て
は
、
重
大
性
の
基
準
が
個
別
事
案
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る

こ
と
は
問
題
と
さ
れ
ま
せ
ん
。
（
９
）

ⅲ
　
そ
の
他
の
犯
罪
の
累
犯
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
第
二
文
）

　
最
後
に
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
第
二
文
は
、
理
由
と
な
る
行
為
の
第

三
類
型
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
こ
の
規
定
は
、
個
別
に
み
る
と
重
大
性
の
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基
準
は
満
た
し
て
い
な
い
犯
罪
行
為
の
再
犯
も
、
全
体
と
し
て
は
重
大
犯

罪
の
挙
行
と
同
程
度
の
も
の
に
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
ま
す
。
そ
し
て
、

こ
こ
で
は
個
別
事
案
ご
と
の
考
察
が
、
こ
の
類
型
に
該
当
す
る
か
否
か
を

決
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

（
ｃ
）
再
犯
の
危
険

　
処
分
対
象
者
お
よ
び
理
由
と
な
る
行
為
に
は
、
さ
ら
に
別
の
必
要
条
件

が
加
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
重
大
犯
罪
を
理
由
と
す
る
刑

事
手
続
が
再
び
実
施
さ
れ
う
る
こ
と
に
関
し
て
想
定
さ
れ
う
る
危
険
で

す
。
具
体
的
に
は
、
刑
訴
法
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
行
為
の
性
質
・
種

類
、
そ
の
人
格
あ
る
い
は
そ
の
他
の
情
報
か
ら
、
重
大
犯
罪
を
理
由
と
す

る
刑
事
手
続
が
将
来
彼
に
対
し
て
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
認

め
る
に
足
る
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
ま
す
。
有
罪
の
確
定

し
た
者
お
よ
び
こ
れ
に
準
じ
た
人
物
に
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
事
情
が
妥

当
し
ま
す
。

ⅰ
　
予
測
の
方
法
と
基
準
点

　
こ
の
基
準
で
は
、具
体
的
な
個
別
の
事
案
に
対
す
る
、し
た
が
っ
て
個
々

の
被
疑
者
・
被
告
人
な
ら
び
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
す
る
予
測
が

問
題
と
な
り
ま
す
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
十
分
根
拠
の
あ
る
事
実
に
基

づ
い
た
将
来
の
犯
罪
行
為
の
蓋
然
性
を
要
求
し
て
い
る
一
方
で
、「
認
め

る
べ
き
理
由
（G

rund zu der A
nnahm

e

）」
と
い
う
文
言
は
、
実
務
上
、

覚
知
さ
れ
た
犯
罪
嫌
疑
の
必
要
性
よ
り
も
明
ら
か
に
広
く
解
釈
さ
れ
て
い

ま
す
。
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
一
項
第
一
文
第
一
項
目
の
要
件
に
よ
れ
ば
、
嫌

疑
予
測
は
、
ま
さ
に
重
大
犯
罪
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

ⅱ
　
予
測
の
た
め
の
事
実
に
関
す
る
根
拠

　
こ
の
予
測
は
明
ら
か
に
困
難
と
い
え
ま
す
。
そ
の
文
言
は
、
手
が
か
り

と
し
て
、
ど
こ
か
ら
予
測
を
導
き
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
概

要
を
述
べ
て
い
ま
す
。
行
為
の
態
様
ま
た
は
性
質
お
よ
び
被
疑
者
・
被
告

人
の
人
格
、
し
か
し
同
時
に
「
そ
の
他
の
情
報
」
も
ま
た
、
決
定
的
な
事

実
上
の
根
拠
を
形
成
し
え
ま
す
。
そ
の
際
、
理
由
と
な
る
行
為
に
関
す
る

個
々
の
事
情
は
互
い
に
補
強
し
合
い
、
他
の
事
情
に
よ
っ
て
補
わ
れ
う
る

こ
と
に
な
る
と
さ
れ
ま
す
。
こ
の
予
測
は
、
常
に
必
要
的
と
さ
れ
る
個
々

の
事
案
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
事
情
に
関
す
る
広
範
な
評
価
に
よ
っ
て
決
せ

ら
れ
る
と
さ
れ
ま
す
。

ａ
「
行
為
の
態
様
ま
た
は
性
質
」
は
、
理
由
と
な
る
べ
き
具
体
的
な
行
為

と
関
係
し
ま
す
。
と
く
に
犯
罪
捜
査
学
上
の
経
験
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
は

繰
り
返
し
犯
さ
れ
る
と
さ
れ
る
重
大
な
暴
力
犯
罪
ま
た
は
性
犯
罪
が
問
題

と
な
り
ま
す
。
行
為
の
性
質
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
、「
職
業
的
」
行
為

お
よ
び
累
犯
は
係
争
中
の
手
続
き
に
お
い
て
再
犯
の
危
険
の
証
明
と
な
る

と
さ
れ
ま
す
。
同
様
の
こ
と
は
、
計
画
的
で
反
復
さ
れ
る
職
業
的
行
為
ま

た
は
集
団
に
よ
る
行
為
に
も
妥
当
し
ま
す
。
例
え
ば
突
発
的
行
為
ま
た
は

欠
陥
の
あ
る
犯
行
計
画
は
、
当
該
行
為
に
つ
い
て
み
た
場
合
の
再
犯
の
危

険
に
対
す
る
反
証
と
な
り
え
ま
す
。）
（1
（

理
由
と
な
る
べ
き
行
為
が
少
年
に

よ
っ
て
犯
さ
れ
た
場
合
、
ま
た
は
個
別
的
に
み
た
場
合
そ
れ
自
体
と
し
て

は
重
大
性
が
認
め
ら
れ
な
い
性
的
自
己
決
定
に
対
す
る
罪
の
一
つ
に
該
当

す
る
場
合
は
、
行
為
状
況
を
評
価
す
る
際
に
と
く
に
慎
重
な
態
度
で
臨
む
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こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。）

（（
（

ｂ
「
被
疑
者
・
被
告
人
の
人
格
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
の
下
で
は
、被
疑
者
・

被
告
人
な
ら
び
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
活
動
領
域
に
存
在
し
、
そ
の

「
内
心
的
覚
悟
に
基
づ
い
て
［
重
大
な
］
犯
罪
行
為
を
犯
す
こ
と
を
結
論

［
づ
け
さ
せ
た
］」
事
情
が
重
要
と
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、
行
為
者
に
よ
っ

て
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
四
項
）
予
告
さ
れ
た
行
為
の
反
復
、
同
人
の
行
為

後
の
態
度
、
前
科
の
存
在
、
最
後
の
犯
罪
の
挙
行
以
降
あ
る
い
は
最
後
に

嫌
疑
を
か
け
ら
れ
て
以
降
の
時
の
経
過
、
そ
れ
か
ら
例
え
ば
執
行
猶
予
中

の
態
度
、
以
前
の
生
活
状
況
あ
る
い
は
目
下
の
生
活
状
況
と
い
っ
た
行
為

の
動
機
が
考
慮
さ
れ
ま
す
。
特
定
の
「
世
界
（Szene

）」
に
属
し
て
い
る

こ
と
や
、
そ
こ
か
ら
離
脱
し
た
こ
と
も
、
重
要
と
さ
れ
ま
す
。

ｃ
し
か
し
、
法
は
結
局
「
そ
の
他
に
覚
知
さ
れ
た
事
情
」
も
要
件
を
満
た

す
と
す
る
こ
と
で
、
犯
罪
捜
査
学
お
よ
び
刑
事
学
上
認
め
ら
れ
た
経
験
則

と
同
様
に
、
事
実
に
関
す
る
根
拠
を
最
終
的
に
は
制
限
し
な
か
っ
た
こ
と

を
自
ら
認
め
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
学
説
に
よ
れ
ば
、
例
え
ば
、
私
人
で

あ
る
情
報
提
供
者
、
連
絡
員
お
よ
び
潜
入
捜
査
官
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
情
報
で
も
要
件
を
充
足
し
う
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

（
ｄ
）
処
分
の
適
正
性
お
よ
び
必
要
性

　
再
犯
の
危
険
が
予
測
さ
れ
う
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
さ
ら
に
他
に
存
在

す
る
前
提
条
件
が
看
過
さ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
分
子
遺
伝
学

的
な
検
査
お
よ
び
必
要
な
細
胞
採
取
が
、
将
来
の
刑
事
手
続
に
お
け
る
人

物
識
別
の
た
め
に
も
適
切
か
つ
必
要
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
検
査
実

施
に
よ
り
、
そ
の
後
の
手
続
き
に
お
け
る
事
案
解
明
の
成
果
が
期
待
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
行
為
者

が
一
般
的
経
験
か
ら
行
為
の
実
行
時
に
体
細
胞
を
残
さ
な
い
犯
罪
が
問
題

と
な
る
場
合
は
、
再
犯
の
危
険
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
利

用
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
、
証
言
に
関
す
る
罪
あ

る
い
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
が
犯
さ
れ
る
危
険
は
、
通
常
、
刑
訴
法
八
一

条
ｇ
の
対
象
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
は
、
例
え
ば
、
す
で
に
被
疑
者
・

被
告
人
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
が
手
元
に
あ
る
が
た
め
に
、
将
来
の
刑
事
手
続

に
お
け
る
人
物
識
別
た
め
の
保
存
の
必
要
性
が
排
除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

 

（
ｅ
）
狭
義
の
比
例
原
則

　
さ
ら
に
一
般
的
な
憲
法
上
の
理
由
か
ら
、
規
定
の
文
言
の
ほ
か
に
、
個

別
の
事
案
に
お
い
て
も
介
入
が
相
当
性
を
欠
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
留
保
が
、最
終
的
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
当
性
は
、「
そ
の
と
き
ど
き
に
お
け
る

重
要
な
事
情
の
評
価
」
を
要
求
す
る
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
四
文
三
号

の
文
言
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
由
づ
け
の
要
請
の
な
か
に
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
て
き
た
法
律
上
の
前
提
条
件
は
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
相
当
性
を
欠
い
た
介
入
が
生
じ
な
い
よ
う
に
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

（
二
）
命
令
の
た
め
の
形
式
要
件

　
で
は
、
実
体
的
前
提
条
件
に
続
い
て
、
こ
こ
か
ら
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ

三
項
に
規
定
さ
れ
た
形
式
要
件
に
つ
い
て
比
較
的
簡
単
に
理
解
し
て
い
た

資　　　料
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だ
こ
う
と
思
い
ま
す
。

 
（
ａ
）
命
令
権
限

　
体
細
胞
の
採
取
も
、
分
子
遺
伝
学
上
の
検
査
も
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は

刑
事
警
察
職
員
が
命
じ
る
こ
と
は
一
切
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
検
察
は
、

被
疑
者
・
被
告
人
な
ら
び
に
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
が
体
細
胞
の
採
取
お

よ
び
／
ま
た
は
分
子
遺
伝
学
上
の
検
査
に
書
面
で
同
意
し
た
場
合
に
限
っ

て
、
命
令
権
限
を
有
し
ま
す
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
一
文
お
よ
び
第

二
文
）。
こ
の
書
面
と
は
別
に
、
処
分
が
規
則
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
旨

の
事
前
の
説
明
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
、
有
効
な
同
意
の
前
提
条
件
と
な
り

ま
す
。
同
意
者
は
同
意
能
力
を
有
し
、
意
思
の
瑕
疵
が
な
い
状
態
で
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。い
か
な
る
場
合
も
、介
入
の
実
体
要
件
の
充
足
に
よ
っ

て
同
意
要
件
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
同
意
が
な
い
場
合
は
、
体
細
胞
の
採
取
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

原
則
と
し
て
裁
判
所
の
み
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
遅
滞
の
恐
れ
が
あ
る

場
合
は
、
細
胞
の
採
取
は
検
察
お
よ
び
警
察
実
務
に
携
わ
る
そ
の
捜
査
官�

も
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
ま
す
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
一

文
）。

　
被
験
者
の
同
意
が
な
い
場
合
は
、
採
取
さ
れ
た
体
細
胞
に
対
す
る
分
子

遺
伝
学
上
の
検
査
は
、
裁
判
所
し
か
命
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
刑
訴

法
八
一
条
ｇ
三
項
第
二
文
）。
細
胞
資
料
の
検
査
は
、
む
し
ろ
微
量
の
細

胞
採
取
と
比
べ
て
強
度
に
基
本
権
を
侵
害
し
ま
す
の
で
、
厳
格
な
裁
判
官

留
保
に
服
し
ま
す
。

（
ｂ
）
命
令
の
手
続
き

　
命
令
権
限
と
は
別
に
、
そ
れ
以
外
の
要
件
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。
同
意
者
は
、
取
得
さ
れ
る
デ
ー
タ
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で

利
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
告
知
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
刑
訴

法
八
一
条
ｇ
三
項
第
三
文
）。
裁
判
所
が
書
面
に
よ
る
命
令
を
出
す
場
合

は
、
裁
判
所
は
個
別
の
事
案
に
即
し
て
命
令
の
前
提
条
件
を
説
明
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
関
し
て
、
裁
判
所
は
、
と
く
に
将
来
刑
事
手

続
が
実
施
さ
れ
る
見
込
み
を
生
じ
さ
せ
た
事
情
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん（
詳
細
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
四
文
、八
一
条
ｆ
二
項
第
四
文
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
体
細
胞
の
強
制
採
取
は
、
医
師
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
検
査
は
選
出
さ
れ
た
独
立
し
た
鑑
定
人
に
委
託
さ
れ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
（
詳
細
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
四
文
、
八
一

条
ｆ
二
項
第
一
文
）。
技
術
的
、
組
織
的
な
措
置
に
よ
り
、
許
さ
れ
な
い

分
子
遺
伝
学
上
の
検
査
と
第
三
者
に
よ
る
無
権
限
で
の
情
報
取
得
は
排
除

さ
れ
て
い
ま
す
（
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
四
文
、
八
一
条
ｆ
二
項
第
二

文
）。
鑑
定
人
に
対
し
て
は
、
検
査
資
料
は
匿
名
で
渡
さ
れ
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
（
詳
細
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
四
文
、
八
一
条
ｆ
二
項
第

三
文
）。

三
　
将
来
を
志
向
し
た
正
当
な
刑
事
訴
追
？

　
以
上
、
立
法
者
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
関
連
の
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
に
対

し
て
設
定
し
た
実
体
的
、
形
式
的
ハ
ー
ド
ル
に
つ
い
て
お
示
し
い
た
し
ま

し
た
。
三
で
は
、刑
訴
法
八
一
条
ｇ
に
正
当
性
が
認
め
ら
れ
、場
合
に
よ
っ
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て
は
刑
事
訴
追
の
場
面
に
お
け
る
そ
の
他
の
事
前
配
慮
の
事
例
に
対
し
て

も
モ
デ
ル
と
な
る
規
定
が
存
在
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
占
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。

 

（
一
）
二
つ
の
評
価
段
階

　
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
評
価
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
、
二
つ
の
必
要
な
評
価

ポ
イ
ン
ト
に
言
及
し
て
お
い
た
方
が
良
い
で
し
ょ
う
。

 

（
ａ
）
捜
査
に
伴
う
介
入
の
根
本
的
拡
大

　
最
初
に
、
私
た
ち
は
自
ら
が
、
被
疑
者
・
被
告
人
、
そ
し
て
最
終
的
に

は
す
べ
て
の
市
民
に
代
償
と
し
て
要
求
さ
れ
る
司
法
的
義
務
の
根
本
的
拡

大
の
目
撃
者
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
基
準

の
な
か
に
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
の
犯
罪
嫌
疑
が
存
在

し
な
い
場
合
に
も
、
す
べ
て
の
市
民
は
刑
事
訴
追
の
た
め
に
権
利
を
放
棄

す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
基
本
権
は
、
警
察
法
上
の
具
体
的
な

危
険
と
は
関
係
な
く
軽
視
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
様
々
な
用
途
に
適
し
た

デ
ー
タ
が
収
集
さ
れ
ま
す
。
根
拠
と
な
る
犯
罪
の
嫌
疑
は
必
ず
し
も
被
疑

者
に
帰
責
さ
れ
う
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
彼
が
非

難
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
嫌
疑
が

被
疑
者
に
妥
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
例
え
ば
、性
犯
罪
に
つ
い
て
は
、

単
純
に
虚
偽
の
告
発
が
嫌
疑
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
も
あ
り
え
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
義
務
な
い
し
制
約
の
拡
大
を
確
認
す
る
こ
と
は
重
要
で

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
を

無
条
件
で
拒
否
す
る
こ
と
に
は
繋
が
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
自
由
な
法
治
国

家
に
お
い
て
、
犯
罪
の
嫌
疑
は
、
刑
法
が
事
案
解
明
に
よ
り
相
当
性
の
枠

内
に
お
い
て
の
み
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
要
請
の
表
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら

か
で
す
。
そ
の
時
点
で
す
で
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
犯
罪
嫌
疑
と
い
う

要
件
の
放
棄
は
、
現
在
、
国
家
が
刑
事
訴
追
と
い
う
使
命
を
大
規
模
に
要

求
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
表
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

私
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
刑
事
司
法
の
目
的
を
、
す
で
に
こ

れ
ま
で
い
み
じ
く
も
正
当
と
み
な
し
て
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
権
利

侵
害
の
拡
大
が
特
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
現
在
の
犯

罪
嫌
疑
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
き
た
相
当
性
の
機
能
が
、
な
お
生
じ
う
る

か
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
新
た
な
特
別
の
必

要
要
件
が
、よ
り
深
く
介
入
を
受
け
る
基
本
権
と
の
均
衡
を
図
る
場
合
に
、

と
く
に
問
題
に
な
り
ま
す
。

　
例
え
ば
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
あ
る
い
は
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
取
得
お
よ
び

保
存
に
関
す
る
問
題
は
、
以
前
は
単
純
に
存
在
し
な
か
っ
た
だ
け
の
こ
と

で
あ
っ
て
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
後
者
は
徹
底
的
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。医
学
的
な
、そ
し
て
と
り
わ
け
科
学
技
術
的
な
革
新
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
識
別
能
力
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
私
た
ち
は
、
今
日
、

基
本
権
と
刑
事
司
法
と
の
適
切
な
関
係
を
決
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
の
価
値

を
考
慮
し
、
批
判
的
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
は

こ
れ
ま
で
に
も
対
象
者
に
向
け
ら
れ
た
犯
罪
の
嫌
疑
が
必
要
と
さ
れ
な
い

処
分
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
こ
の
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
こ
と

を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
は
、
む
し
ろ
、
証
人
に
対
し
て
は
何
ら
の

嫌
疑
も
主
張
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
限
定
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
に
せ
よ
権
利
の
損
失
を
証
人
に
期
待
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
私
た

ち
は
、
危
険
防
除
の
た
め
の
法
に
よ
っ
て
、
情
報
収
集
が
憲
法
上
も
現
在

の
嫌
疑
と
い
う
道
具
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
伝
統

的
に
認
め
て
い
ま
す
。

 

（
ｂ
）
処
分
に
即
し
た
基
本
法
上
の
正
当
化

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
可
欠
な
相
当
性
判
断
を
志
向
す
る
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
は
、
今
な
お
具
体
的
な
基
準
を
提
供
し
て
い
な
い
こ
と
は
認
め

ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
と
く
に
微
妙
で
す
。
と
い
う

の
は
、
常
に
発
展
し
て
い
く
医
学
的
、
科
学
技
術
的
な
実
現
可
能
性
は
、

ま
す
ま
す
多
く
の
捜
査
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
し
う
る
た
め
で
す
。
そ

れ
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
常
に
法
的
限
界
に
対
し
て
圧
力
を
及
ぼ
す
で

し
ょ
う
。
そ
の
た
め
、
二
つ
目
の
具
体
的
な
評
価
段
階
が
重
要
と
な
ら
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。

　
私
た
ち
は
、
こ
の
問
題
を
単
に
抽
象
的
に
論
じ
れ
ば
良
い
と
い
う
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
私
た
ち
は
現
に
存
在
す
る
処
分
も
考
慮
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
、
一
方
で
は
、
実
際
に
そ
の
処
分

に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
基
本
権
に
つ
い
て
分
析
を
行
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
様
々
な
強
さ
で
保
護
す

べ
き
基
本
権
が
対
象
と
な
り
え
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
各
種
処
分
は
と
く

に
健
康
に
関
す
る
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
を
捕
捉
す
る
か
ら
で
す
。同
様
に
、

例
え
ば
、
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
の
場
合
の
よ
う
に
、
基
本
権

行
使
に
対
す
る
威
嚇
効
果
の
よ
う
な
特
別
の
危
険
が
一
定
の
役
割
を
担
う

可
能
性
が
あ
り
ま
す
。）
（1
（

他
方
で
は
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
の
新

た
な
優
れ
た
可
能
性
に
よ
り
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
捜
査
の
成
果
が
期
待

さ
れ
う
る
の
か
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

 

（
二
）
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
は
正
当
で
あ
り
、
モ
デ
ル
と
な
る
か
？

　
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
は
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
措
置
を
認
め
て

い
ま
す
が
、
こ
れ
が
基
本
的
に
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
他
の
処
分
に

と
っ
て
も
適
切
な
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
私
は
同
条
に
つ
い
て
具
体
的
に
論
じ
る
こ
と
し
か
で
き
ま
せ
ん
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
正
当
性
を
認
め
て
い
ま

す
。）
（1
（

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
ま
ず
、
将
来
の
刑
事
手
続
の
た
め
の
Ｄ
Ｎ
Ａ

情
報
の
取
得
お
よ
び
保
存
に
は
、
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
五
項
に
掲
げ
ら
れ
た

目
的
の
た
め
の
利
用
と
同
様
に
、
情
報
自
己
決
定
に
関
す
る
基
本
権
へ
の

独
立
し
た
介
入
が
存
在
す
る
こ
と
を
明
確
に
認
め
ま
し
た
。）
（1
（

し
か
し
、
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
、
全
体
と
し
て
は
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
の
正
当
性
を
肯
定

し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、
現
行
の
形
態
に
お
い
て
も
、
こ
れ
に
よ
る
侵
害

は
、
と
り
わ
け
累
積
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
介
入
の
た
め
の
前
提
条
件
に

よ
っ
て
相
当
性
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
す
る
わ
け
で
す
。）
（1
（

 
（
ａ
）
法
律
の
留
保
お
よ
び
手
続
き
に
よ
る
基
本
権
保
護

　
第
一
に
、
法
律
の
留
保
の
妥
当
性
に
関
し
て
、
同
意
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
例
え
ば
、
こ
れ
に
関
し
て
目
下
存
在
す

る
多
重
的
な
基
本
権
侵
害
を
否
定
し
よ
う
と
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
同
裁

判
所
は
、
個
人
情
報
の
あ
ら
ゆ
る
取
得
、
保
存
お
よ
び
利
用
は
、
と
く
に

日独における将来の刑事手続のための情報保管の許容性
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そ
の
際
に
対
象
と
な
る
健
康
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
、
憲
法
上
の
正

当
化
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
び
認
め
ま
し
た
。こ
れ
に
応
じ
て
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
と
同
様
に
、
介
入
を
形
式
的
に

正
当
化
し
限
定
す
る
正
当
化
事
由
を
要
求
し
て
い
ま
す
。）
（1
（

し
か
し
、
ド
イ

ツ
の
立
法
者
は
そ
の
よ
う
な
（
法
的
）
根
拠
の
一
つ
を
刑
訴
法
八
一
条
ｇ

に
よ
っ
て
作
り
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
法
的
根
拠
は
、
手
続
き
に

よ
る
基
本
権
保
護
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
介
入
を
限
定
し
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。）
（1
（

裁
判
官
留
保
が
十

分
に
厳
格
で
あ
る
こ
と
は
、
介
入
の
重
大
性
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
さ

ら
に
、
個
々
の
事
案
に
お
け
る
具
体
的
な
命
令
に
よ
る
正
当
化
の
要
請
お

よ
び
そ
の
後
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
資
料
の
廃
棄
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
、
実
体
的

限
界
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
基
本
権
保
護
は
譲
歩
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
現
在
の
実
務
に
よ
れ
ば
、
こ
の
規
定
は

被
疑
者
・
被
告
人
に
、
法
的
聴
聞
の
機
会
を
不
必
要
に
ま
っ
た
く
保
障
し

て
い
な
い
た
め
で
す
。
少
な
く
と
も
、
最
後
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
量
的

に
（quantitativ

）
根
拠
づ
け
ら
れ
た
重
大
犯
罪
の
事
件
グ
ル
ー
プ
に
つ

い
て
、
十
分
に
明
確
化
さ
れ
た
介
入
の
た
め
の
規
定
も
立
法
者
に
と
っ
て

成
功
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
は
、
と
く
に
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
犯
罪
行
為
あ
る
い
は
嫌
疑
状
況
か

ら
、
そ
の
時
々
に
お
け
る
犯
罪
の
重
大
性
を
多
か
れ
少
な
か
れ
巧
み
に

（routiniert

）
推
論
す
る
実
務
を
脅
か
し
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
個
別
事

案
に
つ
い
て
み
た
場
合
に
一
般
に
重
大
犯
罪
と
い
え
る
か
と
い
う
基
準
の

概
念
が
、
明
確
な
限
界
を
提
供
し
な
い
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
よ
り
厳
格
な
犯
罪
カ
タ
ロ
グ
を
設
け
る
こ
と
が
、
実
現
可
能
な

解
決
方
法
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

 

（
ｂ
）
実
体
的
射
程

　
実
体
的
射
程
に
つ
い
て
も
、
見
解
は
分
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
現
在

の
嫌
疑
が
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
、
立
法
者
が
、
限
界
設
定
の

た
め
の
別
の
戦
略
的
手
段
に
よ
っ
て
補
お
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
立
法
者
は
、
包
括
的
な
デ
ー
タ
に
よ
る

こ
と
の
な
い
ま
ま
、
介
入
が
処
分
対
象
者
に
帰
責
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
せ
る
い
く
つ
か
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
も
っ
て
、
刑
事
訴
追
の

事
前
配
慮
の
特
別
の
必
要
性
を
類
型
化
し
よ
う
と
尽
力
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
ま
で
と
く
に
写
真
お
よ
び
指
紋
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
て
い
た
規
定
は
、

た
ん
に
被
疑
者
の
地
位
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
す
る
か
、
せ
い
ぜ
い
判

例
に
よ
っ
て
犯
罪
捜
査
学
に
基
づ
く
必
要
性
へ
の
限
定
が
な
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
も
の
で
し
た
が
、
立
法
者
の
尽
力
に
は
、
こ
の
よ
う
な
規
定
と
比

べ
て
原
理
原
則
に
基
づ
い
た
進
歩
が
み
ら
れ
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
実
際
に
納
得
し
う
る
解
決
策
は
な
お
示
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
た
し
か
に
形
式
的
に
は
情
報
自
己
決
定
権
が
要
求
す
る
目
的
拘
束

性
が
存
在
し
ま
す
。
し
か
し
、
事
後
の
あ
ら
ゆ
る
刑
事
訴
訟
お
よ
び
国
際

司
法
共
助
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
危
険
防
除
の
た
め
に
そ
の
デ
ー
タ
を
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
そ
の
限
界
の
意
義
は
不
合
理
で
あ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
ず
こ
の
点
は
批
判
さ

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
結
局
、
法
は
情
報
の
広
範
な
利
用
の
な
か
に
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利
用
目
的
を
認
め
て
い
る
の
で
す
。
デ
ー
タ
が
一
度
保
存
さ
れ
る
と
、
健

康
に
関
す
る
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
を
軽
微
な
犯
罪
の
た
め
に
利
用
す
る
こ

と
も
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

　
さ
ら
に
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
こ
と
は
、
以
前
に
嫌
疑
を
か

け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
人
物
が
、
そ
の
嫌
疑
を
必
ず
し
も
自

ら
の
行
為
に
帰
責
で
き
る
よ
う
な
形
で
引
き
起
こ
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
結
局
は
、
特
別
の
侵
害
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
繋
が

る
と
い
う
こ
と
も
、
も
う
一
度
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
の
人
た
ち
の
情
報
は
、
と
り
わ
け
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
の
デ
ー
タ
が

収
め
ら
れ
、
そ
の
た
め
、
あ
る
種
の
ス
テ
ィ
グ
マ
効
果
を
生
じ
さ
せ
る
可

能
性
が
あ
る
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
ま
す
。
連
邦
刑
事
庁
法
に
よ
る
と
、

嫌
疑
の
払
拭
に
よ
り
手
続
き
が
終
結
し
た
場
合
に
の
み
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報

の
保
存
お
よ
び
利
用
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。）
（1
（

　
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
決
し
て
重
大
で
は
な
い
性
犯
罪
の
嫌
疑
だ
け
で

介
入
が
許
さ
れ
る
と
す
る
こ
と
は
、
比
例
性
を
逸
脱
し
て
い
ま
す
。
こ
の

こ
と
に
よ
り
、
当
該
時
点
に
お
い
て
一
定
の
行
為
を
強
制
す
る
嫌
疑
と
い

う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
放
棄
す
る
こ
と
を
、
特
別
の
重
大
性
と
い
う
別
の
メ

ル
ク
マ
ー
ル
に
よ
っ
て
埋
め
合
わ
せ
る
と
い
う
方
法
は
採
用
で
き
ま
せ

ん
。
最
も
深
刻
な
形
態
に
お
い
て
も
最
長
で
一
年
の
自
由
刑
が
予
定
さ
れ

る
に
す
ぎ
な
い
犯
罪
が
、
そ
の
介
入
要
件
を
満
た
し
ま
す
。
さ
ら
に
は
、

最
近
新
設
さ
れ
た
前
域
犯
罪
（Vorfelddelikte

）
お
よ
び
性
的
迷
惑
行
為

の
よ
う
な
受
け
皿
犯
罪
（
刑
法
一
八
四
条
ｉ
）
も
、こ
れ
を
満
た
し
ま
す
。

　
加
え
て
、
追
加
的
に
求
め
ら
れ
る
再
犯
の
危
険
に
関
す
る
予
測
は
、
こ

れ
ま
で
、
以
前
の
犯
罪
嫌
疑
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
律
に
行
わ
れ
る
権

利
の
剥
奪
を
十
分
に
限
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
そ
の
予
測
は
よ
く
よ
く
考
え

る
と
、
曖
昧
で
、
恣
意
的
に
す
ぎ
ま
す
。
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
三
項
第
五
文

が
命
じ
る
よ
う
に
、
再
犯
の
危
険
が
、
実
務
上
、
実
際
に
は
広
範
な
、
そ

し
て
個
別
の
事
案
に
即
し
た
全
体
考
察
に
基
づ
い
て
の
み
肯
定
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
実
務
に
お
け
る
需
要
に
従
う
と
、
そ
の

規
定
は
莫
大
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
も
の
に
な
る
で
し
ょ
う
。
最
も
重
要
な

コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
も
、
例
え
ば
、
裁
判
所
が
、
非
常
に
軽
微
な
露
出
症
の

行
為
を
根
拠
に
、
将
来
の
重
大
犯
罪
が
犯
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
肯
定
的

な
あ
る
い
は
否
定
的
な
手
が
か
り
を
得
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
そ
も

そ
も
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
か
な
り
以
前
か
ら
問
う

て
い
ま
す）
（1
（

。
現
在
の
と
こ
ろ
、
実
務
上
は
、
被
処
分
者
が
抗
弁
し
な
い
限

り
、
再
犯
の
危
険
は
、
結
局
ま
っ
た
く
も
っ
て
納
得
で
き
そ
う
に
な
い
法

の
適
用
者
の
思
い
込
み
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
容
易
に
想

像
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
は
、
と
り
わ
け
性
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
場

合
に
は
、
単
純
に
威
嚇
的
な
標
準
的
処
分
と
し
て
命
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ

て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

四
　
ま
と
め

　
で
は
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
ク
ラ
フ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
予
言
さ
れ

た
美
し
く
あ
た
ら
し
い
事
前
配
慮
的
な
情
報
保
存
の
世
界
は
、
今
や
ど
の

よ
う
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
？

　
私
の
考
え
を
三
つ
の
主
要
な
テ
ー
ゼ
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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第
一
　
私
た
ち
は
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
事
前
配
慮
に
よ
り
、
例
え
ば

Ｄ
Ｎ
Ａ
型
情
報
の
取
得
お
よ
び
保
存
と
い
う
現
象
形
態
の
な
か
で
、
刑
事

訴
訟
に
お
け
る
捜
査
手
法
な
ら
び
に
基
本
権
介
入
の
根
本
的
な
拡
大
を
身

を
も
っ
て
体
験
し
て
い
ま
す
。

　
第
二
　
こ
の
よ
う
な
処
分
は
、
例
外
な
く
違
法
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
法
律
の
留
保
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
犯
罪
嫌
疑
の
不
存
在
に
鑑
み
る
と
、
具
体
的
に
言
及
さ
れ
た
基

本
権
に
左
右
さ
れ
る
特
別
の
正
当
性
の
閾
値
（Legitim

ationsschw
ellen

／
最
低
基
準
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
第
三
　
刑
訴
法
八
一
条
ｇ
と
い
う
ド
イ
ツ
の
規
定
は
、
そ
れ
が
明
確
な

規
定
お
よ
び
制
限
の
必
要
性
を
認
め
た
点
に
つ
い
て
は
賞
賛
さ
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
規
定
は
、
過
度
に
拡
張
さ
れ
た
適
用
領

域
を
提
示
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
非
常
に
限
定
的
に
し
か
刑
事
訴
追
の

た
め
の
適
切
な
事
前
配
慮
に
対
す
る
モ
デ
ル
を
提
示
し
て
い
ま
せ
ん
。
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Verdacht.

日
本
に
お
け
る
捜
査
機
関
に
よ
る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請熊

本
大
学

内
藤
大
海

一
　
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
の
概
要

　
刑
訴
法
一
九
七
条
三
項
は
、
検
察
、
警
察
な
ど
の
捜
査
機
関
は
、
差
押

え
ま
た
は
記
録
命
令
付
差
押
え
を
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
通

信
事
業
者
に
対
し
、「
そ
の
業
務
上
記
録
し
て
い
る
電
気
通
信
の
送
信
元
、

送
信
先
、
通
信
日
時
そ
の
他
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
の
う
ち
必
要
な

も
の
を
特
定
」
し
、
一
定
期
間
消
去
し
な
い
よ
う
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

旨
規
定
し
ま
す
。
こ
の
期
間
は
三
〇
日
以
内
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
延
長

に
よ
り
通
じ
て
六
〇
日
ま
で
保
全
要
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
そ
の
目
的
は
、
差
押
え
ま
た
は
記
録
命
令
付
差
押
え
が
行
わ
れ
る
こ
と

が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
、
こ
れ
ら
の
処
分
の
機
会
を
担
保
す
る
こ
と
に
あ

り
ま
す
。
本
処
分
の
対
象
と
な
る
の
は
、
送
信
元
、
送
信
先
、
通
信
日
時

そ
の
他
の
通
信
履
歴
の
電
磁
的
記
録
で
あ
り
、
後
に
押
収
が
予
測
さ
れ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
（
第
一
文
）。

　
捜
査
機
関
は
、
通
信
事
業
者
に
対
し
上
記
デ
ー
タ
を
三
〇
日
を
超
え
な

い
範
囲
で
消
さ
な
い
よ
う
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
第
一
文
）。
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ま
た
、
と
く
に
必
要
な
と
き
は
三
〇
日
を
超
え
な
い
範
囲
で
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
（
同
条
四
項
第
一
文
）。

　
保
全
さ
れ
た
デ
ー
タ
の
消
去
に
つ
い
て
は
何
ら
具
体
的
な
規
定
は
存
在

し
て
い
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
保
全
期
間
経
過
後
の
デ
ー
タ
の
取
扱
い
は
通

信
事
業
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
点
は
、
わ
が

国
に
お
け
る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
に
か
か
る
最
も
大
き
な
問
題
の
一
つ

で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
保
全
要
請
自
体
は
、
差
押
え
ま
た
は
記
録
命
令

付
差
押
え
を
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
は
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
（
同
条
三
項
第
二
文
）。

二
　
議
論
状
況

　
わ
が
国
で
は
、
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
に
か
か
る
議
論
は
ド
イ
ツ
ほ
ど

活
発
で
は
く
、む
し
ろ
対
立
的
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。

こ
の
処
分
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
解
説
が
存
在
す
る
の
み
で
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
通
信
履
歴
の
保
全
の
危
険
に
対
し
て
は

注
意
が
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の

た
め
、
本
検
討
課
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
側
に
対
し
て
説
明
す
べ
き
わ

が
国
の
議
論
と
い
う
の
は
少
な
い
と
い
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と

自
体
が
問
題
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
水
面
下
で
は
保
全
要
請
は
幅
広
く
利
用

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
通
信
と
は
関
係
あ
り
ま
せ

ん
が
、
昨
今
警
察
に
よ
り
Ｔ
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
の
情
報
照
会
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
し
て
、
そ
の
よ
う
に
推
測

さ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
今
後
の
議
論
の
発
展
を

期
待
し
つ
つ
、
そ
の
議
論
の
方
向
性
を
探
る
た
め
、
わ
が
国
の
保
全
要
請

に
つ
い
て
制
度
説
明
を
行
い
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
プ
シ
ュ
ケ
教
授
に
意

見
を
求
め
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

三
　
日
独
両
制
度
の
相
違
点

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存

（Vorratsdatenspeicherung

）
義
務
と
わ
が
国
に
お
け
る
通
信
履
歴
の
保

全
要
請
と
の
共
通
性
は
、
以
下
の
点
に
認
め
ら
れ
ま
す
。

　�

・
い
ず
れ
の
処
分
も
裁
判
官
留
保
（R

ichtervorbehalt

）
な
い
し
令
状

審
査
に
服
さ
な
い
。

　�

・
一
定
の
保
存
期
間
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
両
国
に
お
け
る
処
分
に
は
以
下
の
よ
う
な
違
い
が
み
ら

れ
ま
す
。

　�

・
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
義
務
は
無
条
件
で
行
わ
れ

る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
に
お
け
る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
は
、
差

押
え
ま
た
は
記
録
命
令
付
差
押
え
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
場

合
に
の
み
許
さ
れ
る（
一
定
程
度
の
具
体
的
必
要
性
）。し
か
し
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
保
全
の
必
要
性
は
要
請
者
（
す
な
わ
ち
捜
査
機
関
）
が
判
断

を
行
う
（
保
全
要
請
自
体
は
司
法
審
査
に
服
さ
な
い
が
、
保
全
対
象
を

含
む
情
報
媒
体
の
差
押
え
は
司
法
審
査
に
服
す
る
こ
と
に
な
る
）。

　�
・
ド
イ
ツ
で
は
保
存
期
間
経
過
後
の
保
存
デ
ー
タ
の
消
去
が
明
文
で
規

定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
は
消
去
に
つ
い
て
明
文

の
規
定
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
保
全
期
間
経
過
後
の
保
全
デ
ー
タ
の
取
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扱
い
は
通
信
事
業
者
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

　�
・
わ
が
国
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
刑
事
訴
追
の
目
的
で
通
信
履
歴
の
保
全
を

行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備

的
デ
ー
タ
保
存
は
、刑
事
訴
追
（
司
法
警
察
）、危
険
防
除
（
行
政
警
察
）

の
双
方
を
目
的
と
し
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
の
最
大
の
問
題
は
、
そ
れ
が
無

制
限
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
現
在
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
こ
の
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
義
務
と
い
う
の
は
凍
結
さ
れ
て
お
り
ま
し

て
、
実
際
に
は
運
用
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
プ
シ
ュ

ケ
さ
ん
か
ら
お
話
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
に
お
け

る
通
信
履
歴
の
保
全
要
請
の
対
象
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
と
な
り
う

る
デ
ー
タ
に
限
定
さ
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
介
入
強
度

は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
と
比
べ
て
限
定
さ
れ
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
と
な
る
デ
ー
タ
の

保
存
そ
れ
自
体
も
、
私
見
に
よ
れ
ば
（
そ
し
て
お
そ
ら
く
日
本
に
お
け
る

支
配
的
見
解
に
よ
っ
て
も
）、
そ
れ
自
体
が
基
本
権
へ
の
介
入
と
な
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
の
介
入
は
場
合
に
よ
っ
て
は
正
当
化
さ
れ
う
る
も
の
で

す
。
と
い
う
の
は
、
デ
ー
タ
の
保
存
が
一
定
の
嫌
疑
に
基
づ
い
て
要
請
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
処
分
は
、
比
例
原

則
に
比
較
的
合
致
し
う
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、
場

合
に
よ
っ
て
は
必
要
と
な
る
デ
ー
タ
の
そ
の
よ
う
に
保
全
す
る
こ
と
の
介

入
強
度
は
、
裁
判
官
留
保
を
必
要
と
す
る
ほ
ど
の
強
度
を
持
た
な
い
と
い

え
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
問
題
と
な
り
ま
す
。

四
　
ま
と
め

 

（
一
）
無
差
別
的
デ
ー
タ
保
存
に
伴
う
特
別
の
問
題

　
目
下
、
日
本
で
は
通
信
デ
ー
タ
の
無
差
別
的
保
存
は
、
喫
緊
の
問
題
と

は
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
捜
査
機
関
、
内
閣
あ
る
い
は
政
府
は
、

お
そ
ら
く
よ
り
多
く
の
個
人
情
報
の
収
集
を
望
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
の
議
論
を
参
考
に
、
捜
査
機
関
の

要
請
に
よ
る
無
差
別
の
保
存
の
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
こ
と

に
意
義
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
に
関
し
て
、
プ
シ
ュ
ケ
教
授
に
は
、

基
本
権
侵
害
ま
た
は
そ
の
侵
害
強
度
に
つ
い
て
ド
イ
ツ
の
議
論
を
あ
る
程

度
詳
細
に
説
明
し
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

 

（
二
）
閲
覧
履
歴
の
保
全
の
許
容
性

　
ド
イ
ツ
と
日
本
の
制
度
の
大
き
な
違
い
と
考
え
ら
れ
る
点
に
、
ド
イ
ツ

に
お
い
て
は
無
差
別
的
に
す
べ
て
の
デ
ー
タ
が
予
備
的
に
保
存
さ
れ
る
と

い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
保
存
対
象
に
つ
い
て
、
ド

イ
ツ
に
お
い
て
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
の
保
存
は
許
さ
れ
ま
せ

ん
。
具
体
的
に
は
メ
ー
ル
の
内
容
や
件
名
が
予
備
的
保
存
の
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
そ
れ
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
内
心
領
域
に
介
入
し
う

る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
電
気
通
信
法
一
一
三
条
ａ
以
下

に
よ
っ
て
保
存
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
外
縁
情
報

（Inform
ation der D

enotation der Privatheit

）
に
属
す
も
の
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、電
気
通
信
法（Telekom

m
unikationsgesetz

（TK
G

））
一
一
三
条
ａ
以
下
に
挙
げ
ら
れ
た
あ
ら
ゆ
る
人
物
の
情
報
が
、
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
に
服
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ

の
点
で
は
ド
イ
ツ
あ
る
い
は
欧
州
の
方
が
広
い
権
利
制
約
が
行
わ
れ
る
こ

と
に
な
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
は
、
人
的
グ
ル
ー

プ
や
一
定
の
嫌
疑
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
ド
イ
ツ
に

お
け
る
支
配
的
見
解
は
こ
れ
が
比
例
性
を
有
し
て
い
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
わ
が
国
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
な
比
例
性
の
問
題
は
今
の
と
こ
ろ
存

在
し
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
通
信
履
歴
の
保
全
は
一
定
の
嫌
疑
を
根
拠

に
要
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

　
た
し
か
に
処
分
の
必
要
性
が
具
体
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
よ
り
強
い

介
入
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の

処
分
の
正
当
性
に
つ
い
て
は
わ
が
国
で
は
活
発
な
議
論
は
行
わ
れ
て
お
ら

ず
、
保
全
対
象
―
―
つ
ま
り
、
保
全
さ
れ
る
情
報
の
範
囲
―
―
は
必
ず
し

も
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
で
、
閲
覧
履
歴
の
保
全
の
必
要
性
が
認

め
ら
れ
る
場
合
は
、
そ
れ
も
許
さ
れ
る
と
い
う
分
析
も
存
在
し
ま
す
。
（
１
）

　
電
気
通
信
事
業
者
に
お
け
る
デ
ー
タ
保
全
の
侵
害
性
質
は
、
捜
査
機
関

が
実
際
に
差
押
え
に
よ
っ
て
情
報
を
取
得
す
る
の
と
比
べ
て
強
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
に
よ
れ
ば
、
電
気
通

信
事
業
者
に
お
け
る
デ
ー
タ
保
存
も
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
独
立
し
た
基
本

権
へ
の
介
入
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
見
も
こ
れ
と
同
様
の
見

解
に
立
つ
わ
け
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
わ
が
国
の
処
分
が
そ
も
そ
も
許

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
、

こ
の
処
分
の
対
象
者
の
範
囲
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
包
括
的
に
実
施
さ
れ

る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、こ
の
処
分
は
令
状
審
査
に
服
さ
ず
、

具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
は
捜
査
機
関
が
自

ら
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
保
全
要
請
の

対
象
も
ま
た
外
縁
情
報
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
ド
イ

ツ
に
お
け
る
支
配
的
見
解
に
よ
っ
た
場
合
、
一
定
の
嫌
疑
が
存
在
す
る
状

況
で
閲
覧
履
歴
の
保
全
ま
で
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
否
か
は
、
興

味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。�

註

 

（
１
）
緑
大
輔
「
強
制
処
分
法
廷
主
義
（
一
九
七
条
）」
法
教
四
一
一
号

（
二
〇
一
四
年
）
一
七
頁
。

通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
―
―
ド
イ
ツ
に
お
け
る
問
題

状
況

D
ie Vorratsdatenspeicherung –– D

ie Problem
stellung in D

eutschland

マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学

イ
ェ
ン
ス
・
プ
シ
ュ
ケ

一
　
は
じ
め
に

　
通
信
関
連
デ
ー
タ
に
関
す
る
保
存
情
報
（Vorratsdaten

）
の
保
管
は
、

ド
イ
ツ
お
よ
び
欧
州
に
お
い
て
と
く
に
激
し
く
議
論
さ
れ
て
い
る
安
全
保

安
上
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
こ
の
議
論
が
た
ん
に
学
術
的
な
性
質
を
有

す
る
も
の
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
、
と
く
に
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
の
導
入

と
整
備
に
関
す
る
刑
事
政
策
的
な
議
論
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

資　　　料
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こ
の
こ
と
は
常
に
切
々
と
論
じ
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
加
え
て
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
お
よ
び
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
り
こ
の
件
に
関
す
る
重
要
な
判
決

が
下
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
両
者
は
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
の
許
容
性
に
対

す
る
影
響
と
い
う
点
で
大
き
な
違
い
を
示
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
報
告
に
お
い
て
は
、
ま
ず
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
を
め
ぐ
る
議
論
の

背
景
を
手
短
に
説
明
し
、
そ
の
後
、
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
に
関
す
る
ド
イ

ツ
の
規
定
の
展
開
を
取
り
上
げ
、
そ
し
て
現
行
法
の
規
定
を
ご
紹
介
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
続
い
て
、
現
行
規
定
に
関
す
る
法
的
評
価
を
行
い
た
い

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
際
に
は
と
く
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
欧
州
司
法
裁

判
所
の
判
決
に
つ
い
て
も
言
及
し
よ
う
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
最
後
に
、

日
本
の
法
的
状
況
と
比
較
可
能
な
予
備
的
デ
ー
タ
保
存
の
代
替
モ
デ
ル
に

つ
い
て
ご
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

二

　予
備
的
デ
ー
タ
保
存
を
め
ぐ
る
議
論
の
背
景

　
安
全
と
自
由
の
権
衡
は
、基
本
的
な
社
会
的
議
論
の
内
容
で
あ
り
ま
す
。

主
張
さ
れ
る
見
解
は
政
治
的
見
解
に
よ
り
、
そ
し
て
文
化
的
独
自
性
に
基

づ
い
て
異
な
り
ま
す
。「
安
全
文
化
（Sicherheitskultur

）」
と
い
う
用
語

が
決
定
的
な
意
味
で
語
ら
れ
ま
す
が
、
無
為
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
権
に
介
入
す
る
安
全
上
の
措
置
の
限
界
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
は
、
目
下
犯
罪
対
策
の
場
面
に
お
い
て
対
立
的
に
議
論
さ
れ
て

い
ま
す
。
こ
の
議
論
の
活
発
さ
は
、
地
域
内
、
国
家
内
で
（
も
ち
ろ
ん
日

本
に
お
い
て
も
）
そ
し
て
欧
州
連
合
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な

り
、
議
論
の
中
心
も
多
様
で
す
。

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
議
論
の
結
果
は
、
安
全
保
障
法

（Sicherheitsrecht

）
が
過
去
数
十
年
で
著
し
い
膨
張
を
経
験
し
た
と
い
う

こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
刑
法
の
拡
張
と
刑

事
訴
訟
法
に
お
け
る
基
本
権
へ
の
介
入
権
限
の
拡
張
に
み
て
取
る
こ
と
が

で
き
、
ま
た
同
様
に
警
察
法
お
よ
び
情
報
局
法
に
お
け
る
各
種
処
分
の
拡

大
に
も
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
刑
事
訴
追
の
た
め
の
一
般
的
な
事

前
配
慮（allgem

eine Strafverfolgungsvorsorge

）、つ
ま
り
、さ
し
あ
た
っ

て
は
具
体
的
な
刑
事
手
続
に
お
い
て
は
未
だ
必
要
と
さ
れ
な
い
、
あ
る
い

は
も
は
や
必
要
と
さ
れ
な
い
デ
ー
タ
で
は
あ
る
も
の
の
、
将
来
の
刑
事
手

続
を
見
据
え
た
事
前
の
備
え
の
た
め
だ
け
に
集
め
ら
れ
る
デ
ー
タ
の
保
存

も
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。
ド
イ
ツ
に
つ
い
て
い
う
と
、
そ
の
な
か
に
は
、

す
で
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
半
パ
ー
ト
で
論
じ
ら
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
個
人

識
別
型
情
報
の
保
存
と
な
ら
ん
で
、
例
え
ば
様
々
な
安
全
保
障
機
関
向
け

の
テ
ロ
対
策
デ
ー
タ
の
構
築
お
よ
び
航
空
旅
客
デ
ー
タ
の
保
存
義
務
な
ら

び
に
こ
の
報
告
の
テ
ー
マ
で
あ
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
が
含

ま
れ
ま
す
。

三

　予
備
的
デ
ー
タ
保
存
の
た
め
の
規
定
の
歴
史
お
よ
び
内
容

　
ド
イ
ツ
に
お
け
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
関
す
る
、
非
常

に
複
雑
な
現
在
の
法
的
状
況
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

 

（
一
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
法
的
状
況
に
至
る
ま
で
の
経
過

　
安
全
保
障
に
関
す
る
法
的
規
定
を
め
ぐ
る
多
く
の
議
論
と
同
様
に
、
通
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信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
関
す
る
議
論
も
ま
た
、
少
な
く
と
も
欧

州
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
一
年
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
ビ
ル
へ

の
同
時
多
発
テ
ロ
な
ら
び
に
マ
ド
リ
ッ
ド
お
よ
び
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
そ

の
後
の
テ
ロ
攻
撃
以
降
、
活
発
化
し
て
き
ま
し
た
。
欧
州
レ
ベ
ル
に
お
け

る
先
行
的
で
包
括
的
な
議
論
の
後
に
、
二
〇
〇
六
年
に
は
あ
る
指
令
が
出

さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
六
ヶ
月
な
い
し
二
四
ヶ
月
に
わ
た
り
通
信
関
連

デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
を
電
気
通
信
事
業
者
に
義
務
づ
け
る
こ
と
を
定
め

た
も
の
で
し
た
。
欧
州
連
合
加
盟
各
国
は
こ
れ
に
応
じ
て
、
デ
ー
タ
の
保

存
を
確
実
な
も
の
と
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
さ
れ
ま
し

た
。
ド
イ
ツ
に
お
け
る
こ
の
義
務
の
履
行
は
、
二
〇
〇
七
年
一
二
月
二
一

日
の
電
気
通
信
の
監
視
に
関
す
る
新
た
な
規
定
の
た
め
の
法
律
に
よ
っ
て

実
現
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、電
気
通
信
法（Telekom

m
unikationsgesetz

（TK
G

））
に
お
い
て
欧
州
指
令
の
下
限
と
な
る
六
ヶ
月
の
保
存
に
関
す

る
成
文
の
義
務
の
導
入
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
と
な
ら
ん
で
刑

事
訴
訟
法
に
お
い
て
刑
事
訴
追
の
た
め
の
デ
ー
タ
の
引
渡
請
求
の
た
め
の

規
定
の
導
入
を
伴
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
三
万
四
〇
〇
〇
人

か
ら
な
る
訴
え
を
受
け
て
、
二
〇
一
〇
年
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ

て
差
し
当
た
り
無
効
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ま
し
た
。
（
１
）

そ
の
後
、

二
〇
一
四
年
に
は
欧
州
司
法
裁
判
所
が
、
前
記
欧
州
指
令
は
欧
州
連
合
基

本
権
憲
章
と
相
い
れ
ず
無
効
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
（
２
）

　
ド
イ
ツ
お
よ
び
欧
州
レ
ベ
ル
に
お
け
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保

存
は
初
め
か
ら
異
論
の
余
地
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
理
由
な
く
通
信
関

連
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ
と
は
上
級
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
か
な
り
懸
念

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
点
に
み
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 

（
二
）
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
法
的
状
況

　
こ
の
よ
う
な
見
通
し
の
き
か
な
い
法
的
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
し

て
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
よ
り
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に

関
す
る
欧
州
連
合
の
義
務
が
廃
止
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
示
し
た
基
準
に
適
合
し
た
新
た
な
法
律
が

導
入
さ
れ
、
二
〇
一
五
年
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
法
律
は
電
気
通
信
事
業
者
に
対
し
、
二
〇
一
七
年
七
月
一
日
よ
り

改
め
て
一
定
の
通
信
デ
ー
タ
の
保
存
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
し
た
。
こ
の

義
務
は
、
事
業
者
自
身
に
と
っ
て
当
該
デ
ー
タ
の
保
存
が
必
要
か
否
か
に

か
か
わ
ら
ず
生
じ
る
も
の
で
し
た
。
加
え
て
、
こ
の
義
務
は
理
由
な
く
生

じ
ま
す
。
つ
ま
り
、
デ
ー
タ
は
一
定
の
危
険
状
況
あ
る
い
は
行
わ
れ
た
犯

罪
行
為
の
存
否
に
か
か
わ
ら
ず
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た

公
共
の
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
物
が
こ
の
義

務
を
負
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
規
定
の
目
的
は
、
後
に
何
ら
か
の
端

緒
が
生
じ
た
場
合
に
犯
罪
行
為
の
解
明
お
よ
び
具
体
的
危
険
の
回
避
の
た

め
に
遡
及
的
に
そ
の
デ
ー
タ
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
通
信

デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
応
じ
て
電
気
通
信
法
一
一
三
条
ｂ
は
、
一
定
の
標
識
、
つ
ま
り

通
話
の
発
信
者
お
よ
び
受
信
者
の
電
話
番
号
、
な
ら
び
に
通
話
日
時
お
よ

び
通
話
時
間
の
記
録
を
要
求
し
ま
す
。
同
様
に
、
Ｓ
Ｍ
Ｓ
通
信
お
よ
び
Ｍ

Ｍ
Ｓ
通
信
に
つ
い
て
は
、
発
信
者
お
よ
び
受
信
者
デ
ー
タ
が
保
存
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
に
関
し
て
は
、
そ
の
都

度
割
り
当
て
ら
れ
た
Ｉ
Ｐ
ア
ド
レ
ス
な
ら
び
に
利
用
日
時
お
よ
び
利
用
時

間
が
記
録
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
は
、
一
〇
週

間
保
存
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
に
加
え
て
、
モ
バ
イ
ル
通
話

（
携
帯
通
話
）
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の

利
用
開
始
時
に
は
、
そ
の
都
度
、
基
地
局
情
報
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
携
帯

電
話
の
位
置
情
報
が
四
週
間
保
存
さ
れ
ま
す
。
電
気
通
信
法
一
一
三
条
ｂ

五
項
に
よ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
内
容
、
つ
ま
り
何
が
話
さ
れ
た

か
、
あ
る
い
は
何
が
書
か
れ
た
か
は
、
保
存
対
象
か
ら
明
確
に
除
外
さ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
本
件
措
置
に
関
連
す
る
情
報
に
つ
い
て
本
質
的

に
問
題
と
な
る
の
は
、
い
つ
、
誰
が
、
誰
と
、
ど
こ
か
ら
、
そ
し
て
ど
の

く
ら
い
の
期
間
、
ど
の
よ
う
な
形
で
電
気
通
信
を
通
じ
て
連
絡
を
取
っ
た

か
に
関
す
る
洞
察
を
可
能
に
す
る
情
報
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
保
存
義
務
は
保
存
デ
ー
タ
の
取
得
に
関
す
る
明
文
規
定
に
よ
っ
て
補
完

さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
刑
訴
法
一
〇
〇
条
ｇ
二
項
お
よ
び
三
項
は
、
と
く

に
重
大
な
犯
罪
行
為
の
嫌
疑
が
あ
る
場
合
、
保
存
デ
ー
タ
が
犯
罪
訴
追
の

た
め
に
必
要
で
あ
る
と
き
は
、
電
気
通
信
法
一
一
三
条
ｂ
に
基
づ
き
保
存

さ
れ
た
デ
ー
タ
を
取
得
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
規
定
し
ま
す
。
刑
訴
法

一
〇
〇
条
ｊ
二
項
は
、
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
ー
情
報（
３
）の

照
会
の
た
め
に
通
信
関

連
情
報
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
を
認
め
ま
す
。
そ
の
他
、
情
報
取
得
の

た
め
の
規
定
は
、
危
険
防
除
に
関
す
る
諸
法
律
な
ら
び
に
バ
イ
エ
ル
ン
憲

法
擁
護
庁
法
（
一
五
条
三
項
）
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
の
間
、
あ
ら
か
じ
め
保
存
さ
れ
た
人
格
に
関
連
す
る
通
信
関
連
デ
ー

タ
は
極
め
て
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
広
く
意
見
の

一
致
を
み
て
い
ま
す
。
何
ら
電
気
通
信
の
内
容
が
捕
捉
さ
れ
て
い
な
い
と

し
て
も
、
そ
れ
ら
の
デ
ー
タ
を
有
効
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
的
行

動
を
逆
推
論
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
と
く
に
携
帯
電
話
の
位
置

情
報
を
常
に
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
詳
細
な
行
動
履
歴
の
作
成
が
可
能

と
な
り
、
総
合
的
監
視
（Totalüberw

achung

）
の
危
険
が
生
じ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
反
対
に
、
刑
事
訴
追
の
た
め
の
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
一
致
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
例
え
ば
フ
ラ
イ
ブ
ル

ク
の
マ
ッ
ク
ス
・
プ
ラ
ン
ク
研
究
所
に
よ
る
経
験
則
的
見
方
に
よ
れ
ば
、

む
し
ろ
こ
の
こ
と
は
疑
わ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

 

（
三
）
そ
の
後
の
法
的
展
開

　
二
〇
一
六
年
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
に
お
け
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
関
す
る
国
内
法
規
定
が

欧
州
連
合
の
諸
法
（U

nionsrecht

）
に
反
す
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

（
４
）

目
下

の
と
こ
ろ
新
し
い
ド
イ
ツ
の
法
律
に
つ
い
て
は
、
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
上
級

行
政
裁
判
所
も
具
体
的
な
事
案
に
お
い
て
こ
の
見
解
に
従
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
（
５
）

こ
れ
に
基
づ
き
、
所
轄
監
督
官
庁
で
あ
る
連
邦
ネ
ッ
ト
庁

（B
undesnetzagentur

）
は
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
義
務
を
停

止
し
ま
し
た
。
か
く
し
て
、
ド
イ
ツ
に
と
っ
て
の
こ
の
長
い
放
浪
の
旅
路

の
終
着
点
は
、
成
文
の
法
的
規
定
は
た
し
か
に
存
在
す
る
が
、
し
か
し
そ

こ
か
ら
は
何
ら
電
気
通
信
事
業
者
に
対
す
る
法
的
義
務
は
生
じ
な
い
、
と

い
う
結
論
に
落
ち
着
い
た
の
で
す
。
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現
在
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
現
存
す
る
法
的
規
定
に
対
す
る

お
び
た
だ
し
い
数
の
憲
法
異
議
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
係
争
中
で
あ
り

ま
す
。
本
案
に
お
け
る
判
断
は
ま
だ
出
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、

す
で
に
二
〇
一
六
年
の
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に
基
づ
く
暫
定
的
な
命

令
に
関
し
て
こ
れ
を
拒
否
す
る
判
断
に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
す

で
に
欧
州
レ
ベ
ル
の
判
例
の
重
要
性
を
強
調
し
て
い
ま
す
。

四

　法
的
評
価

 

（
一
）
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決

　
で
は
、
こ
の
困
難
な
法
的
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
前
述
の
決
定
を
少
し

だ
け
詳
し
く
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

 

（
ａ
）
連
邦
憲
法
裁
判
所

　
二
〇
一
〇
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断（
６
）は
、
実
質
的
に
は
主
に
以
下

の
よ
う
な
考
慮
を
基
礎
と
し
て
い
ま
す
。

　�

　
基
本
法
一
〇
条
の
保
障
す
る
通
信
の
秘
密
に
対
す
る
重
大
な
介
入

は
、
デ
ー
タ
の
引
渡
請
求
の
時
点
で
初
め
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
保

存
の
時
点
で
す
で
に
生
じ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
保
存

は
理
由
な
く
、
そ
し
て
包
括
的
に
行
わ
れ
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
に
関

係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
特
別
な
介
入
強
度
の
理
由
づ
け
と
し
て
は
、
そ

れ
に
加
え
て
、
い
わ
ゆ
る„chilling effect”

、
つ
ま
り
威
嚇
効
果
が
考

慮
さ
れ
る
。こ
れ
に
よ
り
、「
恒
常
的
に
監
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
感
覚
」

は
、
市
民
が
自
ら
の
基
本
権
の
利
用
お
よ
び
行
使
を
断
念
す
る
こ
と
に

繋
が
り
か
ね
な
い
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
当
時
の
ド
イ
ツ
の
規

定
は
、
そ
の
よ
う
な
深
部
に
ま
で
達
す
る
介
入
を
正
当
化
で
き
て
い
ま
せ

ん
、
と
い
う
の
は
、
―
―
そ
の
他
の
瑕
疵
と
な
ら
ん
で
―
―
デ
ー
タ
の
安

全
性（
７
）も
十
分
に
保
障
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
デ
ー
タ
の
引
渡
請
求
も
重
大

犯
罪
と
の
戦
い
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
た
め
で
す
。

 

（
ｂ
）
欧
州
司
法
裁
判
所

　
そ
の
四
年
後
お
よ
び
六
年
後
に
出
さ
れ
た
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断（
８
）

は
、
ほ
と
ん
ど
同
様
の
実
施
的
前
提
条
件
を
基
礎
と
し
、
大
部
分
に
お
い

て
比
肩
可
能
な
結
論
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
比
例
性
の
検
討
の
枠
内
に
お
い
て
、
ま
た
欧
州

連
合
基
本
権
憲
章
七
条
お
よ
び
八
条
に
お
け
る
私
的
領
域
保
護
お
よ
び

デ
ー
タ
保
護
と
い
う
点
を
考
慮
し
、
広
範
な
保
存
に
よ
る
基
本
権
介
入
だ

け
で
も
と
く
に
重
大
で
あ
る
と
論
じ
て
い
ま
す
。
同
様
に
欧
州
司
法
裁
判

所
は
、
―
―
先
行
す
る
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
と
同
様
に
―
―
「
威
嚇

効
果
（chilling effects

）」
に
よ
る
論
証
を
用
い
て
い
ま
す
。
保
存
が
理

由
な
く
行
わ
れ
る
点
、
各
機
関
に
よ
る
デ
ー
タ
取
得
が
十
分
に
限
定
さ
れ

て
い
な
い
点
、
そ
し
て
デ
ー
タ
の
安
全
性
に
対
す
る
要
求
が
あ
ま
り
に
わ

ず
か
で
あ
る
点
は
、
つ
ま
り
欧
州
司
法
裁
判
所
の
見
方
に
よ
る
と
、
そ
の

規
定
が
比
例
性
を
有
し
て
お
ら
ず
、
欧
州
連
合
の
諸
法
に
反
す
る
と
い
う

結
果
に
至
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
た
だ
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
は
異
な
り
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
保
存

義
務
が
絶
対
的
に
必
要
な
も
の
に
限
定
さ
れ
て
い
る
必
要
性
を
強
調
し
ま

す
。
た
し
か
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
保
存
に
伴
う
独
立
し
た
と
く
に
強
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い
侵
害
性
質
を
認
め
て
い
ま
す
が
、
そ
の
侵
害
性
質
は
と
く
に
デ
ー
タ
の

引
渡
請
求
の
た
め
の
厳
格
な
基
準
に
よ
り
十
分
に
限
定
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
そ
れ
で
は
十

分
で
な
い
と
し
ま
す
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
二
〇
一
六
年
の
自
ら
の
判

決
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　� 

「
そ
の
よ
う
な
規
定
［
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
通

信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
の
た
め
の
基
準
］
は
、
そ
の
予
備
的
保

存
が
予
定
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
と
治
安
に
対
す
る
脅
威
と
の
関
係
性
を

要
求
し
て
い
な
い
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
国
内
手
続
で
問
題
と
な
っ
て

い
る
よ
う
な
国
内
法
規
定
は
、
絶
対
的
に
必
要
不
可
欠
な
限
界
を
超
え

た
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
民
主
主
義
社
会
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
る
と

み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
。」

　
現
在
の
治
安
状
況
と
無
関
係
に
通
信
デ
ー
タ
を
保
存
す
る
こ
と
を
今
後

も
要
求
す
る
ド
イ
ツ
の
新
た
な
規
定
も
、
こ
れ
ら
の
前
提
条
件
を
満
た
し

て
は
い
ま
せ
ん
。

 

（
二
）
判
断
に
対
す
る
評
価

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
お
よ
び
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
断
は
、
私
見
に
照
ら

す
と
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
か
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に
も
、
そ
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所
の
判
決
に

も
、
一
方
に
お
い
て
自
由
に
対
す
る
利
益
と
他
方
に
お
い
て
安
全
に
対
す

る
利
益
と
の
調
整
の
理
解
が
そ
の
根
底
に
存
在
し
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
こ

れ
ら
の
利
益
の
均
衡
を
維
持
す
る
た
め
の
比
例
原
則
が
決
定
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
。
狭
義
の
比
例
性
に
関
し
て
は
、
両
裁
判
所
と
も
、
電

気
通
信
に
関
す
る
通
信
デ
ー
タ
を
理
由
な
し
に
保
存
す
る
点
に
存
在
す

る
、
今
や
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
特
別
の
介
入
強
度
を
明
ら

か
に
し
て
い
ま
す
。
と
り
わ
け
（
一
九
八
三
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
）

国
勢
調
査
判
決
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
「
威
嚇
効
果
」
に

根
拠
を
求
め
る
こ
と
も
説
得
力
を
示
す
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
領
域

に
固
有
の
経
験
的
分
析
［
実
証
分
析
］
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
ら
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
深
い
基
本
権
介
入
に
対
応
し
て
、

両
裁
判
所
に
よ
り
デ
ー
タ
の
安
全
性
、
デ
ー
タ
の
引
渡
請
求
お
よ
び
透
明

性
の
要
請
に
関
す
る
制
限
的
な
規
定
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
ま
す
。
両
裁

判
所
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
た
電
気
通
信
の
通
信
デ
ー
タ
の
予
備
的
な
保
存

お
よ
び
そ
の
引
渡
の
こ
の
よ
う
な
制
限
は
説
得
的
で
す
し
、
私
的
領
域
、

情
報
自
己
決
定
権
お
よ
び
デ
ー
タ
保
護
に
あ
る
一
定
の
高
い
位
置
価
値
を

付
与
す
る
も
の
で
す
。
両
者
の
決
定
的
な
違
い
は
以
下
の
点
に
存
在
し
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
―
―
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
―
―
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

よ
れ
ば
、
理
由
な
し
に
行
わ
れ
る
保
存
は
、
高
い
レ
ベ
ル
の
デ
ー
タ
の
安

全
性
お
よ
び
デ
ー
タ
照
会
の
た
め
の
高
い
ハ
ー
ド
ル
が
あ
る
場
合
に
法
的

に
支
持
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所

は
、
保
存
自
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
完
全
に
理
由
な
く
行
わ
れ
る
わ
け
で

は
な
く
、
保
存
の
時
点
で
す
で
に
切
迫
し
た
治
安
状
況
が
存
在
す
る
場
合

に
の
み
適
法
で
あ
る
と
み
な
す
点
で
す
。

　
私
の
考
え
で
は
、
引
渡
請
求
の
段
階
に
お
い
て
の
み
制
限
を
設
け
る
こ

と
は
無
限
定
の
保
存
を
正
当
化
し
え
な
い
と
す
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
論
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証
は
説
得
的
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
デ
ー
タ
保
護
を
考
慮
し
た
場
合
の
私

的
領
域
に
関
す
る
権
利
お
よ
び
通
信
の
秘
密
に
対
す
る
介
入
は
、
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
個
々
の
デ
ー
タ
処
理
が
比
例
性
の
審
査
に
耐
え
る
場
合
に
の
み

正
当
化
さ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
情
報
の
包
括
的
な
保
存

は
、
そ
れ
が
絶
対
的
に
必
要
な
程
度
に
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
許

容
さ
れ
う
る
の
で
す
。
た
し
か
に
、
保
存
そ
れ
自
体
に
よ
る
介
入
強
度
を

考
慮
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
条
件
の
下
で
保
存
さ
れ
た
デ
ー

タ
が
引
き
渡
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
決
定
的
な
意
義
を
有
し
ま

す
。
た
だ
し
、
介
入
の
た
め
の
高
い
敷
居
お
よ
び
デ
ー
タ
の
安
全
性
お
よ

び
デ
ー
タ
利
用
の
透
明
性
を
担
保
す
る
そ
の
他
の
規
定
は
、
自
由
に
利
用

で
き
る
あ
ら
ゆ
る
デ
ー
タ
の
保
存
を
正
当
化
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
の
よ
う
な
制
限
を
も
っ
て
し
て
も
、
保
存
が
理
由
な
し
に
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
る
権
利
制
約
を
埋
め
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

保
存
の
目
的
は
、
む
し
ろ
デ
ー
タ
保
全（
９
）（D

atenerfassung

）
に
関
す
る

義
務
の
範
囲
と
強
度
に
関
し
て
も
考
慮
の
基
準
と
し
て
取
り
込
ま
れ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
デ
ー
タ
保
存
と
治
安
に
対
す
る
脅
威
と
の
関
係
性

を
確
立
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
て
は
じ
め
て
、
保
存
目
的
は

十
分
に
制
限
的
な
効
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

五

　

�

理
由
な
し
に
行
わ
れ
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
対
す
る

代
替
案

　
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
が
理
由
な
し
に
行
わ
れ
る
こ
と
に
対

す
る
大
き
な
懸
念
を
考
慮
す
る
と
、
効
果
的
な
刑
事
訴
追
の
利
益
を
、
場

合
に
よ
っ
て
は
よ
り
基
本
権
を
尊
重
す
る
方
向
に
、
少
な
く
と
も
適
法
な

態
様
に
変
換
し
う
る
代
替
案
が
存
在
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
ま
す
。

 

（
一
）
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
る
代
替
案

　
欧
州
司
法
裁
判
所
自
身
は
、
そ
の
判
断
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
す
れ

ば
自
ら
の
見
解
に
よ
り
修
正
さ
れ
た
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
が

欧
州
連
合
法
の
要
請
を
適
合
し
う
る
の
か
、
そ
の
可
能
性
を
示
し
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
通
信
デ
ー
タ
（Verkehrsdaten

）
の
保
存
義
務
の

段
階
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
保
存
を
制
限
す
る
こ
と
が
で

き
、
そ
の
た
め
重
大
犯
罪
あ
る
い
は
治
安
に
対
す
る
重
大
な
危
険
と
の
少

な
く
と
も
間
接
的
な
関
連
性
を
示
す
客
観
的
な
手
が
か
り
を
根
拠
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。考
え
ら
れ
う
る
制
限
の
基
準
と
し
て
、デ
ー

タ
収
集
を
一
定
の
時
間
、
地
理
的
範
囲
ま
た
は
何
ら
か
の
方
法
で
重
大
犯

罪
に
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
根
拠
か
ら

そ
の
者
た
ち
の
情
報
が
犯
罪
と
の
闘
争
（B

ekäm
pfung von Straftaten

）

に
寄
与
し
う
る
人
的
グ
ル
ー
プ
に
限
定
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。
デ
ー
タ
の
引
渡
請
求
に
関
す
る
事
後
の
目
的
設
定
は
［
も
］、
す
で

に
保
存
の
段
階
に
お
い
て
も
密
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

　
保
存
の
限
定
に
つ
い
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
欧
州
司
法
裁
判
所
の
基
準

は
、
し
か
し
な
が
ら
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
地
理
的

範
囲
ま
た
は
一
定
の
人
的
グ
ル
ー
プ
に
関
連
づ
け
る
こ
と
は
、
過
度
に
無

関
係
者
を
対
象
と
し
て
し
ま
う
危
険
、
な
ら
び
に
誤
っ
た
予
測
お
よ
び
差

別
の
危
険
を
含
み
ま
す
。
保
存
が
具
体
的
危
険
ま
た
は
犯
罪
嫌
疑
の
前
域

資　　　料
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に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
と
く
に
保
存
の

対
象
範
囲
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
あ
る
州
、
あ
る
地
域
あ
る
い
は
あ
る
都

市
に
お
け
る
一
定
数
の
人
の
基
本
権
に
対
す
る
介
入
は
、
当
該
地
理
的
範

囲
に
対
す
る
高
度
の
危
険
状
況
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
説
明
で
き
ま
せ

ん
。
電
気
通
信
デ
ー
タ
に
関
し
て
い
う
と
、
場
所
へ
の
関
連
性
が
乏
し
い

た
め
こ
の
こ
と
は
相
当
程
度
妥
当
し
ま
す
。
し
か
し
、よ
り
深
刻
な
の
は
、

特
定
の
人
的
グ
ル
ー
プ
の
通
信
デ
ー
タ
の
保
存
に
対
す
る
懸
念
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。
具
体
的
な
危
険
お
よ
び
犯
罪
嫌
疑
は
介
入
の
た
め
の
契
機
と

し
て
前
提
条
件
と
は
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
抽
象
的
な
危
険
の
前
兆
し
か

判
断
の
根
拠
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
際
、
大
規
模
な

デ
ー
タ
保
存
に
関
す
る
個
々
人
の
責
任
の
関
係
は
完
全
に
失
わ
れ
、
そ
の

こ
と
は
帰
属
さ
せ
さ
れ
る
人
物
特
性
に
関
す
る
差
別
的
な
選
択
メ
カ
ニ
ズ

ム
へ
ド
ア
と
門
を
開
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

 

（
二
）
即
時
凍
結
手
続

　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
理
由
な
く
実
施
さ
れ
る
通

信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
に
対
す
る
代
替
策
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
即

時
凍
結
手
続
（Q

uick-Freeze-Verfahren

）
が
議
論
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
た
め
、
ド
イ

ツ
法
に
お
い
て
は
採
用
さ
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。
電
気
通
信
デ
ー
タ
が
刑
事

訴
追
目
的
で
一
時
的
に
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
手
続
き
は
、
即
時

凍
結
（Q

uick Freeze

）
と
呼
ば
れ
ま
す
。
通
信
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存

と
の
違
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
い
う
と
、
こ
の
手
続
き
で
は
デ
ー
タ
の
長

期
的
保
存
は
具
体
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
行
わ
れ
ま
す
。
刑
事
訴

追
の
領
域
に
お
い
て
は
、
こ
の
理
由
と
い
う
の
は
、
通
常
、
特
定
の
犯
罪

行
為
の
挙
行
に
関
す
る
嫌
疑
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
限
り
に
お

い
て
、
こ
の
手
続
き
は
あ
る
意
味
で
日
本
に
お
け
る
問
題
の
処
理
と
比
較

可
能
で
あ
る
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　
即
時
凍
結
手
続
に
お
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
、
刑
事
訴
追
機
関
は
あ
る

犯
罪
嫌
疑
が
存
在
す
る
場
合
に
、
例
え
ば
決
算
上
の
理
由
か
ら
ま
だ
電
気

通
信
事
業
者
の
手
元
に
あ
る
デ
ー
タ
が
消
去
さ
れ
る
の
を
回
避
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
、
刑
事
訴
追
の
範
囲
内
で
の
デ
ー
タ
の

利
用
は
、
そ
の
後
に
裁
判
官
の
決
定
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可

能
と
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、刑
事
訴
追
機
関
の
立
場
か
ら
み
る
と
、

通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保
存
と
比
べ
て
、
こ
の
よ
う
な
手
続
き
に
は

著
し
い
不
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
そ
の

こ
と
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
こ
の
手
続
き
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
の

一
つ
で
す
。
そ
の
た
め
、
ま
さ
に
理
由
の
な
い
保
存
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
保
存
に
よ
る
基
本
権
侵
害

は
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
理
由
（
犯
罪
嫌
疑
）
が
存
在
す
る
場
合
に
初

め
て
許
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
こ
の

理
由
が
生
じ
る
前
に
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
っ
て
消
去
さ
れ
て
し
ま
う

デ
ー
タ
は
、
刑
事
訴
追
に
と
っ
て
不
可
逆
的
に
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う

こ
と
で
す
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
消
去
の
運
用
は
非
常
に
多
様
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
付
け
加
わ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
デ
ー
タ
を
即
時
に

消
去
す
る
電
気
通
信
サ
ー
ビ
ス
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
も
い
れ
ば
、
三
日
間
保
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存
す
る
、
あ
る
い
は
七
日
間
保
存
す
る
と
い
っ
た
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
も
存
在

し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
訴
追
機
関
か
ら
す
る
と
必
要
で
あ
る
と
思

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
過
去
の
デ
ー
タ
に
遡
る
と
い
う
信
頼
性
の
あ
る
調

査
方
法
は
、
保
障
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
過
去
の
電
気
通
信
デ
ー
タ
の
保
存
義
務
を
捨
て
去
ろ

う
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
手
続
き
は
法
治
国
家
的
視
点
か
ら
み
て

唯
一
の
実
施
可
能
な
手
段
で
あ
り
ま
す
。

 

（
三
）
現
在
の
法
状
況

　
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
も
ち
ろ
ん
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
予
備
的
保

存
の
導
入
前
と
同
様
に
、
そ
の
停
止
以
降
も
、
電
気
通
信
関
連
デ
ー
タ
に

遡
っ
た
調
査
を
利
用
し
た
刑
事
訴
追
が
不
可
能
に
な
る
余
地
は
ド
イ
ツ
に

お
い
て
は
存
在
し
ま
せ
ん
。

　
刑
訴
法
一
〇
〇
条
ｇ
の
規
定
に
よ
り
、
遡
及
的
に
電
気
通
信
法
九
六
条

に
よ
り
捕
捉
さ
れ
た
通
信
デ
ー
タ
に
密
行
的
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
、
そ

し
て
少
な
く
と
も
基
本
的
に
今
後
も
通
信
デ
ー
タ
の
リ
ア
ル
タ
イ
ム
取
得

を
密
行
的
に
実
施
す
る
こ
と
は
可
能
で
す
。
加
え
て
、
刑
訴
法
一
〇
〇
条

ｇ
三
項
に
は
、
基
地
局
の
調
査
（Funkzellenabfrage

）
に
関
す
る
特
別

の
権
限
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
特
定
の
接
続
に
関
す
る
電
気

通
信
デ
ー
タ
の
み
な
ら
ず
、
特
定
の
時
間
帯
に
特
定
の
場
所
に
存
在
し
た

携
帯
電
話
の
あ
ら
ゆ
る
接
続
を
捕
捉
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
も
の
で

す
。

　
し
た
が
っ
て
、
通
信
デ
ー
タ
を
理
由
な
く
保
存
す
る
と
い
う
電
気
通
信

事
業
者
の
義
務
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
基
本
権
に
深
く
介
入
し
、
効
果

的
な
刑
事
訴
追
の
利
益
を
幅
広
く
顧
慮
し
た
規
定
が
存
在
す
る
の
で
す
。

可
能
な
限
り
広
範
な
デ
ー
タ
保
全
の
利
益
の
た
め
に
、
遅
滞
の
恐
れ
が
あ

る
場
合
に
は
、
少
な
く
と
も
い
ず
れ
に
せ
よ
電
気
通
信
事
業
者
に
よ
っ
て

保
存
さ
れ
る
デ
ー
タ
に
関
し
て
は
、
こ
の
こ
と
は
検
察
官
に
よ
る
緊
急
手

続
に
よ
っ
て
も
可
能
と
さ
れ
、
事
後
的
に
裁
判
所
の
確
認
が
必
要
と
さ
れ

る
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
即
時
凍
結
手
続
は
、
部
分
的
に
は
す

で
に
現
行
の
法
状
況
に
も
み
ら
れ
る
と
い
え
ま
す
。

　
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
よ
れ
ば
、
加
え
て
そ
れ
以
外
に
も
、
電
気

通
信
デ
ー
タ
に
対
す
る
一
般
的
な
差
押
規
定
を
用
い
た
公
然
の（
つ
ま
り
、

密
行
的
で
な
い
）
ア
ク
セ
ス
が
可
能
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
基
本

的
に
は
裁
判
官
留
保
が
存
在
す
る
も
の
の
、
検
察
官
だ
け
で
な
く
む
し
ろ

警
察
も
、
遅
滞
の
危
険
が
あ
る
場
合
に
裁
判
官
の
命
令
が
な
く
と
も
差
押

え
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
裁
判
官
に
よ
る
判
断
は
、
規
定
に
よ

り
、被
処
分
者
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
事
後
的
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

六
．
結
論
お
よ
び
展
望

　
結
論
と
し
て
、
以
下
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
通
信
関

連
デ
ー
タ
を
理
由
な
く
保
存
す
る
こ
と
の
義
務
化
は
ド
イ
ツ
基
本
法
お
よ

び
欧
州
連
合
基
本
権
憲
章
に
反
し
、
こ
れ
を
認
め
よ
う
と
し
た
ド
イ
ツ
の

立
法
者
に
よ
る
こ
れ
ま
で
の
試
み
は
頓
挫
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
た

し
か
に
、
こ
れ
に
関
す
る
最
終
的
判
断
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
行
う
で

し
ょ
う
。
同
裁
判
所
の
弁
に
よ
れ
ば
、
本
年
中
に
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
保

資　　　料

184（熊本法学150号 ’20） （熊本法学150号 ’20）



存
に
関
す
る
現
行
法
の
規
定
に
対
す
る
係
争
中
の
異
議
に
つ
い
て
も
、
判

断
を
下
す
予
定
で
す
。

　
こ
こ
で
主
張
し
た
よ
う
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
本
当
に
ド
イ
ツ
の
規

定
が
違
法
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
計
画
中

の
将
来
に
お
け
る
法
案
策
定
の
た
め
に
、
今
や
国
家
の
安
全
保
障
法
に
対

す
る
限
界
も
導
か
れ
る
、
欧
州
レ
ベ
ル
で
の
基
本
権
の
水
準
お
よ
び
デ
ー

タ
保
護
法
は
真
剣
に
受
け
止
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
包
括
的
で

理
由
な
く
実
施
さ
れ
る
通
信
関
連
デ
ー
タ
の
保
存
に
対
し
て
は
、
こ
の
こ

と
は
終
了
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
立
法
府
は
、
法
的
に
は
お
そ

ら
く
な
お
可
能
で
あ
る
こ
と
の
グ
レ
ー
ゾ
ン
に
改
め
て
立
ち
入
り
、
再
び

法
的
不
安
定
を
引
き
起
こ
そ
う
と
は
し
な
い
で
し
ょ
う
。
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こ
こ
で
は
保
存
さ
れ
た
デ
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他
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漏
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（
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（
９
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具
体
的
な
事
件
、
人
物
に
対
す
る
デ
ー
タ
紹
介
と
こ
れ
を
可
能
に

す
る
予
備
的
保
全
の
全
体
の
過
程
を
意
味
す
る
概
念
。

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
国
際
共
同
研
究
加
速
基
金
の
課
題
研

究
「
捜
査
法
領
域
に
お
け
る
犯
罪
関
連
情
報
の
収
集
に
関
す
る
日
独
比
較

（
国
際
共
同
研
究
強
化
）」（
二
〇
一
七
〜
二
〇
一
九
年
度
／
課
題
番
号
：

16K
K

0082

）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

日独における将来の刑事手続のための情報保管の許容性
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