
二
〇
九

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る「
違
法
の
重
大
性
」に
関
す
る
一
考
察

石
　
川
　
雅
　
俊

一
．
日
本
に
お
け
る
「
違
法
の
重
大
性
」
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
違
法
」
の
関
係

㈠
日
本
に
お
け
る
「
違
法
の
重
大
性
」
の
判
断
方
法

㈡
権
利
侵
害
性
の
判
断
要
素
―
被
告
人
の
承
諾
―

二
．
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
違
法
」
の
判
断
要
素

㈠
修
正
四
条
の
合
憲
性
判
断
基
準

⒜
停
止
行
為
の
時
間
的
限
界

⒝
停
止
行
為
の
場
所
的
限
界

⒞
捜
検
の
限
界

㈡
被
侵
害
者
の
承
諾

⒜
態
度
の
変
遷

⒝
黙
示
の
同
意



二
一
〇

三
．
日
本
法
へ
の
示
唆

㈠
ア
メ
リ
カ
法
総
括

㈡
日
本
法
へ
の
示
唆

一
．
日
本
に
お
け
る
「
違
法
の
重
大
性
」
と
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
違
法
」
の
関
係

㈠
日
本
に
お
け
る
「
違
法
の
重
大
性
」
の
判
断
方
法

違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
と
は
、
違
法
な
手
続
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
も
の
は
裁
判
に
お
け
る
証
拠
か
ら
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
す

る
理
論
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
最
高
裁
は
、
最
判
昭
和
五
三
年
九
月
七
日
（
刑
集
三
二
巻
六
号
一
六
七
二
頁
）
に
お
い

て
、
そ
の
採
用
を
認
め
た
も
の
の
、
違
法
手
続
の
存
在
の
み
で
は
証
拠
排
除
せ
ず
、
証
拠
排
除
す
る
か
否
か
は
、
令
状
主
義
の
精
神
を

没
却
す
る
程
度
の
「
違
法
の
重
大
性
」、
抑
止
効
の
見
地
か
ら
の
「
排
除
相
当
性
」
と
い
う
二
つ
の
要
件
で
判
断
す
る
旨
を
判
示
し
た
。

そ
し
て
、
最
高
裁
が
、
証
拠
排
除
の
際
に
明
示
的
に
考
慮
し
て
き
た
要
素
を
検
討
し
て
み
る
と
、
お
お
よ
そ
、
①
そ
の
捜
査
手
段
を

用
い
る
必
要
性
の
強
弱
、
②
有
形
力
行
使
の
程
度
、
③
被
告
人
の
承
諾
の
有
無
、
④
捜
査
官
の
法
潜
脱
の
意
図
の
有
無
、
⑤
違
法
手
続

と
の
因
果
関
係
の
有
無
、
⑥
証
拠
の
重
要
性
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
う
ち
「
違
法
の
重
大
性
」
の
要
素
と
し
て
争
い
が
な
い
の

は
、
①
、
②
、
③
で
あ
る
。

「
違
法
の
重
大
性
」
に
つ
い
て
、
㋐
「
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
」
と
い
う
部
分
を
令
状
主
義
に
反
す
る
と
読
み
、
当
該
捜
査

手
段
が
強
制
処
分
と
さ
れ
る
場
合
、
判
例
は
、
無
令
状
で
そ
の
よ
う
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
、
直
ち
に
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す



二
一
一

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

る
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
見
解
（
１
）

と
、
㋑
最
高
裁
は
、
令
状
主
義
に
反
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法

と
は
せ
ず
、
あ
え
て
「
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
」
と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
判
例
は
、
違

法
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
諸
要
素
を
検
討
し
、
そ
の
違
法
が
「
重
大
な
違
法
」
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
と
解
す
る
見
解
（
２
）

が
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
宅
配
便
に
よ
り
覚
せ
い
剤
を
仕
入
れ
て
い
る
疑
い
の
あ
る
会
社
に
対
し
、
会
社
宛
の
宅
配
便
を
宅

配
便
業
者
の
承
諾
を
得
て
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
し
、
そ
こ
か
ら
発
見
さ
れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
が
争
わ
れ
た
最
決
平
成
二
一
年
九
月
二
八

日
（
刑
集
六
三
巻
七
号
八
六
八
頁
）
に
お
い
て
、
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
を
「
検
証
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
強
制
処
分
に
当
た
る
も
の
と

解
さ
れ
る
」
と
し
、「
検
証
許
可
状
の
発
付
を
得
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
検
証
許
可
に
よ
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
行
っ
た

本
件
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
は
、
違
法
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
判
示
し
た
。
そ
の
上
で
、
最
高
裁
は
、
証
拠
排
除
の
可
否
に
つ

い
て
、
覚
せ
い
剤
譲
受
け
の
嫌
疑
が
高
か
っ
た
こ
と
、
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
を
用
い
る
実
質
的
必
要
性
が
あ
っ
た
こ
と
、
宅
配
便
業
者
の

同
意
を
得
て
い
る
こ
と
、
令
状
主
義
を
潜
脱
す
る
意
図
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
、
捜
索
差
押
許
可
状
が
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
の
結

果
以
外
の
証
拠
も
資
料
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、「
本
件
覚
せ
い
剤
等
は
、
本
件
エ
ッ
ク
ス
線
検
査
と
上
記
の
関
連
性
を
有
す

る
と
し
て
も
、
そ
の
収
集
過
程
に
重
大
な
違
法
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
ず
、
そ
の
他
、
こ
れ
ら
の
証
拠
の
重
要
性
等
諸
般
の
事
情
を
総

合
す
る
と
、
そ
の
証
拠
能
力
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
と
す
る
と
、
㋑
の
見
解
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、
最
高
裁
は
、「
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
」
＝
「
令
状
主
義
に
反
す
る
」、
す
な
わ
ち
、
無
令
状
の
強
制
処
分

を
直
ち
に
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
は
解
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
（
な
お
、
本
決
定
以
前
の
判
例
は
、
明
示
的
に
、
捜
査
官
の

行
為
を
捜
索
・
逮
捕
に
あ
た
る
と
は
判
示
し
て
い
な
い
。）。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち
に
㋐
の
見
解
が
否
定
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
田
口
教
授
は
、「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
最
高
裁
だ
け
で
は
な
く
、
下
級
審
を
含
め
て
判

断
す
る
と
、「
判
例
の
大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
自
由
権
の
侵
害
は
か
な
り
神
経
質
に
判
断
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
例
え
ば
、
住



二
一
二

居
の
平
穏
で
あ
る
と
か
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
る
と
か
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
神
経
質
で
は
な
い
」
と
さ
れ
、
判
例

は
「
侵
害
さ
れ
た
法
益
」
の
内
容
を
重
視
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
３
）
。
と
す
る
と
、
平
成
二
一
年
決
定
で
問
題
と
さ
れ
た
の
は
検
証
で
あ
り
、

そ
こ
で
の
被
侵
害
利
益
は
内
容
物
に
対
す
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
で
あ
っ
て
、
他
方
、
任
意
同
行
が
逮
捕
に
あ
た
る
と
さ
れ
た
場
合
、
被
侵

害
利
益
は
人
身
の
自
由
で
あ
る
の
で
、
平
成
二
一
年
決
定
の
射
程
は
及
ば
ず
、
判
例
は
、
無
令
状
の
逮
捕
を
も
っ
て
直
ち
に
「
重
大
な

違
法
」
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
可
能
性
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
㋐
の
見
解
が
、「
昭
和
五
三
年
判
決
が
刑
訴
法
の
解
釈
と
し
て
排
除
法
則
を
採
用
し
た
こ
と
は
間
違
い
」
な
い
が
、「
憲

法
上
の
証
拠
排
除
と
い
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
余
地
を
お
よ
そ
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
」
な
い
と
解
す
る
理
由
は
、
最

高
裁
は
前
述
の
よ
う
な
諸
要
素
を
衡
量
し
て
「
違
法
の
重
大
性
」
を
判
断
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
に
よ
っ
て
「
違

法
の
重
大
性
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
が
、
現
実
に
一
件
し
か
な
く
、
す
べ
て
の
事
案
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
判
断
方
法
を
採
れ
ば
、
排

除
範
囲
が
相
当
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
４
）
。
た
し
か
に
、
昭
和
五
三
年
判
決
は
、
排
除
法
則
を
、
刑
訴

法
の
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、「
令
状
主
義
」
は
憲
法
上
の
要
請
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
憲
法
違
反
、
す
な
わ
ち
、
無

令
状
の
強
制
処
分
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
直
ち
に
「
重
大
な
違
法
」
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
最
高
裁
は
、
最
決
昭
和
五
一
年
三
月
一
六
日
（
刑
集
三
〇
巻
二
号
一
八
七
頁
）
に
お
い
て
、「
強
制
手
段
と
は
、
有
形
力
の

行
使
を
伴
う
手
段
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
個
人
の
意
思
を
制
圧
し
、
身
体
、
住
居
、
財
産
等
に
制
約
を
加
え
て
強
制
的
に
捜
査

目
的
を
実
現
す
る
行
為
な
ど
、
特
別
の
根
拠
規
定
が
な
け
れ
ば
許
容
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
手
段
を
意
味
す
る
」
と
判
示
し
て
お
り
、

こ
の
判
示
内
容
か
ら
、
強
制
処
分
と
任
意
処
分
の
区
別
は
「
権
利
・
利
益
の
制
約
の
有
無
に
あ
る
」
と
解
す
る
の
が
一
般
的
な
理
解
で

あ
る
（
５
）
。
と
す
る
と
、
無
令
状
の
強
制
処
分
を
直
ち
に
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
す
る
㋐
の
見
解
は
、
判
例
は
権
利
の
侵
害
の
程
度

が
重
大
で
あ
る
場
合
、
諸
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
直
ち
に
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
と
み
る
こ
と
に
な
る
。
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一
三

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

㈡
権
利
侵
害
性
の
判
断
要
素

―
被
告
人
の
承
諾

―

と
こ
ろ
で
、
最
高
裁
は
、「
違
法
の
重
大
性
」
に
つ
い
て
、
先
の
権
利
侵
害
の
程
度
と
い
う
観
点
だ
け
で
は
な
く
、
法
規
逸
脱
の
程

度
（
違
法
行
為
自
体
の
程
度
）
と
い
う
観
点
も
考
慮
し
て
判
断
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
最
決
昭
和
六
三
年
九
月
一
六
日
（
刑
集
四
二

巻
七
号
一
〇
五
一
頁
）。）。
先
の
最
高
裁
の
考
慮
要
素
を
、
こ
の
観
点
に
し
た
が
っ
て
分
類
す
る
と
、
①
は
法
規
逸
脱
の
程
度
の
判
断

要
素
（
こ
の
観
点
か
ら
の
判
断
を
肯
定
す
る
見
解
か
ら
は
、
④
、
⑤
も
含
ま
れ
る
。
な
お
、
⑥
は
、
最
決
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日

（
刑
集
五
七
巻
二
号
一
二
一
頁
）、
平
成
二
一
年
決
定
の
判
示
内
容
か
ら
「
排
除
相
当
性
」
の
要
素
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。）
と
な
る
。

も
っ
と
も
、
権
利
侵
害
性
と
法
規
逸
脱
性
は
重
な
り
合
う
点
が
存
在
す
る
（
６
）
が
、
ま
さ
に
②
、
③
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
な
ぜ
な
ら
、
②
は

許
容
さ
れ
る
所
持
品
検
査
・
任
意
同
行
等
か
ら
の
逸
脱
の
程
度
を
判
断
す
る
要
素
で
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
が
「
強
制
」
に
至
れ
ば
意
思

を
制
圧
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
権
利
侵
害
性
の
判
断
要
素
に
も
な
り
得
る
こ
と
、
ま
た
③
は
、
承
諾
の
あ
る
行
為
は
法
規
逸
脱
の
程
度

が
高
い
と
い
え
な
い
一
方
で
、
承
諾
が
あ
る
場
合
は
保
護
す
る
利
益
が
な
い
と
い
い
得
る
こ
と
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
㋐
の
見
解
か
ら
は
、
②
、
③
が
「
違
法
の
重
大
性
」
を
判
断
す
る
上
で
重
要
な
要
素
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
以
下

で
は
③
に
焦
点
を
あ
て
て
検
討
す
る
。
③
に
つ
い
て
、
最
高
裁
は
、
被
告
人
の
任
意
に
よ
る
明
確
な
承
諾
が
な
い
こ
と
を
、
違
法
性
を

肯
定
す
る
要
素
と
す
る
一
方
で
、
明
確
な
拒
否
も
な
い
こ
と
を
、「
違
法
の
重
大
性
」
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
。
こ

の
点
、
右
最
高
裁
の
判
断
を
額
面
通
り
に
受
け
取
っ
て
、
最
高
裁
は
、
被
告
人
に
よ
る
明
確
な
承
諾
も
拒
否
も
な
い
す
べ
て
の
場
合
に
、

そ
の
事
実
を
「
違
法
の
重
大
性
」
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
考
慮
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
下
級
審
裁
判
例

を
み
て
み
る
と
、
任
意
の
承
諾
・
拒
否
に
つ
い
て
、
明
示
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
黙
示
的
な
も
の
も
含
む
と
し
た
上
で
、
被
告
人
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一
四

の
態
度
を
承
諾
・
拒
否
い
ず
れ
か
に
振
り
分
け
て
い
る
（
７
）

。
た
し
か
に
、
黙
示
的
な
も
の
ま
で
含
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
承
諾
に
あ
た

る
の
か
、
そ
れ
と
も
拒
否
に
あ
た
る
の
か
の
認
定
の
困
難
性
は
付
き
ま
と
う
（
８
）
が
、
実
際
に
は
、
当
該
状
況
か
ら
黙
示
の
意
思
を
推
定
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
最
高
裁
は
、
最
判
昭
和
六
一
年
四
月
二
五
日
（
刑
集
四
〇
巻
三
号
二
一
五
頁
）
に
お
い
て
、
捜
査

官
ら
の
立
ち
入
り
要
請
に
対
し
て
諾
否
が
明
確
で
な
い
被
告
人
の
対
応
を
、「
明
確
な

0

0

0

承
諾
」（
傍
点
筆
者
）
で
は
な
い
と
し
た
も
の
の
、

最
終
的
に
「
被
告
人
宅
の
寝
室
ま
で
承
諾
な
く

0

0

0

0

立
ち
入
っ
て
い
る
こ
と
」（
傍
点
筆
者
）
を
理
由
に
、
捜
査
官
ら
の
行
為
を
違
法
と
判

断
し
て
い
る
こ
と
、
黙
示
的
と
は
い
え
承
諾
が
あ
れ
ば
侵
害
利
益
は
存
在
し
な
い
の
で
適
法
と
な
る
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
は
、
被
告
人

の
黙
示
の
拒
否
を
認
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
な
お
、
昭
和
六
三
年
決
定
も
同
様
に
解
し
た
と
思
わ
れ
る
。）。
し
た
が
っ
て
、
最
高
裁

は
、
諾
否
が
明
確
で
な
い
こ
と
を
「
違
法
の
重
大
性
」
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
拒
否
が
黙
示
的
で
あ
る
こ
と
を

「
違
法
の
重
大
性
」
を
否
定
す
る
要
素
と
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
９
）
。
も
っ
と
も
、
黙
示
的
と
は
い
え
拒
否
が
あ
る
場
合
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
立
ち
入
れ
ば
、
捜
査
官
ら
の
行
為
は
権
利
侵
害
行
為
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
も
思
え

る
。
た
し
か
に
、
前
述
の
と
お
り
、
最
高
裁
は
、
捜
査
官
の
行
為
が
違
法
か
適
法
か
に
つ
い
て
、
権
利
侵
害
の
有
無
で
判
断
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
違
法
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
違
法
の
重
大
性
」
の
判
断
は
違
法
の
程

度
に
関
す
る
判
断
で
あ
り
、
そ
れ
は
法
規
逸
脱
の
点
も
加
味
し
て
判
断
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
法
規
逸
脱
の
観
点
か
ら
は
、
捜
査
官
が
、

明
確
に
外
部
に
示
さ
れ
て
い
る
被
告
人
の
拒
否
の
意
思
を
認
識
し
な
が
ら
立
ち
入
っ
た
場
合
の
方
が
逸
脱
の
度
合
い
が
高
い
と
い
え
よ

う
。
し
た
が
っ
て
、
拒
否
の
意
思
表
示
が
明
示
的
か
黙
示
的
か
で
違
法
の
程
度
が
異
な
る
と
解
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
最
高
裁
は
諾
否
を
認
定
し
て
い
る
と
し
て
も
、
捜
査
官
の
説
得
行
為
に
よ
り
、
被
疑
者
の
諾
否
に
変
遷
が
あ
っ
た
場
合
、
ど

の
よ
う
な
場
合
に
そ
の
任
意
性
が
認
め
ら
れ
る
の
か
も
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山
崎
裁
判
官
は
、
た
と
え
ば
、
最
決
平
成

七
年
五
月
三
〇
日
（
刑
集
四
九
巻
五
号
七
〇
三
頁
）
を
み
る
と
、「
自
動
車
の
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
被
疑
者
が
、『
し
ょ
う
が
な



二
一
五

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

い
。』
と
い
う
趣
旨
を
述
べ
た
上
に
、
検
査
中
に
特
に
文
句
を
言
わ
な
か
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
直
前
ま
で
自
動
車
内
を
調
べ
た
い

と
い
う
警
察
官
の
要
求
を
拒
絶
し
て
い
た
こ
と
を
重
視
し
て
、『
任
意
の
承
諾
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
』
と
し
た
二
審
の
判
断

を
支
持
し
て
」
お
り
、
こ
れ
に
対
し
、「
一
審
は
、『
積
極
的
に
と
ま
で
は
い
え
な
い
け
れ
ど
も
、
承
諾
を
し
た
も
の
と
認
め
る
の
が
相

当
』
と
判
示
し
て
い
」
る
こ
と
か
ら
、「
最
高
裁
は
、
捜
査
官
側
に
と
っ
て
か
な
り
厳
し
い
事
実
認
定
を
し
て
い
」
る
と
さ
れ
る
。）
（1
（

し

か
し
、
下
級
審
を
み
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
、
札
幌
高
判
平
成
四
年
六
月
一
八
日
（
判
時
一
四
五
〇
号
一
五
七
頁
）
は
、
当
初
任
意
同

行
を
頑
な
に
拒
否
し
て
い
た
被
告
人
が
捜
査
官
の
説
得
行
為
に
よ
っ
て
こ
れ
を
自
発
的
に
承
諾
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
当
該
捜
査
官
が

被
告
人
の
知
り
合
い
の
警
察
官
の
部
下
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
た
め
で
あ
る
と
し
て
お
り
、
ま
た
、
神
戸
地
判
平
成
一
〇
年
一
〇
月
一

三
日
（
判
時
一
六
六
四
号
一
五
一
頁
）
は
、
当
初
自
動
車
の
検
索
に
反
発
し
て
い
た
被
告
人
が
最
終
的
に
「
勝
手
に
せ
い
。」
と
、
一

見
す
る
と
承
諾
と
も
と
れ
る
よ
う
な
言
動
を
述
べ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
突
如
捜
査
官
ら
か
ら
理
不
尽
な
暴
行
を
受
け
、
所
持
品
を
取

り
上
げ
ら
れ
る
な
ど
し
た
被
告
人
が
、
半
ば
あ
き
ら
め
の
境
地
で
『
勝
手
に
せ
い
。』
と
述
べ
た
の
み
で
あ
り
、
検
索
の
最
中
被
告
人

が
車
か
ら
離
れ
よ
う
離
れ
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
も
照
ら
せ
ば
、
右
発
言
を
も
っ
て
検
索
に
つ
き
真
し
な
承
諾
が
あ
っ
た
と
み
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
被
告
人
が
自
発
的
に
承
諾
に
転
ず
る
理
由
が
な
い
と
し
て
、
そ
の
任
意
性
を
否
定
し
て
い
る
。
い
ず

れ
の
裁
判
例
に
お
い
て
も
、
諾
否
の
変
遷
の
理
由
を
詳
細
に
検
討
し
た
上
で
、
そ
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
変
遷
を
肯
定
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
（
前
者
に
お
い
て
、
当
該
事
実
は
被
告
人
が
安
心
し
た
こ
と
を
推
認
す
る
外
部
的
事
実
で
あ
る
。）。
先
の
平
成
七
年

決
定
の
第
一
審
た
る
東
京
地
判
平
成
五
年
一
一
月
一
八
日
（
刑
集
四
九
巻
五
号
七
三
〇
頁
）
も
、
本
件
車
両
の
本
格
的
な
検
索
行
為
の

要
請
に
対
す
る
被
告
人
の
「
し
ょ
う
が
な
い
。」
と
い
う
発
言
だ
け
で
承
諾
と
認
定
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
本
件
車
両
の
本
格
的
な
検

索
行
為
の
前
に
、
運
転
席
か
ら
助
手
席
あ
た
り
に
散
ら
ば
っ
た
砂
糖
様
の
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
調
べ
た
い
と
す
る
捜
査
官
に
対
し
、

「
見
て
く
だ
さ
い
よ
。」
と
言
っ
た
こ
と
、
予
試
験
で
薬
物
反
応
が
で
な
か
っ
た
こ
と
を
認
定
し
て
お
り
、
そ
れ
ま
で
拒
否
し
て
い
た
被
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告
人
が
自
発
的
に
承
諾
に
転
ず
る
理
由
が
存
在
す
る
た
め
、
す
な
わ
ち
、「
被
告
人
は
、
そ
れ
が
覚
せ
い
剤
で
な
い
と
い
う
自
信
が
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
承
諾
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
」）
（（
（

た
め
に
、
そ
の
承
諾
を
肯
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
最
高
裁
は
、
下
級
審

に
比
し
、「
捜
査
官
側
に
と
っ
て
か
な
り
厳
し
い
事
実
認
定
を
し
て
い
」
る
の
は
結
果
論
な
の
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
変
遷
の
理
由
が

あ
る
か
否
か
で
判
断
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
す
な
わ
ち
、
認
定
に
違
い
が
生
じ
た
の
は
、
最
高
裁
は
変
遷
の
理
由
な
し
と
し

た
の
に
対
し
、
一
審
は
こ
れ
を
あ
り
と
し
た
点
に
あ
る
。）。

以
上
わ
が
国
の
議
論
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
、
証
拠
が
捜
査
官
の
違
法
行
為
に
よ
り
獲
得
さ
れ
た
場
合
、

当
該
証
拠
を
排
除
す
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
を
採
っ
て
い
る
。
違
法
行
為
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
従
来
、
そ
の
程
度
は
問
題
と
な

ら
な
い
と
解
さ
れ
て
き
た
）
（1
（

。
し
か
し
、
州
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
軽
罪
で
の
逮
捕
、
そ
れ
に
伴
う
捜
索
行
為
の
修
正
四
条
の
適
合
性
が

争
わ
れ
た
ム
ー
ア
判
決
）
（1
（

、
州
法
違
反
の
自
動
車
の
停
止
行
為
が
、
修
正
四
条
の
身
体
の
拘
束
に
あ
た
る
か
が
争
わ
れ
た
ウ
ー
レ
ン
判
決
）
（1
（

、

州
法
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
個
人
の
捨
て
た
ご
み
の
捜
索
行
為
の
修
正
四
条
の
適
合
性
が
争
わ
れ
た
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
判
決
）
（1
（

等
に
お
い
て
、

連
邦
最
高
裁
は
、
憲
法
違
反
の
行
為
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
証
拠
の
排
除
を
問
題
と
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
ウ
ォ
ン
サ
ン
判
決
）
（1
（

に
お

い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
修
正
五
条
の
権
利
侵
害
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
た
ミ
ラ
ン
ダ
判
決
違
反
の
自
白
に
つ
い
て
、
毒
樹
の
果
実
の

原
則
は
適
用
し
な
い
と
判
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
お
い
て
も
、
違
法
の
重
大
性
を
問
題
と
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
は
、
排
除
法
則
を
「
裁
判
所
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
救
済
策
」
と
位
置
付
け
て
い
る
）
（1
（

。
し
た
が
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
排
除
法
則
は
憲
法
上
の
原
理
で
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
違
法
の
程
度
は
憲
法
違
反
に
達
す
る
必
要
が
あ
る
と
し

て
い
る
こ
と
と
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
排
除
法
則
を
刑
訴
法
上
の
原
則
と
し
つ
つ
も
、
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
「
重
大

な
違
法
」
を
要
し
て
い
る
こ
と
は
類
似
す
る
。
そ
の
意
味
で
、「
違
法
の
重
大
性
」
の
内
容
を
検
討
す
る
上
で
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
が
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証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
周
知
の
と
お
り
、
連
邦
最
高
裁
は
、
テ
リ
ー
判
決
）
（1
（

に
お
い
て
、
捜
査
官
に
よ
る
停
止
と
捜
検
と
い
う
一
連
行
為
を
合
憲
と

判
断
し
た
。
こ
の
停
止
行
為
に
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
警
職
法
の
よ
う
に
、
留
め
置
く
行
為
の
ほ
か
、
被
告
人
を
移
動
さ
せ
る
行
為
も

含
ま
れ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
停
止
行
為
の
時
間
的
限
界
、
場
所
的
限
界
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
停
止
行
為
は
、
わ
が
国

に
お
け
る
留
め
置
き
行
為
・
警
察
署
へ
の
任
意
同
行
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
、
捜
検
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
所
持
品
検
査
に
対
応
す
る
。

こ
れ
ら
は
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
お
い
て
排
除
法
則
の
適
用
の
有
無
が
争
わ
れ
た
類
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に

「
重
大
な
違
法
」
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す
る
上
で
、
停
止
・
捜
検
の
限
界
の
議
論
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
任
意
処
分
に
対
す
る
承
諾
の
任
意
性
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
、
い
わ
ゆ
る
同
意
捜
索
に
お
け
る
同
意
の
任
意
性
の
議
論

が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
捜
索
に
対
し
被
疑
者
が
任
意
に
同
意
を
与
え
た
場
合
、
無
令
状
の
捜
索
を
行
う
こ
と

が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
同
意
捜
索
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
緑

准
教
授
は
、「
合
衆
国
で
は
プ
レ
イ
ン
ヴ
ュ
ー
法
理
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
同
意
捜
索
を
行
っ
た
結
果
獲
得
さ
れ
た
他
罪
の
証
拠
物
が

裁
判
所
に
提
出
さ
れ
う
る
。
そ
の
証
拠
排
除
の
た
め
に
、
押
収
に
先
行
し
て
為
さ
れ
た
『
同
意
捜
索
』
が
問
題
と
な
り
や
す
い
」
が
、

「
日
本
の
刑
訴
法
で
は
同
意
捜
索
に
つ
い
て
直
接
定
め
た
規
定
を
持
た
ず
（
刑
訴
法
二
二
一
条
も
『
領
置
』
と
い
う
押
収
処
分
に
関
す

る
規
定
で
あ
る
）、
ま
た
捜
査
段
階
の
重
要
な
不
服
申
立
手
段
で
あ
る
準
抗
告
に
お
い
て
も
、
刑
訴
法
四
三
〇
条
が
申
立
て
の
対
象
と

し
て
捜
索
行
為
を
想
定
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
で
は
同
意
捜
索
自
体
は
争
点
に
な
り
に
く
い
」
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
（1
（

。
し

か
し
な
が
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
ま
ず
任
意
捜
査
を
先
行
す
る
と
い
う
捜
査
手
法
が
採
ら
れ
て
い
る
た
め
、
当
初
か
ら
強
制
処
分

た
る
捜
索
の
同
意
を
得
る
と
い
う
手
段
を
選
択
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
捜
査
機



二
一
八

関
に
よ
る
一
定
の
検
索
行
為
に
対
し
、
被
疑
者
が
ど
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
場
合
に
承
諾
と
認
め
ら
れ
る
の
か
、
ま
た
、
被
疑
者
が
明

示
的
な
承
諾
を
し
た
場
合
（
殊
に
、
当
初
拒
否
し
て
い
て
そ
の
後
承
諾
し
た
場
合
）、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
任
意
性
を
肯
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
の
、
同
意
捜
索
に
お
け
る
同
意
の
任
意
性
の
議
論
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
参
考

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
比
較
を
す
る
際
に
は
、
同
意
の
対
象
が
、
強
制
処
分
た
る
捜
索
な
の
か
、
任
意
処
分
た
る
所
持

品
検
査
な
の
か
と
い
う
相
違
点
に
注
意
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
修
正
四
条
の
合
憲
性
の
判
断
方
法
に
つ
い
て
検
討
し
た
上
で
、
テ
リ
ー
判
決
を

概
観
し
た
後
、
停
止
行
為
の
時
間
的
限
界
、
場
所
的
限
界
、
捜
検
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
、
同
意
捜
索
に
お
け
る
同
意
の

任
意
性
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
最
後
に
、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
に
わ
が
国
の
議
論
を
検
討
す
る
。

二
．
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
「
違
法
」
の
判
断
要
素

㈠
修
正
四
条
の
合
憲
性
判
断
基
準

修
正
四
条
は
、「
身
体
・
住
居
・
文
書
・
所
持
品
に
つ
い
て
、
不
合
理
な
捜
索
お
よ
び
押
収
を
さ
れ
な
い
人
民
の
権
利
は
、
侵
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
」
と
し
た
上
で
、「
令
状
は
、
宣
誓
ま
た
は
確
約
に
よ
っ
て
根
拠
付
け
ら
れ
た
相
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
の
み
発
せ
ら

れ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
つ
、
捜
索
さ
れ
る
べ
き
場
所
及
び
抑
留
さ
れ
る
べ
き
人
ま
た
は
押
収
さ
れ
る
べ
き
物
件
を
特
定
し
て
示
し
て
い

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。
こ
の
前
段
と
後
段
の
関
係
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
従
来
、
捜
索
・
押
収
（
身
体
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拘
束
を
含
む
。）
は
「
相
当
な
理
由
」
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
で
、
捜
索
・
押
収
と
さ
れ
な
い
行
為
に
つ
い
て

は
、「
同
条
の
規
制
の
枠
外
に
放
置
」
す
る
と
い
う
「『
一
枚
岩
的
』（m

on
olith
ic

）
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
採
っ
て
き
た
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
連
邦
最
高
裁
は
、
条
例
の
基
準
に
合
致
し
て
い
る
か
を
確
認
す
る
た
め
の
住
居
に
対
す
る
行
政
上
の
立
ち
入
り
検
査
が
修
正
四
条

に
反
す
る
か
が
争
わ
れ
た
カ
マ
ラ
判
決
）
11
（

、
武
器
を
所
持
し
て
い
る
と
の
嫌
疑
の
あ
る
者
に
対
す
る
捜
検
が
修
正
四
条
に
反
す
る
か
が
争

わ
れ
た
テ
リ
ー
判
決
に
お
い
て
、
行
政
上
の
立
ち
入
り
検
査
や
停
止
・
捜
検
の
合
憲
性
は
「
合
理
性
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
が
、
そ

の
判
断
に
は
必
ず
し
も
「
相
当
な
理
由
」
を
要
せ
ず
、「
捜
索
・
押
収
の
必
要
性
と
捜
索
・
押
収
に
よ
る
侵
害
を
比
較
衡
量
す
る
こ
と
」

に
よ
り
、「
合
理
的
な
嫌
疑
」
で
も
正
当
化
さ
れ
る
と
判
示
し
、「
対
立
す
る
利
益
を
比
較
衡
量
し
て
合
憲
性
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
ア

プ
ロ
ー
チ
」
に
移
行
し
た
と
さ
れ
る
）
1（
（

。

そ
し
て
、
捜
索
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
従
来
、
財
産
権
の
保
護
を
基
礎
に
、「『
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
』（con

stitution
ally�

protected�area

）
へ
の
『
物
理
的
侵
入
』（ph

ysical�trespass

）
を
伴
う
行
為
で
あ
る
」
と
し
て
い
た
）
11
（

が
、
電
話
に
よ
る
会
話
の
盗
聴

行
為
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
カ
ッ
ツ
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、
情
報
と
い
う
財
産
権
で
は
な
い
も
の
に
対
す
る
物
理
的
侵
入
を
伴
わ
な
い
捜
査

手
法
を
修
正
四
条
の
対
象
と
す
る
た
め
に
、「
財
産
上
の
利
益
が
政
府
当
局
の
捜
索
・
押
収
権
限
を
制
限
す
る
と
い
う
前
提
は
疑
わ
し

い
」
と
し
た
上
で
、
修
正
四
条
の
保
護
の
対
象
は
人
が
「
正
当
に
信
頼
し
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
で
あ
り
、
ま
た
、
必
ず
し
も
物
理
的
侵

入
を
伴
わ
な
く
と
も
、「
私
的
な
も
の
と
し
て
有
す
る
も
の
は
、
た
と
え
公
衆
に
と
っ
て
接
近
可
能
な
場
所
に
あ
っ
て
も
、
憲
法
上
保

護
さ
れ
る
」
と
判
示
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
カ
ッ
ツ
判
決
に
よ
り
、
捜
索
と
は
、
個
人
が
有
す
る
正
当
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
侵

害
行
為
と
定
義
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
カ
ッ
ツ
判
決
の
同
調
意
見
に
お
い
て
、
ハ
ー
ラ
ン
判
事
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
要
件
と
し

て
、
㊀
そ
の
主
体
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
対
す
る
主
観
的
な
期
待
を
現
実
に
表
明
し
た
こ
と
、
㊁
そ
の
期
待
が
社
会
に
と
っ
て
合
理
的
で

あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
）
11
（

が
、「
こ
の
二
要
件
が
、
そ
れ
以
後
の
連
邦
最
高
裁
判
例
に
お
い
て
、
修
正
四
条
の
適
用
の
有
無
を
判
断
す
る
指
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針
と
な
っ
た
」）
11
（

と
さ
れ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
捜
索
と
判
断
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
右
盗
聴
行
為
の
ほ
か
、
住
居
の
外
か
ら
の
赤
外
線
照

射
）
11
（

、
自
動
車
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
を
取
り
付
け
こ
れ
を
監
視
す
る
行
為
）
11
（

等
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
カ
ッ
ツ
判
決
は
「
修
正
四
条
は
場
所
で
は
な

く
人
を
保
護
す
る
」
と
判
示
し
た
も
の
の
、
人
だ
け
で
は
な
く
、
場
所
に
よ
っ
て
「
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
合
理
的
期
待
」
が
異
な
る
こ
と

を
理
由
に
、
無
令
状
の
捜
索
が
合
憲
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
オ
ー
プ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
の
理
論
や
、
自
動
車
の
例
外
が
こ
れ

に
あ
た
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
逮
捕
（
修
正
四
条
に
い
う
身
体
拘
束
を
含
む
。）
と
は
、
刑
事
訴
追
ま
た
は
取
調
べ
の
目
的
で
被
疑
者
を
そ
の
意

思
に
反
し
て
身
柄
拘
束
状
態
に
置
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
の
あ
ら
ゆ
る
状
況
か
ら
見
て
、
常
識
的
な
人
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
場
か
ら

立
ち
去
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
感
じ
る
場
合
に
、
そ
の
者
は
修
正
四
条
に
い
う
身
体
拘
束
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、

捜
査
官
が
自
身
の
過
去
の
経
験
に
照
ら
し
て
ま
さ
に
犯
罪
行
為
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
の
合
理
的
な
嫌
疑
を
抱
い
た
場
合
に
は
、

そ
の
者
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
停
止
と
捜
検
に
関
す
る
合
憲
性
の
判
断
基
準
を
示
し
た
判
例
が
テ
リ
ー
判
決
で
あ
る
。

停
止
行
為
に
は
、
留
め
置
く
行
為
の
ほ
か
、
被
告
人
を
移
動
さ
せ
る
行
為
も
含
ま
れ
る
）
11
（

と
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
と
お
り
、
右
停
止
行

為
お
よ
び
捜
検
が
、
わ
が
国
の
最
高
裁
に
お
い
て
排
除
法
則
の
適
用
の
有
無
が
争
わ
れ
た
類
型
で
あ
る
、
現
場
で
の
留
め
置
き
行
為
・

警
察
署
へ
の
任
意
同
行
、
所
持
品
検
査
に
対
応
す
る
が
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
「
重
大
な
違
法
」
に
該
当
す
る
か
を
検
討
す

る
上
で
、
停
止
・
捜
検
の
限
界
の
議
論
が
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
テ
リ
ー
判
決
を
検
討
し
て
み
た
い
。

テ
リ
ー
判
決
の
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
捜
査
官
は
、
路
上
に
い
た
被
告
人
ら
が
、
交
互
に
近
く
の
店
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
戻

っ
て
く
る
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
、
強
盗
の
準
備
を
し
て
お
り
、
武
器
を
所
持
し
て
い
る
と
判
断
し
た
。
捜
査
官
は
、
そ
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こ
に
も
う
一
人
の
男
が
来
た
こ
と
を
機
に
、
被
告
人
ら
を
停
止
さ
せ
た
上
で
、
自
身
の
身
分
を
明
ら
か
に
し
、
氏
名
に
つ
い
て
尋
ね
た
。

被
告
人
ら
の
返
事
が
は
っ
き
り
し
な
か
っ
た
の
で
、
捜
査
官
は
、
三
人
の
身
体
を
捜
検
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
と
も
う
一
人
の
男
が
銃

を
所
持
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
押
収
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ま
ず
、
排
除
法
則
の
目
的
に
は
、
違

法
行
為
の
抑
止
だ
け
で
な
く
司
法
の
廉
潔
性
も
含
ま
れ
る
と
し
た
上
で
、
そ
の
目
的
は
正
当
な
捜
査
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
証
拠

を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。
そ
し
て
、
停
止
と
捜
検
と
い
う
一
連
の
行
為
に
つ
い
て
、「
停
止

も
捜
検
も
、
修
正
四
条
の
意
味
す
る
拘
束
・
捜
索
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
捜
査
官
の
行
為
は
修
正
四
条
の
範

囲
外
に
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、「
捜
査
官
が
個
人
に
声
を
か
け
、
そ
の
移
動
の
自
由
を
制
限
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
捜
査
官
は
そ

の
者
を
拘
束
し
た
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
し
、「
市
民
が
何
も
で
き
ず
に
―
お
そ
ら
く
、
手
を
上
げ
て
壁
に
向
か
っ
て
―
立
っ

て
い
る
間
、
捜
査
官
に
よ
っ
て
公
然
と
行
わ
れ
た
、
武
器
を
発
見
す
る
た
め
の
着
衣
の
上
か
ら
の
全
身
の
検
査
が
軽
微
な
侮
辱
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
根
拠
の
な
い
主
張
に
す
ぎ
な
い
」
か
ら
妥
当
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
捜
索
・
押
収
（
拘

束
）
に
該
当
し
、
修
正
四
条
の
適
用
を
受
け
る
と
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
合
憲
性
は
「
捜
索
・
押
収
の
必
要
性
と
捜
索
・
押
収
に
よ
る

侵
害
を
比
較
衡
量
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
「
合
理
性
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、「
捜
索
・
押
収
が
不
合
理

で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
際
の
我
々
の
検
査
は
二
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
開
始
時
に
捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う

か
と
、
そ
れ
が
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
に
合
理
的
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
捜
査
官
側
の
利
益
で

あ
る
「
効
果
的
な
犯
罪
の
予
防
と
探
知
」
と
捜
査
官
の
身
体
の
安
全
の
確
保
は
、
そ
の
行
為
を
正
当
化
す
る
の
で
、
被
疑
者
に
武
器
所

持
の
合
理
的
な
嫌
疑
が
あ
る
場
合
、
第
一
の
基
準
（「
開
始
時
に
捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
」）
は
満
た
さ
れ
る
と
し

た
。
そ
し
て
、
第
二
の
基
準
（「
そ
れ
が
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
に
合
理
的
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
」）
を
満
た
す
た
め
に
は
、

捜
検
が
「
捜
査
官
ま
た
は
近
く
に
い
る
者
に
、
害
悪
を
も
た
ら
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
武
器
の
発
見
に
必
要
な
範
囲
に



二
二
二

限
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
、
捜
検
は
、「
た
と
え
、
重
大
な
侵
害
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
と
し
て
も
、
完
全
な
捜
索
と
は
異
な
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。」
と
し
た
。
本
件
捜
査
官
は
、
ま
ず
着
衣
上
か

ら
の
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
い
、
触
っ
て
武
器
と
感
じ
た
も
の
に
対
し
て
の
み
捜
索
を
行
っ
た
の
で
、
そ
の
行
為
は
非
常
に
限
定
さ
れ
て

お
り
合
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

テ
リ
ー
判
決
は
、
目
的
・
手
段
の
限
定
さ
れ
た
停
止
・
捜
検
を
押
収
・
捜
索
の
例
外
と
位
置
付
け
て
お
り
、
そ
の
後
の
連
邦
最
高
裁

判
例
は
、
テ
リ
ー
判
決
の
合
憲
性
判
断
基
準
に
違
反
す
る
停
止
・
捜
検
を
そ
れ
ぞ
れ
押
収
・
捜
索
に
あ
た
る
と
し
て
違
憲
で
あ
る
と
判

示
し
、
証
拠
排
除
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
を
前
提
に
、
停
止
・
捜
検
の
限
界
を
検
討
す
る
。

⒜
停
止
行
為
の
時
間
的
限
界

ま
ず
、
停
止
行
為
の
時
間
的
限
界
を
検
討
す
る
。

前
述
の
と
お
り
、
テ
リ
ー
判
決
は
、「
捜
索
・
差
押
が
不
合
理
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
際
の
我
々
の
検
査
は
二
つ
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
開
始
時
に
捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
、
そ
れ
が
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
に
合
理
的
に
関
係

す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
。
テ
リ
ー
判
決
が
示
さ
れ
た
当
初
、
こ
の
第
一
の
基
準
が
、「
当
該
停
止
が
合
理
的
な
嫌
疑
に

基
づ
い
て
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
関
係
す
る
」
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
第
二
の
基
準
の
「
合
理
的
に
関
係
す
る
か
」
と
い
う
部
分

に
つ
い
て
、
そ
れ
は
拘
束
期
間
の
長
さ
で
判
断
さ
れ
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
捜
査
手
法
が
用
い
ら
れ
た
の
か
も
含
む
の
か
が
、「
直
ち

に
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
る
）
11
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
後
述
す
る
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
）
11
（

は
、「
捜
査
目
的
の
拘
束
は
一
時
的
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
停
止
の
目
的
を
遂
げ
る
の
に
必
要
な
時
間
を
超
え
て
継
続
し
て
は
な
ら
」
ず
、
か
つ
、「
採
ら
れ
た
捜
査
手
段

が
、
短
時
間
で
、
捜
査
官
の
嫌
疑
を
確
か
め
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
合
理
的
に
利
用
で
き
る
侵
害
の
程
度
が
最
も
低
い
手
段
」



二
二
三

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
当
該
停
止
が
、「
そ
の
範
囲
と
期
間
に
つ
い
て
十
分
に
制
限
さ
れ
た
」
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と

は
、
訴
追
側
の
負
担
で
あ
る
と
判
示
し
た
）
1（
（

。
こ
の
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
に
よ
り
、
先
の
テ
リ
ー
判
決
に
お
け
る
第
二
の
基
準
の
「
合
理
的
に

関
係
す
る
か
」
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
、
そ
の
両
方
を
含
む
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
拘
束
期
間
の
長
さ
に
つ
い
て
、
テ
リ
ー
判
決
後
、
一
九
七
五
年
に
施
行
さ
れ
た
ア
レ
イ
ン
メ
ン
ト
前
の
手
続
に
関
す

る
模
範
法
典
は
、「
認
め
ら
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
合
理
的
に
必
要
な
時
間
、
捜
査
官
は
そ
の
者
を
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
二
十
分
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
規
定
し
て
い
た
）
11
（

。
し
か
し
、
麻
薬
探
知
犬
が
マ
リ
フ
ァ

ナ
の
有
無
を
探
知
す
る
間
、
被
告
人
の
荷
物
を
九
〇
分
間
留
め
置
い
た
行
為
の
適
法
性
が
争
わ
れ
た
プ
レ
イ
ス
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、
連
邦

最
高
裁
は
、
当
該
法
律
に
つ
い
て
、「
我
々
は
、
法
執
行
機
関
に
、
そ
の
行
動
を
指
導
す
る
明
確
な
ル
ー
ル
を
与
え
る
こ
と
が
望
ま
し

い
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
我
々
は
、
固
定
さ
れ
た
時
間
的
制
限
に
よ
る
区
別
を
疑
問
視
す
る
。
そ
の
よ
う
な
制
限
は
、
同
程
度

に
重
要
な
、
捜
査
機
関
に
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
状
況
に
応
じ
て
段
階
的
に
対
応
す
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
性
を
害
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と

判
示
し
た
）
11
（

。
こ
れ
に
よ
り
、「
当
該
停
止
の
開
始
か
ら
、
そ
の
後
の
釈
放
・
逮
捕
と
の
間
の
時
間
の
長
さ
が
合
理
的
で
あ
る
か
ど
う
か
」

は
、
単
に
客
観
的
な
時
間
の
長
さ
だ
け
で
は
な
く
、「
そ
の
延
長
が
被
疑
者
の
移
動
を
相
当
に
妨
げ
る
か
ど
う
か
を
含
む
、
特
定
の
事

案
に
お
け
る
事
実
を
分
析
す
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
）
11
（

。

も
っ
と
も
、
プ
レ
イ
ス
判
決
は
、「
我
々
は
、
認
め
ら
れ
た
停
止
行
為
に
つ
い
て
の
時
間
的
制
限
の
あ
ら
ゆ
る
例
外
を
採
用
す
る
こ

と
を
退
け
る
が
、
我
々
は
、
決
し
て
、
停
止
に
関
し
て
延
長
さ
れ
た
九
〇
分
間
、
そ
の
者
を
拘
束
す
る
こ
と
を
認
め
て
こ
な
か
っ
た
し
、

本
件
に
お
い
て
示
さ
れ
た
事
実
に
基
づ
け
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。」
と
判
示
し
）
11
（

、
九
〇
分
の
停

止
行
為
を
逮
捕
に
あ
た
る
と
し
た
上
で
、
本
件
で
は
相
当
な
理
由
を
欠
い
て
い
る
の
で
違
憲
で
あ
る
と
し
、
留
め
置
き
の
結
果
獲
得
さ

れ
た
証
拠
を
排
除
し
た
。
連
邦
最
高
裁
は
、
停
止
行
為
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、
諸
要
素
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
し
て
い
る
と
い
っ



二
二
四

て
も
、
あ
る
一
定
の
時
間
を
超
え
た
場
合
は
違
憲
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
も
、「
停
止
を
生
じ

さ
せ
る
合
理
的
な
嫌
疑
が
残
っ
て
い
る
限
り
、
当
該
拘
束
が
継
続
さ
れ
る
と
い
う
一
般
的
ル
ー
ル
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
が
ル
ー
ル
で

あ
れ
ば
、
い
く
つ
か
の
停
止
は
無
限
に
続
け
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
連
邦
最
高
裁
が
繰
り
返
し
強
調
す
る
よ
う
に
、

捜
査
機
関
が
、
何
ら
か
の
方
法
で
非
常
に
短
時
間
に
事
件
の
解
決
を
試
み
る
捜
査
手
段
を
注
意
深
く
用
い
た
か
ど
う
か
…
が
問
わ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、
そ
の
よ
う
な
捜
査
手
段
が
採
ら
れ
た
と
し
て
も
、「（
捜
査
官
が
上
記
の
よ
う
な
捜
査
手
段
を
選
択
し
た
が
、

拘
束
時
間
が
一
時
間
を
超
え
た
）
リ
チ
ャ
ー
ズ
判
決
）
11
（

に
お
け
る
拘
束
よ
り
も
長
い
拘
束
は
、
相
当
な
理
由
に
至
ら
な
い
程
度
の
嫌
疑
で

は
、
ほ
と
ん
ど
正
当
化
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
括
弧
内
筆
者
）
と
さ
れ
る
）
11
（

。

次
に
、
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
が
示
し
た
拘
束
の
合
憲
性
に
関
す
る
基
準
を
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
そ
の
第
一
基
準
、
す
な
わ
ち
、

「
捜
査
目
的
の
拘
束
は
一
時
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
停
止
の
目
的
を
遂
げ
る
の
に
必
要
な
時
間
を
超
え
て
継
続
し
て
は
な
ら

な
い
」
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
、
そ
の
後
に
下
さ
れ
た
シ
ャ
ー
プ
判
決
）
11
（

は
、
許
容
さ
れ
る
停
止
時
間
の
範
囲
を
、
停
止
の
目
的
と
区
別

し
て
評
価
す
る
こ
と
を
明
示
的
に
要
求
せ
ず
、
停
止
の
「
目
的
を
促
進
す
る
の
に
必
要
な
合
理
的
な
時
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の

停
止
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
る
法
執
行
機
関
の
目
的
を
も
考
慮
す
る
」
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
た
）
11
（

。
こ
の
文
言
は
、「
正
当
な
法
執
行
機

関
の
目
的
が
、
拘
束
の
継
続
を
促
進
す
る
と
き
は
い
つ
で
も
、
停
止
行
為
は
、
許
容
で
き
な
い
程
に
長
い
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
理
由
に
、
マ
ー
シ
ャ
ル
判
事
は
、
そ
の
同
調
意
見
の
中
で
、「
停
止
行
為
を
正
当
化
す
る
正
確
な
根

拠
は
、
当
該
停
止
の
侵
害
性
が
法
執
行
機
関
の
必
要
性
と
別
個
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
法
執
行
機
関
の
考
え
が
限
定
さ
れ

た
捜
査
を
当
然
の
も
の
と
す
る
か
ど
う
か
を
考
慮
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
以
前
に
、
ま
ず
、
停
止
が
過
度
に
侵
害
的
で
な
か
っ
た
と

認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
）
1（
（

、
拘
束
の
合
憲
性
は
、
捜
査
機
関
側
の
事
情
を
考
慮
す
る
前
に
、
被
告
人
側
の
権
利
侵
害
性



二
二
五

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

の
観
点
（
一
時
的
な
拘
束
で
あ
っ
た
か
）
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

こ
の
対
立
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、「
も
っ
と
も
簡
単
な
事
案
を
除
け
ば
、
捜
査
機
関
が
達
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
何

か
、
捜
査
機
関
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
争
わ
れ
た
停
止
の
適
切
な
時
間
的
限

界
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
の
で
、
法
廷
意
見
の
立
場
が
妥
当
で
あ
る
と
す
る
）
11
（

。
も
っ
と
も
、
シ
ャ
ー
プ
判
決
の
事
案

に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
の
立
場
か
ら
も
、
本
件
拘
束
は
適
法
と
な
る
。
シ
ャ
ー
プ
判
決
の
事
件
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
連
邦

麻
薬
捜
査
官
は
、
と
も
に
マ
リ
フ
ァ
ナ
運
搬
の
嫌
疑
の
あ
る
、
被
告
人
サ
ヴ
ェ
ー
ジ
に
よ
っ
て
運
転
さ
れ
た
ト
ラ
ッ
ク
と
被
告
人
シ

ャ
ー
プ
に
よ
っ
て
運
転
さ
れ
た
自
動
車
を
追
跡
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
麻
薬
捜
査
官
は
、
州
警
察
官
に
援
助
の
た
め
に
、
無
線
で
連
絡

し
、
両
方
の
自
動
車
に
停
止
を
求
め
た
。
シ
ャ
ー
プ
は
停
止
し
、
薬
物
捜
査
官
は
シ
ャ
ー
プ
と
話
す
た
め
に
自
動
車
を
寄
せ
た
。
他
方

で
、
サ
ヴ
ェ
ー
ジ
は
、
州
警
察
官
に
停
止
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
〇
．
五
マ
イ
ル
進
ん
だ
。
麻
薬
捜
査
官
が
サ
ヴ
ェ
ー
ジ
を
調
べ
る
た
め
に

州
捜
査
官
の
も
と
に
行
く
間
、
無
線
で
地
方
の
警
察
官
を
呼
び
出
し
、
シ
ャ
ー
プ
を
監
視
さ
せ
た
。
到
着
後
、
麻
薬
捜
査
官
は
、
ト
ラ

ッ
ク
か
ら
発
す
る
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
に
お
い
に
気
付
い
た
後
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
の
梱
を
発
見
し
、
相
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
そ
れ
を
捜
索
し

た
。
サ
ヴ
ェ
ー
ジ
が
拘
束
さ
れ
た
時
間
は
二
〇
分
で
あ
っ
た
。
被
告
人
側
の
権
利
侵
害
性
の
観
点
か
ら
拘
束
の
合
憲
性
を
考
え
る
マ
ー

シ
ャ
ル
判
事
の
立
場
か
ら
は
、
逃
走
を
試
み
た
「
被
告
人
の
行
為
を
、
二
〇
分
の
延
長
に
つ
い
て
被
告
人
に
訴
え
る
権
利
を
与
え
な
い
、

責
任
回
避
の
た
め
の
意
図
的
な
試
み
と
み
る
」
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
権
利
侵
害
が
存
在
な
い
こ
と
に
な
る
。
他
方
で
、
捜
査
機
関

の
目
的
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
拘
束
が
妥
当
な
時
間
の
範
囲
内
か
ど
う
か
で
拘
束
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
法
廷
意
見
の
立
場
か
ら

は
、「
捜
査
機
関
の
行
為
は
、
取
調
べ
の
た
め
の
時
間
稼
ぎ
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
被
告
人
の
行
為
が
善
意
で
も
故
意
で
も
、
そ
の
結

果
は
同
じ
で
あ
る
」
こ
と
に
な
る
）
11
（

。



二
二
六

次
に
、
そ
の
第
二
基
準
、
す
な
わ
ち
、「
採
ら
れ
た
捜
査
手
段
が
、
短
時
間
で
、
捜
査
官
の
抱
い
た
嫌
疑
を
確
か
め
、
そ
れ
を
解
消

す
る
た
め
に
、
合
理
的
に
利
用
で
き
る
侵
害
の
程
度
が
最
も
低
い
手
段
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
基
準
に
つ
い
て
、
ロ
イ
ヤ
ー

判
決
に
お
け
る
法
廷
意
見
は
、
被
告
人
の
バ
ッ
グ
の
中
に
薬
物
が
存
在
す
る
か
を
調
べ
る
の
に
、
空
港
の
事
務
所
へ
被
告
人
を
連
行
し

た
上
で
取
り
調
べ
る
よ
り
も
、
麻
薬
探
知
犬
を
利
用
す
る
方
が
よ
り
迅
速
で
あ
る
こ
と
を
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
捜
査
官
の
行
為
を
無

令
状
の
逮
捕
に
該
当
す
る
と
認
定
し
）
11
（

、
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
の
「
侵
害
の
程
度
が
最
も
低
い
手
段
」
と
い

う
部
分
は
、
前
述
の
シ
ャ
ー
プ
判
決
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
こ
の
基
準
を

用
い
る
と
、「
Ⓐ
な
ぜ
、
二
人
の
捜
査
官
ら
は
、
二
台
の
自
動
車
を
同
じ
場
所
に
停
止
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
Ⓑ
な
ぜ
、

麻
薬
捜
査
官
は
、
別
の
自
動
車
を
停
止
さ
せ
る
代
わ
り
に
、
マ
リ
フ
ァ
ナ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
自
動
車
を
最
初
に
追
跡
し
な
か
っ
た
の

か
、
Ⓒ
な
ぜ
、
薬
物
捜
査
官
の
到
着
を
待
つ
代
わ
り
に
、
州
警
察
官
は
、
自
分
自
身
で
必
要
な
捜
査
を
行
わ
な
か
っ
た
の
か
、
Ⓓ
な
ぜ
、

当
該
地
域
に
お
け
る
他
の
薬
物
捜
査
官
ら
は
、
こ
の
捜
査
に
つ
い
て
、
当
該
麻
薬
捜
査
官
を
援
助
し
な
か
っ
た
の
か
に
関
し
て
政
府
当

局
に
よ
る
説
明
が
な
け
れ
ば
、『
侵
害
の
程
度
が
最
も
低
い
手
段
』
の
証
明
が
存
在
し
な
い
」
こ
と
に
な
り
、
政
府
当
局
に
過
度
な
証

明
責
任
を
課
す
こ
と
に
な
る
の
で
、「
そ
れ
が
存
続
し
続
け
る
こ
と
に
対
し
疑
問
を
投
げ
か
け
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
）
11
（

。

⒝
停
止
行
為
の
場
所
的
限
界

次
に
、
停
止
行
為
の
場
所
的
限
界
を
検
討
す
る
。

テ
リ
ー
判
決
以
前
は
、「
逮
捕
と
い
う
用
語
は
、
人
が
身
柄
拘
束
状
態
に
お
か
れ
た
り
、
完
全
な
自
由
が
制
限
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
場

合
、
そ
し
て
、
人
の
拘
束
が
た
と
え
短
時
間
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
継
続
さ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
」
と
い
う
理
解
か
ら
、
捜
査
官

が
被
疑
者
を
別
の
場
所
に
連
行
し
た
場
合
、
逮
捕
に
あ
た
る
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
テ
リ
ー
判
決
の
判
示
内
容
お
よ
び
先
の
ア
レ
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イ
ン
メ
ン
ト
前
の
手
続
に
関
す
る
模
範
法
典
）
11
（

に
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
判
断
が
今
日
下
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
場
所
に
連
行
し
て
も
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
連
行
先
の
場
所
を
区
別
し
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
警
察
署
以
外
へ
の
連
行
を
検
討
す
る
。
下
級
審
レ
ベ
ル
で
は
、
被
害
者
・
目
撃
者
に
よ
る
被
疑
者
と
犯
人
と
の
同
一
性
確
認

の
た
め
に
、
被
疑
者
が
、
停
止
さ
れ
た
場
所
か
ら
犯
行
現
場
に
連
行
さ
れ
た
場
合
が
問
題
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ

ヴ
教
授
は
、
下
級
審
裁
判
例
を
詳
細
に
検
討
し
、
ⓐ
「
短
距
離
の
被
疑
者
の
連
行
が
そ
の
状
況
を
処
理
す
る
た
め
の
迅
速
な
手
段
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
場
合
に
、
…
被
疑
者
の
連
行
を
是
認
」
す
る
も
の
）
11
（

、
ⓑ
後
述
す
る
ダ
ナ
ウ
ェ
イ
判
決
）
11
（

に
依
拠
し
て
、
当
該
停
止
行

為
を
逮
捕
と
判
断
し
、
相
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
違
憲
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
）
11
（

、
ⓒ
後
述
す
る
ヘ
イ
ズ
判
決
）
11
（

に
依
拠
し
て
、
当
該
停

止
行
為
を
逮
捕
と
判
断
し
、
相
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
違
憲
で
あ
る
と
判
断
す
る
も
の
）
1（
（

が
あ
る
と
さ
れ
た
上
で
、
多
く
の
裁
判
例
が
、

ⓐ
の
立
場
を
採
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
）
11
（

。
た
し
か
に
、
ⓑ
、
ⓒ
の
裁
判
例
に
対
し
て
は
、
こ
の
立
場
が
依
拠
す
る
ダ
ナ
ウ
ェ
イ
判
決
、
ヘ

イ
ズ
判
決
は
、
警
察
署
へ
の
連
行
を
問
題
と
し
た
判
例
で
あ
り
、
犯
行
現
場
へ
の
連
行
の
適
否
が
問
題
と
な
っ
た
場
合
に
こ
れ
に
依
拠

す
る
こ
と
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
、
連
邦
最
高
裁
レ
ベ
ル
で
は
、
取
調
べ
目
的
で
、
空
港
の
事
務
所
に
連
行
さ
れ
た
事
案
で
あ
る
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
が
あ

る
。
事
件
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
空
港
の
捜
査
官
が
、
被
告
人
を
麻
薬
運
搬
人
の
手
配
書
に
合
致
す
る
と
い
う
理
由
で
停

止
さ
せ
、
航
空
券
と
運
転
免
許
証
の
提
示
を
求
め
、
そ
れ
を
調
べ
た
結
果
、
被
告
人
が
偽
名
を
使
っ
て
旅
行
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。
捜
査
官
は
、
そ
の
後
に
麻
薬
捜
査
官
で
あ
る
と
い
う
身
分
を
告
げ
、
被
告
人
に
、
麻
薬
運
搬
の
嫌
疑
を
あ
る
こ
と
を
告
げ
た
。
捜

査
官
ら
は
、
被
告
人
の
同
意
な
し
に
、
メ
イ
ン
コ
ン
コ
ー
ス
か
ら
四
〇
フ
ィ
ー
ト
離
れ
た
事
務
所
に
連
行
し
た
。
一
人
の
捜
査
官
が
被

告
人
と
一
緒
に
事
務
所
に
い
る
間
に
、
も
う
一
人
の
捜
査
官
が
被
告
人
の
荷
物
を
回
収
し
て
事
務
所
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
被
告

人
に
当
該
荷
物
の
捜
索
に
同
意
す
る
か
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
鍵
を
出
し
て
当
該
荷
物
を
開
け
た
。
そ
の
中
に
麻
薬
が
入
っ
て
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い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
最
初
の
停
止
行
為
と
質
問
は
合
憲
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
捜
査
官
の
行
為
の

合
憲
性
は
、
テ
リ
ー
判
決
の
第
二
の
基
準
に
従
っ
て
、「
捜
査
目
的
の
拘
束
は
一
時
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
停
止
の
目
的
を

遂
げ
る
の
に
必
要
な
時
間
を
超
え
て
継
続
し
て
は
な
ら
」
ず
、
か
つ
、「
採
ら
れ
た
捜
査
手
段
が
、
短
時
間
で
、
捜
査
官
の
嫌
疑
を
確

か
め
、
そ
れ
を
解
消
す
る
た
め
に
、
合
理
的
に
利
用
で
き
る
侵
害
の
程
度
が
最
も
低
い
手
段
」
で
判
断
さ
れ
る
と
し
た
上
で
、「
州
当

局
は
、
よ
り
迅
速
な
方
法
で
被
告
人
の
バ
ッ
グ
の
中
身
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ど
う
か
の
問
題
に
触
れ
な
か
っ
た
。
当
裁
判
所
は
、

バ
ッ
グ
の
中
の
禁
制
品
の
存
在
を
調
べ
る
た
め
に
、
訓
練
さ
れ
た
犬
が
利
用
で
き
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
本
件
に
お
い
て
、
こ
の

手
段
が
実
行
不
可
能
で
、
利
用
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
は
な
い
。
も
し
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
被
告

人
と
当
該
バ
ッ
グ
は
、
そ
の
捜
査
手
続
が
行
わ
れ
る
間
、
わ
ず
か
な
期
間
拘
束
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
拘
束
は
全
く
必
要
な
か
っ
た
か
も

し
れ
な
い
」
と
判
示
し
）
11
（

、
よ
り
侵
害
程
度
が
低
い
捜
査
手
段
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
官
に
よ
る
事
務
所
へ
の
連
行
は
、
停

止
・
捜
検
の
ル
ー
ル
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
、
必
要
以
上
に
人
身
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
っ
て
逮
捕
行
為
に
該
当

し
、
相
当
な
理
由
を
有
し
て
い
な
か
っ
た
本
件
に
お
い
て
は
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、
証
拠
排
除
し
た
。
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
は
、
空
港
の

事
務
所
へ
の
連
行
を
逮
捕
に
あ
た
る
と
判
示
し
て
い
る
が
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
は
、「
被
告
人
は
、
捜
査
官

ら
が
同
意
な
く
、
エ
ア
ー
ラ
イ
ン
か
ら
検
査
し
た
荷
物
を
回
収
し
て
き
た
こ
と
を
発
見
し
た
。
公
の
場
所
で
同
意
の
あ
る
検
査
と
し
て

開
始
さ
れ
た
も
の
は
、
事
務
所
に
お
け
る
捜
査
目
的
の
手
続
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
た
。
そ
こ
で
、
先
の
検
査
に
満
足
し
な
か
っ
た
捜
査

機
関
は
、
そ
の
疑
惑
を
解
消
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
捜
査
官
は
、
被
告
人
の
航
空
券
と
運
転
免
許
証
を
保
管
し
て
お
り
、
バ
ッ
グ
も
押

収
し
て
い
た
。
被
告
人
は
、
自
身
の
判
断
に
よ
り
自
由
に
飛
行
機
に
乗
る
こ
と
が
で
き
る
と
告
知
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。」
と
判
示
し

て
）
11
（

、
同
行
の
状
況
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
何
ら
か
の
場
所
へ
の
連
行
を
す
べ
て
逮
捕
と
す
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
本
件
の
よ
う
に
強
制
的
要
素
が
あ
っ
た
場
合
、「
強
制
の
程
度
の
違
い
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
と
き
ど
き
、
た
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と
え
、
そ
の
移
動
先
が
警
察
施
設
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
被
疑
者
の
移
動
が
、
停
止
を
逮
捕
に
変
え
る
と
い
う
結
論
を
正
当
化
す
る

の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
る
）
11
（

。

で
は
、
警
察
署
に
連
行
さ
れ
た
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
、
合
理
的
な
嫌
疑
が
認
め
ら
れ
る
被
告
人
を
、
指
紋
採
取
の
た
め
に
、
警

察
署
に
連
行
し
そ
の
指
紋
を
採
取
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
ヘ
イ
ズ
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、「
当
裁
判
所
は
、
た
と
え
短

時
間
で
あ
っ
て
も
、
捜
査
目
的
で
、
相
当
な
理
由
や
令
状
を
欠
い
て
、
捜
査
機
関
が
、
人
が
そ
の
場
所
に
い
る
権
利
を
有
す
る
住
居
や

他
の
場
所
か
ら
、
そ
の
者
を
強
制
的
に
移
動
し
た
り
、
そ
の
者
を
拘
束
さ
れ
た
場
所
で
あ
る
警
察
署
に
連
行
す
る
場
合
、
憲
法
に
よ
っ

て
守
ら
れ
る
べ
き
一
線
が
越
え
ら
れ
る
と
の
考
え
を
維
持
す
る
。
当
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
身
体
拘
束
は
、
少
な
く
と
も
裁
判
所
の

監
督
下
に
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
逮
捕
と
変
わ
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
逮
捕
は
相
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
に
の
み
憲

法
上
許
容
さ
れ
る
と
い
う
伝
統
的
な
ル
ー
ル
を
援
用
す
る
の
に
十
分
な
事
態
と
な
る
の
で
あ
る
。」
と
判
示
し
）
11
（

、
警
察
署
へ
連
行
を
逮

捕
に
あ
た
り
違
憲
と
し
た
上
で
、
当
該
証
拠
を
排
除
し
た
。
ま
た
、
捜
査
官
が
、
情
報
提
供
者
か
ら
、
被
告
人
が
殺
人
事
件
の
犯
人
で

あ
る
旨
の
情
報
を
獲
得
し
、
合
理
的
な
嫌
疑
に
基
づ
き
被
告
人
を
停
止
さ
せ
、
警
察
署
に
連
行
し
、
ミ
ラ
ン
ダ
警
告
を
与
え
て
取
り
調

べ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
は
犯
行
を
供
述
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
ダ
ナ
ウ
ェ
イ
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、「（
停
止
と
捜
検
と

い
う
）
こ
れ
ら
の
判
例
に
関
係
す
る
、（
時
間
的
に
）
短
く
、（
場
所
的
に
）
狭
く
制
限
さ
れ
た
侵
害
行
為
と
比
べ
て
、
被
告
人
の
拘
束

は
、
重
要
な
点
で
伝
統
的
な
逮
捕
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
告
人
は
、
そ
の
者
が
発
見
さ
れ
た
場
所
で
、
短
時
間
の
尋
問
を

さ
れ
な
か
っ
た
。
代
わ
り
に
、
被
告
人
は
、
隣
人
の
住
居
か
ら
、
パ
ト
カ
ー
に
乗
せ
ら
れ
て
警
察
署
に
連
行
さ
れ
、
取
調
室
に
お
か
れ

た
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
決
し
て
自
由
に
立
ち
去
れ
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
な
か
っ
た
」（
括
弧
内
筆
者
）
と
判
示
し
）
11
（

、
取
調
べ
目
的

の
警
察
署
に
お
け
る
拘
束
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
た
め
に
、
伝
統
的
な
相
当
な
理
由
の
テ
ス
ト
で
は
な
く
、
テ
リ
ー
判
決
の
衡
量
テ
ス
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ト
が
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
州
当
局
の
主
張
を
退
け
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
れ
ば
、
被
告
人
は
本
格
的
な
身

柄
拘
束
状
態
に
お
か
れ
た
の
で
あ
っ
て
単
に
路
上
で
停
止
さ
れ
た
場
合
と
は
異
な
る
か
ら
、
本
件
警
察
署
へ
の
連
行
は
逮
捕
に
あ
た
り
、

こ
れ
を
行
う
に
は
相
当
な
理
由
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
を
欠
い
た
本
件
連
行
は
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、
当
該
自
白
を
排
除
し
た
。

い
ず
れ
の
判
例
も
、
警
察
署
の
連
行
を
、
逮
捕
に
あ
た
り
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
が
、「
警
察
署
に
お
け
る
身
体
拘
束
は
、
逮
捕
の

一
歩
手
前
の
拘
束
状
態
で
あ
り
、
停
止
や
身
体
捜
検
の
よ
う
な
路
上
に
お
け
る
身
体
拘
束
に
比
べ
る
と
、
人
身
の
自
由
に
対
す
る
大
き

な
制
約
で
あ
る
」）
11
（

と
い
う
こ
と
を
理
由
に
、
連
邦
最
高
裁
は
、
権
利
侵
害
性
の
観
点
か
ら
、
警
察
署
へ
の
連
行
を
直
ち
に
逮
捕
に
あ
た

る
と
判
断
し
て
い
る
と
み
る
見
解
が
一
般
的
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
ヘ
イ
ズ
判
決
は
、「
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
の
警
察
署
へ
の
移
動
を
必
要
な
も
の
と
す
る
、
何
ら
か
の
緊
急
状
況
が

存
在
す
る
と
示
す
も
の
は
」
な
い
と
判
示
し
）
11
（

、
無
令
状
の
逮
捕
が
合
憲
と
判
断
さ
れ
る
例
外
の
存
在
を
示
唆
す
る
。
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授

も
、「
そ
れ
が
最
も
安
全
な
手
段
で
あ
る
と
い
う
異
常
な
状
況
は
存
在
す
る
の
で
、
被
拘
束
者
の
警
察
署
へ
の
連
行
が
決
し
て
認
め
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
さ
れ
）
11
（

、
例
外
の
存
在
を
肯
定
さ
れ
た
上
で
、
そ
れ
を
検
討
し
た
裁
判
例
と
し
て
、
捜
査
官
ら

が
被
疑
者
を
停
止
さ
せ
た
現
場
に
、
怒
っ
た
群
衆
が
集
ま
っ
た
後
、
捜
査
機
関
は
被
疑
者
を
警
察
署
に
移
す
こ
と
を
決
定
し
た
と
い

う
事
案
に
お
い
て
、「
修
正
四
条
は
、
捜
査
機
関
に
、
自
身
の
安
全
に
対
す
る
相
当
な
犠
牲
を
払
っ
て
、
現
場
で
捜
査
を
継
続
す
る
か
、

捜
査
を
や
め
る
か
を
選
ぶ
こ
と
を
強
制
し
な
い
の
で
あ
る
。」
と
判
示
し
た
コ
ー
ト
ニ
ー
判
決
）
1（
（

を
挙
げ
る
。

⒞
捜
検
の
限
界

最
後
に
、
捜
検
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

前
述
の
と
お
り
、
テ
リ
ー
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
捜
査
官
が
行
っ
た
捜
検
の
合
憲
性
に
つ
い
て
、「
そ
の
開
始
時
に
、
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捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
」
だ
け
で
は
な
く
、「
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
の
範
囲
に
合
理
的
に
関
係
す
る

か
ど
う
か
」
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
テ
リ
ー
判
決
は
、
捜
検
の
要
件
と
し
て
、
ま
ず
、
自
身
が
警
察
官
で

あ
る
こ
と
を
告
げ
、
合
理
的
な
質
問
を
す
る
こ
と
を
挙
げ
た
上
で
、
そ
の
結
果
、
被
疑
者
が
武
器
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
合
理
的
な

嫌
疑
を
抱
い
た
場
合
、
身
体
保
護
の
目
的
で
（
第
一
の
基
準
）、
着
衣
の
上
か
ら
の
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
う
こ
と
（
第
二
の
基
準
）
を

挙
げ
る
。
第
二
の
基
準
に
つ
い
て
、
捜
査
官
に
、
ま
ず
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
う
こ
と
を
要
求
し
た
の
は
、
捜
査
官
が
、
ま
ず
堅
い
物
を

感
じ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
な
く
、
被
疑
者
の
着
衣
中
の
捜
検
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
最
小
限
度
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

レ
ス
ト
ラ
ン
で
薬
物
常
習
者
数
名
と
話
を
し
て
い
る
、
薬
物
使
用
の
嫌
疑
の
あ
る
被
告
人
を
確
認
し
た
捜
査
官
が
、
被
告
人
に
近
づ

き
、
外
に
出
る
よ
う
に
命
じ
、「
何
を
探
し
て
い
る
の
か
分
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
ポ
ケ
ッ
ト
の
方

に
手
を
動
か
し
た
の
で
、
被
告
人
よ
り
も
早
く
そ
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
、
中
に
入
っ
て
い
た
ヘ
ロ
イ
ン
を
取
り
出
し
た
と
い
う
事

案
で
あ
る
サ
イ
ブ
ロ
ン
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
た
と
え
、
捜
査
官
が
捜
索
の
根
拠
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
捜
査
官
は

「
最
初
に
武
器
に
つ
い
て
の
限
定
さ
れ
た
検
査
を
試
み
ず
、
…
そ
の
手
を
被
告
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
突
っ
込
ん
だ
」
と
い
う
点
に
お

い
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
は
捜
検
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
、
違
憲
で
あ
る
と
判
示
し
、
当
該
証
拠
を
排
除
し
た
（
な
お
、
ラ

フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、「
捜
査
官
が
、
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
の
代
わ
り
に
、
被
疑
者
に
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
を
空
に
す
る
こ
と
を
命
じ
た
に
す
ぎ
な

い
場
合
で
も
、
同
様
の
結
論
に
至
る
で
あ
ろ
う
。」
と
さ
れ
る
）
11
（

。）。
し
か
し
、
サ
イ
ブ
ロ
ン
判
決
は
、
保
護
目
的
の
捜
検
の
す
べ
て
の

場
合
に
、
ま
ず
、
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
サ
イ
ブ
ロ
ン
判
決
以
後
、
連
邦
最
高
裁

は
、
自
動
車
に
座
っ
て
い
る
被
疑
者
が
、
薬
物
を
運
搬
し
て
お
り
、
腰
に
銃
を
着
け
て
い
る
と
い
う
情
報
に
基
づ
き
、
捜
査
官
が
、
被

疑
者
が
開
け
た
窓
ガ
ラ
ス
か
ら
手
を
伸
ば
し
、
被
疑
者
の
ベ
ル
ト
か
ら
銃
を
取
り
上
げ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
ア
ダ
ム
ス
判
決
）
11
（

に
お
い
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て
、「
薬
物
を
運
搬
し
、
武
器
を
隠
し
て
い
る
と
告
げ
ら
れ
、
午
前
二
時
一
五
分
に
犯
罪
多
発
地
帯
で
自
動
車
の
中
に
一
人
で
座
っ
て

い
る
者
の
行
動
を
探
索
す
る
間
、
捜
査
官
は
そ
の
安
全
に
対
す
る
危
険
を
憂
え
る
の
に
十
分
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
被
告
人
の
挙

動
を
よ
り
容
易
に
観
察
す
る
た
め
の
、
捜
査
官
の
降
車
の
要
請
に
従
わ
な
か
っ
た
被
告
人
が
窓
ガ
ラ
ス
を
開
け
た
と
き
、
被
告
人
の
腰

の
銃
は
よ
り
大
き
な
脅
威
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
の
も
と
で
、
銃
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
場
所
に
手
を
伸
ば
し
た

捜
査
官
の
行
為
は
、
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
た
限
定
さ
れ
た
侵
入
を
構
成
す
る
。
我
々
は
、
そ
れ
を
合
理
的
で
あ
る

と
結
論
付
け
る
。」
と
判
示
し
た
）
11
（

。
ア
ダ
ム
ス
判
決
は
、
捜
査
官
が
、
武
器
が
存
在
す
る
確
か
な
場
所
に
関
し
て
、
一
定
の
情
報
を
有

し
て
い
た
場
合
、
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
の
必
要
は
な
い
と
判
示
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
そ
う
で

は
な
い
と
さ
れ
た
上
で
、
ア
ダ
ム
ス
判
決
が
、
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
の
必
要
性
が
な
い
と
し
た
主
た
る
理
由
は
、
捜
査
官
が
情
報
を
得
て
い

た
こ
と
で
は
な
く
、
被
告
人
が
捜
査
官
の
降
車
の
命
令
に
応
じ
ず
、
有
効
な
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
、
捜
査
官

が
本
件
行
為
に
で
る
以
外
に
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
、
捜
査
官
が
情
報
を
得
て
い
た
と
し
て

も
、「
特
定
の
場
所
に
銃
が
存
在
す
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
わ
な
い
理
由
と
は
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
る
）
11
（

。

ア
ダ
ム
ス
判
決
は
、
Ⓐ
テ
リ
ー
判
決
の
停
止
・
捜
検
の
合
憲
性
に
関
す
る
第
二
の
基
準
に
つ
い
て
、
一
つ
の
例
外
を
示
し
た
が
、
下

級
審
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
が
金
属
の
よ
う
に
見
え
る
物
の
つ
い
た
ベ
ル
ト
に
素
早
く
手
を
動
か
し
た
場
合
）
11
（

や
、
捜
査
官
が
手
が
見
え

る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
を
命
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
疑
者
が
突
然
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
動
か
し
た
場
合
の
よ
う
な
、
被
疑
者
が
危

険
と
な
る
挙
動
を
示
し
た
場
合
）
11
（

、
Ⓑ
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
で
は
武
器
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
が
つ
か
な
い
場
合
に
、
捜
査
官
の
安
全
の
確

保
を
理
由
に
例
外
を
認
め
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
な
例
外
に
あ
た
ら
な
い
限
り
、
捜
査
官
は
、
ま
ず
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
テ
リ
ー
判
決

は
、
捜
検
の
目
的
に
つ
い
て
、
単
に
武
器
を
発
見
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、「
捜
査
官
に
対
す
る
暴
行
の
た
め
の
」
武
器
を
発
見
す
る

こ
と
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
の
で
、
捜
検
の
範
囲
と
し
て
被
疑
者
の
身
体
の
す
べ
て
を
含
む
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
武
器
が
隠

さ
れ
て
い
る
と
合
理
的
に
疑
わ
れ
る
場
所
に
限
定
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
捜
検
の
合
憲
性
に
関
す
る
第
一
の
基
準
で
あ
る
、
身
体
保
護
の
目
的
に
例
外
が
認
め
ら
れ
る
か
が
争
わ
れ
た
判
例
も

あ
る
。
捜
検
を
し
た
捜
査
官
が
、
被
疑
者
の
表
の
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
小
さ
な
塊
を
触
知
し
、
そ
の
後
、
さ
ら
な
る
詳
細
な
検
査
に
基
づ

い
て
、
そ
の
塊
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
ケ
ー
ス
か
セ
ロ
フ
ァ
ン
テ
ー
プ
に
包
ま
れ
た
ク
ラ
ッ
ク
コ
カ
イ
ン
の
塊
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
被
告
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
取
り
出
し
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
デ
ィ
ッ
カ
ー
ソ
ン
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁

は
、「（
州
裁
判
所
が
、）
本
件
に
お
け
る
捜
査
官
が
、
テ
リ
ー
判
決
の
も
と
で
許
容
さ
れ
る
、
武
器
に
つ
い
て
の
厳
格
に
制
限
さ
れ
た

捜
索
の
境
界
線
を
越
え
た
と
判
示
し
た
こ
と
は
正
し
い
。
…
本
件
に
お
い
て
、
そ
こ
に
武
器
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
結
論
付
け
た
後
の
、

被
告
人
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
対
す
る
捜
査
官
の
継
続
さ
れ
た
検
査
は
、（
テ
リ
ー
判
決
に
基
づ
く
）
捜
索
の
唯
一
の
正
当
化
事
由
…
す
な
わ

ち
、
捜
査
官
や
近
く
に
い
る
他
の
者
の
保
護
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
…
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
、
テ
リ
ー
判
決
が
許
容
す
る
こ
と
を
明
確

に
拒
否
し
、
…
そ
の
後
の
判
例
に
お
い
て
我
々
が
非
難
し
た
証
拠
漁
り
の
捜
索
（eviden

tiary�search

）
に
あ
た
る
の
で
あ
る
。」（
括

弧
内
筆
者
）
と
判
示
し
て
）
11
（

、
捜
査
官
の
行
為
を
無
令
状
の
（
完
全
な
）
捜
索
と
し
て
違
憲
と
し
、
証
拠
排
除
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
連

邦
最
高
裁
は
こ
の
基
準
に
対
す
る
例
外
を
認
め
ず
、
捜
査
官
が
、
適
法
な
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
に
よ
り
、
明
ら
か
に
武
器
で
は
な
い
物
を
触

知
し
た
場
合
、
そ
れ
に
対
し
て
捜
索
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
デ
ィ
ッ
カ
ー
ソ
ン
判
決
は
、
適
法
な
パ
ッ
ト
ダ
ウ
ン
に
よ
り
、
明
ら
か
に
武
器
で
は
な
い
物
を
触
知
し
た
場
合
、
そ
れ

に
対
し
て
捜
索
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
旨
を
判
示
し
て
い
る
の
で
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、「
捜
査
官
が
、
検
査
し
た
被
疑
者
の
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服
の
中
に
あ
る
物
が
明
ら
か
に
武
器
で
あ
る
可
能
性
を
い
ま
だ
否
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、
当
該
捜
査
官
は
、
争
わ
れ
て
い
る
対
象
物
が

典
型
的
か
つ
明
確
に
武
器
で
あ
る
可
能
性
を
否
定
す
る
時
点
を
超
え
る
ま
で
、
触
知
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
る
）
1（
（

。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
停
止
行
為
の
時
間
的
・
場
所
的
限
界
の
議
論
お
よ
び
捜
検
の
限
界
の
議
論
は
、
当
該
停
止
・
捜
検
が
、
テ
リ

ー
判
決
の
、「
捜
索
・
押
収
が
不
合
理
で
あ
る
か
ど
う
か
」
は
、「
開
始
時
に
捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
（
第
一
の
基

準
）
と
、
そ
れ
が
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
に
合
理
的
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
（
第
二
の
基
準
）」
と
い
う
基
準
の
範
囲
内
に

あ
る
か
否
か
に
関
係
す
る
。
殊
に
第
二
の
基
準
に
つ
い
て
、
停
止
・
捜
検
に
よ
る
権
利
侵
害
の
程
度
が
最
小
限
度
に
留
ま
る
必
要
が
あ

る
か
と
い
う
点
で
判
例
の
変
遷
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
停
止
・
捜
検
と
も
、
身
体
の
安
全
確
保
の
目
的
（
第
一
の
基
準
）
で
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
必
要
な
行
為
（
第
二
の
基
準
）
に
限
り
合
憲
と
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
右
範
囲
を
超
え
る
停

止
・
捜
検
は
、
そ
れ
ぞ
れ
押
収
（
拘
束
）・
捜
索
に
該
当
し
、
令
状
が
な
い
限
り
原
則
と
し
て
違
憲
と
な
る
。

㈡
被
侵
害
者
の
承
諾

次
に
、
被
侵
害
者
の
承
諾
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
緊
急
状
況
等
の
例
外
に
あ
た
ら
な
い
限
り
、
捜
査
機
関
が
相
当
な
理
由
を
有
し
た
と
し
て
も
、
無
令
状
で
家
屋
を

捜
索
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
）
11
（

、
ま
た
、
逮
捕
す
る
た
め
に
無
令
状
で
家
屋
に
立
ち
入
る
こ
と
も
で
き
な
い
）
11
（

。
他
方
で
、
無
令
状
の
捜
索

で
あ
っ
て
も
、
同
意
が
あ
れ
ば
適
法
と
な
る
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
同
意
を
効
率
よ
く
獲
得
し
、
無
令
状
で
捜
索
す
る
と
い
う

捜
査
手
段
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
捜
査
手
段
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
ノ
ッ
ク
ア
ン
ド
ト
ー
ク
ス
（k

n
ock
�

an
d�talk

s

）」
と
い
う
捜
査
手
段
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
捜
査
官
が
あ
る
住
居
の
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
し
、
そ
の
住
居
の
所
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有
者
や
居
住
者
と
話
す
こ
と
を
求
め
、
最
終
的
に
捜
索
の
同
意
を
求
め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
）
11
（

。
こ
の
捜
査
手
段
は
、
捜
査
官
が
そ
の

居
住
者
が
禁
制
品
を
所
持
し
て
い
る
と
い
う
情
報
を
獲
得
し
た
が
、
捜
索
令
状
を
獲
得
す
る
の
に
十
分
な
情
報
を
得
て
い
な
い
場
合
に

用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
捜
査
手
段
に
よ
っ
て
、
相
当
な
数
の
同
意
が
得
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
な
お
、
エ
ッ
シ
ン
ガ
ー

教
授
は
、
こ
の
捜
査
手
段
の
問
題
点
と
し
て
、
そ
の
対
象
の
多
く
が
黒
人
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
背
景
が
任
意
性
判
断
に
一

切
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
）
11
（

。

右
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
前
述
の
と
お
り
、
同
意
が
あ
れ
ば
無
令
状
の
捜
索
で
も
適
法
と
な
る
。
し
か
し
他
方
で
、

当
該
同
意
は
任
意
に
な
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
シ
ュ
ネ
ッ
ク
ロ
ス
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、「
明

示
的
、
黙
示
的
な
同
意
が
実
際
に
任
意
で
あ
っ
た
か
、
強
制
・
脅
迫
の
産
物
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
問
題
は
、
す
べ
て
の
状
況
を
総
合

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
問
題
で
あ
る
。
同
意
を
拒
否
す
る
権
利
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素

の
一
つ
で
あ
る
が
、
政
府
当
局
は
、
有
効
な
同
意
の
不
可
欠
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
認
識
を
証
明
す
る
必
要
は
な
い
。
…
実
際

に
、
当
該
同
意
捜
索
が
、
強
制
的
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
、
関
係
す
る
状
況
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が

そ
の
際
に
、
同
意
す
る
者
の
弱
い
心
理
だ
け
で
な
く
、
巧
妙
で
あ
る
、
捜
査
機
関
に
よ
る
強
制
的
な
質
問
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
…
個
々
の
同
意
の
状
況
の
す
べ
て
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
同
意
が
実
際
に
任
意
的
か
、
強
制
的
か
を
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
同
意
捜
索
に
関
係
す
る
我
々
の
先
例
に
お
い
て
示
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
案
に
お
け
る
特

有
の
事
実
お
よ
び
状
況
を
、
こ
の
よ
う
に
注
意
深
く
検
討
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。」）
11
（

と
判
示
し
、
同
意
が
任
意
的
で
あ
る
か
ど
う
か

の
問
題
は
、
諸
事
情
の
衡
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
し
た
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
ネ
ッ
ク
ロ
ス
判
決
は
、
同
意
者
の
権
利
の
認
識
が
考

慮
さ
れ
る
要
素
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
の
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
要
素
が
考
慮
さ
れ
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。



二
三
六

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、「
任
意
性
の
テ
ス
ト
の
内
在
的
な
不
明
確
性
と
、
連
邦
最
高
裁
の
指
針
に
従
う
と
さ
れ

る
一
方
で
、
自
身
の
価
値
判
断
を
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
加
え
る
事
実
審
お
よ
び
控
訴
裁
判
所
の
自
由
」
を
理
由
に
、「
特
定
の
要
素
の
組

み
合
わ
せ
が
、
必
ず
、
同
意
あ
る
い
は
不
同
意
の
認
定
に
結
び
付
く
と
、
確
信
を
も
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
」
が
、

連
邦
最
高
裁
は
、「
効
果
的
な
刑
事
法
の
（
執
行
の
）
た
め
の
道
具
の
必
要
性
と
、
刑
法
を
、
不
正
の
道
具
と
し
て
用
い
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
い
う
社
会
的
に
深
く
根
差
し
た
考
え
」
と
い
う
「
二
つ
の
対
立
利
益
の
調
和
」
に
よ
っ
て
、
任
意
性
を
判
断
し
て
き
た
と
さ

れ
る
）
11
（

。
そ
し
て
、
具
体
的
に
考
慮
さ
れ
て
き
た
要
素
が
、
捜
索
に
対
す
る
同
意
が
与
え
ら
れ
た
状
況
（
た
と
え
ば
、
捜
査
官
の
行
為
、

捜
査
官
の
数
、
捜
査
官
と
接
触
し
た
時
間
の
長
さ
、
場
所
）
と
、
被
疑
者
の
性
質
（
た
と
ば
、
年
齢
、
成
熟
度
、
教
育
、
知
識
、
経

験
）
で
あ
る
）
11
（

。
そ
し
て
、
当
該
状
況
が
捜
査
官
の
行
為
を
正
当
化
す
る
か
ど
う
か
は
、
捜
査
官
の
主
観
的
な
動
機
に
か
か
わ
ら
ず
、
客

観
的
に
判
断
さ
れ
る
）
1（
（

の
で
、
客
観
的
要
素
か
ら
、
捜
査
官
が
同
意
を
与
え
ら
れ
た
と
合
理
的
に
信
じ
た
場
合
、
当
該
立
ち
入
り
は
違
憲

で
は
な
く
な
る
）
11
（

。

本
稿
で
は
、「
被
疑
者
の
態
度
に
変
遷
が
あ
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
黙
示
の
同
意

を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
、
同
意
が
与
え
ら
れ
た
状
況
の
う
ち
、
特
に
、
同
意
者
の
対
応
に
焦
点
を

あ
て
て
検
討
し
て
み
た
い
。
具
体
的
に
は
、
い
か
な
る
対
応
が
と
ら
れ
た
と
き
に
、
同
意
あ
る
い
は
拒
否
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
か

を
検
討
す
る
。

⒜
態
度
の
変
遷

ま
ず
、
任
意
性
を
判
断
す
る
上
で
、
被
疑
者
の
態
度
の
変
遷
を
ど
の
よ
う
に
考
慮
す
る
の
か
を
検
討
し
た
い
。
被
疑
者
が
真
犯
人
で
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あ
る
場
合
、
捜
査
機
関
の
捜
索
に
対
し
自
ら
進
ん
で
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
実
際
に
は
、
捜
査
官
に
よ
る
説
得
が
な
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
捜
査
機
関
の
説
得
に
欺
罔
等
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
同
意
権
者
が
同
意
し
た
よ
う
な
場
合
、
任
意
の
同
意
と
は
い
え
な
い

こ
と
）
11
（

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
意
思
を
制
圧
す
る
に
至
ら
な
い
程
度
の
説
得
行
為
に
よ
り
、
当
初
拒
否
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
同
意
に

転
ず
る
場
合
や
、
逆
に
、
当
初
同
意
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
拒
否
に
転
ず
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
ど
う
評
価
す
る
か
に
つ
い
て
、

連
邦
最
高
裁
の
明
確
な
指
針
が
な
い
た
め
、
下
級
審
裁
判
例
を
検
討
す
る
。

当
初
拒
否
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
同
意
に
転
ず
る
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
飛
行
機
全
体
の
捜
索
を
、
そ

れ
が
自
身
の
所
有
物
で
な
い
こ
と
を
理
由
に
拒
否
し
て
い
た
被
告
人
が
、
そ
の
後
飛
行
機
内
に
あ
っ
た
自
身
の
所
有
物
の
捜
索
に
同
意

し
た
場
合
に
、
こ
れ
を
有
効
な
同
意
と
し
た
裁
判
例
）
11
（

、
当
初
拒
否
し
て
い
た
被
告
人
が
、
捜
査
官
に
よ
る
捜
査
の
性
質
に
つ
い
て
の
継

続
的
な
説
明
と
、
ト
ラ
ン
ク
内
で
発
見
さ
れ
た
物
を
他
罪
の
証
拠
と
し
て
用
い
な
い
と
い
う
約
束
の
も
と
同
意
し
た
場
合
に
、
こ
れ
を

有
効
な
同
意
と
し
た
裁
判
例
）
11
（

を
検
討
し
た
上
で
、
下
級
審
裁
判
例
は
、「（
被
告
人
が
）
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
が
な
い
場
合
、

当
初
同
意
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
者
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
（
そ
の
後
の
）
同
意
は
、
信
用
さ
れ
な
い
」）
11
（

（
括
弧
内
筆
者
）
と
し
て
い

る
と
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
当
初
同
意
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
拒
否
に
転
ず
る
場
合
は
ど
う
か
。
こ
の
点
、「
捜
索
の
同
意
は
取
り
消
す
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
者
が
捜
索
が
完
成
す
る
前
の
同
意
を
有
効
に
取
り
消
せ
ば
、
捜
査
機
関
は
そ
の
同
意
に
依
拠
し
て
、
そ
の

後
捜
索
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
）
11
（

。
こ
の
撤
回
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
が
、
被
告
人
か
ら
口
頭
で
任
意
の
同
意
を
獲
得

し
た
後
、
同
意
書
面
に
署
名
す
る
こ
と
を
求
め
た
が
、
こ
れ
が
拒
否
さ
れ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
下
級
審
裁
判
例
）
11
（

は
、
後
の
拒
否

は
先
の
口
頭
で
の
同
意
に
疑
い
を
向
け
、
口
頭
で
の
同
意
が
任
意
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
際
に
、
考
慮
さ
れ
る
べ
き
要
素
で
あ
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る
が
、
先
の
口
頭
で
の
同
意
の
撤
回
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
同
意
が
な
け
れ

ば
直
ち
に
捜
索
は
違
憲
と
な
る
こ
と
か
ら
、
当
初
の
同
意
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
の
程
度
具
体
的
に
行
動
し
た

場
合
に
撤
回
に
あ
た
る
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
）
11
（

が
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
当
初
住
居
へ
の
立
ち
入
り
の
み
を
許
可
し
た
被
告
人
が
、

当
該
住
居
全
体
の
捜
索
を
拒
否
し
た
場
合
に
、
後
の
要
請
に
対
し
ノ
ー
を
言
う
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
当
初
の
要
請
が
強
制
で
は
な

か
っ
た
こ
と
を
指
し
示
す
と
し
た
裁
判
例
）
11
（

を
挙
げ
ら
れ
た
上
で
、
後
の
行
為
が
当
初
の
同
意
の
撤
回
と
判
断
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
、

「
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
が
な
い
」
限
り
、
当
初
の
同
意
の
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
と
さ
れ
る
。

⒝
黙
示
の
同
意

捜
査
機
関
が
、
黙
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
を
作
出
し
た
と
い
え
る
場
合
に
は
、
黙
示
の
同
意
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、
同
意
は
必

ず
し
も
明
示
的
な
も
の
で
な
く
、
黙
示
的
な
も
の
で
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ビ
ス
ウ
ェ
ル
判

決
）
1（
（

に
お
い
て
、
あ
る
者
が
「
広
く
規
制
さ
れ
た
事
業
を
営
む
」
場
合
、「
自
身
の
事
業
が
有
効
な
立
ち
入
り
検
査
を
受
け
る
で
あ
ろ
う

と
い
う
認
識
で
、
事
業
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
」
り
、「
規
制
さ
れ
た
事
業
の
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
は
、
事
実
上
、
自
身
に
課
せ
ら
れ
た
規

制
に
同
意
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
会
社
へ
の
執
行
官
の
検
査
を
合
憲
と
判
示
し
て
お
り
、
黙
示
の
同
意
を
認

め
て
い
る
）
11
（

。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
黙
示
の
同
意
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
は
、
学
説
上
批
判
が
強
い
。
た
と
え
ば
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ

教
授
は
、「
人
が
あ
る
行
為
を
し
た
場
合
、
執
行
官
に
よ
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
へ
の
侵
入
行
為
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
、
そ

の
後
、
実
際
に
そ
の
こ
と
を
し
た
と
い
う
理
由
の
み
で
、
…
同
意
が
存
在
す
る
」
と
し
て
し
ま
う
と
、「
報
道
機
関
で
あ
る
ラ
ジ
オ
や

テ
レ
ビ
が
、
午
後
一
一
時
以
後
、
公
道
で
す
べ
て
の
者
が
捜
索
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
を
公
衆
に
対
し
て
ア
ナ
ウ
ン
ス
す
れ
ば
、
そ
の
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こ
と
の
み
を
理
由
に
、
捜
査
機
関
は
、
そ
の
よ
う
な
捜
索
を
受
け
る
と
い
う
黙
示
の
同
意
の
理
論
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
」
し
、「
黙
示
の
同
意
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
あ
る
憲
法
上
の
権
利
の
行
使
が
別
の
権
利
の
放
棄
を
意
味
し
な
い
と
い

う
基
本
的
な
概
念
と
し
ば
し
ば
衝
突
す
る
」
こ
と
に
な
る
と
さ
れ
る
）
11
（

。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
意
識
し
て
か
下
級
審
裁
判
例

は
、
黙
示
の
同
意
を
認
定
す
る
場
合
を
限
定
し
て
い
る
。
以
下
場
合
分
け
し
て
下
級
審
裁
判
例
を
検
討
す
る
。

ま
ず
、
一
定
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
行
為
者
に
、
無
条
件
で
捜
索
を
許
容
さ
せ
る
規
定
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
行
為
を
行
う
こ

と
が
黙
示
の
同
意
と
な
る
か
を
検
討
す
る
。
ア
ノ
バ
イ
ル
判
決
）
11
（

に
お
い
て
、
競
馬
関
係
業
の
営
業
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
許
可
証
を

得
る
条
件
と
し
て
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
ギ
ャ
ン
ブ
ル
関
係
業
を
取
り
扱
う
部
局
（R

acin
g
�an
d�W
ag
erin
g
�B
oard

）
が
、
原
告
に
、

そ
の
住
居
や
競
馬
場
の
寄
宿
舎
の
捜
索
に
対
し
異
議
を
唱
え
る
権
利
の
放
棄
を
要
求
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
、
裁
判
所
は
、
行
政
検
査

の
直
接
的
な
分
析
に
基
づ
い
て
、
そ
の
よ
う
な
捜
索
は
不
合
理
で
あ
る
と
認
定
し
た
後
、「
許
可
証
の
申
請
時
に
、
権
利
を
放
棄
さ
せ

る
規
定
を
備
え
る
州
当
局
の
要
求
は
不
合
理
で
あ
り
、
我
々
は
、
原
告
の
年
一
回
の
許
可
証
の
申
請
を
有
効
な
同
意
と
解
す
る
こ
と
を

退
け
る
。」
と
判
示
し
た
。
ま
た
、
マ
ン
ハ
ン
判
決
）
11
（

に
お
い
て
も
、
囚
人
の
面
会
人
は
捜
索
を
受
け
る
と
記
載
さ
れ
た
標
識
を
通
過
し

た
、
面
会
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
捜
索
に
つ
い
て
、
当
該
通
過
行
為
が
黙
示
の
同
意
に
あ
た
る
か
を
判
断
せ
ず
に
、
別
の
理
由
か
ら
当

該
捜
索
を
合
憲
と
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
下
級
審
は
、「
捜
索
が
違
法
と
な
る
一
定
の
状
況
の
も
と
で
も
、
人
は
捜
索
に
対
し
黙

示
的
に
同
意
す
る
と
規
定
す
る
法
律
を
、
立
法
府
が
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
す
る
こ
と
は
、
修
正
四
条
の
規
定
を
回
避
す

る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
場
合
は
、「
捜
索
が
行
わ
れ
る
状
況
に
つ
い
て
、
事
前
の
告
知
が
与
え
ら
れ

た
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
の
テ
ス
ト
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
捜
索
が
、
修
正
四
条
の
合
理
性
の
規
定
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
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の
み
を
判
断
」
し
、
当
該
検
査
が
不
合
理
で
あ
れ
ば
、
黙
示
の
同
意
を
認
め
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
一
定
の
行
為
を
行
う
た
め

に
、
無
条
件
で
捜
索
を
許
容
さ
せ
る
規
定
が
存
在
す
る
場
合
は
、「
同
意
が
明
確
に
要
求
さ
れ
る
」
場
合
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
）
11
（

。

次
に
、
当
該
状
況
に
お
け
る
事
実
か
ら
黙
示
の
同
意
が
推
定
さ
れ
る
場
合
を
検
討
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
ヒ
ル
ト
ン
判
決
）
11
（

は
、

あ
る
女
性
が
、
自
身
の
ア
パ
ー
ト
内
に
以
前
交
際
し
て
い
た
男
が
銃
を
も
っ
て
立
て
こ
も
っ
た
た
め
、
助
け
を
求
め
て
警
察
に
通
報
し

た
場
合
、
女
性
に
立
ち
入
り
の
許
可
を
求
め
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
同
意
は
推
定
さ
れ
る
と
判
示
し
、
ま
た
、
ブ
ラ
ウ
ン
判
決
）
11
（

も
、
当

該
住
居
の
所
有
者
で
あ
る
被
告
人
が
、
捜
査
官
を
殺
人
の
犯
行
現
場
で
あ
る
自
宅
に
呼
び
出
し
、
当
該
犯
行
は
第
三
者
に
よ
っ
て
犯
さ

れ
た
と
主
張
し
た
場
合
、
被
告
人
は
、
犯
罪
の
捜
査
に
合
理
的
に
関
係
す
る
建
物
を
捜
索
す
る
目
的
で
、
捜
査
官
の
立
ち
入
り
を
許
容

し
た
と
判
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
裁
判
例
は
、
同
意
権
者
自
ら
捜
査
機
関
に
連
絡
を
し
て
お
り
、
捜
査
官
の
立
ち
入
り
の
要
請
が
な
か
っ

た
と
し
て
も
、
事
実
上
同
意
が
推
定
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
れ
に
対
し
、
黙
示
の
同
意
を
否
定
し
た
裁
判
例
と
し
て
シ
ャ
イ
ブ
判
決
）
11
（

が
あ
る
。
シ
ャ
イ
ブ
判
決
の
事
件
概
要
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
捜
査
機
関
は
、
団
地
に
お
い
て
、
あ
る
男
を
探
し
て
、
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ゲ
ー
ト
の
ブ
ザ
ー
を
押
し
た
。
被
告
人
は
、
イ
ン
タ

ー
フ
ォ
ン
越
し
に
、
そ
こ
に
い
る
の
は
誰
だ
と
尋
ね
た
が
、
捜
査
官
ら
は
返
事
を
し
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
ゲ
ー
ト
が
開
い
て
、
捜
査

官
ら
は
中
に
立
ち
入
っ
た
。
捜
査
官
ら
は
玄
関
の
広
間
に
立
ち
入
り
、
被
告
人
は
、
自
宅
の
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
家
を
出
た
。
捜
査
官

は
、
被
告
人
を
発
見
し
、
自
身
が
捜
し
て
い
る
男
が
中
に
い
る
か
ど
う
か
を
尋
ね
た
。
被
告
人
は
向
き
を
か
え
て
、
ド
ア
を
開
け
た
ま

ま
自
宅
に
入
っ
た
。
捜
査
官
も
追
随
し
た
。
そ
こ
で
、
捜
査
官
は
自
身
が
捜
し
て
い
る
男
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
が
、
被
告
人
が
銀
行

詐
欺
を
犯
し
た
と
い
う
証
拠
を
発
見
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
本
件
原
審
は
、
被
告
人
は
自
身
が
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
に

し
て
部
屋
に
入
っ
た
と
き
に
、
捜
査
官
に
対
し
、
自
身
の
ア
パ
ー
ト
に
立
ち
入
り
捜
索
さ
せ
る
と
い
う
「
黙
示
の
招
き
い
れ
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（in
vitation

）」
を
行
っ
た
と
判
示
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
第
九
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、
同
意
は
明
確
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

黙
示
の
同
意
は
簡
単
に
推
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
し
た
上
で
、「
捜
査
機
関
の
所
持
す
る
令
状
の
代
わ
り
に
、
開
か
れ
た
ド
ア
が

認
め
ら
れ
る
行
為
の
範
囲
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
捜
査
機
関
が
単
な
る
黙
認
か
ら
同
意
を
推
定
し
た
場
合
、

開
か
れ
た
ド
ア
が
、
捜
査
機
関
に
、
明
示
的
な
要
請
を
欠
い
て
住
居
に
立
ち
入
る
法
的
な
根
拠
を
与
え
る
と
い
う
根
拠
は
存
在
し
な
い
。

我
々
は
、
た
と
え
ド
ア
が
開
い
た
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
ず
立
ち
入
り
の
許
可
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
他
人
が
自
分
の
家
に
立

ち
入
る
と
は
思
わ
な
い
。
立
ち
入
り
を
求
め
る
こ
と
な
く
捜
査
機
関
が
立
ち
入
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
す
る
権
限
が
あ
る
と
い
う
考
え
を

創
設
す
る
こ
と
に
な
る
。『
同
意
が
バ
ッ
ジ
の
色
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
と
い
う
状
況
で
は
、
黙
示
的
な
強
制
が
あ
る
』
と
い
う
当

裁
判
所
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
我
々
は
、
捜
査
官
ら
の
被
告
人
の
住
居
へ
の
強
引
な
立
ち
入
り
に
異
議
を
申
し
立
て
な
か
っ
た
こ
と
を
、

黙
示
的
な
任
意
の
同
意
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
権
力
へ
の
服
従
を
指
し
示
す
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
よ
う
な
服
従
は
有
効
な
同
意
で

は
な
い
。」
と
判
示
し
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
そ
の
後
の
裁
判
例
）
（11
（

も
捜
査
官
に
よ
る
立
ち
入
り
の
要
請
が
な
い
場
合
、
無
令
状
の
立

ち
入
り
行
為
を
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。

当
該
裁
判
例
は
、
同
意
は
原
則
と
し
て
、
明
示
的
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
つ
つ
も
、
一
定
の
範
囲
で
黙
示
の
同
意
を
認

め
て
い
る
。
し
か
し
、
黙
示
の
同
意
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
明
示
の
要
請
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
、
シ
ャ
イ
ブ
判
決
に
お
い
て
、
捜
査
官
ら
に
よ
る
明
示
的
な
要
請
が
存
在
す
れ
ば
、
ド
ア
を
開
け
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
い
う
被
告
人
の
消
極
的
な
行
為
が
、
黙
示
の
同
意
を
推
定
す
る
要
素
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
検
討
し
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
黙
示
の
同
意
に
つ
い
て
は
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
黙
示
の
拒
否
に
つ
い
て

の
議
論
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
同
意
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
、
原
則
と
し
て
無
令
状
の
捜
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索
は
直
ち
に
修
正
四
条
違
反
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同
意
権
者
が
明
示
的
に
同
意
あ
る
い
は
拒
否
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
黙
示
の
同
意
の

有
無
を
論
ず
れ
ば
た
り
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
黙
示
の
拒
否
と
い
う
概
念
を
認
め
ざ
る

を
得
な
い
場
合
も
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、（
共
同
管
理
権
を
有
す
る
）
第
三
者
が
行
っ
た
同
意
の
影
響
力
が
問
題
さ
れ
て
い
る
）
（1（
（

が
、
連
邦
最
高
裁
は
、
ラ
ン
ド
ル
フ
判
決
）
（10
（

に
お
い
て
、
被
告
人
の
妻
に
よ
っ
て
捜
査
官
に
与
え
ら
れ
た
同
意
を
根
拠
と
す
る
、
夫
の
住

居
の
無
令
状
の
捜
索
は
、
物
理
的
に
そ
の
場
所
に
お
り
、
明
確
に
同
意
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
被
告
人
に
対
し
て
は
違
憲
で
あ
る
と
判

示
し
た
た
め
、
同
意
権
者
が
明
示
的
に
同
意
あ
る
い
は
拒
否
を
し
な
か
っ
た
場
合
、
第
三
者
が
し
た
同
意
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
そ
の

態
度
が
黙
示
の
拒
否
に
あ
た
る
か
を
検
討
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
検
討
し
た
裁
判
例
が
マ
ッ
カ
ー
レ
ル
判
決
）
（10
（

で
あ
る
。
事
件
概
要
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
捜
査
官
ら
は
、
被
告
人
に
は
薬
物
及
び
銃
器
所
持
で
未
執
行
の
逮
捕
令
状
が
存
在
す

る
と
い
う
匿
名
の
通
報
に
基
づ
き
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
、
被
告
人
宅
を
捜
索
す
る
こ
と
に
し
た
。
お
お
よ
そ
二
週
間
後
、
被
告
人
が

自
宅
に
い
る
と
い
う
情
報
を
受
け
、
捜
査
官
ら
は
被
告
人
宅
へ
赴
き
、
来
意
の
告
知
を
行
っ
た
。
被
告
人
は
、
す
ぐ
に
ガ
レ
ー
ジ
の
ド

ア
を
閉
じ
、
玄
関
の
ド
ア
を
閉
じ
当
該
住
居
に
立
て
こ
も
っ
た
。
そ
の
後
、
被
告
人
の
妻
が
当
該
住
居
か
ら
出
て
き
た
。
捜
査
官
は
、

妻
の
持
っ
て
い
た
携
帯
電
話
で
被
告
人
と
会
話
し
た
。
捜
査
官
は
、
会
話
の
内
容
か
ら
、
被
告
人
が
懸
念
し
て
い
た
の
は
そ
の
逮
捕

で
あ
る
と
認
識
し
た
。
携
帯
電
話
で
の
や
り
取
り
の
後
、
住
居
か
ら
出
て
き
た
被
告
人
は
直
ち
に
逮
捕
さ
れ
、
警
察
署
に
連
行
さ
れ
た
。

そ
の
際
に
、
捜
査
官
ら
は
、
被
告
人
に
当
該
住
居
の
捜
索
の
同
意
を
求
め
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。
被
告
人
の
連
行
後
、
捜
査
官
ら
は

妻
か
ら
同
意
を
得
て
被
告
人
宅
を
捜
索
し
、
銃
器
を
発
見
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
捜
査
官
ら
が
来
意
告
知

を
し
た
後
、
直
ち
に
ド
ア
を
閉
じ
当
該
住
居
に
立
て
こ
も
っ
た
こ
と
は
、
黙
示
の
拒
否
に
あ
た
る
の
で
、
そ
の
後
妻
か
ら
同
意
を
得
た

と
し
て
も
、
捜
査
官
ら
の
行
為
は
ラ
ン
ド
ル
フ
判
決
の
判
旨
に
反
し
、
違
法
で
あ
る
旨
を
主
張
し
た
。
第
十
区
巡
回
控
訴
裁
判
所
は
、

ラ
ン
ド
ル
フ
判
決
は
同
意
権
者
の
明
確
な
拒
否
が
あ
っ
た
が
、
本
件
に
お
い
て
、
被
告
人
は
、
捜
査
官
ら
が
当
該
住
居
に
到
着
し
た
と
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き
、
捜
査
官
ら
に
住
居
か
ら
出
て
行
け
と
決
し
て
言
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告
人
が
捜
査
官
と
電
話
で
話
し
た
と
き
、
逮
捕
令
状
に
つ

い
て
は
触
れ
た
が
、
捜
索
可
能
性
に
つ
い
て
は
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
等
を
理
由
に
、
被
告
人
の
唯
一
の
関
心
は
自
身
の
逮
捕
に
あ
り
、

当
該
住
居
の
捜
索
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
被
告
人
の
行
為
を
捜
索
に
対
す
る
黙
示
の
拒
否
と
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

被
告
人
の
拒
否
を
前
提
と
す
る
ラ
ン
ド
ル
フ
判
決
を
適
用
で
き
な
い
と
し
て
、
被
告
人
の
主
張
を
退
け
、
捜
査
官
ら
の
行
為
を
適
法
と

し
た
。
本
判
決
は
、
黙
示
の
拒
否
の
概
念
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
本
件
事
案
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
を
否
定
し
た
。
ど
の

よ
う
な
事
情
が
存
在
し
た
場
合
に
、
黙
示
の
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
か
は
今
後
の
裁
判
例
の
展
開
を
待
つ
ほ
か
な
い
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
適
法
な
説
得
行
為
に
よ
り
、
当
初
拒
否
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
同
意
に
転
ず
る
場
合
、

「
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
が
な
」
い
限
り
そ
の
同
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
当
初
同
意
し
て
い

た
者
が
そ
の
後
拒
否
に
転
ず
る
こ
と
は
、
当
初
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
当
初
口
頭
で
同
意
し
た
者
が

そ
の
後
同
意
書
面
に
署
名
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
だ
け
で
は
、
当
初
の
同
意
の
撤
回
に
は
あ
た
ら
ず
、
当
初
の
同
意
の
任
意
性
判
断
の

一
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、「
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
が
な
」
い
限
り
そ
の
同
意
の
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
黙
示
の
同
意
・
拒
否
と
い
う
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
限
定
さ
れ

て
い
る
。
黙
示
の
同
意
は
、
一
定
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
無
条
件
で
捜
索
を
許
容
さ
せ
る
規
定
が
存
在
す
る
場
合
、「
同
意
が
明
確

に
要
求
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
は
黙
示
の
同
意
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
捜
査
官
に
よ
る
立
ち

入
り
の
要
請
が
な
い
場
合
、
黙
示
の
同
意
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
当
該
状
況
に
お
け
る
事
実
か
ら
同
意
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
場
合
、

す
な
わ
ち
、
同
意
権
者
自
ら
捜
査
機
関
に
連
絡
を
し
た
場
合
に
は
、
捜
査
官
に
よ
る
立
ち
入
り
の
要
請
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
黙
示

の
同
意
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
黙
示
の
拒
否
は
そ
の
概
念
を
認
め
る
必
要
性
が
乏
し
い
た
め
、
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
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が
、
第
三
者
が
捜
索
に
同
意
し
た
場
合
と
い
う
か
な
り
限
定
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

三
．
日
本
法
へ
の
示
唆

㈠
ア
メ
リ
カ
法
総
括

以
上
検
討
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
法
を
総
括
す
る
。

ま
ず
、
停
止
行
為
の
時
間
的
・
場
所
的
限
界
お
よ
び
捜
検
の
限
界
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
議
論
は
、
当
該
停
止
・
捜
検
が
、
テ
リ

ー
判
決
の
、「
捜
索
・
押
収
が
不
合
理
で
あ
る
か
ど
う
か
」
は
、「
開
始
時
に
捜
査
官
の
行
為
が
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
（
第
一
の

基
準
）
と
、
そ
れ
が
最
初
の
干
渉
を
正
当
化
す
る
状
況
に
合
理
的
に
関
係
す
る
か
ど
う
か
（
第
二
の
基
準
）」
と
い
う
基
準
の
範
囲
内

に
あ
る
か
否
か
に
関
係
す
る
。
殊
に
第
二
の
基
準
に
つ
い
て
、
停
止
・
捜
検
に
よ
る
権
利
侵
害
の
程
度
が
最
小
限
度
に
留
ま
る
必
要
が

あ
る
か
と
い
う
点
で
判
例
の
変
遷
が
あ
っ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
停
止
・
捜
検
と
も
、
身
体
の
安
全
確
保
の
目
的
（
第
一
の
基
準
）
で
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
必
要
な
行
為
（
第
二
の
基
準
）
に
限
り
合
憲
と
し
て
い
る
点
で
共
通
す
る
。
そ
し
て
、
右
範
囲
を
超
え
る
停

止
・
捜
検
は
、
そ
れ
ぞ
れ
押
収
（
拘
束
）・
捜
索
に
該
当
し
、
令
状
が
な
い
限
り
原
則
と
し
て
違
憲
と
な
る
。

次
に
、
同
意
捜
索
に
お
け
る
同
意
の
任
意
性
に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
適
法
な
説
得
行
為
に
よ
り
、
当
初
拒
否
し
て
い
た
者

が
そ
の
後
同
意
に
転
ず
る
場
合
、「
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
が
な
い
」
限
り
そ
の
同
意
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
当
初
同
意
し
て
い
た
者
が
そ
の
後
拒
否
に
転
ず
る
こ
と
は
、
当
初
の
同
意
を
撤
回
す
る
こ
と
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の

の
、
当
初
口
頭
で
同
意
し
た
者
が
そ
の
後
同
意
書
面
に
署
名
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
だ
け
で
は
、
当
初
の
同
意
の
撤
回
に
は
あ
た
ら
ず
、
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証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

当
初
の
同
意
の
任
意
性
判
断
の
一
要
素
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
、「
態
度
の
変
更
を
明
ら
か
に
す
る
理
由
が
な
」
い
限
り
そ
の

同
意
の
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
で
は
黙
示
の
同
意
・
拒
否
と
い
う
概
念
が
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
限
定
さ
れ

て
い
る
。
黙
示
の
同
意
は
、
一
定
の
行
為
を
行
う
た
め
に
、
無
条
件
で
捜
索
を
許
容
さ
せ
る
規
定
が
存
在
す
る
場
合
、「
同
意
が
明
確

に
要
求
さ
れ
る
」
こ
と
か
ら
、
そ
の
行
為
を
行
う
こ
と
は
黙
示
の
同
意
と
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
原
則
と
し
て
、
捜
査
官
に
よ
る
立
ち

入
り
の
要
請
が
な
い
場
合
、
黙
示
の
同
意
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
当
該
状
況
に
お
け
る
事
実
か
ら
同
意
の
存
在
が
推
定
さ
れ
る
場
合
、

す
な
わ
ち
、
同
意
権
者
自
ら
捜
査
機
関
に
連
絡
を
し
た
場
合
に
は
、
捜
査
官
に
よ
る
立
ち
入
り
の
要
請
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
黙
示

の
同
意
は
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
黙
示
の
拒
否
は
そ
の
概
念
を
認
め
る
必
要
性
が
乏
し
い
た
め
、
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い

が
、
第
三
者
が
捜
索
に
同
意
し
た
場
合
と
い
う
か
な
り
限
定
的
な
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

㈡
日
本
法
へ
の
示
唆

次
に
、
前
述
の
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
に
日
本
法
を
考
え
て
み
た
い
。

前
述
の
と
お
り
、「
違
法
の
重
大
性
」
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
㋐
無
令
状
の
強
制
処
分
が
な
さ
れ
れ
ば
直
ち
に
こ
れ
に
あ
た
る
と
み

る
見
解
と
、
㋑
無
令
状
の
強
制
処
分
と
い
う
だ
け
で
は
こ
れ
に
は
あ
た
ら
ず
、
諸
要
素
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
決
す
る
と
み
る
見
解
と

が
対
立
し
て
お
り
、
㋐
の
見
解
と
平
成
二
一
年
決
定
と
の
整
合
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
侵
害
さ
れ
た
権
利
の
内
容
に
着
目
す
る
必
要
が

あ
っ
た
。
た
し
か
に
、
下
級
審
裁
判
例
に
お
い
て
「
違
法
の
重
大
性
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
は
、
所
持
品
検
査
の
場
合
よ
り
も
任
意
同

行
の
場
合
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
た
め
、
下
級
審
裁
判
例
は
、「
違
法
の
重
大
性
」
の
判
断
に
お
い
て
権
利
の
内
容
を
重
視
し
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て
い
る
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
に
お
い
て
「
違
法
の
重
大
性
」
が
肯
定
さ
れ
た
事
案
は
一

件
し
か
な
く
、
所
持
品
検
査
が
違
法
と
さ
れ
た
事
案
、
任
意
同
行
が
違
法
と
さ
れ
た
事
案
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、「
違
法
の
重
大
性
」

が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
最
高
裁
が
下
級
審
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
か
明
ら
か
で
は
な
い
。

そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
議
論
を
み
て
み
る
と
、
連
邦
最
高
裁
は
、
排
除
法
則
を
、
証
拠
収
集
行
為
が
違
憲
で
あ
る
場
合
に
適

用
す
る
と
し
た
上
で
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し
た
停
止
・
捜
検
は
、
押
収
（
拘
束
）・
捜
索
の
例
外
と
さ
れ
合
憲
で
あ
る
が
、
右
範
囲

を
超
え
る
停
止
・
捜
検
は
令
状
が
な
い
限
り
原
則
と
し
て
違
憲
と
な
り
、
排
除
法
則
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ

と
は
、
連
邦
最
高
裁
は
原
則
と
し
て
違
憲
で
あ
れ
ば
証
拠
排
除
を
認
め
る
の
で
、
無
令
状
の
押
収
（
拘
束
）
と
捜
索
と
で
区
別
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
連
邦
最
高
裁
は
、
排
除
法
則
の
適
用
を
判
断
す
る
上
で
権
利
の
内
容
の
違
い
に
着
目
し
て
い

な
い
と
い
え
よ
う
。

右
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
参
考
に
、
わ
が
国
の
最
高
裁
判
例
を
検
討
す
る
。
最
高
裁
は
、
昭
和
五
三
年
判
決
に
お
い
て
、
刑
訴
法
一
条

の
解
釈
と
し
て
排
除
法
則
を
認
め
、
排
除
法
則
を
適
用
す
る
基
準
と
し
て
「
証
拠
物
の
押
収
等
の
手
続
に
、
憲
法
三
五
条
及
び
こ
れ
を

受
け
た
刑
訴
法
二
一
八
条
一
項
等
の
所
期
す
る
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
」
の
存
在
を
挙
げ
た
。
そ
し
て
、

「
憲
法
三
五
条
」
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
修
正
四
条
に
類
似
す
る
。
も
し
、「
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
」
を
「
令
状
主
義
に
反
す

る
」
と
解
し
、
無
令
状
の
強
制
処
分
を
「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
、
捜
査
機
関
の
行
為

が
憲
法
上
の
「
捜
索
」、「
逮
捕
」
に
あ
た
る
か
否
か
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
考
え
れ
ば
、
㋐
の
見
解
を

採
っ
た
上
で
、「
違
法
の
重
大
性
」
を
判
断
す
る
際
に
権
利
の
内
容
の
違
い
に
着
目
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ

う
す
る
と
、
や
は
り
、
㋑
の
見
解
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

ま
た
、
被
告
人
の
諾
否
に
つ
い
て
、
前
述
の
と
お
り
、
最
高
裁
は
明
示
の
承
諾
も
拒
否
も
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
状
況
か
ら

黙
示
の
承
諾
・
拒
否
を
認
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
認
定
す
る
意
義
は
、
最
高
裁
の
判
断
が
三
段
階
、
す
な
わ
ち
、

⑴
適
法
、
⑵
違
法
で
あ
る
が
「
重
大
な
違
法
」
で
は
な
い
、
⑶
「
重
大
な
違
法
」
に
分
か
れ
て
お
り
、
前
述
の
と
お
り
、
最
高
裁
が
明

示
の
承
諾
も
拒
否
も
な
い
場
合
を
一
括
し
て
⑵
に
あ
た
る
と
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
は
、
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
私
見
か
ら
は
、
最
高
裁
は
、
明
示
・
黙
示
の
承
諾
を
⑴
、
黙
示
の
拒
否
を
⑵
、
明
示
の
拒
否
を
⑶
に
あ
た
る
と
解
し
て
い
る

と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
黙
示
の
承
諾
は
認
め
る
も
の
の
、
原
則
と
し
て
黙
示
の
拒
否
は
認
め
な
い
。
前
述
の
と
お

り
、
認
め
る
必
要
性
が
乏
し
い
か
ら
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
、
黙
示
の
承
諾
と
拒
否
と
で
は
法
的
効
果
が
異
な
る
の
で
、
黙
示
の
拒
否

を
認
定
す
る
必
要
性
が
大
き
い
と
い
え
よ
う
。
む
ろ
ん
、「
重
大
な
違
法
」
に
あ
た
る
か
否
か
は
、
被
告
人
の
承
諾
の
有
無
だ
け
で
は

決
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
最
高
裁
は
、「
違
法
の
重
大
性
」
の
判
断
に
お
い
て
、
前
述
し
た
諸
要
素
を
考
慮
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な
け
れ
ば
、「
違
法
の
重
大
性
」
が
肯
定
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
（10
（

。

そ
し
て
、
諾
否
の
変
遷
が
任
意
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
前
述
の
と
お
り
、
わ
が
国
の
最
高
裁
も
ア
メ
リ
カ
の
下
級
審
裁
判
例
と

同
様
に
、「
態
度
を
変
更
す
る
明
ら
か
な
理
由
」
を
基
準
に
判
断
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、
判
例
（
た
と
え

ば
、
最
決
昭
和
五
九
年
二
月
二
九
日
（
刑
集
三
八
巻
三
号
四
七
九
頁
）。）
が
被
告
人
の
承
諾
の
存
在
を
認
定
し
、
侵
害
利
害
が
存
在
し

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
取
調
べ
の
場
合
に
も
、
利
益
の
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
判
断
す
る
、
任
意
捜
査
の
適
法
性
判
断
の
基
準
た
る

「
相
当
性
」
を
用
い
て
適
法
と
判
断
し
た
理
由
を
、「
相
手
方
の
同
意
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
積
極
的
な
同
意
と
は
言
い
難

い
場
合
に
は
、
対
象
者
に
生
じ
る
不
利
益
や
負
担
を
完
全
に
無
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
れ
と
の
利
益
衡
量
に
お
い
て
、
捜
査
に

は
一
定
の
制
約
が
生
じ
る
」
た
め
で
あ
る
と
説
明
す
る
見
解
に
つ
い
て
、
大
澤
教
授
は
、「
意
思
決
定
の
自
由
が
あ
る
も
と
で
有
効
な

承
諾
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
承
諾
し
て
い
る
以
上
、
権
利
制
約
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
が
筋
で
あ
る
」
の
で
、



二
四
八

右
見
解
は
「
個
人
の
利
益
と
そ
の
承
諾
に
よ
る
放
棄
と
い
う
考
え
方
の
枠
内
で
説
明
し
き
れ
る
も
の
な
の
か
」
疑
問
で
あ
る
と
さ
れ
る
。）

（10
（

た
し
か
に
、
承
諾
の
程
度
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
く
、
消
極
的
な
承
諾
で
あ
っ
て
も
有
効
な
承
諾
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、

承
諾
の
範
囲
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
制
約
利
益
が
残
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
当
初
拒
否
し
て
い
た
被
告
人
が
捜
査
機
関
の

説
得
に
よ
り
承
諾
す
る
場
合
、
判
例
は
諾
否
の
変
遷
の
理
由
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
質
的
に
制
約
利
益
が
存
在
し
た
か
ど
う
か

を
検
討
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
昭
和
五
九
年
決
定
の
よ
う
に
、
宿
泊
を
伴
う
取
調
べ
が
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
で
の
被
侵
害
利
益
は
行

動
の
自
由
で
あ
っ
て
、
意
思
決
定
の
自
由
で
は
な
い
。）

（10
（

た
し
か
に
、
通
常
自
由
な
意
思
で
宿
泊
や
取
調
べ
に
応
じ
た
場
合
、
被
告
人
に

よ
っ
て
行
動
の
自
由
が
放
棄
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
と
は
い
え
、
宿
泊
す
る
こ
と
自
体
に
は
承
諾
が
存
在
す
る
が
、
そ

の
際
に
捜
査
官
の
監
視
が
つ
い
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
承
諾
が
な
く
、
承
諾
が
及
ん
で
い
な
い
範
囲
で
は
行
動
の
自
由
が
制
約
さ
れ

た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
）
（10
（

の
で
、
必
ず
し
も
表
裏
の
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
に
制
約
利

益
が
存
在
し
た
が
ゆ
え
に
「
相
当
性
」
の
基
準
に
よ
り
適
法
性
を
判
断
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
１
）　

た
と
え
ば
、
大
澤
裕
・
杉
田
宗
久
「
対
話
で
学
ぶ
刑
訴
法
判
例　

違
法
収
集
証
拠
の
排
除
」
法
教
三
二
八
号
（
二
〇
〇
八
年
）
八
七
頁
〔
大

澤
裕
発
言
〕、
多
田
辰
也
「
排
除
法
則
の
再
構
築
」
村
井
敏
邦
編
『
刑
事
司
法
改
革
と
刑
事
訴
訟
法
（
下
）』（
二
〇
〇
七
年
）
八
九
八
―
八
九
九

頁
、
渡
辺
修
『
捜
査
と
防
御
』（
一
九
九
五
年
）
一
九
三
―
一
九
四
頁
。

（
２
）　

佐
々
木
正
輝
・
猪
俣
尚
人
『
捜
査
法
演
習
』（
二
〇
〇
八
年
）
一
〇
、
六
四
―
六
五
頁
は
、「
捜
索
」
が
直
ち
に
「
重
大
な
違
法
」
に
な
ら
な

い
と
し
た
上
で
、「
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
法
則
を
最
高
裁
が
定
立
し
た
と
き
に
、
…
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
が
あ

っ
た
場
合
に
は
排
除
す
る
と
言
っ
た
。
単
に
令
状
主
義
に
反
す
る
だ
け
で
も
、
憲
法
の
掲
げ
る
令
状
主
義
に
違
反
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ

れ
は
重
大
な
違
法
で
し
ょ
う
、
だ
か
ら
排
除
相
当
で
し
ょ
う
と
い
う
議
論
は
当
然
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
そ
う
は
言
わ
な
か
っ
た
。

そ
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
が
あ
っ
て
初
め
て
排
除
に
値
す
る
の
だ
と
し
た
」
さ
れ
る
が
、
こ
の
見
解
は
、
判
例
が
無
令
状
の



二
四
九

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

強
制
処
分
＝
「
重
大
な
違
法
」
と
解
し
て
い
な
い
こ
と
を
「
令
状
主
義
の
精
神
を
没
却
す
る
よ
う
な
重
大
な
違
法
」
と
い
う
判
示
内
容
か
ら
読

み
取
れ
る
こ
と
を
前
提
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）　

田
口
守
一
ほ
か
「
座
談
会
・
排
除
法
則
の
現
状
と
展
望
」
現
刑
五
巻
一
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
一
―
一
二
頁
〔
田
口
守
一
発
言
〕。
な
お
、

多
田
前
掲
注
（
一
）
八
九
三
―
八
九
四
頁
、
石
井
一
正
「
違
法
収
集
証
拠
排
除
の
基
準
」
判
タ
五
七
七
号
（
一
九
八
六
年
）
一
四
頁
も
同
旨
。

（
４
）　

多
田
前
掲
注
（
一
）
八
九
八
頁
。

（
５
）　

井
上
正
仁
「
強
制
処
分
と
任
意
処
分
の
限
界
」
別
ジ
ュ
リ
一
七
四
巻
（
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
﹇
第
八
判
﹈、
二
〇
〇
五
年
）
五
頁
。
な
お
、

大
澤
裕
「
強
制
処
分
と
任
意
処
分
の
限
界
」
別
ジ
ュ
リ
二
〇
三
巻
（
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
﹇
第
九
判
﹈、
二
〇
一
〇
年
）
五
頁
も
同
旨
。

（
６
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
石
井
前
掲
注
（
三
）
一
五
頁
も
、「
違
法
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
利
益
の
程
度
と
違
法
行
為
の
法
規
か
ら
の
逸
脱
の

度
合
い
は
、
一
応
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
両
者
は
相
関
連
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
さ
れ
る
。

（
７
）　

た
と
え
ば
、
千
葉
地
松
戸
支
部
判
平
成
四
年
一
二
月
一
四
日
（
判
時
一
四
五
八
号
一
五
八
頁
）
は
、
バ
ッ
グ
を
手
放
す
ま
い
と
激
し
く
体
を

揺
す
っ
た
り
足
を
ば
た
つ
か
せ
る
被
告
人
に
対
し
、
捜
査
官
ら
が
説
得
す
る
こ
と
も
な
く
、
馬
乗
り
に
な
っ
た
上
、
そ
の
頬
を
平
手
で
数
回
殴

打
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
人
が
バ
ッ
グ
を
手
放
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
被
告
人
が
バ
ッ
グ
を
手
放
し
た
こ
と
を
黙
示
の
承
諾
と
認
定
し
た

上
で
、
捜
査
官
ら
の
対
応
か
ら
承
諾
の
任
意
性
が
失
わ
れ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
東
京
地
判
昭
和
六
一
年
八
月
二
五
日
（
判
夕
六
二
二
号

二
四
三
頁
）
は
、
捜
査
官
が
、
任
意
同
行
を
拒
否
す
る
被
告
人
ら
を
、
被
告
人
が
運
転
し
て
い
た
自
動
車
の
中
か
ら
順
次
引
出
し
、
パ
ト
カ
ー

内
に
収
容
し
、
そ
の
中
で
被
告
人
ら
の
身
体
の
所
持
品
検
査
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
に
、
当
該
所
持
品
検
査
に
対
す
る
被
告
人
ら
の
諾
否
は
不

明
で
あ
っ
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
黙
示
の
拒
否
を
認
定
し
て
い
る
。

（
８
）　

水
野
智
幸
「
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
認
定
」
木
谷
明
編
『
刑
事
事
実
認
定
の
基
本
問
題
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
〇
年
）
三
六
九
頁
。

（
９
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
田
國
男
「
所
持
品
検
査
及
び
採
尿
手
続
に
違
法
が
あ
っ
て
も
こ
れ
に
よ
り
得
ら
れ
た
証
拠
の
証
拠
能
力
は
否
定
さ
れ

な
い
と
し
た
事
例
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説　

刑
事
篇　

昭
和
六
三
年
度
』
三
四
七
頁
は
、
昭
和
六
一
年
判
決
は
「
必
ず
し
も
諾
否
の
態
度

が
明
白
で
な
い
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
承
諾
が
な
い
と
し
た
う
え
で
、
そ
の
点
を
証
拠
を
排
除
し
な
い
理
由
の
一
つ
の
理
由
と
し
た
」
と
さ
れ
る
が
、

前
述
の
理
由
か
ら
こ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
10
）　

田
口
前
掲
注
（
三
）
一
二
頁
﹇
山
崎
学
発
言
﹈。

（
11
）　

今
崎
幸
彦
「
採
尿
手
続
に
違
法
が
あ
っ
て
も
尿
の
鑑
定
書
の
証
拠
能
力
は
肯
定
で
き
る
と
さ
れ
た
事
例
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説　

刑
事
篇　

平
成
七
年
度
』
二
三
六
頁
。

（
12
）　

た
と
え
ば
、
上
口
裕
『
刑
事
訴
訟
法
（
第
二
版
）』（
二
〇
一
一
年
）
四
六
〇
頁
は
、「
ア
メ
リ
カ
法
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
排
除
基
準
か
ら

み
る
と
軽
微
と
い
う
べ
き
手
続
の
違
法
に
つ
い
て
も
証
拠
排
除
が
な
さ
れ
る
た
め
、
い
わ
ば
広
が
り
す
ぎ
る
排
除
法
則
の
効
果
を
限
定
す
る
た



二
五
〇

め
に
、
例
外
法
理
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
、
ア
メ
リ
カ
法
固
有
の
事
情
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）　

V
irginia v. M

oore, 553 U
. S. 164 (2008).

な
お
、
ム
ー
ア
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
壇
上
弘
文
「
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
の
調
査
研
究
（
119
）」
比
較
法
雑
誌
四
三
巻
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）

二
二
五
頁
が
あ
る
。

（
14
）　

W
hren v. U

nited States, 517 U
. S. 806 (1996).

な
お
、
ウ
ー
レ
ン
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
洲
見
光
男
「W

hren v. U
nited States, 517 U

. S. 806 (1996

）
―
他
罪
調
査
を
目
的
と
す
る

交
通
事
犯
者
の
一
時
停
止
（
抑
留
）
が
合
憲
と
さ
れ
た
事
例
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
九
七
年
二
号
（
一
九
九
八
年
）
二
一
七
頁
、
成
田
重
樹
「
ア

メ
リ
カ
刑
事
法
の
調
査
研
究
（
76
）」
比
較
法
雑
誌
三
二
巻
二
号
（
一
九
九
八
年
）
一
六
六
頁
が
あ
る
。

（
15
）　

C
alifornia v. G

reenw
ood, 486 U

. S. 35 (1988).

な
お
、
グ
リ
ー
ン
ウ
ッ
ド
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
山
内
香
幸
「
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
の
調
査
研
究
（
39
）」
比
較
法
雑
誌
二
二
巻
四
号
（
一
九

八
九
年
）
一
一
五
頁
が
あ
る
。

（
16
）　

W
on Sun v. U

nited States, 371 U
. S. 471(1963).

な
お
、
ウ
ォ
ン
サ
ン
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
小
早
川
義
則
『
毒
樹
の
果
実
論
』（
二
〇
一
〇
年
）
三
二
二
頁
が
あ
る
。

（
17
）　

U
nited States v. L

eon, 468 U
. S. 897 (1984), at 906.

な
お
、
レ
オ
ン
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
鈴
木
義
男
編
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
判
例
研
究
第
三
巻
』（
一
九
八
九
年
）
六
八
頁
（
鈴
木
義
男
執
筆
）、

小
早
川
前
掲
注
（
一
六
）
二
九
一
頁
が
あ
る
。

（
18
）　

Terry v. O
hio, 392 U

. S. 1 (1968).

な
お
、
テ
リ
ー
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
修
『
職
務
質
問
の
研
究
』（
一
九
八
五
年
）
一
五
〇
頁
、
松
尾
浩
也
「Terry v. 

O
hio, 392 U

. S. 1 (1968)

―
凶
器
携
帯
の
疑
い
の
あ
る
者
に
対
し
、
警
察
官
が
着
衣
の
上
か
ら
軽
く
た
た
い
て
探
索
す
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る

frisk

）
は
、
第
四
修
正
に
反
し
な
い
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
六
九
年
二
号
（
一
九
七
〇
年
）
二
四
六
頁
が
あ
る
。

（
19
）　

緑
大
輔
「
合
衆
国
に
お
け
る
同
意
捜
索
の
問
題
」
修
道
法
学
二
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
四
年
）
三
頁
。

（
20
）　

C
am

ara v. M
unicipal C

ourt of C
ity and C

ounty of San F
rancisco, 387 U

. S. 523 (1967).

（
21
）　

洲
見
光
男
「
嫌
疑
に
基
づ
か
な
い
捜
索
と
修
正
四
条
の
保
護
」
法
学
論
叢
七
九
巻
六
号
（
二
〇
〇
七
年
）
四
六
―
四
七
頁
。
な
お
、
堀
田
周

吾
「
任
意
捜
査
の
相
当
性
判
断
に
関
す
る
一
考
察
」
法
学
会
雑
誌
四
七
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
七
頁
以
下
も
参
照
。

（
22
）　

洲
見
同
右
五
〇
―
五
一
頁
。
な
お
、
堀
田
同
右
二
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
23
）　

K
atz v. U

nited States, 389 U
. S. 347 (1967).



二
五
一

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

な
お
、
カ
ッ
ツ
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
山
中
俊
夫
「
盗
聴
の
規
制
」
別
ジ
ュ
リ
五
九
号
（
英
米
判
例
百
選
Ⅰ
公
法
、
一
九
七
八
年
）

一
七
六
頁
が
あ
る
。

（
24
）　

Id., at 361 (H
arlan, J., concurring).

（
25
）　

洲
見
前
掲
注
（
二
一
）
五
〇
―
五
一
頁
。
な
お
、
堀
田
前
掲
注
（
二
一
）
二
九
頁
以
下
も
参
照
。

（
26
）　

K
yllo v. U

. S., 533 U
. S. 27 (2003).

な
お
、
キ
ロ
ー
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
洲
見
光
男
「K

yllo v. U
. S, 533 U

. S. 27, 121 S. C
t. 2038 (2001

）
―
令
状
に
よ
ら
な
い

熱
画
像
器
（
温
度
感
知
器
）
の
使
用
が
修
正
四
条
に
違
反
す
る
と
さ
れ
た
事
例
」
ア
メ
リ
カ
法
二
〇
〇
三
年
一
号
（
二
〇
〇
三
年
）
が
あ
る
。

（
27
）　

U
. S. v. Jones, 132 S. C

t. 945 (2012).

な
お
、
ジ
ョ
ー
ン
ズ
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
土
屋
真
一
「
捜
査
官
がG

P
S

に
よ
り
公
道
を
走
る
被
疑
者
の
車
を
監
視
す
る
こ
と
は
、

違
法
な
捜
索
か
？
」
判
時
二
一
五
〇
号
（
二
〇
一
二
年
）
三
頁
、
拙
稿
「
刑
事
訴
訟
に
お
け
る
違
法
判
断
と
損
害
賠
償
」
法
学
会
雑
誌
五
三
巻

一
号
（
二
〇
一
二
年
）
四
〇
〇
頁
が
あ
る
。

（
28
）　

さ
ら
に
、
停
止
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
運
転
手
に
対
す
る
自
動
車
か
ら
の
降
車
命
令
（P

ennsylvania v. M
im

m
s, 434 U

. 

S. 106 (1977). 

）、
同
乗
者
に
対
す
る
降
車
命
令
（M

aryland v. W
ilson, 519 U

. S. 408 (1997). 

）、
適
法
な
停
止
中
に
お
け
る
当
該
犯
罪
と

無
関
係
な
犯
罪
に
つ
い
て
の
質
問
（A

rizona v. Johnson, 129 S. C
t. 781(2009). 

）
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
権
利
侵
害
の
軽
微
性
を
理
由
に
合

憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。

（
29
）　

C
om

m
ent, 76 T

ul. L
. R

ev. 211, at 226 (2001).

（
30
）　

F
lorida v. R

oyer, 460 U
. S. 491 (1983).

な
お
、
ロ
イ
ヤ
ー
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
前
掲
注
（
一
八
）
二
三
五
頁
が
あ
る
。

（
31
）　

Id., at 500.

（
32
）　

M
odel C

ode of A
rraignm

ent P
rocedure 

§ 110. 2(1) (1975).

（
33
）　

U
nited States v. P

lace, 462 U
. S. 696 (1983).

な
お
、
プ
レ
イ
ス
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
前
掲
注
（
一
八
）
二
四
四
頁
が
あ
る
。

（
34
）　

Id., at 710.

（
35
）　

W
ayne R

. L
aF

ave, Search and Seizure, V
ol. 4 (4th ed., 2004), at 332.

（
36
）　

P
lace, su

p
ra

 note (33), at 709-710.

（
37
）　

U
nited States v. R

ichards, 500 F. 2d 1025(9th C
ir.1974).



二
五
二

（
38
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 335-340.

（
39
）　

U
nited States v. Sharpe, 470 U

. S. 675 (1985).
（
40
）　

Id., at 685.
（
41
）　

Id., at 696 (M
arshall, J., concurring).

（
42
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 344.

（
43
）　

See, L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 345.

（
44
）　

R
oyer, su

p
ra

 note (30), at 505-506.

（
45
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 346.

（
46
）　

M
odel C

ode of A
rraignm

ent P
rocedure 

§ 110. 2(1) (1975).

当
該
法
律
は
、
具
体
的
な
状
況
の
も
と
で
、「
捜
査
官
は
、
人
に
、
捜
査
官
の
面
前
で
そ
の
よ
う
な
場
所
の
近
く
に
留
ま
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
規
定
し
、
ま
た
、
立
法
者
も
、「
そ
の
概
念
は
柔
軟
で
あ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
捜
査
官
は
、
公
道
で
停
止
さ
れ
た
者
に

対
し
、
パ
ト
カ
ー
や
近
く
の
電
話
ボ
ッ
ク
ス
に
来
る
よ
う
に
命
ず
る
こ
と
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
捜
査
官
に
は
、
そ
の
者
を
警
察
署
に
同

行
す
る
こ
と
や
、
当
該
地
域
を
二
〇
分
間
自
動
車
に
乗
せ
続
け
た
り
、
あ
る
い
は
町
を
超
え
て
同
行
す
る
権
限
は
な
い
。」
と
説
明
し
て
い
た
と

さ
れ
る
（See, L

aF
ave su

p
ra

 note (35), at 348.

）。

（
47
）　

E
. g. G

allegos v. C
ity of L

os A
ngeles, 308 F. 3d 987 (9th C

ir. 2002); State v. M
itchell, 527 A

, 2d 1168 (1987); B
uckingham

 v. 

State, 482 A
. 2d 327 (D

el. 1984).

（
48
）　

D
unaw

ay v. N
ew

 York, 442 U
. S. 200 (1979).

な
お
、
ダ
ナ
ウ
ェ
イ
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
に
、
鈴
木
義
男
編
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
判
例
研
究
第
一
巻
』（
一
九
八
二
年
）
一
四
七
頁
（
酒
井
安
行

執
筆
）、
小
早
川
前
掲
注
（
一
六
）
三
五
七
頁
が
あ
る
。

（
49
）　

E
. g. P

eople v. B
loyd

, 331 N
. W

. 2d
 447 (1982); U

n
ited

 S
tates v. C

h
am

berlin
, 644 F. 2d

 1262 (9th
 C

ir. 1980); S
tate v. 

C
row

der, 613 P. 2d 909 (1980).

（
50
）　

H
ayes v. F

lorida, 470 U
. S. 811 (1985), at 816.

（
51
）　

State v. G
uzm

an, 752 A
. 2d 1 (R

. I. 2000).

（
52
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 351-352.

（
53
）　

R
oyer, su

p
ra

 note (30), at 505-506.

（
54
）　

R
oyer, su

p
ra

 note (30), at 504.



二
五
三

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

（
55
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 357.

（
56
）　

H
ayes, su

p
ra

 note (50), at 816.
（
57
）　

D
unaw

ay, su
p

ra
 note (48), at 212.

（
58
）　

ロ
ラ
ン
ド 

Ｖ
．
デ
ル
＝
カ
ー
メ
ン
著
、
佐
伯
千
仭
監
修
『
ア
メ
リ
カ
刑
事
手
続
法
慨
説
』（
一
九
九
四
年
）
一
三
九
頁
。

（
59
）　

H
ayes, su

p
ra

 note (50), at 817.

（
60
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 356.

（
61
）　

P
eople v. C

ourtney, 11C
al. A

pp. 3d 1185 (1970).

（
62
）　

Sibron v. N
ew

 York, 392 U
. S. 40 (1968).

な
お
、
サ
イ
ブ
ロ
ン
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
渡
辺
前
掲
注
（
一
八
）（
一
九
八
五
年
）
一
五
四
頁
が
あ
る
。

（
63
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 655.

（
64
）　

A
dam

s v. W
illiam

s, 407 U
. S. 143 (1972).

（
65
）　

Id., at 147-148.

（
66
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 655-656.

（
67
）　

E
. g. C

om
m

onw
ealth v. B

row
n, 335 A

. 2d 782 (1975); M
erritt v. State, 213 S. E

. 2d 84 (1975).

（
68
）　

E
. g. U

nited States v. M
arrero, 152 F. 3d 1030 (8th C

ir. 1998); U
nited States v. Sm

art, 98 F. 3d 1379 (D
. C

. C
ir. 1996).

（
69
）　

M
innesota v. D

ickerson, 508 U
. S. 366 (1993).

な
お
、
デ
ィ
ッ
カ
ー
ソ
ン
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
洲
見
光
男
「『
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
』
の
法
理
―
武
器
の
捜
検
の
際
に
発
見
さ
れ

た
禁
制
品
の
押
収
―
」『
刑
事
法
学
の
新
動
向
下
巻
』〔
下
村
康
正
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〕（
一
九
九
五
年
）
一
四
一
頁
、
稲
田
隆
司
「
合
衆
国

に
お
け
る
『
プ
レ
イ
ン
・
フ
ィ
ー
ル
法
理
』
の
成
立
と
展
開
」
北
大
法
学
論
集
四
六
巻
四
号
（
一
九
九
五
年
）
九
六
三
頁
、
山
室
恵
「『
プ
レ
イ

ン
・
フ
ィ
ー
ル
』
の
例
外
を
認
め
た
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
」
ひ
ろ
ば
四
九
巻
一
一
号
（
一
九
九
六
年
）
七
七
頁
。

（
70
）　

Id., at 378.

（
71
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 663.

（
72
）　

B
righam

 C
ity v. U

tah v. Stuart, 126 S. C
t. 1943 (2006), at 1947.

（
73
）　

P
ayton v. N

ew
 York, 445 U

. S. 573 (1980), at 585-590.

（
74
）　

ノ
ッ
ク
ア
ン
ド
ト
ー
ク
ス
は
、
居
住
者
に
対
す
る
同
意
を
求
め
る
捜
査
手
段
で
あ
る
が
、
捜
査
機
関
が
、
自
動
車
運
転
者
に
対
し
て
同
意
を

求
め
て
停
止
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
問
題
点
と
し
て
、
ラ
フ
ェ
イ
ヴ
教
授
は
、
①
あ
る
交
通
法
規
に
違
反
す
る
こ
と
な
く
、
長
距
離
を
移



二
五
四

動
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
者
は
い
な
い
の
で
、
そ
の
技
術
は
、
事
実
上
、
あ
ら
ゆ
る
自
動
車
運
転
者
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、

②
薬
物
や
武
器
の
所
持
の
嫌
疑
が
な
い
場
合
で
さ
え
も
、
そ
の
技
術
は
、
そ
れ
を
求
め
る
捜
査
機
関
の
願
望
の
み
を
理
由
と
し
て
用
い
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
、
③
ど
の
運
転
者
を
停
止
さ
せ
る
か
を
選
ぶ
際
の
捜
査
機
関
の
裁
量
は
、
捜
査
機
関
が
、「
法
執
行
活
動
の
根
拠
と
し
て
、
ま
っ

た
く
認
め
ら
れ
な
い
要
素
に
よ
っ
て
、
発
見
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
を
対
象
と
す
る
こ
と
」
が
で
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る

こ
と
、
④
自
動
車
の
停
止
を
理
由
に
、
お
そ
ら
く
、
同
意
を
求
め
ら
れ
た
運
転
者
は
、「
自
身
が
、
当
該
捜
索
の
同
意
を
拒
否
す
る
権
利
を
有
し

て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
立
ち
去
る
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
」
で
あ
ろ
う
こ
と
、
⑤
こ
の
技
術
に
つ
い
て
の
広
範
囲
に
わ
た

る
捜
査
機
関
の
訓
練
の
結
果
と
し
て
、「
自
動
車
運
転
者
お
よ
び
そ
の
他
の
者
か
ら
同
意
を
獲
得
す
る
巧
妙
な
技
術
を
有
す
る
州
警
察
官
お
よ
び

捜
査
官
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
用
い
ら
れ
る
」
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
挙
げ
ら
れ
る
（L

aF
ave, su

p
ra

 note (35), at 54. 

）。

（
75
）　

エ
ッ
シ
ン
ガ
ー
教
授
に
よ
れ
ば
、
セ
ン
ト
ル
イ
ス
で
は
、
こ
の
捜
査
手
法
に
よ
り
九
八
％
の
確
率
で
同
意
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
と
さ
れ
る

（Jaclyn M
. E

ssinger, M
a

kin
g H

om
es S

a
fer w

ith
 S

a
fe H

om
es:  A

 L
ook a

t th
e C

on
troversia

l W
a

y B
oston

 A
ttem

p
ted

 to R
ed

u
ce 

You
th

 V
iolen

ce, 43 Suffolk U
. L

. R
ev. 983 (2010), at 994. 

）。

（
76
）　

Id., at 996-997.

な
お
、
渡
辺
前
掲
注
（
一
八
）
六
六
頁
も
、「
警
察
官
は
、
黒
人
と
は
文
化
的
、
生
物
学
的
に
生
来
犯
罪
者
で
あ
る
と
確
信
し
て
い
る
」
と
さ
れ

る
。

（
77
）　

Schneckloth v. B
ustam

onte, 412 U
. S. 218 (1973).

な
お
、
シ
ュ
ネ
ッ
ク
ロ
ス
判
決
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
佐
藤
文
哉
「Schneckloth v. B

ustam
onte, 412 U

. S. 218 (1973

）
―
捜
索
に

対
す
る
承
諾
の
任
意
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
総
合
的
に
斟
酌
し
て
肯
認
で
き
れ
ば
よ
く
、
承
諾
者
が
拒
否
権
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は

そ
の
際
に
斟
酌
す
べ
き
一
要
素
で
は
あ
る
が
不
可
欠
の
要
素
で
は
な
い
」
ア
メ
リ
カ
法
一
九
七
五
年
一
号
（
一
九
七
五
年
）
一
二
五
頁
が
あ
る
。

（
78
）　

Id., at 248-249.

（
79
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 54.

（
80
）　

U
nited States v. W

atson, 423 U
. S. 411 (1976), at 424.

（
81
）　

Stuart, su
p

ra
 note (72), at 1948.

（
82
）　

Illinois v. R
odriguez, 497 U

. S. 177 (1990), at 186-188.

（
83
）　

捜
査
官
が
、
捜
索
令
状
を
所
持
し
て
い
る
と
欺
罔
し
た
場
合
に
、
同
意
は
有
効
と
は
い
え
な
い
と
し
た
判
例
と
し
て
、B

um
per v. N

orth 

C
arolina, 391 U

. S. 543 (1968).

（
84
）　

U
nited States v. R

ichards, 500 F. 2d 1025 (9th C
ir. 1974).



二
五
五

証
拠
排
除
基
準
た
る
い
わ
ゆ
る
「
違
法
の
重
大
性
」
に
関
す
る
一
考
察�

（
都
法
五
十
三-

二
）

（
85
）　

State v. G
reen, 133 N

. H
. 249 (N

. H
., 1990).

（
86
）　

W
ayne R

. L
aF

ave et al., C
rim

inal P
rocedure 

§ 3. 10 (b) (2d ed. 1999).
（
87
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 99.

（
88
）　

E
. g. U

. S. v. L
attim

ore, 87 F. 3d 647 (4th C
ir. 1996), at 651; U

nited States v. C
astillo, 866 F. 2d 1071 (9th C

ir. 1988), at 1081-

1082; U
nited States v. B

oukater, 409 F. 2d 537 (5th C
ir. 1969), at 539.

（
89
）　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
意
し
た
被
告
人
が
、
そ
の
後
明
確
に
「
捜
索
は
終
わ
り
だ
。
捜
索
を
や
め
て
く
れ
。」
と
い
っ
た
場
合
に
撤
回
を
認
め

た
裁
判
例
と
し
て
、U

nited States v. D
ichiarinte, 445 F. 2d 126 (7th C

ir. 1996).

（
90
）　

U
nited States v. D

ickerson, 975 F. 2d 1245 (7th C
ir. 1992).

（
91
）　

U
nited States v. B

isw
ell, 406 U

. S. 311 (1972).

（
92
）　

な
お
、
保
護
観
察
の
条
件
と
し
て
無
条
件
の
捜
索
を
規
定
し
た
命
令
書
に
署
名
し
た
被
告
人
が
、
そ
の
後
捜
査
官
に
よ
る
無
令
状
の
捜
索
を

受
け
た
ナ
イ
ツ
判
決
（U

nited States v. K
nights, 534 U

. S. 112 (2001).

）
に
お
い
て
、「
被
告
人
は
保
護
観
察
付
き
の
仮
釈
放
を
拒
否
す
る

か
、
投
獄
さ
れ
続
け
る
か
の
選
択
権
を
有
し
て
い
る
の
で
、
被
告
人
が
捜
索
条
件
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
任
意
で
あ
る
」
と
い
う
政
府
当
局
の

主
張
に
対
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
回
答
を
留
保
し
た
（Id., at 118.

）。
そ
れ
ゆ
え
、
ビ
ス
ウ
ェ
ル
判
決
以
降
の
連
邦
最
高
裁
が
い
か
な
る
立
場

に
立
つ
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

（
93
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 123.

（
94
）　

A
nobile v. P

elligrino, 303 F. 3d 107 (2d C
ir. 2002).

（
95
）　

State v. M
anghan, 313 A

. 2d 225 (1973).

（
96
）　

L
aF

ave, su
p

ra
 note (35), at 124.

（
97
）　

U
nited States v. H

ylton, 349 F. 3d 781 (4th C
ir. 2003).

（
98
）　

B
row

n v. State, 856 S. W
. 2d 177 (Tex. C

rim
. A

pp. 1993).

（
99
）　

U
. S. v. Shaibu, 920 F. 2d 1423 (9th C

ir. 1990).

（
100
）　

Isbell v. H
ughes, W

L
 2246362 (D

. A
riz., 2006).

（
101
）　

第
三
者
が
行
っ
た
同
意
の
影
響
力
の
議
論
つ
い
て
は
、
緑
前
掲
注
（
一
九
）
一
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
102
）　

G
eorgia v. R

andolph, 547 U
. S. 103 (2006).

（
103
）　

U
. S. v. M

ckerrell, 491 F. 3d 1221 (10th C
ir. 2007).

（
104
）　

松
浦
調
査
官
も
、
昭
和
六
一
年
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、「
承
諾
を
得
ず
連
行
の
う
え
更
に
承



二
五
六

諾
も
得
ず
所
持
品
検
査
を
し
て
証
拠
物
を
留
置
し
た
と
い
っ
た
場
合
ま
で
、
判
決
の
示
す
適
法
性
の
判
断
方
法
が
適
用
さ
れ
る
か
は
、
な
お
流

動
的
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
さ
れ
る
（
松
浦
繁
「
尿
の
提
出
及
び
押
収
手
続
は
違
法
性
を
帯
び
る
が
尿
に
つ
い
て
の
鑑
定
書
の
証

拠
能
力
は
否
定
さ
れ
な
い
と
し
た
事
例
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説 

刑
事
篇 

昭
和
六
一
年
度
』
七
四
頁
。）。

（
105
）
大
澤
裕
・
川
上
拓
一
「
対
話
で
学
ぶ
刑
訴
法
判
例　

任
意
同
行
後
の
宿
泊
を
伴
う
取
調
べ
と
自
白
の
証
拠
能
力
」
法
教
三
一
二
号
（
二
〇
〇
六

年
）
八
二
―
八
三
頁
〔
大
澤
裕
発
言
〕。

（
106
）
昭
和
五
九
年
決
定
の
「
右
取
調
べ
に
せ
よ
宿
泊
に
せ
よ
、
結
局
、
被
告
人
が
そ
の
意
思
に
よ
り
こ
れ
を
容
認
し
応
じ
て
い
た
も
の
と
認
め
ら
れ

る
」
と
い
う
判
示
内
容
か
ら
、
最
高
裁
は
意
思
決
定
の
自
由
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
107
）
昭
和
五
九
年
決
定
は
、
宿
泊
に
関
す
る
被
告
人
の
答
申
書
の
内
容
に
つ
い
て
、「
ど
こ
か
の
旅
館
に
泊
め
て
致
だ
き
た
い
」
と
記
載
さ
れ
て
い

た
と
認
定
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
捜
査
官
の
監
視
の
有
無
に
つ
い
て
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。


