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安
冨
　
潔
著

『
刑
事
手
続
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
』

本
書
が
寄
せ
た
関
心

　
一
　
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
処
理
中
の
情
報
、
そ
の
中
に
蓄

　積
、
保
存
す
る
情
報
が
自
然
の
目
や
耳
で
読
み
取
っ
た
り
、
聴
き
取
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
．

　
す
べ
て
の
情
報
が
．
自
然
の
目
、
又
は
自
然
の
耳
で
理
解
で
き
た
時
代

は
、
そ
う
古
い
も
の
で
は
な
い
が
、
途
中
、
電
話
・
電
信
と
い
う
通
信
技

術
の
時
代
に
入
り
、
流
通
中
の
情
報
は
聴
き
取
れ
な
い
が
、
入
手
し
た
情

報
を
保
存
・
蓄
積
す
る
段
階
に
入
る
と
、
録
音
・
文
書
（
記
録
）
化
に
よ

っ
て
読
み
取
り
、
聴
き
取
り
が
で
き
る
も
の
と
な
る
と
い
う
状
態
を
経
て
、

コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
時
代
の
今
日
で
は
、
情
報
の
流
通
・
加
工
・
処
理
か
ら
、

保
存
・
蓄
積
の
段
階
ま
で
、
す
べ
て
可
読
で
も
可
視
で
も
な
い
状
態
が
生

じ
て
い
る
。

　
さ
て
、
犯
罪
の
捜
査
と
犯
罪
に
つ
い
て
の
裁
判
、
事
実
認
定
は
、
人
間

の
行
動
に
関
す
る
情
報
の
収
集
と
入
手
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
犯
罪
行
為
に

つ
い
て
の
推
論
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
自
然
の
耳
と
自
然

の
目
で
犯
罪
情
報
を
入
手
し
て
い
た
時
代
か
ら
、
実
は
「
情
報
」
の
採
集

は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
．
た
だ
、
か
つ
て
は
、
情
報
の
化
体
さ
れ
た

「
有
体
物
」
や
有
体
物
全
体
の
醸
し
出
す
状
況
と
、
情
報
の
蓄
積
さ
れ
た

人
間
か
ら
情
報
が
入
手
さ
れ
て
い
た
．

　
こ
の
う
ち
情
報
を
記
憶
し
て
い
る
人
間
か
ら
情
報
を
入
手
す
る
、
被
疑

者
取
調
、
証
人
尋
問
と
い
う
分
野
で
は
、
今
で
も
変
化
は
な
い
。
し
か
し
、

情
報
が
有
体
物
に
化
体
さ
れ
ず
に
、
無
体
物
に
化
体
さ
れ
る
技
術
が
発
達

し
、
情
報
が
有
体
物
と
一
体
化
し
て
い
る
状
況
に
変
化
が
生
ず
る
と
、
犯

罪
の
証
拠
・
情
報
の
採
集
で
構
成
さ
れ
る
捜
査
の
態
様
は
大
き
く
変
化
せ

ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
有
体
物
か
ら
遊
離
し
て
い
る
情
報
を
、
公
判
に

お
い
て
事
実
認
定
に
当
た
る
裁
判
官
や
陪
審
に
読
む
こ
と
が
で
ぎ
、
聴
く

こ
と
が
で
き
る
も
の
に
変
化
さ
せ
、
つ
ま
り
、
今
一
度
有
体
物
と
一
体
化

さ
せ
る
作
業
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

二
　
諸
外
国
、
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
イ
ギ
リ
ス
、
さ
ら
に
英
米

　法
系
諸
国
は
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
に
関
す
る
情
報
の
採
集
と
、
不
合
理
な

情
報
採
集
活
動
か
ら
の
安
全
保
障
に
早
く
か
ら
関
心
を
寄
せ
一
連
の
判
例

を
積
み
上
げ
る
と
と
も
に
、
法
律
に
よ
る
解
決
も
図
っ
て
き
た
。
ま
た
、

有
体
物
か
ら
離
れ
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
、
今
一
度
有
体
物
に
化
体
さ
せ
て
、

読
ん
だ
り
聴
い
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
る
状
態
に
直
し
て
証
拠
と
し
て
公

判
で
利
用
す
る
ル
ー
ル
も
一
連
の
判
例
や
そ
の
後
の
法
律
が
用
意
さ
れ
て
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ぎ
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
て
複
雑
な
多
く
の
情
報
を
用

い
て
、
一
定
の
犯
罪
状
況
や
犯
罪
に
関
連
す
る
状
況
を
推
論
す
る
、
い
わ

ゆ
る
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
の
結
果
の
、
捜
査
や
公
判
で

の
利
用
に
つ
い
て
も
、
一
連
の
判
例
が
積
み
上
げ
ら
れ
，
ま
た
法
律
に
よ

る
解
決
策
が
提
案
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
わ
が
国
の
法
状
況
は
、
全
く
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
英
米
法

系
諸
国
の
そ
れ
と
異
っ
て
い
る
。
つ
い
先
年
，
コ
ン
ぜ
ユ
ー
タ
等
に
保

存
・
蓄
積
さ
れ
て
い
る
「
電
磁
記
録
物
」
を
一
定
限
度
で
文
書
と
同
様
に

保
護
す
る
刑
法
の
改
正
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
除
い
て
．
旧
来
の
法
が
そ
の

ま
ま
に
さ
れ
た
ま
ま
で
，
新
た
な
技
術
の
生
み
出
し
た
状
況
に
対
処
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　三
　
こ
の
よ
う
に
情
報
の
流
通
・
蓄
積
に
関
す
る
技
術
の
発
達
が
み
ら
れ
、

そ
の
状
況
に
大
き
な
変
化
は
生
じ
て
い
る
が
、
実
は
、
情
報
の
採
集
と
判

断
・
推
論
で
あ
る
、
捜
査
と
公
判
で
の
事
実
認
定
の
性
質
に
は
全
く
変
化

が
な
く
、
ま
た
、
情
報
や
そ
れ
を
生
む
私
的
な
自
由
の
領
域
を
保
護
し
、

公
判
で
の
事
実
認
定
へ
の
被
告
人
の
参
加
を
保
障
し
、
そ
の
事
実
認
定
の

十
全
さ
や
合
理
性
を
保
障
す
る
、
法
の
基
本
原
理
に
由
来
す
る
関
心
に
は
、

い
さ
さ
か
の
変
化
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
情
報
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
と
、
犯
罪
捜
査
と
証
拠
法
の

扱
い
と
い
う
刑
事
訴
訟
法
の
関
心
に
目
を
向
け
て
、
わ
が
国
の
法
適
用
と

解
釈
の
あ
り
方
に
提
言
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
．

二
　
本
書
の
概
要

ラ
噺
　
本
書
の
第
一
部
は
、
「
英
米
に
お
け
る
刑
事
手
続
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

犯
罪
」
と
題
さ
れ
、
そ
の
第
一
章
で
は
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
に
係
る
犯
罪
の
捜
索
・
押
収
」
が
、
第
二
章
で
は
、
「
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
」
が
、
そ

の
第
三
章
で
は
、
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ

れ
た
書
面
の
証
拠
能
力
』
が
扱
わ
れ
る
。

　
第
一
章
で
扱
う
法
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
憲
法
、
と
り
わ
け
、
そ
の
第
四
修
正
の
い
わ
ゆ
る
「
プ
ラ
イ
ヴ

ァ
シ
ー
』
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
と
、
一
九
六
八
年
の
葺
一
①
一
自
9
爵
①

○
貝
昌
β
一
げ
β
q巳
　
　
【
》
吋
一
肖
昌
①
　
　
《
い
O
H
一
一
吋
O
一
　
帥
づ
α
　
　
の
”
馬
Φ
　
の
一
り
O
O
け
　
＞
O
σ
1
け
一
β
①
　
男
①
幽
O
『
鉾
一

≦
＃
9
碧
冨
≦
に
は
じ
ま
り
、
現
在
そ
れ
を
改
正
し
た
田
9
ξ
8
ざ

O
。
舅
琴
暮
ざ
暮
ざ
霧
ギ
才
器
網
＞
9
亀
お
o
。
O
で
あ
り
、
第
二
章
の
扱
う

法
形
式
は
、
電
磁
記
録
と
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
証
拠
を
扱

っ
て
い
る
連
邦
刑
事
訴
訟
規
則
と
連
邦
証
拠
規
則
で
あ
る
．
そ
し
て
、
第

三
章
の
扱
う
イ
ン
グ
ラ
γ
ド
と
ウ
エ
イ
ル
ズ
の
法
形
式
は
、
主
と
し
て
、

℃
＆
8
導
島
9
ぎ
ぼ
巴
国
泣
留
ぎ
①
＞
9
一
〇
Q
。
斜
と
、
9
ぎ
ヨ
巴
国
雫

5
塁
8
｝
9
這
留
以
来
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
を

め
ぐ
る
一
九
七
二
年
の
刑
事
法
改
訂
委
員
会
の
報
告
書
で
あ
る
．

二
　
本
書
の
第
二
部
は
「
わ
が
国
に
お
け
る
刑
事
手
続
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

犯
罪
」
と
題
さ
れ
、
現
行
法
の
解
釈
に
つ
い
て
著
者
の
見
解
を
示
す
も
の

で
あ
る
。
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ラ
三
　
さ
て
、
第
一
部
第
一
章
で
の
米
国
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
係
す
る

（犯
罪
に
つ
い
て
の
証
拠
・
資
料
の
捜
索
・
押
収
で
は
、
合
衆
国
憲
法
第
四

修
正
の
捜
索
・
押
収
に
つ
い
て
の
法
理
の
展
開
、
と
り
わ
け
テ
レ
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
・
電
話
に
つ
い
て
の
法
理
を
示
し
た
キ
ャ
ッ
ツ
函
暮
N
～

q
乱
ひ
＆
聾
暮
＄
を
中
心
に
、
「
電
話
会
話
の
二
点
間
の
領
域
」
を
第
四
修

正
に
例
示
さ
れ
て
い
る
「
家
屋
」
「
所
持
品
」
と
同
様
に
「
憲
法
上
保
護

さ
れ
た
領
域
」
と
解
し
、
そ
う
解
す
る
基
礎
に
あ
る
、
こ
の
領
域
で
保
護

さ
れ
る
「
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
！
権
」
の
保
障
の
法
理
の
展
開
を
描
写
し
て
い

る
。
そ
の
う
え
で
、
「
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
」
は
、
ブ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ

ー
ヘ
の
客
観
的
期
待
が
認
め
ら
れ
る
領
域
と
理
解
し
、
そ
こ
で
は
、
そ
の

領
域
に
干
渉
す
る
「
止
む
を
え
な
い
国
家
の
利
益
と
必
要
性
」
に
支
え
ら

れ
た
正
当
化
事
由
が
存
在
し
．
そ
の
存
在
を
事
前
に
確
認
し
、
国
家
に
よ

る
個
人
の
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
へ
の
千
渉
を
、
独
立
し
た
第
三
者
機

関
が
承
認
す
る
と
い
う
手
続
を
要
件
と
す
る
も
の
と
解
す
る
キ
ャ
ッ
ツ
で

の
ハ
ー
ラ
ン
裁
判
官
の
補
足
意
見
で
示
さ
れ
た
基
準
が
、
現
在
、
米
国
で

支
配
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
．
そ
し
て
、
自
分
の
自
由
が

他
か
ら
干
渉
を
受
け
な
い
と
い
う
事
実
上
の
、
当
の
個
人
の
も
つ
現
実
の

期
待
を
主
観
的
期
待
と
呼
び
、
そ
の
現
実
の
当
の
個
人
の
期
待
が
社
会
的

に
も
、
「
も
っ
と
も
な
も
の
』
だ
と
認
め
ら
れ
る
客
観
的
期
待
と
区
別
し
、

第
四
修
正
の
例
示
す
る
「
家
屋
」
「
所
持
品
」
と
同
様
に
は
、
主
観
的
期

待
に
と
ど
ま
る
活
動
・
所
在
の
領
域
は
扱
わ
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

主
観
的
期
待
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
領
域
は
、
し
か
し
、
個
人
の
自
由
領
域

で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
が
な
い
の
で
、
第
四
修
正
の
保
障
も
受
け
ず
、
一

部
の
憲
法
上
の
保
障
を
受
け
な
い
も
の
と
は
理
解
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と

を
描
写
し
、
主
観
的
期
待
に
と
ど
ま
る
領
域
へ
の
干
渉
は
．
「
止
む
を
え

な
い
．
国
家
の
利
益
や
必
要
」
と
い
う
実
体
要
件
を
伴
わ
な
く
て
も
、
「
干

渉
を
要
す
る
と
思
料
さ
れ
る
程
度
」
の
事
由
が
あ
れ
ば
、
正
当
化
さ
れ
る

と
み
ら
れ
て
ぎ
て
い
る
こ
と
を
描
写
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
原
則
・
法
理
が
、
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
処
理

さ
れ
て
い
る
，
流
通
中
の
情
報
と
コ
ソ
ピ
ュ
！
タ
に
貯
蔵
・
蓄
積
保
存
さ

れ
て
い
る
情
報
に
妥
当
す
る
と
扱
わ
れ
て
い
る
か
が
、
第
三
節
で
問
題
に

さ
れ
て
い
る
。
自
分
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
、
第
三
者
の
干
渉
を
許
さ
な

い
領
域
で
の
情
報
の
交
換
と
情
報
の
蓄
積
の
分
野
に
つ
い
て
、
先
述
し
た

「
止
む
を
え
な
い
国
家
の
利
益
」
と
い
う
正
当
化
事
由
の
存
在
と
、
そ
の

第
三
者
に
ょ
る
事
前
承
認
と
い
う
、
実
体
お
よ
び
手
続
の
双
方
の
要
件
を

備
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
第
四
修
正
を
連
邦
刑
事
訴
訟

規
則
四
一
条
の
解
釈
判
例
を
通
し
て
整
理
し
、
描
い
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
情
報
を
化
体
す
る
有
体
物
が
存
在
し
な
い
流
通
中
の
情
報
、

そ
れ
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
内
蔵
・
蓄
積
さ
れ
て
い
る
情
報
を
「
明
示
し
」

「
個
別
化
」
し
て
入
手
す
る
う
え
で
の
工
夫
が
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ

る
か
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
明
示
・
特
定
の
工
夫
を
欠
け
ば
、
有

体
物
で
明
示
・
特
定
さ
れ
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
関
係
す
る
情
報
の
安
全

保
障
は
大
き
く
脅
か
さ
れ
、
探
索
的
・
一
般
探
索
に
道
を
開
く
か
ら
で
あ

る
。　

つ
ぎ
に
、
「
止
む
を
え
な
い
国
家
の
利
益
」
ほ
ど
高
い
程
度
の
正
当
化

事
由
を
要
求
さ
れ
ず
、
同
時
に
、
第
三
者
の
事
前
審
査
・
承
認
と
い
う
、
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い
わ
ゆ
る
「
令
状
主
義
」
が
要
求
さ
れ
な
い
領
域
に
は
、
と
り
わ
け
「
タ

イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
」
の
場
合
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
こ
そ
、
ま
さ
に
情
報
内
容
に
つ
い
て
、
他
か
ら
干
渉
を
受
け
な
い
客

観
的
期
待
は
無
い
が
、
主
観
的
期
待
が
あ
る
に
と
ど
ま
る
場
合
の
典
型
で

あ
る
。

　
第
一
部
の
第
二
章
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
作
成
さ
れ
た
証
拠
を
扱
っ

て
い
る
．
こ
れ
に
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
蓄
積
、
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
情
報

を
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
目
に
見
え
る
も
の
に
し
て
証
拠
に
用
い
る
場
合
と
、

蓄
積
情
報
を
処
理
し
て
、
一
定
の
専
門
的
推
論
を
示
し
て
、
そ
れ
を
証
拠

に
す
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ミ
ュ
レ
イ
シ
ョ
ン
技
法
を
用
い
て
作
成
し

た
証
拠
の
双
方
が
含
ま
れ
る
．

　
こ
こ
で
の
関
心
の
第
一
は
、
原
本
性
と
真
正
性
に
向
け
ら
れ
る
．
出
力

印
字
さ
れ
、
目
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
情
報
の
真
正
・
原
本

性
の
問
題
で
あ
る
。
入
手
の
真
正
、
処
理
の
真
正
、
出
力
の
真
正
が
証
明

さ
れ
れ
ば
、
出
力
印
字
さ
れ
た
文
書
を
原
本
と
み
る
立
場
が
連
邦
証
拠
規

則
（
九
〇
一
条
b
項
九
号
、
一
〇
〇
一
条
三
項
等
）
と
そ
の
解
釈
判
例
を

通
し
て
支
配
的
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
、
電

子
工
学
的
手
法
で
処
理
さ
れ
た
情
報
も
、
性
質
上
は
、
伝
聞
証
拠
と
定
義

さ
れ
、
そ
の
う
え
で
，
業
務
記
録
（
連
邦
証
拠
法
八
〇
三
条
六
号
）
・
公
務

記
録
（
同
八
〇
三
条
八
号
）
、
シ
ュ
ミ
レ
イ
シ
ョ
ン
さ
れ
た
情
報
に
よ
る
推

論
に
つ
い
て
は
、
鑑
定
人
供
述
（
同
七
〇
二
、
七
〇
三
条
）
と
扱
わ
れ
て

ぎ
て
い
る
裁
判
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
第
一
部
第
三
章
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
エ
イ
ル
ズ
に
妥
当
す
る

勺
＆
8
導
畠
9
ぎ
ぎ
匙
国
〈
崔
S
8
＞
9
一
〇
〇
。
膳
の
制
定
経
過
と
こ
の
法

律
に
よ
っ
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
が
、
伝
聞
証
拠

と
し
て
扱
わ
れ
（
同
法
六
九
条
）
信
用
性
の
情
況
保
障
を
具
体
的
に
要
求

し
て
い
た
過
去
の
判
例
の
積
み
重
ね
を
基
礎
に
、
刑
事
法
改
定
委
員
会
が

検
討
を
重
ね
て
、
9
ぎ
ぽ
亀
旨
駐
8
＞
9
這
o。
o

。
に
結
実
し
た
伝
聞
例

外
に
定
め
た
要
件
（
同
法
二
三
お
よ
び
三
四
条
）
を
紹
介
し
て
い
る
。

　四
　
本
書
の
第
二
部
は
「
わ
が
国
に
お
け
る
刑
事
手
続
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

犯
罪
」
と
題
さ
れ
て
、
わ
が
国
で
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
か
か
わ
る
捜
索
・

押
収
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
の
許
容
性
に
関
す
る
、

現
行
法
下
で
の
解
釈
が
、
英
米
法
諸
国
で
の
先
例
や
立
法
を
参
考
に
し
つ

つ
、
比
較
法
的
手
法
で
検
討
さ
れ
、
著
者
の
解
釈
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　
憲
法
三
五
条
と
そ
の
成
立
に
決
定
的
に
影
響
を
及
ぽ
し
た
ア
メ
リ
カ
合

衆
国
憲
法
第
四
修
正
に
照
ら
し
て
解
釈
す
る
と
、
記
録
媒
体
た
る
有
体
物

の
み
な
ら
ず
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
流
通
又
は
そ
こ
に
内
蔵
・
蓄
積
さ
れ
て

い
る
無
体
記
録
、
無
体
情
報
も
、
憲
法
三
五
条
の
保
護
の
下
に
入
る
と
解

す
る
と
の
立
場
か
ら
、
第
二
部
で
は
、
捜
索
場
所
と
押
収
対
象
物
の
明
示
・

特
定
と
い
う
実
体
要
件
と
令
状
要
件
の
双
方
に
つ
い
て
解
釈
し
、
一
般
探

索
的
捜
索
押
収
を
禁
圧
す
る
立
場
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
概
要

を
把
握
し
て
、
必
要
情
報
の
捜
索
と
押
収
に
限
定
さ
れ
る
手
法
が
用
意
さ

れ
、
用
い
ら
れ
て
い
れ
ば
、
憲
法
お
よ
び
刑
事
訴
訟
法
の
要
件
を
充
足
し

て
い
る
と
み
て
よ
い
と
の
正
当
な
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
無

体
情
報
も
証
拠
「
物
」
と
し
て
、
刑
訴
法
の
捜
索
・
押
収
の
対
象
と
な
る

と
解
し
て
よ
い
（
同
法
九
九
条
一
項
参
照
）
と
の
立
場
が
採
ら
れ
て
い
る
。
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情
報
を
刑
事
手
続
で
利
用
す
る
に
は
、
最
終
的
に
は
一
般
人
が
目
で
見
、

耳
で
聴
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
に
し
て
入
手
す
る
こ
と
を
要
す
る
が
、
そ

の
た
め
の
補
助
者
等
の
協
力
は
、
法
の
認
め
る
　
「
必
要
な
処
分
」
（
法
二

二
二
条
一
項
、
一
一
一
条
参
照
）
に
当
た
る
と
解
し
、
現
行
法
上
も
、
最

終
的
に
可
読
な
状
態
で
の
情
報
入
手
が
可
能
と
な
る
と
の
当
然
の
解
釈
を

展
開
し
て
い
る
．

　
ま
た
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
犯
罪
の
捜
査
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
処
理
や

保
有
情
報
の
状
況
の
検
証
や
鑑
定
処
分
を
要
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
と

き
、
具
体
的
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
通
じ
て
い
る
第
三
者
の
協

力
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
目
で
読
む
こ
と
の
で
き
る
状
態
に
ア
ウ
ト
プ

ヅ
ト
す
る
に
当
っ
て
、
被
処
分
老
の
協
力
を
要
す
る
が
．
そ
れ
ら
も
、
す

べ
て
「
必
要
な
処
分
」
に
含
め
て
解
釈
で
き
る
と
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
特
性
に
応
じ
て
、
必
要
な

資
料
を
、
一
般
・
探
索
的
捜
索
・
押
収
と
は
な
ら
な
い
方
法
で
入
手
す
る

に
は
、
多
く
の
協
力
を
「
必
要
な
処
分
」
と
し
て
被
処
分
者
又
は
第
三
者

の
専
門
家
に
求
め
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
協
力
を
欠
く
と
き
は
、
捜
索
・

押
収
に
多
大
な
出
費
が
嵩
ん
だ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
作
動

を
一
定
期
間
内
停
止
さ
せ
た
り
す
る
こ
と
も
行
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
．

こ
れ
へ
の
立
法
的
な
対
応
と
し
て
、
著
者
は
、
協
力
義
務
と
そ
の
義
務
違

反
の
場
合
の
罰
則
の
定
め
、
さ
ら
に
は
、
英
国
の
り
＆
8
9
且
9
ぎ
ぎ
巴

望
留
琴
①
＞
9
這
鍵
の
一
九
条
と
二
〇
条
の
定
め
る
裁
判
官
の
関
与
す

る
手
続
に
よ
る
、
義
務
的
な
電
磁
記
録
の
出
力
を
立
法
論
と
し
て
提
案
し

て
い
る
。

　
こ
の
ほ
か
に
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
の
利
用
に
当
た
っ
て
、
バ

ッ
ク
ア
ッ
プ
・
シ
ス
テ
ム
を
義
務
化
す
る
な
ど
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
安
全

保
障
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
ル
！
ル
の
設
定
を
、
法
律
の
形
式
に
講
ず
る

こ
と
も
、
最
早
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
ヘ
の
主
観
的
期
待
に
と
ど
ま
る
領
域
へ
の
捜

索
・
押
収
の
典
型
的
な
場
合
と
し
て
，
自
己
の
情
報
が
第
三
者
の
管
理
に

か
か
る
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
に
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
を
挙
げ
、

そ
こ
で
の
捜
索
・
押
収
は
、
通
常
の
客
観
的
期
待
の
あ
る
領
域
の
捜
索
・

押
収
と
は
要
件
の
異
な
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
適
切
な

指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
具
体
的
処
理
と
し
て
刑
訴
法
一
〇
二
条
二

項
と
一
〇
五
条
の
反
対
解
釈
に
よ
る
と
の
提
案
に
は
、
ま
だ
一
考
を
要
す

る
と
思
う
。

　
第
二
部
の
第
二
章
は
、
電
気
通
信
事
業
者
提
供
の
サ
ー
ピ
ス
に
よ
る
情

報
通
信
と
そ
の
捜
索
・
押
収
を
扱
っ
て
い
る
。

　
そ
の
第
一
は
、
電
子
的
方
法
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ソ
で
あ
り
、

電
話
傍
受
の
場
合
と
同
様
に
、
基
本
的
に
は
憲
法
三
五
条
の
保
護
領
域
に

あ
り
、
わ
が
国
で
は
、
「
通
信
の
秘
密
」
の
一
側
面
の
通
信
の
自
由
の
保

護
と
し
て
、
憲
法
二
一
条
二
項
の
保
護
を
考
え
に
入
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
と
適
切
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
二
は
、
電
気
通
信
事
業
者
の
サ
ー
ピ
ス

を
利
用
し
た
事
実
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
終
了
後
に
、
そ
の
内
容
が
事

業
者
の
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
に
保
管
さ
れ
る
「
電
子
メ
イ
ル
」
の
よ
う
な
場
合

の
扱
い
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
主
観
的
期
待
に
と
ど
ま
る
場
合
で

あ
る
こ
と
、
又
は
．
「
事
業
者
の
取
扱
」
を
離
れ
た
も
の
と
し
て
、
客
観
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的
期
待
が
認
め
ら
れ
る
通
信
中
の
通
信
内
容
の
保
護
と
は
区
別
し
て
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
部
の
第
三
章
は
、
「
わ
が
国
に
お
け
る
コ
ソ
ピ
ュ
！
タ
に
よ
り
作

成
さ
れ
た
証
拠
」
を
扱
う
。

　
そ
の
第
三
節
で
は
、
原
本
性
が
扱
わ
れ
る
。
情
報
の
記
憶
・
保
存
は
目

に
見
え
な
い
状
態
に
さ
れ
て
い
る
が
犯
罪
証
拠
に
用
い
る
に
は
、
目
に
見

え
る
状
態
に
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
の
特
徴
か
ら
、
ま
ず
、
保
存
情

報
と
出
力
情
報
の
同
一
性
が
立
証
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
刑

訴
法
三
二
一
条
三
項
又
は
四
項
の
証
人
又
は
鑑
定
人
の
真
正
証
言
に
よ
り

充
足
さ
れ
る
（
米
連
邦
証
拠
規
則
九
〇
一
条
b
項
九
号
参
照
）
、
と
解
釈
し

て
い
る
。
ま
た
、
公
証
の
必
要
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
保
存
情
報
は
、
電
磁
記

録
（
目
に
見
え
な
い
も
の
）
を
原
本
と
し
、
出
力
・
印
字
さ
れ
た
も
の
を
謄

本
と
解
し
、
他
方
そ
れ
以
外
の
電
磁
記
録
は
、
証
拠
書
類
と
し
て
は
じ
め

て
証
拠
と
な
る
の
で
、
出
力
さ
れ
た
書
面
を
原
本
と
解
す
る
と
の
立
場
が

と
ら
れ
て
い
る
（
ち
な
み
に
、
米
連
邦
証
拠
規
則
一
〇
〇
一
条
三
号
は
、

プ
リ
ン
ト
・
ア
ウ
ト
さ
れ
た
文
書
を
原
本
と
す
る
と
明
定
す
る
）
。

　
そ
し
て
、
最
後
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
証
拠
は
、
伝

聞
証
拠
で
あ
り
．
現
行
刑
訴
法
三
二
三
条
各
号
に
当
た
れ
ば
許
容
性
を
与

え
ら
れ
る
と
解
釈
し
、
保
管
・
処
理
・
出
力
の
同
一
性
と
正
確
性
を
要
件

に
許
容
性
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
。

　
だ
が
、
た
し
か
に
、
業
務
の
通
常
過
程
で
作
成
さ
れ
た
情
報
を
記
憶
・

保
存
す
る
場
合
は
、
三
二
三
条
各
号
で
扱
わ
れ
れ
ば
よ
い
と
の
見
解
は
正

し
い
と
思
う
が
、
そ
れ
以
外
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
入
力
さ
れ
て
い
る
情

報
も
、
通
常
の
伝
聞
・
書
面
に
よ
る
証
拠
と
同
じ
要
件
で
許
容
性
を
肯
定

し
て
よ
い
と
の
見
解
が
妥
当
だ
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
真
正
の
立
証
の
点

で
、
通
常
の
文
書
と
は
若
干
異
っ
た
方
策
、
例
え
ぽ
英
国
の
｝
＆
8
導
鳥

9
ぎ
ぎ
巴
国
〈
峯
9
8
＞
9
一
〇
〇
。
“
の
六
九
条
一
項
な
ど
も
立
法
化
さ
れ

る
と
間
題
が
扱
い
や
す
く
な
る
と
は
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
情
報
出
力
に

よ
る
書
面
作
成
に
当
た
り
、
そ
の
作
成
方
法
、
コ
ン
ピ
ュ
！
タ
の
作
動
・

使
用
状
況
等
に
関
し
、
そ
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
オ
ペ
レ
イ
シ
ョ
ン
に
責
任

の
あ
る
者
の
署
名
し
た
証
明
書
の
提
出
が
そ
れ
で
あ
る
。

三
　
本
書
へ
の
批
評

ラ
一
　
著
者
は
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
を
流
通
す
る
情
報
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
保

存
さ
れ
、
記
憶
・
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
情
報
の
捜
索
・
押
収
が
、
プ
ラ
イ
ヴ

ァ
シ
ー
の
法
理
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
と
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
主
と

し
て
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
法
理
に
従
っ
て
、
わ
が
国
で
の
同
様
の
問
題

を
扱
う
の
が
正
し
い
と
の
前
提
で
、
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
を
流
通
し
、
そ
れ
に

貯
蔵
・
保
存
さ
れ
て
い
る
資
料
・
証
拠
・
情
報
入
手
か
ら
生
ず
る
様
々
の

態
様
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。

　
わ
が
国
で
は
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
が
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
多
い
が
、

法
定
主
義
が
個
人
の
行
動
を
予
測
可
能
な
も
の
に
さ
せ
、
自
己
選
択
を
可

能
に
す
る
と
の
法
実
証
主
義
の
影
響
が
強
い
た
め
か
、
或
い
は
、
さ
ら
に
、

単
に
刑
事
訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
．
い
わ
ゆ
る
「
強
制
処
分
法
定

主
義
」
に
よ
っ
て
、
捜
索
・
押
収
・
身
柄
拘
束
等
の
活
動
を
規
律
す
る
こ

と
し
か
考
え
な
い
立
場
が
多
い
。
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そ
の
た
め
、
諸
外
国
で
は
．
す
で
に
、
と
っ
く
の
昔
に
解
決
済
と
さ
れ

て
い
る
電
話
傍
受
や
電
信
傍
受
に
つ
い
て
も
、
わ
が
国
で
は
解
釈
上
の
解

決
は
無
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
立
法
の
用
意
も
欠
け
て
い
る
。

　
現
在
で
は
、
ペ
イ
パ
レ
ス
の
時
代
に
入
り
、
地
球
規
模
で
、
テ
レ
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
が
コ
ソ
ピ
ュ
ー
タ
リ
ゼ
イ
シ
ョ
ン
の
下
で

張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
、
海
の
外
の
諸
国
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
貯
蔵
さ
れ
て
い

る
情
報
を
入
手
し
た
り
、
そ
こ
に
情
報
を
蓄
積
す
べ
く
送
付
す
る
こ
と
さ

え
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
で
は
．
情
報
に
関
し
て
い
え
ば
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
ラ
イ
ズ
ド
・
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

は
、
一
種
の
、
し
か
も
重
要
な
社
会
基
盤
・
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
テ
ユ
ア

と
な
っ
て
い
る
。
通
常
の
業
務
活
動
も
、
ま
た
犯
罪
も
、
こ
の
イ
ン
フ
ラ

を
用
い
て
様
々
の
形
を
と
っ
て
行
わ
れ
る
。

　
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
、
自
由
な
情
報
の
交
換
、
自
由
な
人
々
の
結
合

を
保
障
す
る
う
え
で
、
外
部
か
ら
の
不
当
な
理
由
の
な
い
干
渉
か
ら
守
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で
、
技
術
的
な
方
法

と
法
の
規
律
に
よ
っ
て
、
他
か
ら
干
渉
を
受
け
な
い
自
由
な
領
域
が
設
定

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
、
物
理
的
障
壁
等
に
よ
っ
て
外
部
の
干

渉
か
ら
保
障
さ
れ
た
自
由
な
領
域
に
匹
敵
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
今
で
は
、

個
人
が
み
ず
か
ら
、
又
は
集
合
体
を
通
し
て
自
己
を
表
現
す
る
た
め
に
、

自
己
を
確
立
し
、
他
人
と
私
的
に
結
合
し
．
さ
ら
に
は
自
己
を
表
現
し
て

他
人
と
交
渉
す
る
重
要
な
方
途
・
方
策
の
一
つ
が
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
支

え
ら
れ
た
テ
レ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
，
家
屋
と
同
様
に
守
ら
れ
る
べ
き
自
由
の
領
域
も
、
書
類
や
所
持

品
と
同
様
に
そ
の
安
全
が
保
障
さ
れ
る
べ
き
自
由
な
領
域
も
あ
る
と
同
時

に
、
他
人
と
公
的
に
交
渉
し
、
他
人
と
と
も
に
繁
栄
す
る
と
同
時
に
他
人

を
正
当
な
理
由
な
く
傷
つ
け
る
の
に
用
い
ら
れ
る
領
域
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
単
に
強
制
処
分
法
定
主
義
な
ど
と
い
う
法
律
の
定
め
た

射
程
の
狭
い
原
則
に
よ
っ
て
検
討
す
べ
き
限
界
を
超
え
て
、
自
由
の
原
理

に
よ
っ
て
検
討
す
べ
き
大
き
な
間
題
が
、
そ
こ
に
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
と
は
、
他
人
に
か
ま
わ
れ
な
い
、
他
人
の
干
渉
を

受
け
な
い
で
、
自
己
の
決
定
で
自
己
の
問
題
を
処
理
で
き
る
権
利
、
古
い

表
現
で
は
コ
人
に
放
っ
て
お
か
れ
る
権
利
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
種

の
自
由
権
で
あ
る
。
現
行
憲
法
に
即
し
て
い
え
ば
、
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権

は
、
様
々
に
別
の
規
定
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
憲
法
二
二
条
の
幸
福

追
求
権
、
つ
ま
り
、
自
分
の
人
生
の
設
計
と
幸
福
を
求
め
て
、
み
ず
か
ら

そ
れ
を
決
し
て
も
他
人
に
と
や
か
く
言
わ
れ
な
い
自
由
も
、
そ
の
一
つ
で

あ
る
。
第
二
に
、
憲
法
一
二
条
の
表
現
の
自
由
、
言
論
・
思
想
の
自
由
も

ま
た
、
そ
の
な
か
に
入
る
。
自
己
の
思
想
、
信
条
、
宗
教
を
ど
の
よ
う
に

抱
く
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
ど
の
よ
う
な
人
々
と
共
通
の
宗

教
・
思
想
・
信
条
を
分
か
ち
合
う
か
を
み
ず
か
ら
決
定
し
、
選
択
す
る
の

に
他
者
、
と
り
わ
け
国
家
か
ら
の
干
渉
を
受
け
な
い
自
由
で
あ
る
。
そ
し

て
、
憲
法
三
五
条
、
三
三
条
の
、
個
人
の
身
体
，
家
屋
、
所
持
品
が
、
不

合
理
な
国
家
の
干
渉
、
捜
索
・
押
収
か
ら
守
ら
れ
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
領
域
で
は
．
自
由
に
他
か
ら
干
渉
を
受
け
ず
に
．
自
ら
を
決
し
律
す
る

こ
と
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。
個
人
主
義
を
基
礎
に
し
、
個
人
の
尊
敬
を
直

接
支
え
る
権
利
を
権
利
保
障
の
中
核
に
据
え
る
こ
と
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
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こ
の
三
つ
の
態
様
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
の
保
障
の
な
か
で
、
最
も
そ
の
保

障
の
厚
い
保
障
は
、
三
三
条
と
三
五
条
に
よ
る
そ
れ
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
．
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
か
、
外
部
か
ら
判
明
し
な
い
領
域
で
の

自
由
こ
そ
が
、
個
人
の
尊
敬
に
最
も
し
っ
か
り
と
基
礎
づ
い
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
第
二
に
、
他
人
と
の
関
係
で
、
自
己
を
表
現
す
る
と
、
他
人
と

の
接
触
が
生
ず
る
が
、
そ
の
他
人
と
の
接
触
が
あ
っ
て
も
、
と
り
わ
け
個

人
の
自
己
表
現
を
、
個
人
志
向
の
自
由
社
会
で
保
障
す
る
目
的
で
、
憲
法

二
一
条
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
三
に
、
社
会
の
中
で
他
人
と

の
接
触
を
も
ち
つ
つ
自
己
の
人
生
を
開
拓
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
を

制
度
的
に
保
障
す
る
幸
福
追
求
権
が
予
定
さ
れ
る
。
自
己
の
内
部
決
定
、

重
要
な
分
野
で
決
定
さ
れ
た
自
己
の
表
現
、
そ
し
て
、
そ
れ
ら
を
含
む
人

生
で
の
自
己
表
現
の
制
度
的
保
障
と
い
う
順
序
で
、
自
己
決
定
の
自
由
が

保
障
さ
れ
、
他
人
と
の
接
触
が
強
い
、
制
度
的
保
障
を
伴
う
、
幸
福
追
求

権
の
保
障
に
あ
っ
て
は
、
　
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
制
限
が
予
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
最
も
「
私
的
」
な
領
域
が
、
憲
法
三
三
条
と
三
五
条
に
よ
っ
て

他
か
ら
の
不
合
理
な
干
渉
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い

る
。　

こ
の
よ
う
な
保
障
を
要
求
す
る
原
理
を
自
由
の
原
理
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　
自
由
の
原
理
は
、
国
家
が
「
個
人
志
向
型
の
自
由
主
義
又
は
社
会
契
約

論
』
に
立
脚
す
る
か
ぎ
り
、
ω
　
個
人
の
基
本
的
な
自
由
領
域
に
は
、
正

当
化
事
由
が
存
在
し
、
「
止
む
を
え
な
い
ほ
ど
重
要
な
国
家
利
益
と
必
要

性
」
が
認
め
ら
れ
る
と
き
に
か
ぎ
っ
て
、
国
家
が
干
渉
で
き
る
に
と
ど
め

る
と
の
要
求
、
つ
ぎ
に
勧
　
自
由
へ
の
干
渉
の
程
度
と
手
段
は
、
選
び
う

る
方
途
の
う
ち
で
、
目
的
と
す
る
利
益
や
必
要
性
と
適
切
に
関
連
し
、
最

も
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
の
少
な
い
も
の
に
よ
る
べ
き
だ
と
の
要
求
を
充

足
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
自
由
の
原
理
を
具
体
的
に
実
現
す
る
方
策
を
一
定
の
状
況
で
定
め

る
諸
原
則
が
憲
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
三
三
条
と
三
五
条
で
は
、

正
当
化
事
由
の
存
在
と
、
捜
索
・
押
収
の
領
域
と
対
象
の
明
示
性
の
要
求
、

さ
ら
に
、
そ
の
正
当
化
根
拠
の
存
在
を
確
認
し
、
干
渉
を
事
前
に
第
三
者

が
承
認
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
令
状
要
件
」
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
一
定
の

状
況
で
の
令
状
要
件
の
例
外
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
重
要
な
分

野
で
自
己
を
表
現
す
る
場
合
の
自
由
の
保
障
に
当
た
っ
て
は
、
事
前
抑
制

と
検
閲
の
禁
止
、
つ
ま
り
表
現
に
先
立
つ
表
現
行
為
へ
の
抑
制
を
禁
止
す

る
方
策
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
幸
福
追
求
の
限
界
は
、
政
策
的

に
議
会
の
定
め
る
公
共
の
福
祉
に
基
づ
く
公
共
の
選
考
又
は
選
択
に
よ
っ

て
定
め
ら
れ
る
と
の
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
自
由
の
原
理
を
、
予
定
し
て
い
る
状
況
で
妥
当
さ

せ
る
方
策
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
視
点
で
、
著
者
が
採
り
上
げ
て
い
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
流

通
し
．
又
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
記
憶
・
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
情
報
の
保
障
を

検
討
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
情
報
、
つ
ま
り
・
自
己
表
現
の
結
果
は
，
限
ら

れ
た
私
人
、
個
人
、
私
的
集
団
の
間
に
限
ら
れ
た
領
域
に
あ
り
、
そ
れ
ら

の
者
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
有
体
物
に
化
体
さ

れ
て
い
る
情
報
と
同
様
に
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
も
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の
と
な
る
。

　
そ
し
て
、
「
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
領
域
」
の
外
で
行
わ
れ
る
私
人
間
の

交
流
・
表
現
は
、
幸
福
追
求
権
の
保
障
の
範
囲
で
守
ら
れ
る
べ
き
も
の
と

な
る
。

　
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
や
干
渉
か
ら
守
ら
れ
る
べ
き
、
領
域
が
、
物
理

的
有
体
物
の
空
間
か
、
ワ
イ
ヤ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
施
設
と
い
う
空
間
か
、

ま
た
守
ら
れ
る
べ
き
情
報
が
、
紙
等
の
有
体
物
に
化
体
さ
れ
て
い
る
か
、

電
気
・
磁
力
と
い
っ
た
無
体
物
に
化
体
さ
れ
て
い
る
か
は
、
状
況
の
相
違

で
あ
っ
て
、
自
由
の
原
理
の
変
更
を
求
め
る
要
因
で
は
な
い
。

　
こ
の
前
提
に
立
て
ば
、
文
書
等
の
有
体
物
を
介
し
て
の
自
己
表
現
に
必

要
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
状
況
か
ら
、
無
体
物
を
介
し
て
の
マ
・
三

ニ
ケ
イ
シ
ョ
ン
の
状
況
の
変
化
に
対
応
し
た
、
原
則
を
、
自
由
の
原
理
に

適
う
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
の
意
味
で
、
「
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
！
へ
の
客
観
的
期
待
』
が
認
め
ら
れ

る
状
況
で
は
、
憲
法
三
五
条
の
要
件
を
そ
の
ま
ま
適
用
し
、
「
プ
ラ
イ
ヴ

ァ
シ
ー
ヘ
の
主
観
的
期
待
』
し
か
存
し
な
い
場
合
に
は
．
気
紛
れ
の
干
渉

で
な
い
保
障
で
足
り
る
と
す
る
、
米
国
に
展
開
さ
れ
て
来
て
い
る
原
則
に

立
つ
筆
者
の
立
場
は
正
し
い
と
思
う
。

　
た
だ
、
こ
れ
ら
の
ヲ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
期
待
」
の
由
来
を
、
よ
り
十
分

に
「
自
由
の
原
理
」
と
結
び
つ
け
て
理
論
化
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
と
い

う
の
が
評
者
の
感
想
で
あ
る
。

ラニ
　
証
拠
法
の
分
野
に
つ
い
て
言
え
ば
、
著
者
が
正
し
く
分
析
す
る
よ
う

（に
、
情
報
の
「
記
憶
」
と
情
報
の
「
利
用
」
が
二
元
化
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
に
、
文
書
に
よ
る
情
報
の
記
録
と
の
相
違
点
が
あ
る
。
だ
が
、
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
、
中
国
語
で
「
電
脳
」
と
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
も
ま
た
、

情
報
の
記
憶
を
脳
で
行
い
、
情
報
の
利
用
は
、
表
現
－
口
頭
か
．
文
書

か
、
態
度
か
を
別
に
し
て
ー
を
通
し
て
行
う
。
こ
こ
に
は
、
ま
さ
に
記

憶
・
表
現
の
二
元
化
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
，
人
間
の
場
合
に
は
、
当
の
個
人
が
、
記
憶
を
表
現
す
る
の
に
対

し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
あ
っ
て
は
、
「
記
憶
」
、
保
存
さ
れ
て
い
る
情
報
は
、

一
定
の
約
束
の
下
に
他
人
に
よ
っ
て
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
て
「
表
現
」
さ

れ
て
利
用
に
供
さ
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
さ
え
明
確
に
な
れ
ば
、
記
憶
”
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
、
表
現
“

ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
”
印
字
さ
れ
る
経
過
を
み
れ
ば
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
に
よ
り
作
成
さ
れ
る
証
拠
が
伝
聞
証
拠
の
性
質
を
も
つ
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
伝
聞
法
則
の
適
用
と
例
外
に
つ
い
て
は
、
コ
γ
ピ
ュ
！
タ
の

特
徴
に
し
た
が
っ
て
処
理
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
点
の
著
者
の
認
識
と
理
解
は
十
分
で
あ
り
．
し
た
が
っ
て
．
そ
の

現
行
法
の
解
釈
は
、
ほ
ぽ
説
得
的
で
あ
る
．

　三
　
本
書
は
状
況
の
変
化
が
大
き
く
て
も
、
適
用
す
べ
き
原
理
に
変
化
の

（な
い
分
野
を
扱
っ
た
論
文
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
そ
れ
に
ひ
き
つ
づ
い
た
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
、
ウ
エ
イ

ル
ズ
で
の
先
行
し
た
裁
判
例
、
法
律
、
人
々
の
論
述
な
ど
を
踏
ま
え
て
い

る
と
は
い
え
、
表
面
上
は
、
有
体
物
に
化
体
さ
れ
た
情
報
を
扱
う
た
め
に

定
め
ら
れ
た
原
則
に
ょ
っ
て
い
る
法
律
の
制
度
を
、
そ
れ
と
は
大
き
く
異
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な
る
「
無
体
物
」
に
化
体
さ
れ
た
情
報
の
扱
い
に
応
用
す
る
と
い
っ
た
、

大
き
な
状
況
の
変
化
の
あ
る
分
野
で
、
実
際
的
、
実
務
的
に
も
有
用
な
研

究
を
重
ね
た
著
者
の
努
力
に
敬
意
を
表
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
慶
鷹
通
信
、
一
九
九
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
渥
美
　
東
洋

紹介と批評
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