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保
安
監
置
制
度
の
正
当
化
に
つ
い
て

│
│
法
的
強
制
と
し
て
の
自
由
の
剝
奪
の
可
能
性
？
│
│

飯

島

暢

一

は
じ
め
に

二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
を
契
機
と
し
た
最
近
の
動
向

三

保
安
監
置
制
度
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
試
み

│
│
ケ
ー
ラ
ー
及
び
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
│
│

四

結
び
に
か
え
て

一

は
じ
め
に

我
が
国
の
刑
法
典
は
︑
犯
罪
者
に
対
す
る
制
裁
手
段
と
し
て
主
に
刑
罰
し
か
規
定
し
て
い
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ド
イ
ツ
刑
法

典
で
は
様
々
な
処
分
制
度
が
刑
罰
と
並
ん
で
予
定
さ
れ
て
お
り
︑
治
安
の
維
持
と
自
由
の
保
障
に
関
し
て
議
論
を
行
う
上
で
前
提
条

件
が
異
な
っ
て
い
る
︒
処
分
制
度
に
よ
る
自
由
の
剝
奪
が
可
能
な
法
制
度
を
有
す
る
ド
イ
ツ
の
方
が
︑
そ
れ
が
正
当
な
も
の
で
あ
る

の
か
否
か
は
さ
て
お
き
︑
よ
り
治
安
の
維
持
に
重
点
を
置
い
て
い
る
と
一
応
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
こ
数
年
来
︑
ド
イ
ツ
の
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処
分
制
度
の
中
で
も
保
安
監
置
︵
d
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
︶
は
激
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
︑
一
定
の
変
容
を
余
儀
な
く
さ
れ
て

い
る
︒
い
わ
ば
治
安
の
維
持
か
ら
自
由
の
保
障
へ
の
揺
り
返
し
と
も
言
え
る
現
象
が
現
実
に
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
本
小
稿
は
︑

保
安
監
置
に
関
す
る
最
近
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
し
な
が
ら
︑
そ
の
正
当
化
の
可
能
性
を
探
る
も
の
で
あ
る
︒
我
が
恩
師
宮
澤
浩

一
先
生
は
︑
か
つ
て
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
安
監
置
制
度
の
動
向
を
い
ち
早
く
我
が
国
に
紹
介
さ
れ
︑
そ
の
意
義
を
論
じ
ら
れ
て
い
た
︵

︶
︒

1

従
っ
て
︑
本
小
稿
を
先
生
の
御
仏
前
に
捧
げ
さ
せ
て
戴
く
こ
と
は
適
切
な
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

保
安
監
置
は
︑
行
為
者
の
責
任
の
有
無
と
無
関
係
に
︑
想
定
さ
れ
る
被
害
者
及
び
公
共
に
対
す
る
将
来
の
危
険
性
を
理
由
に
し
て
︑

刑
の
終
了
後
も
更
に
自
由
を
剝
奪
す
る
制
裁
手
段
で
あ
り
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
条
以
下
で
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
責
任
の
有
無
と
無
関

係
と
い
う
こ
と
は
︑
責
任
能
力
を
有
す
る
行
為
者
に
つ
い
て
も
︑
そ
の
者
が
重
大
な
犯
罪
行
為
を
行
う
﹁
習
癖
︵
H
a
n
g
︶
﹂
︵
六
六
条

一
項
四
号
：
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
新
法
に
よ
る
と
四
号
に
規
定
さ
れ
て
い
る
︶
を
有
す
る
限
り
︑
た
と
え
責
任
の
程

度
が
低
か
っ
た
と
し
て
も
︑
危
険
性
の
程
度
に
応
じ
た
長
期
の
自
由
剝
奪
が
可
能
と
な
る
︒
こ
の
よ
う
な
制
裁
手
段
は
︑
法
治
国
家

的
刑
法
の
要
で
あ
る
責
任
主
義
と
調
和
し
難
く
︑
ま
た
危
険
性
に
関
す
る
判
断
も
曖
昧
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
た
め
︑
以
前
か
ら
多

く
の
疑
念
に
晒
さ
れ
て
お
り
︵

︶
︑
そ
の
実
務
上
の
運
用
も
か
な
り
控
え
目
な
も
の
に
留
ま
っ
て
対
象
者
数
も
一
九
九
六
年
の
時
点
で
は

2

一
七
六
名
で
し
か
な
か
っ
た
︵

︶
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
一
九
九
八
年
以
降
一
変
す
る
︒
同
年
の
﹁
危
険
な
性
犯
罪
者
及
び
暴

3

力
犯
罪
者
対
策
法
﹂
に
よ
り
一
〇
年
と
い
う
初
回
の
保
安
監
置
の
期
間
の
上
限
が
廃
止
さ
れ
︑
更
に
は
そ
の
�
及
適
用
が
認
め
ら
れ

た
の
を
皮
切
り
に
︑
二
〇
〇
二
年
に
保
安
監
置
の
留
保
の
規
定
︵
六
六
ａ
条
︶
︑
二
〇
〇
四
年
に
事
後
的
保
安
監
置
の
規
定
︵
六
六
ｂ

条
︵

︶︶
が
導
入
さ
れ
︑
適
用
範
囲
は
六
六
条
の
古
典
的
な
保
安
監
置
し
か
な
か
っ
た
と
き
と
比
べ
て
大
幅
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
︵

︶
︒
こ

4

5

れ
を
受
け
て
︑
監
置
対
象
者
数
も
二
〇
〇
三
年
に
三
〇
六
名
︑
二
〇
〇
五
年
に
三
五
〇
名
︑
二
〇
〇
七
年
に
四
一
五
名
と
増
大
し
︑

二
〇
一
〇
年
に
は
五
二
四
名
︵

︶
に
達
し
た
︒
こ
の
よ
う
な
保
安
監
置
制
度
の
運
用
は
︑
昨
今
世
界
的
な
潮
流
と
な
っ
て
い
る
︑
治
安
対

6

策
の
た
め
に
刑
法
を
際
限
な
く
用
い
て
い
く
多
罰
化
の
思
想
と
無
縁
で
は
な
く
︵

︶
︑
そ
の
賛
否
を
め
ぐ
り
ド
イ
ツ
で
は
多
く
の
研
究
書

7
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が
公
刊
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
保
安
監
置
を
拡
大
さ
せ
る
動
き
は
留
ま
る
こ
と
を
知
ら
ず
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
個
別
の
事
件

8

の
扇
情
的
な
報
道
と
そ
れ
を
受
け
た
大
衆
迎
合
的
な
政
治
の
主
導
の
下
で
更
な
る
強
化
が
目
論
ま
れ
て
も
い
た
︵

︶
︒
こ
の
よ
う
な
保
安

9

監
置
制
度
を
治
安
維
持
の
手
段
と
し
て
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
の
あ
り
方
に
ま
さ
に
冷
や
水
を
浴
び
せ

た
の
が
︑
以
下
で
紹
介
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
︵
以
下
で
は
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
と
略
す
こ
と
に
す
る
︶
の
判
決
で
あ
る
︵

︶
︒

10

二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
決
を
契
機
と
し
た
最
近
の
動
向

問
題
と
な
っ
た
事
案
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︵

︶
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
で
定
め
ら
れ
た
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
Ｅ
Ｇ

11

Ｍ
Ｒ
に
申
立
を
行
っ
た
Ｍ
︵
一
九
五
七
年
生
ま
れ
︶
は
︑
一
五
歳
の
と
き
か
ら
当
時
に
至
る
ま
で
刑
事
施
設
の
外
に
い
た
の
は
数
週

間
だ
け
と
い
う
︑
ま
さ
に
保
安
監
置
の
対
象
者
の
典
型
例
と
言
え
る
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
︒
Ｍ
は
︑
少
年
刑
の
執
行
中
に
職
員

及
び
同
房
の
者
を
襲
っ
た
こ
と
か
ら
︑
有
罪
判
決
を
受
け
る
と
共
に
鑑
定
の
結
果
︑
精
神
の
障
害
が
認
め
ら
れ
て
一
九
八
四
年
一
〇

月
以
降
は
ド
イ
ツ
刑
法
六
三
条
に
基
づ
い
て
精
神
病
院
へ
の
収
容
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
︒
そ
の
後
︑
精
神
病
院
か
ら
の
外
出
中
に
付

き
添
っ
て
い
た
女
性
職
員
を
襲
い
︑
一
九
八
六
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
地
裁
に
よ
っ
て
︑
謀
殺
未
遂
と
強
盗
を
理
由
に
五
年
の
自
由
刑
と

保
安
監
置
の
命
令
が
下
さ
れ
て
い
た
︒

保
安
監
置
は
刑
の
終
了
後
︑
つ
ま
り
一
九
九
一
年
八
月
か
ら
開
始
さ
れ
た
が
︑
当
時
の
刑
法
六
七
ｄ
条
一
項
第
一
文
に
は
︑
保
安

監
置
に
よ
る
初
回
の
収
容
は
一
〇
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
二
〇
〇
一
年
九
月
に
そ
の
期
限
が
到
来
し

た
︒
し
か
し
︑
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
地
裁
の
刑
執
行
部
は
二
〇
〇
一
年
四
月
一
〇
日
の
決
定
で
︑
Ｍ
に
は
危
険
性
が
い
ま
だ
認
め
ら
れ
る

と
し
て
保
安
監
置
の
終
了
を
拒
絶
し
て
い
た
︒
更
に
同
決
定
は
同
年
一
〇
月
二
六
日
に
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
裁
で
追
認
さ
れ
た
︒

両
裁
判
所
が
示
し
た
態
度
の
背
景
に
は
︑
一
九
九
八
年
の
危
険
な
性
犯
罪
者
及
び
暴
力
犯
罪
者
対
策
法
を
受
け
て
︑
刑
法
六
七
ｄ
条
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が
改
正
さ
れ
た
結
果
︑
初
回
の
保
安
監
置
に
関
す
る
一
〇
年
の
上
限
が
廃
止
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
︵

︶
︑
改
正
法
に
よ
っ
て
︑
そ
の
�
及

12

適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
︒
そ
の
後
︑
Ｍ
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
対
し
て
憲
法
異
議
の
訴
え
を
提
起
し
た
が
︑

こ
れ
も
二
〇
〇
四
年
二
月
五
日
の
第
二
小
法
廷
判
決
︵
B
v
e
rfG
E
1
0
9
,
1
3
3︶
に
よ
っ
て
退
け
ら
れ
た
︵

︶
︒
特
に
︑
保
安
監
置
の
上
限
の

13

�
及
的
な
廃
止
が
︑
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
で
規
定
さ
れ
て
い
る
�
及
処
罰
の
禁
止
に
抵
触
す
る
か
否
か
が
問
題
と
な
っ
た
が
︑
連

邦
憲
法
裁
判
所
は
︑
基
本
法
で
保
障
さ
れ
た
同
禁
止
は
︑
刑
罰
を
対
象
と
す
る
も
の
で
し
か
な
く
︑
保
安
監
置
を
含
む
保
安
改
善
処

分
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
し
た
︵

︶
︒
そ
の
後
︑
お
そ
ら
く
は
藁
を
も
つ
か
む
気
持
ち
で
Ｍ
が
二
〇
〇
四
年
五
月
二
四
日
に
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ

14

に
対
し
て
申
立
を
行
っ
た
と
こ
ろ
︑
同
第
五
小
法
廷
は
︑
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
に
判
決
を
下
し
︵

︶
︑
保
安
監
置
が
一
〇
年
経
過

15

し
た
後
の
Ｍ
に
対
す
る
自
由
の
剝
奪
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
及
び
七
条
に
違
反
す
る
と
し
て
︑
Ｍ
に
対
す
る
五
万
ユ
ー
ロ

の
補
償
を
ド
イ
ツ
政
府
に
命
じ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
ド
イ
ツ
政
府
は
︑
二
〇
一
〇
年
三
月
一
六
日
に
事
件
を
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ

の
大
法
廷
に
付
託
す
る
た
め
の
請
求
を
行
っ
た
が
︑
大
法
廷
の
審
査
部
会
に
よ
っ
て
同
年
五
月
一
〇
日
に
却
下
さ
れ
て
し
ま
い
︑
こ

れ
に
よ
り
右
の
判
決
は
同
日
付
け
で
確
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
で
は
自
由
及
び
安
全
の
権
利
が
保
障
さ
れ
て
お
り
︑
同
七
条
で
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
に
基
づ
き
︑

特
に
そ
の
一
項
で
�
及
処
罰
の
禁
止
が
規
定
さ
れ
て
い
る
︒
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
が
︑
こ
れ
ら
の
条
文
に
対
す
る
違
反
を
認
め
た
際
の
論
拠
は

次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
一
項
は
︑
自
由
及
び
安
全
の
権
利
の
内
容
と
し
て
︑
自
由
の
剝
奪
が
許
さ
れ
る
場
合
を
定
め
て
お
り
︑

特
に
そ
の
⒜
で
﹁
権
限
の
あ
る
裁
判
所
に
よ
る
有
罪
判
決
の
後
の
人
の
合
法
的
な
抑
留
﹂
と
い
う
も
の
を
挙
げ
て
い
る
︒
Ｍ
か
ら
の

申
立
を
受
け
た
小
法
廷
は
︑
同
人
に
対
す
る
一
〇
年
の
上
限
を
事
後
的
に
超
過
し
た
保
安
監
置
に
よ
る
自
由
剝
奪
は
︑
こ
の
五
条
一

項
⒜
の
場
合
に
反
す
る
と
し
た
︒
同
小
法
廷
に
よ
れ
ば
︑
五
条
一
項
⒜
の
趣
旨
は
︑
対
象
者
に
対
し
て
執
行
さ
れ
る
自
由
の
剝
奪
は
︑

犯
罪
行
為
と
有
責
性
を
確
定
す
る
有
罪
判
決
に
基
づ
く
形
で
︑
当
該
の
判
決
と
十
分
な
因
果
関
係
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
Ｍ
の
事
案
に
お
い
て
︑
こ
の
意
味
で
の
有
罪
判
決
と
言
え
る
の
は
︑
一
九
八
六
年
に
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
地
裁

に
よ
っ
て
下
さ
れ
た
︑
五
年
の
自
由
刑
と
保
安
監
置
の
命
令
を
内
容
と
す
る
判
決
の
み
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
一
〇
年
を
超
え
て
も
な

お
保
安
監
置
の
継
続
を
認
め
た
二
〇
〇
一
年
の
同
地
裁
刑
執
行
部
の
決
定
は
︑
五
条
一
項
⒜
が
要
求
す
る
有
罪
判
決
に
は
当
た
ら
な

い
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
小
法
廷
は
︑
一
九
八
六
年
の
時
点
で
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
地
裁
の
判
決
が
命
じ
る
こ
と
の
で
き

る
保
安
監
置
は
法
律
上
あ
く
ま
で
一
〇
年
間
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
超
え
た
保
安
監
置
に
よ
る
自
由
の
剝
奪
は
︑
一

九
八
六
年
の
﹁
有
罪
判
決
﹂
と
は
十
分
な
因
果
関
係
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
︑
五
条
一
項
⒜
に
違
反
す
る
と
結
論
付
け
た

の
で
あ
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
七
条
は
罪
刑
法
定
主
義
の
原
則
を
規
定
し
て
お
り
︑
�
及
処
罰
の
禁
止
を
内
容
と
す
る
そ
の
一
項
第
二
文

に
よ
れ
ば
︑﹁
何
人
も
︑
犯
罪
が
行
わ
れ
た
時
に
適
用
さ
れ
て
い
た
刑
罰
よ
り
も
重
い
刑
罰
を
科
さ
れ
な
い
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
小

法
廷
は
︑
一
〇
年
と
い
う
上
限
期
間
の
事
後
的
な
廃
止
に
基
づ
く
保
安
監
置
の
継
続
は
︑
こ
の
七
条
一
項
第
二
文
に
反
す
る
と
し
た
︒

こ
の
点
で
︑
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
安
監
置
が
︑
同
条
項
に
お
け
る
﹁
刑
罰
﹂
に
当
た
る
の
か
否
か
が
問
題
と
な
る
が
︑
同
小
法
廷
は
︑

ド
イ
ツ
の
法
制
度
で
は
︑
保
安
監
置
は
刑
罰
と
は
区
別
さ
れ
た
処
分
に
分
類
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
意
識
し
た
上
で
︑
こ
の
よ

う
な
分
類
に
囚
わ
れ
ず
に
自
由
に
解
釈
を
行
う
べ
き
と
し
︑
ド
イ
ツ
で
は
保
安
監
置
が
通
常
の
刑
事
施
設
内
で
執
行
さ
れ
て
お
り
︑

そ
の
実
態
は
刑
の
執
行
と
区
別
で
き
な
い
こ
と
︑
刑
罰
と
処
分
の
目
的
は
部
分
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
る
点
︵

︶
を
挙
げ
て
︑
保
安
監
置

16

は
人
権
条
約
七
条
一
項
第
二
文
が
規
定
す
る
﹁
刑
罰
﹂
に
該
当
す
る
と
結
論
付
け
て
い
る
︵

︶
︒
つ
ま
り
︑
同
小
法
廷
に
よ
れ
ば
︑
Ｍ
に

17

対
し
て
︑
事
後
法
に
基
づ
い
て
一
〇
年
を
超
え
て
執
行
さ
れ
た
保
安
監
置
は
︑
七
条
一
項
第
二
文
が
禁
じ
た
﹁
重
い
刑
罰
﹂
を
科
す

こ
と
に
当
た
る
の
で
あ
る
︒

Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
に
よ
る
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
の
判
決
に
よ
っ
て
︑
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
は
一
種
の
混
乱
状
態
に
陥
っ
た
と
言
え

る
︒
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
四
六
条
に
よ
り
︑
締
約
国
は
自
国
が
当
事
者
で
あ
る
事
件
に
お
い
て
裁
判
所
の
終
結
判
決
に
従
わ
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
︒
つ
ま
り
︑
ド
イ
ツ
政
府
は
条
約
違
反
状
態
を
終
了
さ
せ
る
義
務
を
負
う
が
︑
更
に
は
同
四
一
条
に
よ
り
被
害
を
受

け
た
当
事
者
に
対
し
て
そ
の
精
神
的
な
損
害
を
補
償
す
る
義
務
を
課
さ
れ
て
い
る
︒
具
体
的
に
は
︑
申
立
人
で
あ
る
Ｍ
を
保
安
監
置

か
ら
解
放
し
︑
五
万
ユ
ー
ロ
の
補
償
金
を
支
払
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵

︶
︒
確
か
に
ド
イ
ツ
政
府
に
課
さ
れ
る
以
上
の
義
務
は
︑
あ
く

18

ま
で
個
別
の
事
案
に
対
す
る
も
の
で
し
か
な
く
︑
そ
れ
を
超
え
る
形
で
直
接
的
に
国
際
法
上
の
義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
で
は
な
い
︒

ま
た
︑
既
に
確
定
し
た
Ｍ
に
関
す
る
以
前
の
判
決
や
命
令
に
対
し
て
再
審
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
も
厳
密
に
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い

な
い
︵

︶
︒
し
か
し
︑
ド
イ
ツ
国
内
に
は
︑
Ｍ
と
同
様
の
状
況
で
︑
つ
ま
り
事
後
的
な
上
限
期
間
の
廃
止
を
受
け
て
保
安
監
置
さ
れ
続
け

19
て
い
る
者
が
約
七
〇
名
い
る
と
さ
れ
た
た
め
︵

︶
︑
こ
れ
ら
の
者
の
取
り
扱
い
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︵

︶
︒
ま
た
︑
後
述
す
る

20

21

よ
う
に
︑
二
〇
〇
九
年
判
決
の
論
拠
に
従
え
ば
︑
事
後
的
保
安
監
置
︵
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
保
安
監
置
の
留
保
︶
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
に
合
致
し
て
い
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
も
の
と
な
る
た
め
︑
保
安
監
置
制
度
の
抜
本
的
な
見
直
し
が
不
可
避
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒
仮
に
保
安
監
置
制
度
が
崩
壊
し
︑
明
ら
か
に
危
険
な
監
置
対
象
者
を
世
に
解
き
放
つ
場
合
に
は
︑
治

安
の
維
持
な
ど
は
保
て
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
︒
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
が
陥
っ
た
の
は
︑
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
で
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
の
論
拠
が
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
ｂ
条
の
事
後
的
保
安
監
置
に
対
す
る
批
判
を
も
含
意
し

て
い
る
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
︵

︶
︒
同
判
決
は
︑
直
接
的
に
は
保
安
監
置
の
上
限
期
間
の
事
後
的
な
廃
止
の
�
及
適
用
に
関
す
る

22

も
の
で
あ
っ
た
が
︑
同
判
決
の
論
拠
に
従
う
限
り
︑
事
後
的
保
安
監
置
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
一
項
⒜
の
要
件
を
満
た
さ
な

い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
既
に
述
べ
た
よ
う
に
︑
同
五
条
一
項
⒜
は
︑
有
罪
判
決
と
自
由
剝
奪
の
因
果
的
な
結
び
付
き
を
要
求
す

る
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
事
後
的
保
安
監
置
の
場
合
で
は
︑
監
置
を
科
す
命
令
は
︑
先
行
す
る
有
罪
判
決
と
は
無
関

係
に
︑
行
刑
中
に
明
ら
か
に
な
っ
た
危
険
性
に
基
づ
い
て
言
い
渡
さ
れ
る
た
め
︵

︶
︑
有
罪
判
決
と
は
因
果
的
な
結
び
付
き
を
有
し
な
い

23

自
由
の
剝
奪
が
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
︑
同
五
条
一
項
⒜
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
の
で
あ
る
︒
右
の
事
後
的
保
安
監
置
の

規
定
は
︑
二
〇
〇
四
年
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
前
に
犯
罪
を
行
い
︑
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
対
し
て
も
事
後
的
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な
監
置
の
命
令
は
可
能
と
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
こ
の
点
も
︑
二
〇
〇
九
年
判
決
の
理
解
に
よ
れ
ば
︑
重
い
﹁
刑
罰
﹂
の
�
及
的
な
適
用
に

24

該
当
す
る
た
め
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
七
条
一
項
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
と
な
る
︵

︶
︒

25

学
説
の
多
く
は
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
に
好
意
的
で
あ
っ
た
が
︑
同
判
決
の
趣
旨
を
ド
イ
ツ
国
内
で
貫
徹
さ
せ
て
︑
明

ら
か
に
危
険
な
犯
罪
者
を
保
安
監
置
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
︑
一
〇
年
の
上
限
の
廃
止
︵
或
い
は
事
後
的
保
安
監
置
︶
に
つ
い
て
�

及
適
用
を
認
め
た
立
法
者
の
意
思
を
否
定
し
︑
公
共
に
対
す
る
国
家
の
保
護
義
務
の
懈
怠
を
招
く
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
と
の
懸
念

も
表
明
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
そ
も
そ
も
︑
ド
イ
ツ
刑
法
二
条
六
項
で
は
︑
保
安
監
置
を
含
む
処
分
に
つ
い
て
は
︑
行
為
時
で
は
な
く
︑
裁

26

判
時
︵

︶
に
効
力
を
有
す
る
法
律
を
基
準
に
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
の
内
容
を
実
現
す
る
際
に

27
は
︑
当
該
二
条
六
項
と
の
矛
盾
も
生
じ
て
来
て
し
ま
う
︒
し
か
し
︑
同
判
決
を
好
意
的
に
捉
え
る
論
者
か
ら
は
︑
二
条
六
項
に
は
︑

﹁
法
律
で
異
な
る
規
定
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
﹂
に
︑
処
分
に
つ
い
て
は
裁
判
時
の
法
律
が
基
準
に
な
る
と
の
条
件
が
付
さ
れ
て

い
る
点
に
着
目
し
︑
二
〇
〇
九
年
判
決
に
お
け
る
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
七
条
に
関
す
る
解
釈
そ
の
も
の
が
︑
右

の
意
味
で
の
﹁
法
律
﹂
に
当
た
る
と
し
て
︑
刑
法
二
条
六
項
と
の
抵
触
を
回
避
す
る
見
解
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
︵

︶
︒

28

し
か
し
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
に
対
す
る
実
務
上
の
対
応
で
は
多
く
の
混
乱
が
生
じ
た
結
果
︑
特
に
判
例
の
状
況
は
不

統
一
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
ま
ず
地
裁
の
刑
執
行
部
の
多
く
が
︑
二
〇
〇
九
年
判
決
の
申
立
人
で
あ
る
Ｍ
と
同
様
に
事
後
的

に
一
〇
年
を
超
え
る
形
で
監
置
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
︑
そ
の
処
分
の
終
了
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
迫
ら
れ
た
が
︑
終
了
を

肯
定
す
る
も
の
︑
否
定
す
る
も
の
に
分
か
れ
て
し
ま
い
︑
更
に
︑
地
裁
の
刑
執
行
部
の
判
断
に
対
す
る
異
議
を
司
る
上
級
地
裁
レ
ベ

ル
で
の
結
論
も
統
一
的
な
立
場
を
示
す
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
︵

︶
︒
ま
た
︑
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
小
法
廷
は
︑
二
〇
一
〇
年
五
月

29

一
九
日
の
決
定
で
︑
同
様
の
事
案
に
つ
い
て
保
安
監
置
の
終
了
を
求
め
る
訴
え
を
退
け
た
が
︵

︶
︑
こ
れ
に
対
し
て
︑
保
安
監
置
の
上
限

30

期
間
の
事
後
的
な
廃
止
に
関
す
る
事
案
で
は
な
か
っ
た
が
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
を
受
け
て
︑
事
後
的
保
安
監
置
の
規
定

の
�
及
適
用
を
否
定
的
に
解
す
る
連
邦
通
常
裁
判
所
第
四
刑
事
部
に
よ
る
二
〇
一
〇
年
五
月
一
二
日
の
決
定
も
見
ら
れ
た
︵

︶
︒
そ
の
後
︑

31
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上
級
地
裁
レ
ベ
ル
で
の
判
断
の
不
統
一
を
解
消
す
る
た
め
︑
二
〇
一
〇
年
七
月
二
四
日
の
裁
判
所
構
成
法
第
四
次
改
正
法
︵

︶
に
よ
り
裁

32

判
所
構
成
法
一
二
一
条
二
項
が
改
正
さ
れ
︑
あ
る
上
級
地
方
裁
判
所
が
保
安
監
置
の
終
了
或
い
は
そ
の
継
続
に
つ
い
て
︑
他
の
上
級

地
方
裁
判
所
或
い
は
連
邦
通
常
裁
判
所
の
見
解
と
異
な
る
結
論
を
下
す
と
き
は
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
に
意
見
を
呈
示
し
て
判
断
を
求

め
る
義
務
が
設
定
さ
れ
た
︒
こ
の
新
た
に
導
入
さ
れ
た
呈
示
手
続
に
基
づ
き
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
刑
事
部
が
︑
二
〇
一
〇
年

一
一
月
九
日
の
決
定
で
︵

︶
︑
事
後
的
な
上
限
期
間
の
廃
止
に
よ
り
一
〇
年
を
超
え
て
保
安
監
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
︑
監
置

33

の
対
象
者
の
人
格
及
び
行
動
に
関
す
る
具
体
的
な
状
況
か
ら
︑
重
大
な
暴
力
犯
或
い
は
性
犯
罪
を
行
う
高
度
の
危
険
性
が
導
き
出
さ

れ
る
と
き
に
限
る
と
い
う
制
限
を
付
し
な
が
ら
も
︑
保
安
監
置
を
継
続
し
て
よ
い
旨
の
見
解
を
表
明
し
て
い
る
︒

Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
に
端
を
発
す
る
混
乱
状
態
を
収
め
る
た
め
に
は
︑
立
法
的
解
決
を
図
る
以
外
に
手
段
が
な
い
と
し

て
︑
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
保
安
監
置
制
度
全
般
を
根
本
的
に
見
直
す
た
め
の
新
法
を
呈
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
︒
立
法
の
動
き
は
︑

既
に
二
〇
一
〇
年
六
月
九
日
に
連
邦
司
法
省
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
﹁
保
安
監
置
の
改
革
の
た
め
の
大
綱
︵
E
ck
p
u
n
k
te
fü
r
e
in
e
R
e
-

fo
rm
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
︶
﹂
を
叩
き
台
に
し
て
開
始
さ
れ
︑
同
年
一
〇
月
二
〇
日
に
連
邦
内
閣
に
よ
っ
て
改
正
草
案
が
了

承
さ
れ
て
具
体
化
し
て
い
っ
た
︒
そ
し
て
︑
同
年
一
二
月
三
一
日
に
﹁
保
安
監
置
法
の
新
規
定
に
関
す
る
法
律
︵
D
a
s
G
e
se
tz
z
u
r

N
e
u
o
rd
n
u
n
g
d
e
s
R
e
ch
ts
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
u
n
d
z
u
b
e
g
le
ite
n
d
e
n
R
e
g
e
lu
n
g
e
n
v
.
2
2
.
1
2
.
2
0
1
0

︵

︶︶﹂
が
布
告
さ
れ
︑
翌

34

年
の
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
法
律
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
の
は
主
に
以
下
の
点
で
あ
る
︵

︶
︒
①
ま
ず
︑

35

ド
イ
ツ
刑
法
六
六
条
で
規
定
さ
れ
て
い
る
本
来
の
︵
古
典
的
な
︶
保
安
監
置
の
重
点
化
が
図
ら
れ
︑
適
用
範
囲
を
暴
力
犯
或
い
は
性

犯
罪
に
本
質
的
に
限
定
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
既
に
判
例
上
も
確
立
し
た
見
解
で
あ
っ
た
が
︑
有
罪
判
決
の
時
点

を
危
険
性
判
断
の
基
準
と
す
る
こ
と
が
条
文
で
明
記
さ
れ
た
︒
②
次
に
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
ａ
条
の
保
安
監
置
の
留
保
の
拡
充
が
図

ら
れ
て
い
る
︒
旧
六
六
ａ
条
一
項
で
は
︑
保
安
監
置
の
留
保
を
命
じ
る
前
提
と
し
て
︑
習
癖
︵
H
a
n
g

︵

︶
︶
及
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
公

36

共
に
対
す
る
危
険
性
が
い
ま
だ
﹁
十
分
な
確
実
性
で
も
っ
て
確
定
し
得
な
い
場
合
﹂
と
い
う
要
件
が
定
め
ら
れ
て
い
た
が
︑
新
六
六
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ａ
条
一
項
で
は
︑﹁
十
分
な
確
実
性
で
も
っ
て
は
確
定
し
得
な
い
が
︑
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
﹂
と
改
め
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
同
条
二
項

に
お
い
て
初
犯
に
対
す
る
保
安
監
置
の
留
保
が
導
入
さ
れ
︑
そ
の
一
号
で
定
め
ら
れ
た
特
定
の
重
大
犯
罪
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
︑

習
癖
及
び
そ
こ
か
ら
生
じ
る
危
険
性
が
﹁
十
分
な
確
実
性
で
も
っ
て
確
定
し
得
る
か
或
い
は
少
く
と
も
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
﹂
︵
三

号
︶
に
は
保
安
監
置
の
留
保
を
命
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
︵

︶
︒
③
そ
し
て
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
ｂ
条
の
事
後
的
保
安
監
置
は
大
幅

37

に
縮
小
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︵

︶
︒
旧
六
六
ｂ
条
一
項
及
び
二
項
は
削
除
さ
れ
︑
精
神
病
院
へ
の
収
容
が
終
了
し
た
者
に
関
す
る
三
項

38

の
み
が
維
持
さ
れ
た
︒
但
し
︑
そ
の
適
用
範
囲
は
部
分
的
で
は
あ
る
が
拡
充
さ
れ
て
い
る
︒
④
更
に
︑
行
状
監
督
制
度
の
強
化
が
図

ら
れ
︑
行
状
監
督
に
お
け
る
指
示
の
内
容
と
し
て
︑
電
子
的
監
視
装
置
を
身
に
付
け
︑
そ
の
機
能
を
破
壊
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

を
命
じ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
︵
新
六
八
ｂ
条
一
項
第
一
文
一
二
号
︶
︒
⑤
最
後
に
︑
精
神
に
障
害
が
あ
る
暴
力
犯
罪
者
の
治
療
及

び
収
容
に
関
す
る
法
律
︵
G
e
se
tz
z
u
r
T
h
e
ra
p
ie
ru
n
g
u
n
d
U
n
te
rb
rin
g
u
n
g
p
sy
ch
isch
g
e
stö
rte
r
G
e
w
a
lttä
te
r︶
が
立
法
さ
れ
た
︒

こ
の
法
律
は
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
と
抵
触
す
る
た
め
保
安
監
置
を
終
了
さ
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
対
象
者
を
念
頭
に
置

い
て
︑
精
神
の
障
害
に
基
づ
き
他
人
の
生
命
︑
身
体
の
完
全
性
︑
自
由
︑
性
的
自
己
決
定
に
対
し
て
著
し
い
侵
害
を
与
え
る
高
い
蓋

然
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
︑
地
裁
の
民
事
部
が
適
切
な
監
置
施
設
へ
の
収
容
を
命
じ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
︒

特
に
最
後
に
挙
げ
た
⑤
の
精
神
に
障
害
が
あ
る
暴
力
犯
罪
者
の
治
療
及
び
収
容
に
関
す
る
法
律
に
つ
い
て
は
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
判
決

を
受
け
て
保
安
監
置
を
終
了
さ
せ
た
者
に
対
し
て
︑
更
な
る
自
由
の
剝
奪
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
た
め
批
判
が
強
い
が
︵

︶
︑
事
後
的
保

39

安
監
置
を
新
法
が
縮
小
さ
せ
る
点
に
は
学
説
の
多
く
も
賛
同
し
て
い
る
︒
新
法
は
︑
事
後
的
保
安
監
置
を
縮
小
さ
せ
る
代
わ
り
に
︑

本
来
の
古
典
的
な
保
安
監
置
を
重
大
犯
罪
に
集
中
化
さ
せ
る
と
同
時
に
︑
保
安
監
置
の
留
保
を
拡
充
さ
せ
る
こ
と
で
︑
懸
念
さ
れ
る

治
安
の
維
持
の
悪
化
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
保
安
監
置
の
留
保
の
拡
充
に
つ
い
て
は
賛
同
す
る

意
見
は
あ
る
も
の
の
︵

︶
︑
そ
も
そ
も
こ
の
制
度
自
体
が
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
の
論
拠
か
ら
す
れ
ば
︑
維
持
し
得
な
い
と
す
る

40

立
場
も
あ
り
︵

︶
︑
学
説
の
見
解
は
分
か
れ
て
い
る
︒
後
者
の
否
定
的
な
立
場
は
︑
保
安
監
置
の
留
保
で
は
︑
実
際
の
監
置
の
命
令
は
刑

41
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の
執
行
の
終
了
時
に
先
行
す
る
有
罪
判
決
と
は
別
個
に
下
さ
れ
る
た
め
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
一
項
が
要
求
す
る
有
罪
判
決

と
自
由
の
剝
奪
の
間
に
必
要
な
十
分
な
因
果
関
係
が
存
在
し
な
い
と
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
考
え
に
よ
れ
ば
︑
保

安
監
置
の
制
度
は
あ
く
ま
で
も
本
来
の
古
典
的
な
保
安
監
置
だ
け
に
一
本
化
さ
れ
る
べ
き
と
い
う
結
論
に
な
る
︵

︶
︒

42

実
は
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
で
も
古
典
的
な
保
安
監
置
そ
の
も
の
は
問
題
視
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
保
安
監
置
制
度
全
般
を
完

全
に
廃
止
す
る
こ
と
は
︑
現
在
の
ド
イ
ツ
で
は
あ
ま
り
主
張
さ
れ
て
い
な
い
︵

︶
︒
危
険
性
判
断
の
不
明
確
さ
や
運
用
面
で
の
問
題
点
が

43

様
々
に
指
摘
さ
れ
て
は
い
る
が
︵

︶
︑
古
典
的
な
保
安
監
置
の
制
度
そ
の
も
の
は
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

44

し
か
し
︑
古
典
的
な
保
安
監
置
は
︑
将
来
の
危
険
性
を
理
由
に
し
て
刑
罰
と
は
別
に
自
由
を
強
制
的
に
剝
奪
す
る
法
制
度
で
あ
る
︒

そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
な
自
由
の
剝
奪
を
正
当
化
す
る
論
拠
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
︒

三

保
安
監
置
制
度
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
試
み
│
│
ケ
ー
ラ
ー
及
び
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
│
│

ド
イ
ツ
で
は
保
安
監
置
制
度
が
長
年
に
渡
り
運
用
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
の
正
当
化
を
基
礎
付
け
る
た
め
の
論
拠
は
驚
く
程
貧
弱
な

も
の
で
し
か
な
い
︒
古
典
的
な
保
安
監
置
は
︑
多
く
の
論
者
か
ら
﹁
好
ま
し
く
は
な
い
が
︑
必
要
な
害
悪
︵

︶
﹂
と
見
な
さ
れ
て
お
り
︑

45

正
当
化
の
論
拠
と
し
て
は
︑
公
共
の
治
安
の
獲
得
が
対
象
者
の
自
由
の
喪
失
よ
り
も
上
回
る
と
い
う
衡
量
的
な
観
点
が
持
ち
出
さ
れ

る
の
に
留
ま
っ
て
い
る
︵

︶
︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
は
公
共
の
治
安
の
維
持
の
た
め
に
︑
対
象
者
を
そ
の
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
り

46

か
ね
ず
︑
物
権
の
対
象
と
混
同
し
て
い
る
と
す
る
カ
ン
ト
的
な
批
判
が
ま
さ
に
当
て
は
ま
っ
て
し
ま
う
︒
仮
に
社
会
を
危
険
な
犯
罪

者
か
ら
保
護
す
る
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
︑
必
要
な
も
の
の
全
て
が
正
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
自
明
の
事
柄
で

あ
り
︑
必
要
性
が
正
当
化
の
論
拠
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
︒
特
に
九
〇
年
代
後
半
以
降
︑
保
安
監
置
の
制
度
は
刑
事
政
策
の
ウ
ル
テ
ィ

マ
・
ラ
テ
ィ
オ
或
い
は
﹁
最
後
の
緊
急
措
置
﹂
と
し
て
の
み
正
当
化
さ
れ
る
と
言
わ
れ
続
け
な
が
ら
も
︑
単
な
る
掛
け
声
ば
か
り
で
︑
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治
安
の
維
持
の
た
め
に
同
制
度
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
て
し
ま
い
︑
本
来
要
請
さ
れ
る
べ
き
積
極
的
特
別
予
防
の
観
点
を
軽
視
す
る

形
で
︑
対
象
者
を
治
安
政
策
の
た
め
の
単
な
る
客
体
と
す
る
こ
と
が
現
実
に
押
し
進
め
ら
れ
て
き
た
事
情
︵

︶
の
背
景
に
は
︑
こ
の
よ
う

47

な
正
当
化
論
拠
の
脆
弱
性
が
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
何
故
な
ら
ば
︑
空
虚
な
内
容
の
正
当
化
論
拠
し
か
な
い
場
合
に
は
︑
批
判

す
べ
き
動
向
を
き
ち
ん
と
批
判
し
て
︑
そ
の
流
れ
を
押
し
返
す
こ
と
な
ど
は
到
底
不
可
能
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し

か
し
最
近
︑
保
安
監
置
制
度
を
理
論
的
に
正
当
化
す
る
試
み
が
︑
ケ
ー
ラ
ー
と
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
両
者
の
見

解
は
全
く
の
真
逆
の
方
向
に
向
か
う
も
の
で
あ
り
︑
特
に
ケ
ー
ラ
ー
の
考
え
は
︑
保
安
監
置
を
刑
罰
概
念
の
な
か
に
批
判
的
に
解
消

す
る
試
み
と
言
え
る
︵

︶
︒
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
刑
罰
と
は
異
な
る
法
的
強
制
の
観
点
に
依
拠
す
る
形
で
︑
保
安
監
置
を
人
格

48

に
対
す
る
自
由
の
剝
奪
と
し
て
基
礎
付
け
よ
う
と
し
て
い
る
︵

︶
︒
ま
ず
は
彼
ら
の
見
解
を
概
観
し
て
み
よ
う
︒

49

古
典
的
な
保
安
監
置
と
は
︑
責
任
能
力
が
あ
る
犯
罪
者
に
対
し
て
刑
罰
を
科
す
だ
け
で
は
な
く
︑
そ
の
者
が
有
す
る
犯
罪
へ
の

﹁
習
癖
︵
H
a
n
g
︶
﹂
を
手
掛
か
り
に
︑
将
来
に
お
い
て
犯
罪
行
為
を
行
う
危
険
性
を
判
断
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
更
に
自
由
を
強
制

的
に
剝
奪
す
る
刑
法
上
の
処
分
制
度
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
処
分
制
度
が
対
象
に
し
て
い
る
の
は
︑

責
任
能
力
を
有
す
る
︑
つ
ま
り
︑
法
秩
序
の
構
成
者
た
る
自
由
な
人
格
性
︵
法
主
体
性
︶
を
︵
潜
在
的
に
︶
保
持
し
て
い
る
犯
罪
者

で
あ
る
た
め
︑
そ
れ
自
体
と
し
て
は
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
何
故
な
ら
︑
犯
罪
者
も
い
ま
だ
法
秩
序
を
共
に
構
成
す
る
主

体
︵
M
it-
S
u
b
je
k
t︶
で
あ
る
限
り
は
︑
あ
く
ま
で
そ
の
者
と
の
相
互
的
な
法
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
た
法
的
制
裁
で
あ

る
刑
罰
の
対
象
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︵

︶
︒
当
該
の
対
象
者
に
対
し
て
は
︑
そ
の
者
が
法
的
に
保
障
さ
れ
た
自
己
の

50

自
由
︵
或
い
は
そ
れ
を
行
使
す
る
法
的
地
位
︶
を
濫
用
す
る
形
で
他
者
の
自
由
及
び
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
に
加
え
た
侵
害
に
見
合
っ

た
程
度
で
刑
罰
が
科
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
し
て
︑
ケ
ー
ラ
ー
は
︑
刑
罰
を
対
象
者
に
科
す
と
き
に
も
そ
の
者
と
の
間
で
刑
法
上

の
法
関
係
︵
S
tra
fre
ch
tsv
e
rh
ä
ltn
is﹇
刑
罰
に
関
す
る
法
関
係
﹈︶
は
維
持
さ
れ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
共
同
で
構
成
し
た
法
秩
序
に
お
い
て

は
︑
他
者
が
⁝
⁝
合
法
的
に
振
る
舞
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
相
互
的
な
法
的
信
頼
が
︑
そ
の
反
対
の
事
柄
が
侵
害
と
い
う
行
動
の
形
で
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証
明
さ
れ
る
ま
で
﹂
妥
当
す
る
と
主
張
す
る
︵

︶
︒
こ
の
よ
う
な
相
互
的
な
法
的
信
頼
は
人
格
性
と
結
び
付
い
た
そ
の
属
性
で
あ
る
た
め
︑

51

い
ま
だ
人
格
で
あ
る
犯
罪
者
を
扱
う
際
に
も
一
種
の
規
範
的
な
制
約
と
し
て
作
用
す
る
︒
そ
し
て
こ
れ
に
よ
り
︑
そ
の
者
が
将
来
に

お
い
て
犯
罪
を
行
う
危
険
性
だ
け
を
根
拠
に
自
由
を
剝
奪
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
刑
法
上
の
法
関
係
が

存
在
す
る
限
り
︑
自
己
の
行
動
を
自
ら
規
定
す
る
人
格
と
し
て
の
自
律
性
が
犯
罪
者
に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
仮
に
危
険

性
判
断
が
事
実
上
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
︑
危
険
性
が
い
ま
だ
新
た
な
侵
害
行
為
の
形
で
現
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
︑
合
法
的
に
振

る
舞
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
法
的
な
信
頼
に
基
づ
い
て
犯
罪
者
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
ケ
ー
ラ
ー
は
︑

将
来
の
危
険
性
に
関
す
る
判
断
に
依
拠
す
る
形
で
自
律
的
な
人
格
に
対
し
て
刑
罰
と
は
別
に
自
由
の
剝
奪
を
執
行
す
る
保
安
監
置
は
︑

治
安
維
持
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
純
粋
な
予
防
的
装
置
に
他
な
ら
ず
︑
人
格
を
単
な
る
自
然
の
レ
ベ
ル
で
の
危
険
な
客
体
へ
と

縮
減
さ
せ
る
﹁
不
法
な
概
念
﹂
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
る
︵

︶
︒
で
は
︑
明
ら
か
に
犯
罪
行
為
へ
の
習
癖
を
有
す
る
危
険
な
犯
罪
者
に
つ

52

い
て
も
︑
そ
の
他
の
通
常
の
犯
罪
者
と
全
く
同
様
に
処
罰
せ
よ
︑
と
ケ
ー
ラ
ー
が
提
唱
し
て
い
る
の
か
と
言
う
と
実
は
そ
う
で
は
な

い
︒
彼
も
習
癖
に
基
づ
く
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
は
︑
責
任
そ
し
て
違
法
性
が
よ
り
重
大
で
あ
る
と
し
て
︑
加
重
さ
れ
た
刑
罰
の
賦
課

を
認
め
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
は
︑
習
癖
に
基
づ
い
た
将
来
の
危
険
性
を
念
頭
に
置
く
の
で
は
な
く
︑
処
罰
の
対
象

と
な
る
犯
罪
行
為
に
現
れ
て
い
る
限
り
で
当
該
の
危
険
性
を
捕
捉
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
危
険
な
犯
罪
者
に
対
す
る
自
由
の
剝
奪
と
い

う
現
行
の
保
安
監
置
が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
加
重
さ
れ
た
刑
罰
の
内
容
と
し
て
捉
え
直
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
︑
ケ
ー
ラ
ー
は
独
特
の
責
任
概
念
を
構
想
し
て
い
る
︒
彼
に
よ
れ
ば
︑
人
間
の
行
動
は
人

格
の
発
達
過
程
に
お
い
て
形
成
︑
固
定
化
さ
れ
た
習
慣
性
︵
H
a
b
itu
a
litä
t︶
と
結
び
付
い
て
お
り
︑
そ
れ
が
場
合
に
よ
っ
て
は
不
法

な
行
動
へ
と
至
る
原
因
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
責
任
は
︑
不
法
の
格
率
を
自
ら
の
行
動
原
理
と
す
る
こ
と
へ
の
自
律
的
な
決
意
︵

︶
︑
正
当

53

な
事
柄
へ
と
至
り
得
る
自
己
の
洞
察
の
意
思
的
な
転
倒
︵

︶
の
意
味
で
意
思
責
任
︵
W
ille
n
ssch
u
ld
︶
と
し
て
理
解
さ
れ
る
が
︑
犯
罪
者

54

が
不
法
の
格
率
を
採
用
す
る
際
に
は
︑
そ
の
者
が
こ
れ
ま
で
の
人
格
の
発
達
過
程
に
お
い
て
規
範
に
関
す
る
知
見
︵
N
o
rm
w
isse
n
︶
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を
ど
の
程
度
獲
得
し
て
き
た
の
か
と
い
う
点
が
関
係
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
す
る
︒
つ
ま
り
︑
規
範
に
適
っ
た
習
慣
性
が
形
成
さ
れ
て

い
れ
ば
︑
不
法
の
格
率
の
採
用
は
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
︑
そ
れ
と
は
逆
に
規
範
に
反
す
る
習
慣
性
が
あ
る
場
合
に
は
︑
よ
り
た

や
す
く
不
法
な
行
動
へ
と
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
習
慣
性
は
人
間
の
本
性
と
結
び
付
い
て
お
り
︑
責
任
を
判

断
す
る
際
に
も
不
可
分
の
構
成
要
素
に
な
る
と
ケ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
︵

︶
︒
更
に
︑
保
安
監
置
を
規
定
す
る
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
条
で
掲

55

げ
ら
れ
た
﹁
習
癖
︵
H
a
n
g
︶
﹂
の
要
件
も
︑
よ
り
詳
細
な
類
型
化
を
必
要
と
す
る
概
念
で
は
あ
る
が
︵

︶
︑
基
本
的
に
は
右
の
意
味
で
の

56

犯
罪
へ
の
習
慣
性
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
た
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
は
︑
﹁
行
為
者
に
お
い
て
継
続
的
な

犯
罪
の
実
行
へ
と
向
け
ら
れ
た
人
格
の
態
度
︵
P
e
rsö
n
lich
k
e
itsh
a
ltu
n
g

︵

︶
︶
﹂
が
認
め
ら
れ
る
た
め
︑
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
の
効
力

57

に
対
す
る
侵
害
の
程
度
︑
つ
ま
り
違
法
性
及
び
責
任
も
よ
り
大
き
く
な
り
︵

︶
︑
結
論
と
し
て
加
重
さ
れ
た
刑
罰
を
認
め
る
こ
と
が
で
き

58

る
と
す
る
︒
こ
こ
で
は
︑
犯
罪
へ
の
習
慣
性
と
い
う
形
で
自
己
の
人
格
を
形
成
し
た
点
に
つ
き
︑
違
法
性
及
び
責
任
の
加
重
を
認
め

る
理
由
が
問
題
と
な
る
︒
ケ
ー
ラ
ー
は
︑
自
己
の
人
格
的
な
態
度
に
つ
い
て
は
︑
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た
に
せ
よ
︑
人
格
と
し
て

の
自
己
答
責
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
︑
そ
れ
が
犯
罪
行
為
に
現
れ
て
い
る
限
り
で
は
︑
責
任
を
加
重
す
る
方
向
で
考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
︑
ボ
ッ
ケ
ル
マ
ン
や
ヘ
ル
ム
ー
ト
・
マ
イ
ヤ
ー
が
主
張
し
た
生
活
決
定
責
任
論
と
類
似
の
見
解
を
唱
え
て

お
り
︵

︶
︑
こ
の
よ
う
な
考
え
が
加
重
的
な
処
罰
を
認
め
る
際
の
理
由
と
な
っ
て
い
る
︵

︶
︒
ま
た
︑
習
癖
に
基
づ
い
て
責
任
が
重
く
評
価
さ

59

60

れ
る
場
合
に
︑
同
時
に
違
法
性
ま
で
も
が
重
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
責
任
が
あ
っ
て
初
め
て
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力

の
否
定
で
あ
る
違
法
性
も
完
全
な
も
の
に
な
る
と
す
る
犯
罪
論
の
体
系
を
ケ
ー
ラ
ー
が
構
想
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︵

︶
︒

61

現
行
の
︵
古
典
的
な
︶
保
安
監
置
を
刑
罰
と
し
て
再
構
成
す
る
ケ
ー
ラ
ー
の
試
み
は
︑
立
法
論
の
提
案
に
他
な
ら
な
い
︒
し
か
し
︑

刑
罰
と
し
て
捉
え
直
す
か
ら
こ
そ
︑
犯
罪
者
と
の
間
で
の
法
関
係
の
回
復
を
念
頭
に
置
い
た
再
社
会
化
の
観
点
︵

︶
を
﹁
保
安
監
置
﹂
の

62

内
容
に
組
み
込
ん
で
︑
そ
れ
を
阻
害
す
る
無
期
限
の
自
由
剝
奪
の
可
能
性
と
い
う
現
行
制
度
が
内
包
す
る
問
題
点
を
回
避
で
き
る
よ

う
に
な
る
︒
ケ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
︑
刑
罰
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
﹁
保
安
監
置
﹂
は
︑
固
定
化
さ
れ
た
習
慣
性
に
基
づ
く
人
格
的
な
態

保安監置制度の正当化について
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度
が
現
れ
出
た
犯
行
に
よ
る
法
秩
序
の
規
範
的
な
効
力
に
対
す
る
侵
害
の
程
度
に
あ
く
ま
で
も
相
応
す
る
も
の
と
し
て
︑
通
常
の
刑

罰
と
同
様
に
明
確
な
法
定
刑
の
形
で
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
し
︑
そ
の
具
体
的
な
執
行
の
際
に
も
︑
再
社
会
化
︵
仮
釈
放
︶
の
可

能
性
を
認
め
て
︑
受
刑
者
の
人
格
的
な
態
度
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
積
極
的
な
働
き
か
け
と
常
に
結
び
付
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
︵

︶
︒

63
こ
れ
に
対
し
て
ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
︵
古
典
的
な
︶
保
安
監
置
を
刑
罰
と
は
異
な
る
︑
一
種
の
法
的
強
制
と
し
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す

る
︒
法
的
強
制
と
は
︑
法
秩
序
の
規
範
的
な
効
力
を
侵
害
し
よ
う
と
す
る
違
法
な
行
為
に
対
す
る
反
作
用
と
し
て
許
さ
れ
る
強
制
手

段
で
あ
り
︑
国
家
が
主
体
と
な
る
危
険
防
御
や
私
人
が
主
体
と
な
る
正
当
防
衛
が
そ
の
最
た
る
例
で
あ
る
︵

︶
︒
法
的
強
制
で
は
︑
法
秩

64

序
の
不
安
定
化
を
回
避
す
る
た
め
に
︑
そ
れ
を
惹
起
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
自
由
の
制
限
の
受
忍
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑

ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
に
お
い
て
は
︑
将
来
犯
罪
を
行
う
危
険
性
を
有
す
る
者
が
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
で
法
的
強
制
の
対
象
者
と
な
る
の

か
が
問
題
と
な
る
︒
ま
た
︑
ヤ
コ
ブ
ス
は
先
に
挙
げ
た
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
を
行
い
︑
保
安
監
置
を
責
任
に
基
づ
い
た

刑
罰
に
解
消
さ
せ
る
の
で
は
︑
実
行
さ
れ
た
犯
罪
行
為
に
現
れ
た
習
慣
性
を
回
顧
的
に
捉
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
批
判
し
て
い

る
︵

︶︒
ヤ
コ
ブ
ス
か
ら
す
れ
ば
︑
保
安
監
置
制
度
の
焦
点
は
︑
犯
罪
へ
の
習
慣
性
に
基
づ
く
危
険
性
を
展
望
的
な
視
点
か
ら
把
握
す
る

65点
に
あ
り
︑
む
し
ろ
そ
の
正
当
化
が
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
に
従

え
ば
︑
習
慣
性
が
犯
行
に
現
れ
て
い
る
限
り
︑
た
と
え
有
罪
判
決
の
前
に
危
険
性
が
消
滅
し
た
と
し
て
も
︑
刑
罰
の
加
重
は
不
可
避

と
な
っ
て
し
ま
う
と
す
る
︒
こ
の
点
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
と
し
て
い
る
︵

︶
︒

66

ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
法
秩
序
が
行
動
の
方
向
付
け
を
規
範
的
に
行
う
た
め
に
は
︑
認
知
的
な
補
強
︵
d
ie
k
o
g
n
itiv
e
U
n
te
rm
a
u
e
ru
n
g
︶

が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
︑
こ
の
こ
と
は
︑
ま
さ
に
一
つ
の
規
範
的
な
制
度
あ
る
人
格
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
す
る
︵

︶
︒
つ
ま
り
︑

67

一
定
の
禁
止
規
範
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
︑
あ
る
人
格
が
そ
れ
に
違
反
し
な
い
と
い
う
予
期
を
基
礎
付
け
る
の
に
は
十
分
で
は
な
く
︑

当
該
の
人
格
に
つ
い
て
は
規
範
的
な
予
期
が
認
知
的
に
補
強
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
認
知
的
な
補
強
と
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し
て
想
定
さ
れ
る
の
が
︑
展
望
的
に
﹁
法
的
な
忠
誠
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
の
結
論
を
許
容
さ
せ
る
よ
う
な
生
活
の
方
向
性
を
全

体
と
し
て
維
持
﹂
し
な
が
ら
﹁
認
知
的
に
信
頼
の
お
け
る
形
で
自
己
表
現
を
行
う
こ
と
︵
sich
a
ls
k
o
g
n
itiv
v
e
rlä
sslich
d
a
rz
u
-

ste
lle
n
︶
﹂
で
あ
り
︑
ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
こ
れ
を
法
に
お
け
る
人
格
が
市
民
と
し
て
他
者
と
共
に
行
動
の
自
由
を
享
受
す
る
と
き
に
課

さ
れ
る
﹁
一
つ
の
責
務
︵
O
b
lie
g
e
n
h
e
it

︵

︶
︶
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
る
︒
そ
の
際
人
格
は
︑
こ
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
︑
法
的
な
事
柄

68

を
自
己
の
格
率
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
︑
適
切
な
生
活
態
度
を
示
し
な
が
ら
︑
将
来
に
お
い
て
も
極
め
て
重
大
な

犯
行
が
予
期
さ
れ
得
る
と
の
結
論
を
当
然
の
も
の
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
犯
罪
の
実
行
を
断
念
す
れ
ば
よ
い
だ
け
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
れ
が
自
己
表
現
の
形
で
な
さ
れ
な
い
と
き
に
は
︑
当
該
の
人
格
が
合
法
的
な
行
動
を
と
る
で
あ
ろ
う
と
の
推
測
が
破
ら
れ
て
し
ま

い
︑
一
つ
の
人
格
的
な
欠
陥
が
惹
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
本
来
は
各
々
の
人
格
が
果
た
す
べ
き
認
知
的
な
補
強
の
代
わ

り
に
︑
強
制
的
な
自
由
の
剝
奪
が
認
知
的
な
保
障
と
し
て
必
要
と
な
っ
て
く
る
︒
ヤ
コ
ブ
ス
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
こ
そ
が
保
安
監
置

に
他
な
ら
な
い
︵

︶
︒
こ
う
し
て
︑
保
安
監
置
と
い
う
形
で
の
自
由
の
剝
奪
は
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
妥
当
性
を
認
知
的
に
保
障
す

69

る
た
め
に
科
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
れ
も
人
格
が
﹁
脅
威
と
な
る
自
己
表
現
﹂
を
通
じ
て
右
の
責
務
に
反
し
て
答
責
的
に
引
き

起
こ
し
た
結
果
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
保
安
監
置
も
人
格
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
﹁
行
動
の
自
由
と
結
果
に
対
す
る
答
責
と
の
間
の
双

務
的
な
関
係
性
﹂
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
︵

︶
︑
い
わ
ゆ
る
市
民
刑
法
に
属
す
る
事
柄
と
な
る
︒
ま
た
︑
ヤ
コ
ブ
ス
に
よ
れ
ば
︑
保
安
監

70

置
の
対
象
者
は
答
責
的
な
人
格
な
の
で
あ
る
か
ら
︑
自
由
の
剝
奪
の
継
続
中
も
︑
当
該
の
者
に
は
自
己
の
態
度
の
変
更
を
通
じ
て
責

務
を
果
た
し
て
監
置
を
終
了
さ
せ
る
可
能
性
が
常
に
開
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
︵

︶
︒

71

以
上
の
よ
う
に
︑
ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
犯
罪
者
の
将
来
的
な
危
険
性
の
顕
在
化
を
人
格
の
責
務
に
反
す
る
﹁
脅
威
と
な
る
自
己
表
現
﹂

と
捉
え
︑
そ
れ
が
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
動
揺
を
引
き
起
こ
す
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
自
由
の
剝
奪
を
科
す
制
度

と
し
て
保
安
監
置
を
理
論
構
成
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
は
︑
保
安
監
置
を
一
種
の
法
的
強
制
と
見
な
す
立
場
と
言
え
る
だ
ろ

う
︒
確
か
に
︑
法
的
強
制
は
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
違
法
な
行
為
に
対
し
て
︑
そ
れ
に
相
応
す
る
形
で
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行
使
さ
れ
る
反
作
用
で
あ
り
︑
前
提
と
し
て
は
違
法
な
行
為
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
脅
威
と
な
る
自
己
表
現
で
は
法
的
強
制
の

本
来
の
対
象
と
し
て
は
十
分
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
が
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
危
殆
化
に
つ
な
が
る
限
り
で
は
︑
法

的
強
制
の
対
象
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ケ
ー
ラ
ー
は
犯
罪
者
の
危
険
性
を
専
ら
回
顧
的
に
捉
え
︑
そ

れ
が
習
慣
性
と
い
う
形
で
犯
罪
行
為
に
現
れ
て
い
る
限
り
で
の
み
加
重
的
な
刑
罰
を
通
じ
て
対
処
す
る
と
い
う
見
解
を
主
張
し
て
い

た
︒
し
か
し
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
立
場
か
ら
し
て
も
︑
展
望
的
に
将
来
の
危
険
性
に
着
目
し
た
自
由
の
剝
奪
を
法
的
強
制
と
し
て
正
当
化

す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
ケ
ー
ラ
ー
は
︑
自
律
的
な
人
格
同
士
の
法
関
係
に
基
づ
く
法
秩
序
の
下
で
は
︑
危
険

性
が
い
ま
だ
新
た
な
侵
害
行
為
の
形
態
で
現
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
︑
各
人
格
は
合
法
的
に
振
る
舞
う
で
あ
ろ
う
と
い
う
法
的
な
信

頼
が
妥
当
す
る
と
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
法
関
係
に
基
づ
く
法
秩
序
で
は
︑
各
人
格
に
は
相
互
に
規
範
に
適
う
形
で
他
者
を
自
己
と

同
等
の
自
律
的
な
人
格
と
し
て
扱
う
振
る
舞
い
が
要
求
さ
れ
る
が
︑
明
ら
か
に
そ
れ
に
反
す
る
﹁
自
己
表
現
﹂
が
外
的
に
も
明
確
に

表
明
さ
れ
る
場
合
に
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
法
秩
序
の
規
範
的
な
効
力
も
相
対
的
に
不
安
定
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
︑
ケ
ー

ラ
ー
が
言
う
﹁
法
的
信
頼
﹂
も
そ
の
程
度
で
は
低
下
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
勿
論
単
に
一
定
の
態
度
が
外
的
に
示
さ
れ
た
だ
け
で
は
︑

必
然
的
に
犯
罪
と
し
て
処
罰
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
が
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
不
安
定
化
を
引
き
起
こ
す
も
の

で
あ
る
限
り
︵

︶
︑
法
的
強
制
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
排
除
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
不
安

72

定
化
を
惹
起
す
る
﹁
自
己
表
現
﹂
に
対
す
る
法
的
強
制
と
し
て
科
さ
れ
る
自
由
の
剝
奪
は
︑
法
秩
序
に
お
け
る
規
範
の
現
実
的
な
効

力
を
維
持
す
る
た
め
に
︵

︶
︑
正
当
化
さ
れ
得
る
と
い
う
結
論
に
な
る
︒

73四

結
び
に
か
え
て

ド
イ
ツ
に
お
け
る
古
典
的
な
保
安
監
置
の
よ
う
に
︑
犯
罪
者
の
将
来
の
危
険
性
に
着
目
し
て
国
家
が
自
由
を
強
制
的
に
剝
奪
す
る

法学研究 84 巻 9 号（2011：9）

306



制
度
は
︑
│
│
ヤ
コ
ブ
ス
や
ケ
ー
ラ
ー
の
基
本
的
な
思
想
に
依
拠
す
る
形
で
│
│
理
論
的
に
は
法
的
強
制
と
し
て
正
当
化
で
き
る
︵

︶
︒

74

こ
れ
が
本
小
稿
の
一
応
の
結
論
で
あ
る
︵

︶
︒
理
論
的
に
正
当
な
事
柄
な
の
で
あ
れ
ば
︑
即
座
に
実
践
に
移
し
て
︵

︶
︑
我
が
国
で
も
そ
の
立

75

76

法
化
を
提
案
す
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
点
に
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
保
安
監
置
制
度
を
考
察
す
る
際
に
は
︑

区
別
が
可
能
な
二
つ
の
レ
ベ
ル
の
問
題
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
す
べ
き
で
あ
る
︒
一
つ
目
は
︑
犯
罪
者
の
将
来
の
危
険

性
を
ど
の
よ
う
に
し
て
確
定
す
る
の
か
と
い
う
事
実
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
り
︑
二
つ
目
は
︑
危
険
性
が
明
確
で
あ
る
点
を
前
提
に
し

て
︑
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
当
該
の
犯
罪
者
に
対
し
て
自
由
の
剝
奪
を
強
制
し
得
る
の
か
と
い
う
理
論
的
な
正
当
化
レ
ベ
ル
の
問
題

で
あ
る
︒
本
小
稿
の
結
論
は
︑
二
つ
目
の
理
論
的
な
問
題
を
肯
定
的
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
が
︑
一
つ
目
の
事
実
レ
ベ
ル
の
問
題
は

ク
リ
ア
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
実
際
の
運
用
上
は
︑
事
実
レ
ベ
ル
の
危
険
性
判
断
に
は
常
に
不
明
確
さ

が
不
可
避
的
に
付
き
纏
わ
ざ
る
を
得
ず
︑
一
つ
目
の
問
題
が
完
全
に
解
消
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
│
│
理
論
上
は
と
も
か
く
│
│
現

実
に
は
想
像
し
難
い
︒
ま
た
︑
仮
に
事
実
レ
ベ
ル
で
の
危
険
性
判
断
が
明
確
に
な
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
こ
れ
に
対
す
る
法
的
強
制
と

し
て
│
│
ド
イ
ツ
の
制
度
の
よ
う
に
│
│
長
期
或
い
は
無
期
限
の
自
由
の
剝
奪
を
科
せ
る
の
か
と
い
う
と
︑
実
は
こ
の
点
も
否
定
的

に
解
さ
ざ
る
を
得
な
い
︒
何
故
な
ら
ば
︑
法
的
強
制
と
は
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
そ
の
動
揺
に
見
合
っ
た

反
作
用
と
し
て
科
さ
れ
る
強
制
手
段
で
あ
り
︑
保
安
監
置
の
場
面
で
は
強
制
的
な
自
由
の
剝
奪
と
し
て
登
場
す
る
が
︑
規
範
に
と
っ

て
脅
威
と
な
る
態
度
そ
の
他
の
単
な
る
﹁
自
己
表
現
﹂
を
通
じ
て
は
︑
│
│
正
当
防
衛
や
危
険
防
御
の
場
合
と
は
異
な
り
│
│
実
際

の
被
害
者
が
ま
だ
い
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
動
揺
は
相
対
的
に
小
さ
く
な
ら
ざ
る
を
得
ず
︑
そ
れ
に
対

す
る
反
作
用
で
あ
る
自
由
の
剝
奪
も
そ
れ
程
大
き
な
も
の
に
は
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
確
か
に
︑
侵
害
或
い
は
危
険
に
晒
さ
れ

た
現
実
の
被
害
者
の
存
在
を
媒
介
に
し
た
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
動
揺
よ
り
も
︑
全
く
個
別
の
被
害
者
の
存
在
を
介
さ
な
い
法
秩

序
の
規
範
的
効
力
の
動
揺
の
方
が
大
き
い
場
合
が
あ
る
と
の
想
定
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
原
則
的
に
暴
力

犯
及
び
性
犯
罪
の
み
を
対
象
と
す
べ
き
保
安
監
置
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
事
態
は
や
は
り
例
外
で
あ
ろ
う
︒
少
な
く
と
も
︑
長
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期
に
渡
り
自
由
の
剝
奪
を
科
す
た
め
に
は
︑
剝
奪
の
開
始
後
も
一
定
の
短
期
間
ご
と
に
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
動
揺
を
惹
起
す

る
危
険
性
の
存
在
を
そ
の
都
度
明
確
に
確
定
し
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

こ
う
し
て
︑
保
安
監
置
制
度
は
法
的
強
制
と
し
て
理
論
的
に
正
当
化
で
き
る
と
す
る
本
小
稿
の
結
論
は
︑
抽
象
的
な
理
論
レ
ベ
ル

で
の
言
明
で
し
か
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
︒
正
直
に
言
え
ば
︑
か
ろ
う
じ
て
正
当
化
で
き
る
或
い
は
正
当
化
で
き
な
く
は
な
い
︑

と
い
う
程
度
の
結
論
が
筆
者
の
本
心
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
制
度
を
治
安
維
持
の
た
め
に
│
│
様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
て

│
│
実
際
上
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
︑
多
く
の
不
都
合
が
生
じ
て
く
る
の
は
あ
る
意
味
当
た
り
前
な
の
か
も
し
れ

な
い
︒
こ
の
点
を
裏
付
け
る
の
が
︑
近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
安
監
置
制
度
を
め
ぐ
る
一
連
の
騒
動
で
あ
る
︒
既
に
述
べ
た
よ
う

に
︑
ド
イ
ツ
で
は
保
安
監
置
に
関
す
る
新
法
が
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
諸
問
題
を
回
避
す
る
た
め
の
立
法
的
措
置
が
一
応
図
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
後
全
て
を
振
出
し
に
戻
す

か
の
よ
う
な
事
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
実
は
︑
二
〇
一
一
年
五
月
四
日
付
け
の
判
決
で
連
邦
憲
法

裁
判
所
第
二
小
法
廷
が
︑
保
安
監
置
の
一
〇
年
の
上
限
期
間
の
事
後
的
な
撤
廃
及
び
事
後
的
な
保
安
監
置
の
命
令
に
対
し
て
提
起
さ

れ
た
︑
四
名
の
保
安
監
置
対
象
者
か
ら
の
憲
法
異
議
の
訴
え
に
対
し
て
判
断
を
行
い
︑
刑
法
と
少
年
裁
判
所
法
に
お
け
る
保
安
監
置

の
命
令
と
期
間
に
関
す
る
規
定
の
全
て
が
基
本
法
二
条
二
項
第
二
文
及
び
同
法
一
〇
四
条
一
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
基
本
的
自
由
権

に
反
し
て
お
り
︑
更
に
事
後
的
な
上
限
期
間
の
撤
廃
に
よ
る
保
安
監
置
の
延
長
や
事
後
的
な
保
安
監
置
の
命
令
が
基
本
法
二
条
二
項

第
二
文
及
び
同
法
二
〇
条
三
項
に
基
づ
く
法
治
国
家
的
な
信
頼
保
護
の
原
則
に
違
反
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
︵

︶
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
ド
イ

77

ツ
刑
法
六
六
条
以
下
の
古
典
的
な
保
安
監
置
を
含
む
保
安
監
置
制
度
全
般
は
︑
施
行
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
法
の
内
容
を
含
め
て
違
憲

と
さ
れ
て
し
ま
っ
た
が
︑
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
年
間
の
猶
予
期
間
を
設
定
し
︑
同
期
間
中
は
一
定
の
条
件
の
下
で
現
行
規
定
も
効

力
を
有
す
る
と
し
な
が
ら
︑
そ
の
間
に
新
た
な
立
法
を
行
う
よ
う
に
立
法
者
に
求
め
て
い
る
︒
そ
の
際
に
同
裁
判
所
は
︑
特
に
現
行

の
保
安
監
置
処
分
の
実
態
が
刑
罰
の
執
行
と
比
較
し
て
あ
ま
り
差
異
が
な
い
と
い
う
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
︑
刑
罰
の
執
行
と
の
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明
確
な
︵
施
設
上
の
︶
分
離
の
下
で
︵
家
族
と
面
会
す
る
可
能
性
︑
危
険
性
を
減
弱
さ
せ
る
た
め
の
治
療
手
段
の
呈
示
及
び
そ
の
た
め
の
適

切
な
職
員
の
投
入
と
い
っ
た
︶
よ
り
再
社
会
化
の
観
点
を
配
慮
し
た
制
度
枠
組
み
に
す
る
必
要
性
を
強
調
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
二

〇
一
三
年
五
月
ま
で
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
た
な
立
法
に
つ
い
て
も
︑
よ
り
再
社
会
化
の
観
点
を
盛
り
込
ん
だ
内
容
と
な

る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
既
に
改
正
が
済
ん
だ
と
思
っ
て
い
た
ら
︑
新
た
な
改
正
を
す
る
必
要
が
ま
た
出
て

き
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
あ
り
︑
こ
れ
が
ド
イ
ツ
に
お
け
る
保
安
監
置
制
度
の
現
状
な
の
で
あ
る
︒
ド
イ
ツ
で
の
今
後
の
立
法
動
向
に

注
目
し
て
い
き
た
い
が
︑
や
は
り
保
安
監
置
に
つ
い
て
は
︑﹁
こ
の
槍
使
い
難
し
﹂
と
い
う
の
が
筆
者
の
現
在
の
心
境
で
あ
る
︒

︵
二
〇
一
一
年
﹇
平
成
二
三
年
﹈
五
月
一
九
日
脱
稿
︶

︵

︶

宮
澤
浩
一
﹁
事
後
的
保
安
監
置
に
関
す
る
新
立
法
動
向
に
つ
い
て
﹂
現
代
刑
事
法
六
九
号
︵
二
〇
〇
五
年
︶
九
五
頁
以
下
︒

1
︵

︶

こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
特
に

W
a
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r
S
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e
/
Jö
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K
in
z
ig
,
in
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S
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ö
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K
o
m
m
e
n
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r,
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8
.

2
A
u
fl.2
0
1
0
,R
n
.2
ff.

§
6
6
を
参
照
︒
ま
た
保
安
監
置
制
度
の
起
源
は
︑
ナ
チ
ス
時
代
の
一
九
三
三
年
に
制
定
さ
れ
た
﹁
危
険
な
常
習
犯

罪
者
に
対
す
る
法
律
並
び
に
保
安
及
び
矯
正
処
分
に
関
す
る
法
律
﹂
に
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
も
忌
避
さ
れ
る
理
由
の
一
つ
で

あ
る
︒

︵

︶

例
え
ば
︑
一
九
八
〇
年
に
は
保
安
監
置
の
対
象
者
は
二
〇
八
名
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
後
︑
一
九
九
〇
年
に
は
一
八
二
名
に
な
り
︑
更

3に
一
九
九
六
年
に
は
一
七
六
名
と
そ
の
数
字
も
落
ち
込
ん
で
い
た
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
Jö
rg
K
in
z
ig
,
D
ie
L
e
g
a
lb
e
w
ä
h
ru
n
g

g
e
fä
h
rlich
e
r
R
ü
ck
fa
lltä
te
r,
2
.
A
u
fl.
2
0
1
0
,
S
.
1
0
9
参
照
︒
T
h
o
m
a
s
U
lle
n
b
ru
ch
,
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
im
R
e
fo
rm
d
ile
m
-

m
a
,S
tra
F
o
1
1
/
2
0
1
0
,S
.4
3
9
は
︑
当
時
裁
判
官
︑
検
察
官
︑
弁
護
人
が
一
致
協
力
し
て
保
安
監
置
の
命
令
を
忌
避
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
す
る
︒

︵

︶

こ
の
規
定
が
で
き
る
ま
で
︑
ド
イ
ツ
で
は
各
州
の
警
察
法
レ
ベ
ル
の
法
規
に
よ
っ
て
︑
危
険
な
犯
罪
者
を
事
後
的
に
監
置
す
る
取
り

4扱
い
が
な
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
当
該
の
諸
規
定
に
対
し
て
は
︑
二
〇
〇
四
年
二
月
一
〇
日
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
第
二
小
法
廷
に
よ
っ

て
︑
基
本
法
七
四
条
の
﹁
連
邦
の
競
合
的
立
法
権
限
の
カ
タ
ロ
グ
﹂
の
第
一
号
に
い
う
﹁
民
法
︑
刑
法
及
び
刑
の
執
行
﹂
の
規
定
に
反
す
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る
と
す
る
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
た
た
め
︵
B
V
e
rfG
E
1
0
9
,
1
9
0︶︑
連
邦
法
に
よ
る
立
法
が
必
要
と
な
り
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
六
ｂ
条
の
規

定
が
新
設
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
︑
宮
澤
﹁
事
後
的
保
安
監
置
に
関
す
る
新
立
法
動
向
に
つ
い
て
﹂︵
前
掲

注
︵
１
︶
︶
九
八
頁
以
下
参
照
︒
な
お
︑
そ
の
後
の
事
後
的
保
安
監
置
制
度
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
特
に
吉
川
真
理
﹁
ド
イ
ツ
の
事
後
的
保

安
拘
禁
に
つ
い
て
﹂
静
岡
大
学
法
政
研
究
一
一
巻
一
・
二
・
三
・
四
号
︵
二
〇
〇
七
年
︶
一
〇
頁
以
下
を
参
照
︒

︵

︶

保
安
監
置
の
留
保
は
︑
二
〇
〇
三
年
の
改
正
で
成
人
刑
法
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
年
長
少
年
に
も
適
用
可
能
と
な
り
︑
事
後

5的
保
安
監
置
は
︑
二
〇
〇
八
年
の
改
正
で
少
年
刑
法
に
よ
っ
て
有
罪
判
決
を
受
け
た
者
に
も
適
用
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
︒

︵

︶

K
in
z
ig
,
D
ie

L
e
g
a
lb
e
w
ä
h
ru
n
g

g
e
fä
h
rlich
e
r

R
ü
ck
fa
lltä
te
r︵
前

掲

注︵

︶︶
S
.
1
0
9
及

び

U
lle
n
b
ru
ch
,
S
ich
e
-

6

3

ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
im

R
e
fo
rm
d
ile
m
m
n
a︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
3
8
参
照
︒
但
し
︑
保
安
監
置
の
留
保
と
事
後
的
保
安
監
置
の
運
用

3

に
つ
い
て
は
︑
実
務
は
抑
制
的
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
り
︵
T
h
o
m
a
s
F
e
lte
s/
M
ich
a
e
l
A
le
x
,
K
rim
in
a
lp
o
litisch
e
u
n
d
k
rim
in
o
-

lo
g
isch
e
P
ro
b
le
m
e
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,in
:D
ie
te
r
D
ö
llin
g
u
.a
.
[H
rsg
.],F
e
stsch
rift
fü
r
H
e
in
z
S
ch
ö
ch
,2
0
1
0
,S
.7
3
8

ff.︶︑
監
置
対
象
者
数
の
増
加
は
む
し
ろ
古
典
的
な
保
安
監
置
の
命
令
が
多
用
さ
れ
た
こ
と
に
理
由
が
あ
る
と
す
る
論
者
も
い
る
︵
B
e
rn
-

h
a
rd
B
ö
h
m
,
A
u
sg
e
w
ä
h
lte
F
ra
g
e
n
d
e
s
M
a
ß
re
g
e
lre
ch
ts,
in
:
F
e
stsch
rift
fü
r
H
e
in
z
S
ch
ö
ch
,
S
.
7
6
8︶︒

︵

︶

こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
最
近
の
文
献
と
し
て
︑
B
e
n
n
o
Z
a
b
e
l,
In
te
rv
e
n
tio
n
sstra
fre
ch
t?,
S
tra
F
o
1
/
2
0
1
1
,
S
.
2
0
ff.

7
︵

︶

前
掲
注
︵

︶
の

K
in
z
ig
の
著
書
︵
初
版
は
二
〇
〇
八
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
︶
の
他
︑
E
lm
a
r
H
a
b
e
rm
e
y
e
r,
D
ie
M
a
ß
re
g
e
l

8

3

d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
2
0
0
8
;
D
a
g
m
a
r
S
p
ru
n
g
,
N
a
ch
trä
g
lich
e
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
-
v
e
rfa
ssu
n
g
sg
e
m
ä
ß
?,

2
0
0
9
;
A
n
n
ik
a
F
la
ig
,
D
ie
n
a
ch
trä
g
lich
e
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
2
0
0
9
;
T
illm
a
n
n
B
a
rtsch
,
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
-

R
e
ch
t,
V
o
llz
u
g
,
a
k
tu
e
lle
P
ro
b
le
m
e
,
2
0
1
0
を
挙
げ
て
お
く
︒

︵

︶

連
邦
参
議
院
に
お
い
て
︑
様
々
な
州
政
府
が
現
行
の
保
安
監
置
制
度
に
お
け
る
保
護
の
隙
間
を
埋
め
る
た
め
に
立
法
提
案
の
発
議
を

9行
っ
て
い
た
︒
例
え
ば
ザ
ク
セ
ン
州
に
よ
っ
て
二
〇
〇
九
年
三
月
に
な
さ
れ
た
立
法
提
案
は
︑
保
安
監
置
制
度
を
事
後
的
保
安
監
置
に
一

本
化
す
る
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
内
容
で
あ
っ
た
︒
更
に
︑
同
年
一
一
月
に
は
︑
バ
イ
エ
ル
ン
州
と
Ｃ
Ｄ
Ｕ
が
政
権
を
担
当
し
て
い
る
諸
州
と
の

共
同
に
よ
り
︑
保
安
監
置
を
随
時
可
能
に
す
る
た
め
に
要
件
の
緩
和
を
念
頭
に
置
い
た
﹁
保
安
監
置
法
の
調
和
︵
H
a
rm
o
n
isie
ru
n
g

d
e
s
R
e
ch
ts
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
︶﹂
の
た
め
の
草
案
が
提
示
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
A
x
e
l
B
o
e
ttich
e
r,D
ie

S
ü
n
d
e
n

d
e
r
R
e
ch
tsp
o
litik

b
e
i
d
e
n

Ä
n
d
e
ru
n
g
e
n

d
e
s
R
e
ch
ts
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g

o
h
n
e
R
ü
ck
sich
t
a
u
f
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k
rim
in
o
lo
g
isch
e
E
rk
e
n
n
tn
isse
,
in
:
D
ie
te
r
D
ö
llin
g
u
.a
.︵
H
rsg
.︶
,
F
e
stsch
rift
fü
r
H
e
in
z
S
ch
ö
ch
,
2
0
1
0
,
S
.
7
2
6
,
7
3
0
参
照
︒

︵

︶

我
が
国
の
文
献
で
は
︑
加
藤
久
雄
﹃
人
格
障
害
犯
罪
者
に
対
す
る
刑
事
制
裁
論
﹄︵
二
〇
一
〇
年
︶
一
二
三
頁
が
若
干
の
紹
介
を
行

10
っ
て
い
る
︒

︵

︶

事
案
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
Jö
rg
K
in
z
ig
,
D
a
s
R
e
ch
t
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
n
a
ch
d
e
m

U
rte
il
d
e
s
E
G
M
R
in

11
S
a
ch
e
n
M
.
g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
la
n
d
,
N
S
tZ
2
0
1
0
,
S
.
2
3
3
f.;
H
e
ik
e
Ju
n
g
,
D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
u
f
d
e
m
P
rü
fsta
n
d
d
e
r

E
M
R
K
,G
A
2
0
1
0
,S
.6
3
9
;C
h
ristia
n
L
a
u
e
,D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
u
f
d
e
m
e
u
ro
p
ä
isch
e
n
P
rü
fsta
n
d
,JR
5
/
2
0
1
0
,S
.1
9
8

f.;C
h
risto
p
h
G
ra
b
e
n
w
a
rte
r,W
irk
u
n
g
e
n
e
in
e
s
U
rte
ils
d
e
s
E
u
ro
p
ä
isch
e
n
G
e
rich
tsh
o
fs
fü
r
M
e
n
sch
e
n
re
ch
te
,JZ
1
8
/
2
0
1
0
,

S
.8
5
7
f.;M
a
rio
B
a
ch
m
a
n
n
/
F
e
rd
in
a
n
d
G
o
e
ck
,D
a
s
U
rte
il
d
e
s
E
G
M
R
z
u
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
u
n
d
se
in
e
F
o
lg
e
n
,N
J

1
1
/
2
0
1
0
,
S
.
4
5
7
等
を
参
照
︒

︵

︶

改
正
さ
れ
た
新
条
文
で
あ
る
ド
イ
ツ
刑
法
六
七
ｄ
条
三
項
に
よ
り
︑
一
〇
年
を
経
過
し
た
保
安
監
置
は
︑
被
収
容
者
が
習
癖
の
結
果
︑

12
被
害
者
を
精
神
的
或
い
は
身
体
的
に
著
し
く
侵
害
す
る
重
大
な
犯
罪
行
為
を
行
う
危
険
性
が
な
い
場
合
に
︑
裁
判
所
は
処
分
の
終
了
を
宣

告
す
る
と
改
め
ら
れ
た
︒

︵

︶

本
件
以
前
に
も
︑
保
安
監
置
の
上
限
の
�
及
的
な
廃
止
に
対
し
て
は
憲
法
異
議
の
訴
え
が
複
数
提
起
さ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
つ
い
て

13は
︑
L
a
u
e
,
D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
u
f
d
e
m
e
u
ro
p
ä
isch
e
n
P
rü
fsta
n
d
︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
1
9
9
F
n
.
6
参
照
︒

11

︵

︶

こ
の
点
に
つ
き
︑
刑
法
の
分
野
で
の
ド
イ
ツ
の
学
説
の
多
く
は
︑
処
分
制
度
も
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
の
対
象
に
な
る
と
し
て
い
る
︒

14特
に

Jö
rg
K
in
z
ig
,S
ch
ra
n
k
e
n
lo
se
S
ich
e
rh
e
it?,S
tV
6
/
2
0
0
0
,S
.3
3
2
f.
及
び

F
n
.2
7
,2
8
,2
9
,3
0
を
参
照
︒
ま
た
︑
末
道
康
之
﹁
フ

ラ
ン
ス
の
保
安
処
分
を
め
ぐ
っ
て
﹂
南
山
法
学
三
三
巻
三
・
四
合
併
号
︵
二
〇
一
〇
年
︶
二
一
九
頁
以
下
に
よ
れ
ば
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
保

安
監
置
の
�
及
適
用
は
︑
憲
法
院
に
よ
っ
て
拒
絶
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

E
G
M
R
︵
V
.S
e
k
tio
n
︶
,U
rte
il
v
o
m
1
7
.1
2
.2
0
0
9
-
1
9
3
5
9
/
0
4
M
./
D
e
u
tsch
la
n
d
,N
JW

2
0
1
0
,S
.2
4
9
5
ff.︵
S
.2
4
9
9
f.
に

R
a
lf

15
E
sch
e
lb
a
ch
に
よ
る
評
釈
が
あ
る
の
で
こ
れ
も
参
照
せ
よ
︶︒
な
お
︑
判
決
の
ド
イ
ツ
語
版
全
文
は
︑
h
ttp
:/
/
w
w
w
.h
rr-
stra
fre
ch
t.

d
e
/
h
rr/
e
g
m
r/
0
4
/
1
9
3
5
9
-0
4
-1
.p
h
p
?re
fe
re
r
=
d
b
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
本
文
で
同
判
決
の
内
容
を
紹
介
す
る
際

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
各
条
項
の
訳
文
に
つ
い
て
は
︑
松
井
芳
郎
編
集
代
表
﹃
ベ
ー
シ
ッ
ク
条
約
集
二
〇
一
一
﹄
を
参
照
し
た
︒

︵

︶

ド
イ
ツ
行
刑
法
一
二
九
条
は
︑
保
安
監
置
の
目
的
と
し
て
︑
ま
ず
公
共
の
保
護
を
挙
げ
︑
次
に
積
極
的
特
別
予
防
の
観
点
に
触
れ
て

16
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い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
自
由
刑
の
執
行
に
関
す
る
同
法
二
条
で
は
︑
行
刑
の
目
的
と
し
て
ま
ず
積
極
的
特
別
予
防
の
観
点
が
強
調
さ
れ

て
お
り
︑
次
に
公
共
の
保
護
が
来
る
と
い
う
形
で
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
の
相
違
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
︒

︵

︶

刑
罰
と
処
分
の
差
異
の
有
無
を
検
討
し
な
が
ら
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
結
論
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
︑
H
e
n
n
in
g
E
rn
st
M
ü
lle
r,
D
ie

17
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
d
a
s
G
ru
n
d
g
e
se
tz
u
n
d
d
ie
E
u
ro
p
ä
isch
e
M
e
n
sch
e
n
re
ch
tsk
o
n
v
e
n
tio
n
,
S
tV
4
/
2
0
1
0
,
S
.
2
1
0
.

︵

︶

H
e
lm
u
t
P
o
llä
h
n
e
,
E
u
ro
p
ä
isch
e
R
e
ch
tssich
e
rh
e
it
g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
e
s
S
ich
e
rh
e
itsre
ch
t?,
K
J
2
0
1
0
,
S
.
2
5
6
f.
に
よ
れ
ば
︑

18
Ｍ
は
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
に
︑
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
地
裁
刑
執
行
部
の
決
定
及
び
そ
れ
を
認
め
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
裁
の
決
定
に

よ
っ
て
保
安
監
置
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
︒
実
は
︑
右
執
行
部
に
よ
っ
て
同
様
の
決
定
は
既
に
同
年
五
月
一
七
日
に
下
さ
れ
て
い
た
が
︑

こ
れ
に
対
す
る
異
議
申
立
が
検
察
官
よ
り
な
さ
れ
て
い
た
た
め
︑
Ｍ
の
解
放
は
遅
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
︒

︵

︶

Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
判
決
に
よ
っ
て
締
約
国
が
負
う
様
々
な
義
務
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
G
ra
b
e
n
w
a
rte
r,
W
irk
u
n
g
e
n
e
in
e
s
U
rte
ils

19
d
e
s
E
u
ro
p
ä
isch
e
n
G
e
rich
tsh
o
fs
fü
r
M
e
n
sch
e
n
re
ch
te︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.8
5
9
ff.
参
照
︒
再
審
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
は
各
締
約

11

国
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
︒

︵

︶

本
稿
を
執
筆
す
る
際
に
参
照
し
た
多
く
の
文
献
で
は
︑
約
七
〇
名
と
さ
れ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
P
o
llä
h
n
e
,E
u
ro
p
ä
isch
e
R
e
ch
tssi-

20
ch
e
rh
e
it
g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
e
s
S
ich
e
rh
e
itsre
ch
t?︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
2
5
8
F
n
.
2
2
に
よ
れ
ば
︑
公
式
の
人
数
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

18

な
い
︒
ポ
レ
ー
ネ
自
身
は
︑
約
七
〇
名
か
ら
一
〇
〇
名
と
し
て
い
る
︒

︵

︶

例
え
ば
︑
K
in
z
ig
,
D
a
s
R
e
ch
t
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
n
a
ch
d
e
m

U
rte
il
d
e
s
E
G
M
R

in
S
a
ch
e
n
M
.
g
e
g
e
n

21
D
e
u
tsch
la
n
d
︵
前
掲
注︵

︶
︶
S
.
2
3
8
;
G
ra
b
e
n
w
a
rte
r,
W
irk
u
n
g
e
n
e
in
e
s
U
rte
ils
d
e
s
E
u
ro
p
ä
isch
e
n
G
e
rich
tsh
o
fs
fü
r

11

M
e
n
sch
e
n
re
ch
te︵
前
掲
注︵

︶
︶
S
.
8
6
1
は
︑
こ
れ
ら
の
者
全
て
を
解
放
す
る
義
務
も
二
〇
〇
九
年
の
判
決
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と

11

し
て
い
る
︒
理
由
と
し
て
は
︑
彼
ら
に
対
す
る
監
置
が
続
く
限
り
︑
条
約
違
反
状
態
が
継
続
す
る
た
め
︑
人
権
条
約
一
条
に
よ
っ
て
求
め

ら
れ
る
︑
同
条
約
︵
本
件
の
場
合
で
は
︑
五
条
及
び
七
条
︶
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
人
権
を
尊
重
す
る
義
務
に
反
し
て
し
ま
う
点
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
︒

︵

︶

特
に

K
in
z
ig
,D
a
s
R
e
ch
t
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
n
a
ch
d
e
m
U
rte
il
d
e
s
E
G
M
R
in
S
a
ch
e
n
M
.g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
la
n
d

22︵
前
掲
注
︵

︶
︶
S
.2
3
9
;L
a
u
e
,D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
u
f
d
e
m
e
u
ro
p
ä
isch
e
n
P
rü
fsta
n
d
︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.2
0
2
ff.を
参

11

11

照
︒
二
〇
〇
九
年
判
決
を
契
機
と
し
て
︑
事
後
的
保
安
監
置
の
制
度
が
疑
問
視
さ
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
は
︑
ド
イ
ツ
で
は
多
く
の
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論
者
が
肯
定
し
て
お
り
︑
後
に
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
実
際
上
も
事
後
的
保
安
監
置
を
縮
小
さ
せ
る
新
法
が
一
応
の
と
こ
ろ
制
定
さ
れ

て
い
る
︒
ま
た
︑
バ
イ
エ
ル
ン
州
法
に
基
づ
い
た
事
後
的
な
保
安
監
置
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
に
違
反
す
る
と
す
る
判
決
も
そ
の

後

E
G
M
R
,
U
rte
il
d
e
r
5
.
K
a
m
m
e
r
v
.
1
3
.
Ja
n
u
a
r
2
0
1
1
-
N
r.
6
5
8
7
/
0
4
,
H
R
R
S
2
/
2
0
1
1
,
S
.
4
2
に
よ
っ
て
下
さ
れ
て
い
る
︵
詳
細
は

h
ttp
:/
/
w
w
w
.re
ch
tslu
p
e
.d
e
/
stra
fre
ch
t/
b
a
y
e
risch
e
-
sich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
-
3
2
5
3
1
2
を
参
照
︶︒
な
お
︑
L
o
re
n
z
B
ö
llin
-

g
e
r/
H
e
lm
u
t
P
o
llä
h
n
e
,in
:S
tra
fg
e
se
tz
b
u
ch
,N
o
m
o
sK
o
m
m
e
n
ta
r,B
d
.1
,3
.A
u
fl.2
0
1
0
,R
n
.7

§

6
6
b
が
事
後
的
保
安
監
置
に
関

す
る
様
々
な
問
題
点
を
ま
と
め
て
列
挙
し
て
い
る
︒

︵

︶

学
説
上
は
︑
R
u
th
R
issin
g
-
v
a
n
S
a
a
n
/
Je
n
s
P
e
g
la
u
,in
:S
tra
fg
e
se
tz
b
u
ch
,L
e
ip
z
ig
e
r
K
o
m
m
e
n
ta
r,1
2
.A
u
fl.2
0
0
8
,R
n
.6
1

23

§

6
6
b
の
よ
う
に
︑
当
初
の
有
罪
判
決
は
︑
事
後
的
保
安
監
置
に
よ
る
自
由
の
剝
奪
の
延
長
が
あ
り
得
る
旨
の
留
保
の
下
に
置
か
れ
て

い
る
と
の
見
解
も
主
張
さ
れ
て
い
る
︒
確
か
に
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
︑
当
初
の
有
罪
判
決
と
事
後
的
な
保
安
監
置
と
い
う
自
由
の
剝
奪

と
の
間
に
は
い
ま
だ
因
果
的
な
結
び
付
き
を
肯
定
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
当
該
の
見
解
に
対
し
て
は
批
判
が
多
い
︒
例
え

ば
︑
Ju
n
g
,
D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
u
f
d
e
m

P
rü
fsta
n
d
d
e
r
E
M
R
K
︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
6
4
1
は
︑﹁
屁
理
屈
の
よ
う
な
説

11

明
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

︵

︶

T
h
o
m
a
s
F
isch
e
r,
S
tra
fg
e
se
tz
b
u
ch
u
n
d
N
e
b
e
n
g
e
se
tz
e
,
5
8
.
A
u
fl.
2
0
1
1
,
R
n
.
1
1
a

§

6
6
b
を
参
照
︒

24
︵

︶

事
後
的
保
安
監
置
の
規
定
が
導
入
さ
れ
た
二
〇
〇
四
年
七
月
二
九
日
以
降
に
犯
罪
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
︑
M
ü
lle
r,
D
ie
S
i-

25
ch
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
d
a
s
G
ru
n
d
g
e
se
tz
u
n
d
d
ie
E
u
ro
p
ä
isch
e
M
e
n
sch
e
n
re
ch
tsk
o
n
v
e
n
tio
n
︵
前
掲
注︵

︶
︶
S
.
2
1
2
が
示

17

唆
す
る
よ
う
に
︑
�
及
処
罰
の
問
題
は
生
じ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
場
合
で
も
︑
P
o
llä
h
n
e
,
E
u
ro
p
ä
isch
e

R
e
ch
tssich
e
rh
e
it
g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
e
s
S
ich
e
rh
e
itsre
ch
t?︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
2
6
3
f.
は
二
重
処
罰
の
禁
止
の
問
題
が
あ
る
と
す
る
︒

18

︵

︶

例
え
ば
︑
M
ich
a
e
l
G
ro
sse
-
B
rö
m
e
r/
O
liv
e
r
K
le
in
,S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
a
ls
V
e
rfa
ssu
n
g
sa
u
ftra
g
,Z
R
P
2
0
1
0
,S
.1
7
2

26
ff.
参
照
︒
ま
た
︑
そ
も
そ
も
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
か
ら
は
︑
保
安
監
置
を
終
了
さ
せ
る
義
務
が
基
礎
付
け
ら
れ
る
わ
け
で
は

な
い
と
す
る

H
e
n
n
ig
R
a
d
tk
e
,K
o
n
v
e
n
tio
n
sw
id
rig
k
e
it
d
e
s
V
o
llz
u
g
s
e
rstm
a
lig
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
n
a
ch
A
b
la
u
f
d
e
r

frü
h
e
re
n
H
ö
ch
stfrist?,N
S
tZ
2
0
1
0
,S
.5
3
7
ff.
も
保
安
監
置
を
即
座
に
終
了
さ
せ
る
こ
と
は
︑
国
家
に
よ
る
潜
在
的
な
被
害
者
に
対
す

る
保
護
義
務
を
十
分
に
配
慮
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
が
︵
S
.5
4
3︶︑
結
論
的
に
は
立
法
的
な
解
決
を
求
め
な
が
ら
も
︵
S
.5
4
1
,5
4
6︶︑

差
し
当
た
り
︑
Ｍ
の
よ
う
に
一
〇
年
を
超
え
て
保
安
監
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
改
め
て
危
険
性
に
関
す
る
判
断
を
行
っ

保安監置制度の正当化について
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て
︑
そ
れ
が
否
定
さ
れ
る
場
合
に
限
り
︑
ド
イ
ツ
刑
法
六
七
ｄ
条
二
項
或
い
は
同
条
三
項
に
よ
っ
て
保
安
監
置
を
猶
予
或
い
は
終
了
さ
せ

る
と
い
う
解
決
を
提
案
し
て
い
る
︵
S
.5
4
4
f.︶︒
更
に

B
a
ch
m
a
n
n
/
G
o
e
ck
,D
a
s
U
rte
il
d
e
s
E
G
M
R
z
u
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g

u
n
d
se
in
e
F
o
lg
e
n
︵
前
掲
注
︵

︶
︶
S
.
4
5
9
f.
も
見
よ
︒

11

︵

︶

そ
も
そ
も
ド
イ
ツ
刑
法
二
条
六
項
が
規
定
す
る
﹁
裁
判
時
﹂
が
︑
保
安
監
置
の
一
〇
年
と
い
う
上
限
期
間
の
�
及
的
な
廃
止
に
つ
い

27て
は
︑
当
初
の
有
罪
判
決
の
時
点
を
意
味
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
︑
M
ü
lle
r,
D
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
d
a
s

G
ru
n
d
g
e
se
tz
u
n
d
d
ie
E
u
ro
p
ä
isch
e
M
e
n
sch
e
n
re
ch
tsk
o
n
v
e
n
tio
n
︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
2
0
8
F
n
.
1
6
.

17

︵

︶

詳
細
に
つ
い
て
は
︑
G
ra
b
e
n
w
a
rte
r,
W
irk
u
n
g
e
n
e
in
e
s
U
rte
ils
d
e
s
E
u
ro
p
ä
isch
e
n
G
e
rich
tsh
o
fs
fü
r
M
e
n
sch
e
n
re
ch
te

28︵
前
掲
注
︵

︶
︶
S
.
8
6
6
f.
参
照
︒
後
掲
注︵

︶
で
挙
げ
る
よ
う
に
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
の
各
刑
事
部
の
間
で
は
見
解
の
相
違
が
あ
る
が
︑

11

33

こ
の
よ
う
な
解
釈
を
受
け
入
れ
る
か
否
か
も
争
点
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
︒

︵

︶

例
え
ば
︑
二
〇
一
〇
年
六
月
二
四
日
の
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
上
級
地
裁
の
決
定
で
は
︑
Ｅ
Ｇ
Ｍ
Ｒ
の
二
〇
〇
九
年
判
決
の
申
立
人
で
あ

29る
Ｍ
の
保
安
監
置
を
即
座
に
終
了
す
る
決
定
が
下
さ
れ
て
い
た
が
︑
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
︑
シ
ュ
レ
ス
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ホ
ル
シ
ュ
タ
イ
ン
︑
ハ

ム
の
各
上
級
地
裁
も
同
様
の
事
案
に
つ
い
て
同
じ
見
解
を
と
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
ケ
ル
ン
︑
コ
ブ
レ
ン
ツ
︑
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ

ル
ト
︑
ツ
ェ
レ
︑
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
各
上
級
地
裁
は
︑
反
対
の
結
論
を
表
明
し
て
い
る
︒
保
安
監
置
の
終
了
を
否
定
的
に
捉
え
た
各
上

級
地
裁
の
立
場
に
つ
い
て
は
︑
特
に

P
o
llä
h
n
e
,
E
u
ro
p
ä
isch
e
R
e
ch
tssich
e
rh
e
it
g
e
g
e
n
D
e
u
tsch
e
s
S
ich
e
rh
e
itsre
ch
t?︵
前
掲
注

︵

︶
︶
S
.
2
5
8
ff.
参
照
︒
ま
た
︑
N
K
4
/
2
0
1
0
,
S
.
1
6
0
に
各
上
級
地
裁
が
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
一
覧
表
が

18掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
B
a
d
isch
e
Z
e
itu
n
g
の
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
三
日
付
け
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
保
安
監
置
か
ら
解
放
さ
れ
た

者
は
四
六
時
中
警
察
の
監
視
の
下
に
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒

︵

︶

B
V
e
rfG
B
e
sch
l.v
.1
9
.M
a
i
2
0
1
0
-
2
B
v
R
7
6
9
/
1
0
,H
R
R
S
6
/
2
0
1
0
,S
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6
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.ま
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h
ttp
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w
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n
/

30
rk
2
0
1
0
0
5
1
9
_
2
b
v
r0
7
6
9
1
0
.h
tm
l.も
参
照
︒

︵

︶

B
G
H
B
e
sch
l.
v
.
1
2
.
M
a
i
2
0
1
0
-
4
S
tR
5
7
7
/
0
9
,
H
R
R
S
7
-
8
/
2
0
1
0
,
S
.
3
0
8
f.

31
︵

︶

B
G
B
l.
2
0
1
0
,
T
e
il
I
N
r.
3
9
,
S
.
9
7
6
.

32
︵

︶

B
G
H
B
e
sch
l.v
.0
9
.1
1
.2
0
1
0
-
5
S
trR
3
9
4
/
1
0
/
5
S
tR
4
4
0
/
1
0
/
5
S
tR
4
7
4
/
1
0
,N
K
4
/
2
0
1
0
,S
.1
5
9
f.
な
お
︑
同
じ
く
第
五
刑

33
事
部
に
よ
る
決
定
で
あ
る

B
G
H
B
e
sch
l.v
.2
1
.7
.2
0
1
0
-
5
S
tR
6
0
/
1
0
,N
S
tZ
2
0
1
0
,S
.5
6
5
ff.
も
参
照
︒
第
五
刑
事
部
は
︑
二
〇
一
〇
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年
一
一
月
九
日
の
決
定
が
前
掲
注
︵

︶
で
引
用
し
た
第
四
刑
事
部
の
考
え
と
は
異
な
る
た
め
︑
自
己
の
見
解
に
従
う
か
否
か
に
つ
い
て

31

他
の
刑
事
部
に
対
し
て
照
会
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
す
る
各
刑
事
部
の
回
答
に
つ
い
て
は
︑
B
G
H
B
e
sch
l.v
.1
5
.D
e
z
e
m
b
e
r
2
0
1
0

-
1
A
R
s
2
2
/
1
0
,
H
R
R
S
2
/
2
0
1
1
,
S
.
5
1
;
B
G
H
B
e
sch
l.
v
.
2
2
.
D
e
z
e
m
b
e
r
2
0
1
0
-
2
A
R
s
4
5
6
/
1
0
,
同

S
.
5
1
;
B
G
H
B
e
sch
l.
v
.
1
8
.

Ja
n
u
a
r
2
0
1
1
-
4
A
R
s
2
7
/
1
0
,
同

S
.5
1
;B
G
H
B
e
sch
l.v
.1
7
.F
e
b
ru
a
r
2
0
1
1
-
3
A
R
s
3
5
/
1
0
,H
R
R
S
3
/
2
0
1
1
,S
.1
0
5
f.
を
参
照
︒
結

論
と
し
て
︑
第
三
及
び
第
四
刑
事
部
が
第
五
刑
事
部
と
は
異
な
る
意
見
を
表
明
し
て
い
る
︒

︵

︶

B
G
B
l.
2
0
1
0
,
T
e
il
I
N
r.
6
8
,
S
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わ
な
い
よ
う
な
場
合
で
も
︑
当
該
行
為
者
が
責
任
能
力
を
有
す
る
限
り
は
︑
自
己
の
犯
行
の
不
法
性
を
洞
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

保安監置制度の正当化について

317



る
か
ら
︑
固
定
化
さ
れ
た
習
癖
に
基
づ
く
犯
罪
行
為
を
行
う
誘
惑
に
抵
抗
す
る
義
務
が
あ
る
と
し
て
︑
よ
り
重
い
責
任
非
難
を
正
当
化
で

き
る
と
主
張
し
て
い
る
︒

︵

︶

こ
れ
に
つ
い
て
は
︑
K
ö
h
le
r,
A
T
︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
1
2
2
ff.
参
照
︒

61

48

︵

︶

再
社
会
化
を
刑
罰
の
内
在
的
な
観
点
と
し
て
捉
え
る
点
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
規
範
的
な
応
報
刑
論
の
展

62開
﹂︵
前
掲
注︵

︶
︶
一
一
六
頁
以
下
参
照
︒

50

︵

︶

K
ö
h
le
r,
D
ie
A
u
fh
e
b
u
n
g
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sm
a
ß
re
g
e
ln
d
u
rch
d
ie
S
tra
fg
e
re
ch
tig
k
e
it︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
2
8
8
ff.,
2
9
1
f.

63

48

参
照
︒

︵

︶

法
的
強
制
の
概
念
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
救
助
の
た
め
の
拷
問
の
刑
法
上
の
正
当
化
に
つ
い
て
﹂
香
川
法
学
二
九
巻
三
・
四
号
︵
二

64〇
一
〇
年
︶
八
二
頁
以
下
参
照
︒

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
0
f.
参
照
︒

65

49

︵

︶

こ
の
よ
う
な
場
合
︑
Ja
k
o
b
s,R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.4
4
F
n
.1
3
2
は
保
安
監
置
と
し
て
自
由
を
剝

66

49

奪
す
る
理
由
が
も
は
や
な
く
な
る
と
す
る
︒
し
か
し
︑
K
ö
h
le
r,
D
ie
A
u
fh
e
b
u
n
g
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sm
a
ß
re
g
e
ln
d
u
rch
d
ie
S
tra
fg
e
-

re
ch
tig
k
e
it︵
前
掲
注︵

︶
︶
S
.2
9
0
f.
も
︑
行
為
者
が
答
責
的
な
決
断
を
通
じ
て
法
秩
序
に
対
す
る
態
度
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑

48

保
護
観
察
付
き
の
仮
釈
放
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
︒
従
っ
て
︑
両
者
の
見
解
は
実
質
的
に
は
そ
う
変
わ
る
も
の

で
は
な
い
と
も
言
え
よ
う
︒

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
2
参
照
︒

67

49

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
3
.

68

49

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
3
f.
参
照
︒

69

49

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
1
.

70

49

︵

︶

Ja
k
o
b
s,
R
e
ch
tsz
w
a
n
g
u
n
d
P
e
rso
n
a
litä
t︵
前
掲
注︵

︶︶
S
.
4
4
f.
参
照
︒

71

49

︵

︶

ケ
ー
ラ
ー
は
︑
不
法
概
念
に
お
い
て
故
意
と
は
別
に
不
法
意
思
と
い
う
も
の
を
要
求
し
て
お
り
︑
こ
の
不
法
意
思
は
不
法
に
対
す
る

72自
己
規
定
的
な
決
意
で
あ
る
意
思
責
任
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
と
す
る
︵
d
e
rs.,
A
T
﹇
前
掲
注︵

︶﹈
S
.
1
2
3
,
1
2
4
,
3
4
8
ff.
参
照
︶︒
言
う

48

な
れ
ば
︑
不
法
の
格
率
に
従
っ
て
行
動
し
よ
う
と
す
る
内
心
の
決
意
が
不
法
に
関
係
す
る
要
素
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
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考
え
か
ら
す
れ
ば
︑
完
全
に
違
法
な
犯
罪
行
為
と
し
て
処
罰
の
対
象
に
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
が
︑
犯
罪
を
行
う
と
い
う
明
確
な
危

険
性
を
推
測
さ
せ
る
自
己
表
現
が
犯
罪
者
の
態
度
等
か
ら
肯
定
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
は
︑
法
秩
序
の
規
範
的
効
力
の
相
対
的
な
動
揺
を

認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
︒

︵

︶

ヤ
コ
ブ
ス
は
︑
法
秩
序
の
現
実
的
な
効
力
を
維
持
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
認
知
的
な
保
障
の
観
点
か
ら
自
由
の
剝
奪
を
導
き
出

73し
て
い
た
︒
そ
の
根
底
に
は
︑
法
秩
序
の
現
実
的
な
効
力
は
︑
規
範
的
側
面
だ
け
で
は
な
く
︑
認
知
的
な
側
面
か
ら
も
基
礎
付
け
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
が
あ
る
︒
し
か
し
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
見
解
に
お
い
て
も
︑
外
界
に
お
い
て
現
実
的
な
効
力
を
有
す
る
と
い
う

事
柄
は
︑
規
範
の
本
質
的
な
側
面
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
従
っ
て
︑
法
秩
序
の
現
実
的
な
効
力
を
維
持
す
る
た
め
に
必

要
で
あ
る
場
合
に
は
︑
自
由
の
剝
奪
は
法
的
強
制
と
し
て
実
際
に
科
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
以
上
の
点
は
︑
刑
罰
が
単
な
る
宣
言
で

は
な
く
︑
実
際
に
自
由
の
剝
奪
乃
至
は
制
限
と
い
う
形
で
執
り
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
と
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
︒

但
し
︑
拙
稿
﹁
カ
ン
ト
刑
罰
論
に
お
け
る
予
防
の
意
義
と
応
報
の
限
界
﹂︵
前
掲
注︵

︶︶
二
五
頁
注︵

︶
も
見
よ
︒

50

9

︵

︶

法
的
強
制
と
し
て
の
正
当
化
を
試
み
た
ヤ
コ
ブ
ス
の
見
解
に
は
結
論
的
に
賛
同
で
き
る
が
︑
そ
の
基
礎
に
あ
る
個
人
︑
人
格
︑
法
秩

74序
の
関
係
の
捉
え
方
に
対
し
て
は
︑
疑
問
を
提
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑
特
に
拙
稿
﹁
最
近
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
規

範
的
な
応
報
刑
論
の
展
開
﹂
︵
前
掲
注︵

︶
︶
一
〇
八
頁
以
下
参
照
︒

50

︵

︶

回
顧
的
に
過
去
の
危
険
性
を
考
慮
す
る
こ
と
の
当
否
に
つ
い
て
は
︑
ケ
ー
ラ
ー
の
責
任
概
念
の
検
討
が
不
可
避
と
な
る
た
め
︑
本
小

75稿
で
は
留
保
し
て
お
き
た
い
︒

︵

︶

理
論
と
実
践
の
関
係
に
つ
い
て
は
︑
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
デ
ル
版
︵
W
e
rk
e
in
1
2
B
ä
n
d
e
n
,h
rsg
.v
o
n
W
ilh
e
lm
W
e
isch
e
d
e
l,1
9
6
8︶

76
の

Im
m
a
n
u
e
l
K
a
n
t,
Ü
b
e
r
d
e
n
G
e
m
e
in
sp
ru
ch
:
D
a
s
m
a
g
in
d
e
r
T
h
e
o
rie
rich
tig
se
in
,
ta
u
g
t
a
b
e
r
n
ich
t
fü
r
d
ie
P
ra
x
is,
A

2
0
1
,
2
0
2
,
2
0
3
ff.︵
＝
北
尾
宏
之
訳
﹁
理
論
と
実
践
﹂﹇
岩
波
書
店
版
カ
ン
ト
全
集

︑
二
〇
〇
〇
年
﹈
一
五
九
頁
以
下
︶
を
参
照
︒

14

︵

︶

B
V
e
rfG
,2
B
v
R
2
3
6
5
/
0
9
,2
B
v
R
7
4
0
/
1
0
,2
B
v
R
2
3
3
3
/
0
8
,2
B
v
R
1
1
5
2
/
1
0
,2
B
v
R
5
7
1
/
1
0
v
o
m
4
.5
.2
0
1
1
.
な
お
︑
判
決
文

77
は

h
ttp
:/
/
w
w
w
.b
v
e
rfg
.d
e
/
e
n
tsch
e
id
u
n
g
e
n
/
rs2
0
1
1
0
5
0
4
_
2
b
v
r2
3
6
5
0
9
.h
tm
l
よ
り
入
手
可
能
で
あ
る
︒

︵
追
記
︶

脱
稿
後
︑
以
下
の
諸
文
献
に
接
し
た
︒
併
せ
て
参
照
を
請
う
︒
ま
ず
︑
二
〇
一
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
新
法
に
よ
る
﹁
精
神
に

保安監置制度の正当化について

319



障
害
が
あ
る
暴
力
犯
罪
者
の
治
療
及
び
収
容
に
関
す
る
法
律
︵
T
h
U
G
︶﹂
に
つ
い
て
の
文
献
と
し
て
︑
K
a
rl
N
u
ß
ste
in
,
D
a
s

T
h
e
ra
p
ie
u
n
te
rb
rin
g
u
n
g
sg
e
se
tz
-E
rste
E
rfa
h
ru
n
g
e
n
a
u
s
d
e
r
P
ra
x
is,
N
JW

2
0
1
1
,
S
.
1
1
9
4
ff.;
C
h
ristin
e
M
o
rg
e
n
ste
rn
,

B
e
stra
fe
n
,V
e
rw
a
h
re
n
u
n
d
d
a
n
a
ch
T
h
e
ra
p
ie
re
n
?-
D
a
s
n
e
u
e
T
h
e
ra
p
ie
-U
n
te
rb
rin
g
u
n
g
sg
e
se
tz
in
d
e
r
K
ritik
,N
K
2
/
2
0
1
1
,S
.

5
5
ff.
が
あ
る
︒
次
に
︑
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
る
二
〇
一
一
年
五
月
四
日
の
違
憲
判
決
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
後
︑
H
R
R
S
5
/
2
0
1
1
,
S
.
1
7
4

ff.;N
JW

2
0
1
1
,S
.1
9
3
1
ff.;N
S
tZ
2
0
1
1
,S
.4
5
0
ff.
に
お
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
︑
判
決
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
同
年
五
月
二
三
日
に

は
︑
連
邦
通
常
裁
判
所
第
五
刑
事
部
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
を
基
本
的
に
踏
襲
し
た
決
定
を
行
っ
て
い
る
︵
B
G
H
5
S
tR
3
9
4
/
1
0

/
5
S
tR
4
4
0
/
1
0
/
5
S
tR
4
7
4
/
1
0
-B
e
sch
lu
ss
v
o
m
2
3
.M
a
i
2
0
1
1
,H
R
R
S
6
-7
/
2
0
1
1
,S
.2
1
6
;N
JW

2
0
1
1
,S
.1
9
8
1
f.;N
S
tZ
2
0
1
1
,S
.4
5
3
f.

な
お

B
G
H
,U
rte
il
v
o
m
2
1
.6
.2
0
1
1
-5
S
tR
5
2
/
1
1
,N
JW
-S
p
e
z
ia
l
2
0
1
1
,S
.5
3
7
f.
も
挙
げ
て
お
く
︶︒
最
後
に
︑
右
の
違
憲
判
決
後
に
公

刊
さ
れ
た
保
安
監
置
制
度
に
関
す
る
文
献
と
し
て
は
︑
K
la
u
s
L
e
ip
o
ld
,
D
a
s
U
rte
il
d
e
s
B
u
n
d
e
sv
e
rfa
ssu
n
g
sg
e
rich
ts
z
u
r
S
ich
e
-

ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,N
JW
-S
p
e
z
ia
l
2
0
1
1
,S
.3
1
2
f.;Je
n
s
P
e
g
la
u
,D
a
s
B
V
e
rfG
u
n
d
d
ie
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
-K
o
n
se
q
u
e
n
z
e
n

fü
r
P
ra
x
is
u
n
d
G
e
se
tz
g
e
b
u
n
g
,N
JW

2
0
1
1
,S
.1
9
2
4
ff.︵
以
上
の
二
つ
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
違
憲
判
決
に
関
す
る
評
釈
論
文
で
あ
る
︒

ま
た
︑
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
お
け
る
口
頭
審
理
﹇
d
ie
m
ü
n
d
lich
e
V
e
rh
a
n
d
lu
n
g
﹈
の
様
子
を
伝
え
る
文
献
と
し
て
︑
B
e
rn
d
-R
ü
d
e
g
e
r

S
o
n
n
e
n
,
D
a
s
E
n
d
e
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
N
K
2
/
2
0
1
1
,
S
.
4
3
f.
も
あ
る
︶
;
Jo
a
ch
im

R
e
n
z
ik
o
w
sk
i,
D
a
s
E
le
n
d
m
it
d
e
r

rü
ck
w
irk
e
n
d
v
e
rlä
n
g
e
rte
n
u
n
d
d
e
r
n
a
ch
trä
g
lich
a
n
g
e
o
rd
n
e
te
n
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
,
Z
IS
6
/
2
0
1
1
,
S
.
5
3
1
ff.;
A
n
d
re
a
s

M
o
sb
a
ch
e
r,D
a
s
a
k
tu
e
lle
R
e
ch
t
d
e
r
S
ich
e
ru
n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
im
Ü
b
e
rb
lick
,H
R
R
S
6
-7
/
2
0
1
1
,S
.2
2
9
ff.;B
e
n
e
d
ik
t
Q
u
a
rth
a
l,

N
a
ch
trä
g
lich
v
e
rlä
n
g
e
rte
S
ich
e
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n
g
sv
e
rw
a
h
ru
n
g
u
n
d
d
e
r
E
G
M
R
-z
u
r
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n
e
rsta
a
tlich
e
n
R
e
ch
tsw
irk
u
n
g
d
e
r
E
u
ro
p
ä
i-

sch
e
n
K
o
n
v
e
n
tio
n
fü
r
M
e
n
sch
e
n
re
ch
te
,
JU
R
A
7
/
2
0
1
1
,
S
.
4
9
5
ff.
が
あ
る
︒

︵
二
〇
一
一
年
﹇
平
成
二
三
年
﹈
九
月
一
日
記
︶
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