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「
お
と
り
捜
査
」
に
つ
い
て
（
三
）

松

田

岳

士

一

は
じ
め
に

二

従
来
の
議
論
状
況
（
そ
の
一
）

─
「
二
分
説
」
の
生
成
と
展
開
（
以
上
、
阪
大
法
学
五
七
巻
五
号
）

三

従
来
の
議
論
状
況
（
そ
の
二
）

─
「
二
分
説
」
に
対
す
る
批
判
と
修
正
（
以
上
、
阪
大
法
学
五
八
巻
一
号
）

四

「
お
と
り
捜
査
」
の
「
違
法
性
の
実
質
」
論
と
最
高
裁
平
成
一
六
年
決
定
（
⑺
ま
で
、
本
号
）

五

「
お
と
り
捜
査
」
の
手
続
的
問
題
性

六

お
わ
り
に

四

「
お
と
り
捜
査
」
の
「
違
法
性
の
実
質
」
論
と
最
高
裁
平
成
一
六
年
決
定

⑴

以
上
、
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
学
説
は
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、「
お
と
り
捜
査
」
に
よ
っ
て
惹
き
起

こ
さ
れ
た
犯
罪
を
理
由
と
す
る
処
罰
な
い
し
訴
追
の
許
容
性
か
ら
、「
お
と
り
捜
査
」
の
捜
査
法
上
の
許
容
性
へ
と
そ
の
問
題
関
心
を

移
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
結
果
、
と
り
わ
け
一
九
九
〇
年
代
後
半
以
降
は
、「
主
観
説
」
的
な
観
点
か
ら
前
者
の
問
題
を
扱
っ
て
き
た
従

来
の
「
二
分
説
」
に
代
わ
っ
て
、
む
し
ろ
、「
客
観
説
」
的
な
観
点
か
ら
後
者
の
問
題
を
扱
う
「
総
合
判
断
説
」
が
通
説
的
な
地
位
を

占
め
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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こ
の
「
総
合
判
断
説
」
は
、「
お
と
り
捜
査
」
の
手
続
的
問
題
を
、
基
本
的
に
、
そ
の
捜
査
法
に
照
ら
し
て
の
許
容
性
な
い
し
適
法
・

違
法
の
問
題
と
し
て
扱
う
も
の
で
あ
り
、
当
初
は
、
こ
れ
を
、「
捜
査
技
術
の
巧
妙
化
・
技
術
化
」
の
問
題
の
一
場
面
と
し
て
捉
え
、

「
お
と
り
捜
査
の
必
要
性
、
手
段
の
補
充
性
、
手
段
の
相
当
性
、
お
と
り
捜
査
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
被
誘
惑
者
の
被
害
法
益
と
被
誘
惑

者
の
犯
罪
に
よ
る
被
害
法
益
の
比
較
衡
量
等
と
い
う
総
合
的
判
断
」
を
行
な
う
前
提
と
し
て
、「
こ
れ
を
必
要
と
す
る
犯
罪
取
締
上
の

要
請
」
お
よ
び
「
そ
れ
の
実
施
に
伴
う
各
種
の
弊
害
」
を
特
定
す
る
こ
と
に
関
心
が
向
け
ら
れ
た
が
、
最
近
で
は
、
さ
ら
に
、
捜
査
を

規
制
す
る
諸
法
規
範
の
趣
旨
お
よ
び
相
互
関
係
に
つ
い
て
の
理
論
的
関
心
の
高
ま
り
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
弊
害
」
が
、「
お

と
り
捜
査
」
の
「
違
法
」
を
根
拠
づ
け
る
場
合
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
法
規
範
に
対
す
る
い
か
な
る
意
味
で
の
違
背
な

の
か
と
い
う
問
題
に
も
関
心
が
及
ん
で
き
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
は
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
弊
害
」
と
し
て
は
、
主
と
し
て
、
①
「
処
分
の
直
接
の
対
象
者
」
の
「
不
適
正
な
手
続

に
よ
っ
て
被
疑
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
憲
法
一
三
条
に
も
と
づ
く
人
格
的
権
利
・
利
益
」
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

は
、「
国
家
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
意
思
決
定
す
る
自
由
」
と
い
う
「
人
格
的
価
値
」
が
制
約
を
受
け
る
こ
と
の
ほ
か
、
②

「
国
家
が
犯
罪
を
創
り
出
し
、
そ
の
結
果
、
刑
事
実
体
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
を
侵
害
す
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
、「
国
家
機
関

が
犯
罪
の
教
唆
・
幇
助
等
を
行
い
、
犯
罪
結
果
（
法
益
侵
害
）
発
生
の
危
険
、
本
来
国
家
が
刑
事
実
体
法
に
よ
り
保
護
す
べ
き
法
益
侵

害
の
危
険
を
み
ず
か
ら
惹
起
な
い
し
創
出
す
る
」
こ
と
、
そ
し
て
、
③
「
お
と
り
を
用
い
て
相
手
を
誘
い
寄
せ
、
犯
罪
行
為
に
お
と
し

入
れ
る
」
点
で
「
公
正
さ
に
欠
け
る
」
こ
と
、「
本
来
犯
罪
を
抑
制
す
べ
き
捜
査
機
関
が
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
犯
罪
を
惹
き
起
こ
す
と
い

う
矛
盾
を
伴
う
点
に
、
刑
事
司
法
制
度
の
基
礎
を
な
す
、
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
等
の
事
情
が
指
摘
さ
れ
る
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
「
弊
害
」
に
よ
っ
て
「
お
と
り
捜
査
」
が
「
違
法
」
と
評
価
さ
れ
る
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
刑
訴
法

上
、「
お
と
り
捜
査
」
を
規
制
対
象
と
し
、
そ
の
要
件
・
手
続
を
定
め
る
明
文
規
定
は
存
在
し
な
い
た
め
、
そ
の
許
容
性
な
い
し
適
法
・
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違
法
は
、
捜
査
を
規
制
す
る
一
般
的
な
法
規
範
、
す
な
わ
ち
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
の
定
め
る
強
制
処
分
法
定

主
義
な
い
し
比
例
原
則
（
必
要
性
・
相
当
性
要
件
）
に
照
ら
し
て
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
法
規
範
に
関
し
て
前
掲
の
最
高
裁
昭
和
五

一
年
決
定
が
示
し
た
「
任
意
捜
査
の
適
法
性
に
関
わ
る
一
般
的
な
判
断
枠
組
み
」
に
し
た
が
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
問
題
関
心
を
共
有
す
る
と
思
わ
れ
る
諸
見
解
に
お
い
て
も
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
弊
害
」
と
し

て
右
の
①
～
③
の
い
ず
れ
を
強
調
す
る
か
、
ま
た
、
そ
の
各
「
弊
害
」
を
、
捜
査
を
規
制
す
る
い
か
な
る
法
規
範
に
対
す
る
い
か
な
る

意
味
で
の
違
背
を
根
拠
づ
け
る
も
の
と
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
意
見
の
一
致
を
み
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
以

下
で
は
、
こ
の
「
お
と
り
捜
査
」
の
「
違
法
性
の
実
質
」
を
め
ぐ
る
最
近
の
議
論
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
お
く
こ

と
に
し
た
い
。

⑵

「
お
と
り
捜
査
」
の
「
違
法
性
の
実
質
」
と
な
り
う
る
事
情
と
し
て
第
一
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
①
「
処
分
の
直

接
の
対
象
者
と
の
関
係
」
で
、
そ
の
権
利
・
利
益
の
制
約
・
侵
害
を
伴
う
か
否
か
、
伴
う
と
す
れ
ば
い
か
な
る
権
利
・
利
益
の
制
約
・

侵
害
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
襖
「
国
家
に
よ
っ
て
国
民
が
『
わ
な
』
に
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
態
様

で
あ
れ
、
か
け
ら
れ
た
者
に
と
っ
て
人
格
的
な
権
利
・
利
益
と
無
縁
で
は
あ
り
え
」
ず
、「
国
民
は
不
適
正
な
手
続
に
よ
っ
て
被
疑
者
と

し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
憲
法
一
三
条
に
も
と
づ
く
人
格
的
権
利
・
利
益
を
有
〔
す
る
〕」
と
し
た
う
え
で
、「
お
と
り
捜
査
は
、

本
来
的
に
任
意
捜
査
で
は
な
い
と
は
い
え
な
い
に
し
ろ
、
た
と
え
ば
犯
意
を
誘
発
す
る
よ
う
な
類
型
の
場
合
に
は
、
そ
の
者
の
人
格
的

権
利
・
利
益
を
実
質
的
に
侵
害
・
危
殆
化
す
る
行
為
と
し
て
、
任
意
捜
査
の
限
界
を
超
え
る
と
み
ら
れ
る
場
合
も
お
こ
り
え
よ
う
」
と

す
る
見
解
も
提
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
鴬
「
強
制
・
脅
迫
等
の
手
段
を
用
い
な
い
限
り
、
対
象
者
の
意
思
の
自
由
は

確
保
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
犯
罪
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
以
上
、
意
思
決
定
に
必
要
な
最
低
限
の
基
盤
は
与
え
ら
れ
て
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い
る
」
こ
と
を
理
由
と
し
て
、「
対
象
者
が
自
ら
の
判
断
で
犯
行
に
及
ぶ
場
合
、
そ
の
人
格
的
自
律
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
困

難
」
で
あ
る
と
す
る
有
力
な
批
判
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
鴬
説
は
、
そ
れ
自
体
の
内
容
の
当
否
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
襖
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
は
妥
当
性
を
欠
い
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
襖
説
が
問
題
と
す
る
「
人
格
的
権
利
・
利
益
」
と
は
、「
不
適
正
な
手
続
に
よ
っ
て
被
疑
者
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
…
…
権
利
・
利
益
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
、
鴬
説
が
問
題
と
す
る
（
犯
罪
を
行
う

か
否
か
に
つ
い
て
の
）「
意
思
の
自
由
」
な
い
し
「
意
思
決
定
の
自
由
」
と
は
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
実
際
、
襖
説

も
、
捜
査
機
関
に
よ
る
「
お
と
り
行
為
」
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
、「
誘
惑
が
強
く
意
思
に
反
し
て
犯
行
に
及
べ
ば
と
も
か
く
、

多
く
の
場
合
、
意
思
の
自
由
を
犯
す
と
ま
で
は
い
か
な
い
」
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
鴬
説
と
変
わ
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

こ
の
点
、
か
り
に
襖
説
に
つ
い
て
疑
問
が
提
示
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
「
不
適
正
な
手
続
に
よ
っ

て
被
疑
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
」
を
、「
お
と
り
捜
査
」
の
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
許
容
性
の
問
題
と
し
て

扱
う
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
同
見
解
が
、「
人
格
的
権
利
・
利
益
」
の
「
実
質
的
な
侵
害
・
危
殆
化
」
と

し
て
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
は
、
捜
査
機
関
が
、「
お
と
り
行
為
」
に
よ
っ
て
自
ら
創
出
な
い
し
作
出
し
た
当
の
犯
罪
を

「
理
由
」
と
し
て
、
そ
の
対
象
者
を
「
被
疑
者
と
し
て
取
り
扱
」
う
こ
と
の
是
非
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
を
受
け
な
い
「
人
格
的
権
利
・
利
益
」
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
「
お
と
り
行
為
」
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
で
は
な

く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
創
出
な
い
し
作
出
さ
れ
た
犯
罪
を
「
理
由
」
と
し
て
、
同
人
に
対
し
て
現
行
犯
逮
捕
等
の
具
体
的
処
分
が
行
わ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
実
質
的
に
侵
害
・
危
殆
化
」
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
ら
の
処
分

の
許
容
性
な
い
し
適
法
・
違
法
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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⑶

い
ず
れ
に
し
て
も
、
右
の
二
見
解
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
「
お
と
り
行
為
」
が
、
通
常
は

─
す
な
わ
ち
、「
強
制
・
脅
迫
等
の

手
段
を
用
い
な
い
限
り
」、
あ
る
い
は
、「
誘
惑
が
強
く
意
思
に
反
し
て
犯
行
に
及
べ
ば
と
も
か
く
」

─
そ
の
対
象
者
の
、
当
該
犯
罪

を
行
う
か
否
か
に
つ
い
て
の
「
意
思
の
自
由
」
あ
る
い
は
「
意
思
決
定
の
自
由
」
を
制
約
・
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
そ
れ

自
体
は
共
有
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
自
体
に
つ
い
て
も
異
論
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
鴎
「
お
と
り

捜
査
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
「
直
接
の
対
象
者
」
が
、「
国
家
の
干
渉
を
受
け
る
こ
と
な
く
独
自
に
意
思
決
定
す
る
自
由
…
…
の
制
約
を
受

け
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
」、
あ
る
い
は
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
公
権
力
か
ら
干
渉
を
受
け
な
い
と
い
う
人
格
的
自
律
権
…
…
を
侵

害
す
る
の
で
は
な
い
か
」
と
し
て
、「
お
と
り
行
為
」
そ
れ
自
体
に
よ
る
そ
の
対
象
者
の
「
利
益
制
約
」
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
見
解
も

提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
利
益
制
約
」
に
つ
い
て
は
、
鴬
説
の
立
場
か
ら
、

─
こ
れ
を
、「
そ
の
よ
う
な
捜
査
手
法
を
用
い
る
必

要
性
と
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
利
益
と
を
比
較
衡
量
し
、
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う
適
法
要
件
と
の
関
係
で
「
違
法

性
の
実
質
」
と
な
り
う
る
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
、「
機
会
提
供
型
の
お
と
り
捜
査
で
あ
れ
ば
、
任
意
捜
査
と
し
て
法
律
規
定
が
な
く
と

も
許
容
さ
れ
る
」
が
、「
犯
意
誘
発
型
の
お
と
り
捜
査
は
、
人
格
的
自
律
権
を
侵
害
す
る
の
で
許
容
さ
れ
な
い
」
と
す
る
か
は
と
も
か
く

─
、
そ
も
そ
も
、「
個
人
に
、
犯
罪
を
実
行
す
る
か
否
か
を
決
め
る
利
益
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
の
正
当
性
」
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る

と
と
も
に
、「
犯
罪
を
実
行
す
る
か
否
か
に
関
わ
る
意
思
決
定
は
、
そ
れ
が
対
象
者
の
人
格
的
評
価
に
関
わ
る
領
域
に
属
す
る
と
し
て

も
、
犯
罪
が
社
会
の
安
全
を
脅
か
す
行
為
で
あ
る
以
上
、
国
家
の
干
渉
が
全
く
許
さ
れ
な
い
事
柄
と
は
い
え
〔
な
い
〕」、
あ
る
い
は
、

「
対
象
者
に
は
、
そ
も
そ
も
国
家
機
関
に
だ
ま
さ
れ
な
い
利
益
、
正
確
な
情
報
に
基
づ
い
て
犯
罪
を
実
行
す
る
利
益
…
…
は
な
い
と
言

わ
ざ
る
を
得
」
ず
、
ま
た
、「
国
家
に
だ
ま
さ
れ
て
犯
罪
を
決
意
し
た
部
分
を
取
り
出
せ
ば
、
…
…
犯
行
の
意
思
決
定
自
体
に
は
何
ら
侵

害
・
制
約
は
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。
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も
っ
と
も
、
襖
説
お
よ
び
鴬
説
に
お
い
て
も
、「
お
と
り
捜
査
」
に
よ
る
、
そ
の
対
象
者
の
「
犯
行
に
及
ぶ
」
か
否
か
、
あ
る
い
は
、

「
犯
罪
を
実
行
す
る
か
否
か
」
に
つ
い
て
の
「
意
思
（
決
定
）
の
自
由
」
の
侵
害
・
制
約
の
問
題
が
、
そ
も
そ
も
、
い
か
な
る
法
的
関

心
か
ら
検
討
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
か
は
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
、
右
の
諸
見
解
は
、「
誘
惑
が
強
く
意
思
に
反

し
て
犯
行
に
及
べ
ば
と
も
か
く
、
多
く
の
場
合
、
意
思
の
自
由
を
犯
す
と
ま
で
は
い
か
な
い
」
こ
と
を
、「
お
と
り
捜
査
」
が
、「
任
意

捜
査
の
枠
内
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
」
理
由
と
し
て
挙
げ
、
あ
る
い
は
、「
お
と
り
捜
査
」
に
よ
り
、「
対
象
者
が
自
ら
の
判
断
で
犯

行
に
及
ぶ
場
合
、
そ
の
人
格
的
自
律
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
、「
捜
査
を
実
施
す
る
こ
と
が
対
象
者

の
意
思
に
反
し
て
い
る
と
し
て
も
、
…
…
相
手
方
の
権
利
・
自
由
の
侵
害
も
通
常
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
お
と
り
捜
査
は
任
意
捜
査
の

範
疇
に
含
ま
れ
…
…
る
」
と
の
結
論
を
導
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
「
お

と
り
捜
査
」
の
許
容
性
な
い
し
適
法
・
違
法
を
左
右
す
る
事
情
と
し
て
扱
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
ば
、「
お
と
り
行
為
」
の
過
程
に
お
い
て
、「
強
制
・
脅
迫
等
の
手
段
」
が
用
い
ら
れ
、
あ
る
い
は
、「
誘

惑
が
強
く
〔
対
象
者
が
〕
意
思
に
反
し
て
犯
行
に
及
」
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
象
者
の
「
犯
罪
を
実
行
す
る
か
否
か
」
に
つ
い

て
の
「
意
思
（
決
定
）
の
自
由
」
が
制
約
・
侵
害
さ
れ
た
場
合
を
想
定
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
犯
罪
の
実
行
そ
れ
自
体
の
「
強
制
」

が
、「
捜
査
担
当
者
あ
る
い
は
そ
の
補
助
者
」
ま
た
は
「
犯
人
」
の
実
体
法
上
の
罪
責
を
左
右
す
る
事
情
と
な
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
、

同
規
定
が
定
め
る
強
制
処
分
法
定
主
義
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、「
お
と
り
行
為
」
の
「
強
制
の
処
分
」
性
を
い
か
な
る
意
味
で
根
拠
づ
け

る
も
の
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑷

い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
近
の
学
説
に
お
い
て
は
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
有
形
力
の
行
使
を
伴
わ
ず
、
ま
た
、
相
手
方
の
権
利
・

自
由
の
侵
害
も
通
常
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
…
…
任
意
捜
査
の
範
疇
に
含
ま
れ
、
そ
の
法
的
根
拠
は
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
本
文
に
求

め
ら
れ
る
」
と
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
も
、「
任
意
捜
査
で
あ
れ
ば
い
か
な
る
方
法
の
捜
査
も
許
容
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
お
と

（

）
１４１

（

）
１４２

（

）
１４３

（

）
１４４

（

）
１４５

（

）
１４６

（

）
１４７

（

）
１４８

論 説

（阪大法学）５８（２-42）296〔２００８．７〕



り
捜
査
に
つ
い
て
も
、
…
…
そ
の
違
法
の
有
無
…
…
が
問
題
と
な
る
」
と
し
、
そ
の
判
断
は
、「
お
と
り
捜
査
を
行
な
う
こ
と
の
必
要
性

と
お
と
り
捜
査
の
態
様
の
相
当
性
の
総
合
的
評
価
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
と
の
理
解
が
、
共
通
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
、「
お
と
り
捜
査
」
が
、「『
任
意
捜
査
』
と
し
て
違
法
に
な
る
場
合
が
あ

る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
何
故
か
」、
あ
る
い
は
、「
こ
れ
を
法
的
に
規
制
す
る
理
由
・
必
要
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
を
ど
こ
に
求
め
る
か

で
あ
る
。

⑸

こ
の
点
に
関
し
て
、
最
近
で
は
、
②
「
国
家
が
犯
罪
を
創
出
し
、
ま
た
、
そ
の
実
行
を
助
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
が
刑

事
実
体
法
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
法
益
の
侵
害
に
関
与
す
る
」
と
い
う
側
面
、
あ
る
い
は
、「
国
家
機
関
が
犯
罪
の
教
唆
・
幇
助
等
を
行
い
、

犯
罪
結
果
（
法
益
侵
害
）
発
生
の
危
険
、
本
来
国
家
が
刑
事
実
体
法
に
よ
り
保
護
す
べ
き
法
益
侵
害
の
危
険
を
み
ず
か
ら
惹
起
な
い
し

創
出
す
る
点
」
を
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
手
続
上
の
違
法
を
基
礎
づ
け
る
要
因
」、
あ
る
い
は
、「
任
意
捜
査
と
し
て
実
行
さ
れ
る
手

続
の
『
違
法
』
の
有
無
を
決
定
す
る
た
め
…
…
の
法
的
に
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
・
自
由
等
の
価
値
〔
の
〕
侵
害
・
制
約
」
と
し
て
指

摘
す
る
見
解
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
国
家
に
よ
る
犯
罪
の
創
出
等
」
と
い
う
「
弊
害
」
が
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
違
法
性
の
実
質
」
と
な
り
う
る
理
由

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
黄
「
お
と
り
捜
査
」
が
、「〔
司
法
の
〕
廉
潔
性
・
公
正
さ
に
反
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
実
質
」
と
し
て
捉

え
る
見
解
と
、
む
し
ろ
、
岡
「
法
益
侵
害
の
内
容
・
性
質
そ
れ
自
体
が
、
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
と
は
別
に
、
直
ち
に
捜
査
の
違
法
を

基
礎
づ
け
る
場
合
の
あ
る
こ
と
」
を
認
め
る
見
解
と
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
見
解
も
、「
お
と
り
捜
査
」
の
手
続
的
な
問
題
性
を
、「
眼

前
の
法
益
侵
害
・
危
殆
化
と
い
う
こ
と
は
あ
る
限
度
で
甘
受
し
つ
つ
、
こ
の
犯
罪
を
摘
発
す
る
こ
と
に
よ
る
犯
罪
抑
止
を
優
先
さ
せ
る

こ
と
」、
あ
る
い
は
、「
眼
前
に
発
生
す
る
は
ず
の
犯
罪
の
予
防
・
鎮
圧
と
い
う
責
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
際
む
し
ろ
犯
罪
発
生
を
容
認

す
る
と
い
う
逆
方
向
に
お
い
て
、
一
時
的
に
断
念
す
る
」
こ
と
に
見
い
だ
す
点
に
お
い
て
は
、
変
わ
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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こ
れ
ら
の
見
解
か
ら
は
、「
一
般
に
、
殺
人
や
傷
害
な
ど
の
人
身
犯
罪
に
対
す
る
お
と
り
捜
査
は
許
さ
れ
な
い
と
指
摘
さ
れ
」
る
こ
と
に

つ
い
て
「
説
明
が
容
易
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、「
お
と
り
捜
査
」
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
将
来
の
犯
罪

へ
の
対
応
を
伴
う
捜
査
」
一
般
に
妥
当
す
る
問
題
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、

論
者
自
身
、「
将
来
の
犯
罪
発
生
が
見
込
ま
れ
る
の
に
、
警
察
官
が
、
…
…
そ
れ
を
予
防
・
鎮
圧
せ
ず
、
犯
罪
の
実
行
を
待
っ
て
検
挙
す

る
」
こ
と
の
当
否
の
問
題
は
、「
尾
行
・
張
込
み
・
監
視
と
、
お
と
り
捜
査
に
共
通
す
る
問
題
」
で
あ
る
と
し
、
ま
た
、「
殺
人
の
よ
う

に
、
回
復
不
能
な
重
大
な
法
益
の
侵
害
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
、
そ
の
現
実
的
な
危
険
が
生
じ
る
ま
で
こ
れ
を
黙
認
・
放
置
す
る
こ
と

は
相
当
で
な
い
と
い
え
る
が
、
逆
に
、
そ
の
程
度
ま
で
深
刻
か
つ
重
大
な
法
益
へ
の
侵
害
を
伴
わ
な
い
場
合
に
、
当
該
犯
罪
に
関
わ
る

情
報
を
収
集
し
、
そ
の
発
生
を
待
っ
て
検
挙
し
た
方
が
、
犯
罪
の
発
生
を
未
然
に
防
ぐ
よ
り
も
、
社
会
の
安
全
を
守
る
た
め
に
、
大
き

な
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
」
と
の
事
情
を
、「
お
と
り
捜
査
と
い
う
手
段
」
が
「
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
」
の
「
一
つ
の
例
」

と
し
て
許
容
さ
れ
る
理
由
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑹

も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
黄
説
が
、「〔
お
と
り
捜
査
が
〕
廉
潔
性
・
公
正
さ
に
反
す
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
の
実
質
が

国
家
に
よ
る
犯
罪
結
果
惹
起
の
危
険
創
出
と
い
う
『
害
悪
』
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
捜
査
機
関
の
活
動
は
原
則
と
し
て
手
続

上
も
違
法
と
言
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
よ
う
な
お
と
り
捜
査
の
原
則
違
法
状
態
を
例
外
的
に
正
当
化
す
る
に
足
り

る
高
度
の
必
要
性
・
不
可
欠
性
（
補
充
性
）
と
、
想
定
さ
れ
る
法
益
侵
害
結
果
の
程
度
・
性
質
・
第
三
者
や
対
象
者
に
及
ぶ
危
険
の
程

度
と
の
総
合
的
考
量
に
よ
り
、
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
と
い
う
構
成
を
採
る
」
の
は
、「〔
司
法
の
〕
廉
潔
性
・
公
正

さ
」
と
い
う
観
点
か
ら
は
、「
犯
罪
を
処
罰
す
べ
き
国
家
自
ら
が
犯
罪
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
側
面
、
犯
罪
に
加
担
し
て
い
る
と
い

う
背
反
的
状
況
」
に
は
、
単
に
、「
将
来
の
犯
罪
発
生
が
見
込
ま
れ
る
の
に
、
警
察
官
が
、
…
…
そ
れ
を
予
防
・
鎮
圧
〔
し
な
い
〕」
こ
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と
の
問
題
に
は
還
元
で
き
な
い
固
有
の
問
題
性
が
含
ま
れ
る
と
の
認
識
の
あ
ら
わ
れ
と
も
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
そ
の
問
題
性
が
、
か
り
に
「
お
と
り
の
働
き
か
け
行
為
に
よ
り
対
象
者
が
実
行
し
よ
う
と
す
る
法
益
侵
害
性
」
と
い
う
、

「
対
象
者
を
介
し
た
お
と
り
の
活
動
自
体
の
違
法
性
」
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
本
来
的
に
は
実
体
法
的
な
関
心
に
属

す
る
「
違
法
性
」
か
ら
、「
お
と
り
捜
査
」
の
手
続
法
上
の
「
原
則
違
法
状
態
」
が
導
か
れ
る
法
的
根
拠
は
、
同
見
解
に
よ
っ
て
も
充

分
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
が
た
く
、
ま
た
、
実
際
、
同
見
解
が
想
定
す
る
「
犯
罪
結
果
発
生
の
危
険
創
出
の
側
面
と
こ
れ
を
正
当

化
す
る
に
足
り
る
反
対
利
益
と
の
比
較
考
量
」
に
よ
る
「
お
と
り
捜
査
」
の
許
容
性
な
い
し
適
法
・
違
法
の
判
断
の
あ
り
方
と
、「
将
来

の
犯
罪
発
生
が
見
込
ま
れ
る
の
に
、
警
察
官
が
、
…
…
そ
れ
を
予
防
・
鎮
圧
せ
ず
、
犯
罪
の
実
行
を
待
っ
て
検
挙
す
る
」
こ
と
の
当
否

の
判
断
方
法
と
の
間
に
、
い
か
な
る
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
か
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、「
将
来
の
犯
罪
へ
の
対
応
を
伴
う

捜
査
」
の
「
一
つ
の
例
」
と
し
て
の
「
お
と
り
行
為
」
の
許
容
性
な
い
し
適
法
・
違
法
の
判
断
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
「
犯
罪
結
果

発
生
の
危
険
創
出
の
側
面
と
こ
れ
を
正
当
化
す
る
に
足
り
る
反
対
利
益
と
の
比
較
考
量
」
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し

て
も
、
②
の
「
弊
害
」
に
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
問
題
の
核
心
」
を
求
め
、「
こ
の
点
を
中
核
に
据
え
て
、
理
論
的
枠
組
み
を
構
成
す

る
」
こ
と
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
提
示
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑺

こ
れ
に
対
し
て
、
岡
説
は
、「
お
と
り
捜
査
」
の
「
必
要
性
・
相
当
性
判
断
」
に
お
い
て
消
極
的
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
「
弊
害
」

と
し
て
、
②
の
事
情
と
は
別
個
に
、
③
「
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
」、
す
な
わ
ち
、「
国
家
の
矛
盾
し
た
態
度
や
ト
リ
ッ
ク
の
利
用
が
、

捜
査
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
動
揺
さ
せ
る
」
と
い
う
事
情
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
、「
捜
査
の
公
正
さ
の
侵

害
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
の
具
体
的
内
容
お
よ
び
そ
の
手
続
的
問
題
性
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

実
際
、
同
見
解
は
、「
国
家
の
矛
盾
し
た
態
度
」
が
「
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
」
を
も
た
ら
す
と
す
る
が
、
こ
こ
で
の
「
矛
盾
」
が
、

（

）
１６４

（

）
１６５

（

）
１６６

（

）
１６７

（

）
１６８

（

）
１６９
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具
体
的
に
何
と
何
の
間
の
「
矛
盾
」
を
意
味
す
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
論
者
は
、「
犯
罪
を
惹
き
起
こ
し
た
当

の
国
家
が
、
も
と
も
と
犯
罪
を
抑
止
す
る
責
務
を
負
っ
て
お
り
、
ま
た
、
当
該
対
象
者
の
処
罰
ま
で
行
う
点
で
、
国
家
が
犯
罪
に
関
与

す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
矛
盾
が
深
刻
で
あ
る
た
め
に
、
捜
査
活
動
の
あ
り
方
に
対
す
る
疑
問
が
国
民
の
間
に
生
じ
る
」
可
能
性
を
指
摘

す
る
が
、
か
り
に
、
こ
れ
が
、
国
家
の
「
犯
罪
を
抑
止
す
る
責
務
」
と
「
犯
罪
に
関
与
す
る
こ
と
」
の
間
の
「
矛
盾
」
を
問
題
と
す
る

趣
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
見
解
の
問
題
関
心
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
②
の
「
弊
害
」
を
「〔
司
法
の
〕
廉
潔
性
・
公
正
さ
に
反
す
る

と
言
わ
れ
る
こ
と
の
実
質
」
と
し
て
理
解
す
る
黄
説
の
そ
れ
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
こ
れ
が
、「
犯
罪
を

惹
き
起
こ
し
た
当
の
国
家
が
、
…
…
当
該
対
象
者
の
処
罰
ま
で
行
う
」
こ
と
の
「
矛
盾
」
を
問
題
と
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同

見
解
は
、
実
質
的
に
は
、
従
来
の
「
二
分
説
」
と
同
様
に
、「
お
と
り
捜
査
」
の
捜
査
法
に
照
ら
し
て
の
「
違
法
性
の
実
質
」
で
は
な
く
、

「
処
罰
の
相
当
性
」
な
い
し
「
国
家
の
処
罰
適
格
」
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

他
方
、
岡
説
は
、「
ト
リ
ッ
ク
の
利
用
」
に
よ
る
「
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
」
の
内
容
に
つ
い
て
、「
お
と
り
の
身
分
や
意
図
を
秘
匿

し
た
ま
ま
行
わ
れ
る
働
き
掛
け
を
、
対
象
者
の
人
格
的
自
律
権
や
自
己
決
定
権
の
制
約
と
捉
え
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
積

極
的
な
欺
罔
を
要
素
と
す
る
手
法
を
用
い
る
こ
と
自
体
に
対
す
る
抵
抗
感
を
無
視
で
き
な
い
」
と
説
明
す
る
。
こ
の
点
、
た
し
か
に
、

「
お
と
り
の
身
分
や
意
図
を
秘
匿
し
た
ま
ま
行
わ
れ
る
働
き
掛
け
」
は
、
そ
の
対
象
者
の
「
犯
罪
を
実
行
す
る
か
否
か
」
に
つ
い
て
の

「
意
思
（
決
定
）
の
自
由
」
を
制
約
・
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
自
体
、
同
人
に
、「
お
と
り
の
身
分
や
意
図
に
つ
い

て
錯
誤
に
陥
」
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
、「
積
極
的
な
欺
罔
を
要
素
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
こ
の
こ
と
が
「
捜
査

の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
動
揺
さ
せ
る
」
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
弊
害
」
が
「
お
と
り
行
為
」
の
捜
査
法
上
の
「
違
法

性
の
実
質
」
と
な
り
う
る
場
合
が
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
、
否
定
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
捜
査
機
関
又
は
そ
の
依
頼
を
受
け
た
捜
査
協
力
者
が
そ
の
「
身
分
や
意
図
を
秘
匿
し
た
ま
ま
行
わ
れ
る
働
き
掛

（

）
１７０

（

）
１７１
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け
」
一
般
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
か
な
ら
ず
し
も
「
お
と
り
行
為
」
に
固
有
の
「
弊
害
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い

と
い
う
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
点
、
か
り
に
、「
積
極
的
な
欺
罔
を
要
素
と
す
る
手
法
を
用
い
る
」
と
い
う
意
味
で
、「
お
と
り
行
為
」
に
固
有
の
「
弊
害
」
が

指
摘
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、「
お
と
り
の
身
分
や
意
図
を
秘
匿
し
た
ま
ま
行
わ
れ
る
働
き
掛
け
」
が
、「
個
人
の
内

心
に
一
般
的
・
探
索
的
に
干
渉
し
、
順
法
精
神
の
強
さ
を
試
す
も
の
」、
あ
る
い
は
、「
警
察
力
に
よ
る
過
度
の
国
民
行
動
に
対
す
る
監

視
」
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
情
は
、
捜
査
機
関
又
は
そ
の
依
頼

を
受
け
た
捜
査
協
力
者
が
犯
罪
を
実
行
す
る
よ
う
に

機

機

機

機

機

機

機

機

機

機

働
き
掛
け
る
「
お
と
り
行
為
」
に
固
有
の
問
題
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
対
象
者

が
、
実
際
に
「
働
き
掛
け
」
に
応
ず
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、「
捜
査
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
動
揺
さ
せ
る
」
も
の
と
考

え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
、「
働
き
掛
け
」
行
為
そ
れ
自
体
の
問
題
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）

わ
が
国
に
お
け
る
判
例
・
学
説
の
展
開
を
紹
介
・
分
析
す
る
も
の
と
し
て
、
上
田
信
太
郎
「
お
と
り
捜
査
」
松
尾
浩
也
＝
井
上
正
仁
編
『
刑

１１４事
訴
訟
法
の
争
点
』（
有
斐
閣
、
第
三
版
、
二
〇
〇
二
年
）
八
四
頁
、
最
高
裁
平
成
一
六
年
決
定
に
関
す
る
内
藤
大
海
「
判
例
研
究
」
北
大
法
学

論
集
五
六
巻
六
号
（
二
〇
〇
六
年
）
二
九
三
頁
以
下
を
参
照
。

（

）

瀧
・
前
掲
註（

）二
三
頁
。

１１５

１０１

（

）

瀧
・
前
掲
註（

）一
四
頁
。

１１６

１０１

（

）

三
井
・
前
掲
書
註（

）八
九
頁
。

１１７

１１３

（

）

大
澤
・
前
掲
書
註（
３
）一
八
〇
頁
。

１１８
（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
七
頁
。

１１９
（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
六
頁

１２０
（

）

松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法

上
』（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
二
七
頁
以
下
。

１２１
（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
七
頁
。

１２２

（

）
１７２

（

）
１７３
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（

）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
法
取
締
法
五
八
条
お
よ
び
あ
へ
ん
法
四
五
条
が
、
麻
薬
取
締
官
等
は
、
麻
薬
・
あ
へ
ん
等
に

１２３関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
当
た
り
厚
生
労
働
大
臣
の
許
可
を
受
け
て
麻
薬
・
あ
へ
ん
等
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
お
き
、
ま
た
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
取
締
法
二
七
条
の
三
が
、
警
察
官
等
は
、
け
ん
銃
等
に
関
す
る
犯
罪
の
捜
査
に
当
た
り
公
安
委
員
会
の
許
可
を
受
け
て
け
ん

銃
等
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
お
い
て
い
る
こ
と
と
の
関
係
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
一
般
に
、
こ
れ
ら
は
、「
お
と
り
捜
査
の

根
拠
を
創
設
的
に
定
め
た
規
定
…
…
で
は
な
く
…
…
、
お
と
り
捜
査
の
許
容
性
を
確
認
的
に
規
定
す
る
…
…
と
同
時
に
、
一
定
の
制
約
を
定
め

た
規
定
で
あ
る
（
會
田
・
前
掲
註（

）二
三
五
頁
以
下
）」
と
さ
れ
る
（
木
村
・
前
掲
註（

）三
六
頁
、
瀧
・
前
掲
註（

）一
八
頁
、
吉
浦
正
明

１１３

６２

１０１

「
お
と
り
捜
査
の
適
法
性
に
つ
い
て
」
研
修
六
二
二
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
一
二
八
頁
、
和
田
雅
樹
「
お
と
り
捜
査

─
検
察
の
立
場
か
ら
」
三
井

誠
ほ
か
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅰ
』（
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
七
九
頁
以
下
、
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
五
頁
等
）。
な
お
、
三
井
・
前
掲
書
註（

）
１１３

九
〇
頁
は
、「
麻
向
法
五
八
条
」
に
つ
い
て
、「
単
な
る
確
認
規
定
で
は
な
く
…
…
、
譲
り
う
け
形
態
に
よ
る
麻
薬
取
締
官
等
の
お
と
り
捜
査
が

許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
は
〔
同
〕
規
定
の
範
囲
に
限
る
こ
と
を
創
設
的
に
定
め
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
す
る
。

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
七
頁
。

１２４
（

）
「
違
法
性
の
実
質
」
の
語
を
用
い
る
も
の
と
し
て
、
大
澤
・
前
掲
註（
３
）一
七
九
頁
、
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
二
頁
、
多
和
田
・
前
掲
註

１２５（
１
）二
〇
四
頁
等
が
あ
る
。

（

）

三
井
・
前
掲
註（

）八
九
頁
。

１２６

１１３

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
六
頁
以
下
。
そ
の
ほ
か
、
酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
五
頁
、
長
沼
＝
上
冨
・
前
掲
註（
７
）八
四
頁
、
多
和
田
・
前

１２７掲
註（
１
）二
〇
六
頁
、
白
取
祐
司
『
刑
事
訴
訟
法
』（
日
本
評
論
社
、
第
五
版
、
二
〇
〇
八
年
）
一
一
五
頁
等
。

（

）

同
様
の
問
題
関
心
は
、「
お
と
り
捜
査
」
に
つ
い
て
、「
本
来
犯
罪
を
防
止
す
べ
き
立
場
に
あ
る
国
家
機
関
が
、
逆
に
犯
罪
を
作
り
出
す
こ

１２８と
に
な
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
弊
害
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
そ
の
問
題
性
を
、「
現
行
法
下
に
お
け
る
捜
査
官
の
責
務
は
、
犯
罪
の
防
止
と
犯
罪

者
の
摘
発
で
あ
」
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
さ
も
な
く
ば
無
罪
の
者
（persons

otherw
ise
innocent)

を
犯
罪
に
関
与
さ
せ
る
こ
と
」
に
求
め
、

「
い
わ
ゆ
る
犯
意
誘
発
型
の
お
と
り
捜
査
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
も
の
と
解
さ
ざ
る
を
得
〔
な
い
〕」
と
す
る
見
解
（
會
田
・
前
掲
註（

）
１１３

二
三
六
頁
）
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

）

こ
の
点
、
三
井
・
前
掲
書
註（

）九
一
頁
は
、「
事
前
の
犯
意
が
な
い
も
の
に
対
し
て
犯
意
を
誘
発
す
る
こ
と
は
、
意
思
の
自
由
を
奪
う
か

１２９

１１３

ら
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
人
格
的
自
律
権
を
侵
害
す
る
か
ら
違
法
と
な
る
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
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お
、
島
田
・
前
掲
書
註（

）二
九
三
頁
は
、
お
と
り
捜
査
は
、「
直
接
強
制
力
を
用
い
な
い
し
、
相
手
方
の
意
思
の
自
由
を
犯
す
こ
と
も
、
そ
の

３８

権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
も
な
い
の
で
、
強
制
処
分
と
は
い
え
な
い
が
、
一
種
の
詐
術
に
よ
っ
て
犯
人
を
『
わ
な
』
に
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
と
く

に
、
国
家
が
犯
罪
者

機

機

機

を
作
出
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
適
法
性
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
傍
点
引
用
者
）」
と
し
て
い
た
。

（

）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
内
藤
・
前
掲
註（

）三
〇
二
頁
は
、
襖
説
は
、「
犯
意
の
な
い
対
象
者
が
お
と
り
の
働
き
掛
け
に
よ
り
犯
行
に
及
ぶ
ま

１３０

１１４

で
に
行
っ
た
意
思
決
定
に
対
す
る
侵
害
の
有
無
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
人
物
を
単
な
る
国
家
の
客
体
と
し
て
扱
う
こ
と
」
を
問
題

と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
客
観
説
か
ら
の
批
判
は
そ
の
対
象
が
ず
れ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
三
頁
は
、
襖

説
に
つ
い
て
、「
人
格
的
自
律
権
と
し
て
、
い
か
な
る
内
容
を
想
定
し
て
い
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
」
く
、
ま
た
、「『
犯
意
』
の
有

無
と
対
象
者
の
人
格
的
権
利
・
利
益
と
が
、
い
か
な
る
意
味
で
関
連
す
る
の
か
、
も
ま
た
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
す
る
。

（

）

三
井
・
前
掲
書
註（

）八
九
頁
。

１３１

１１３

（

）

こ
の
点
、
三
井
・
前
掲
書
註（

）八
九
頁
は
、「
お
と
り
捜
査
は
、
…
…
第
三
者
を
『
わ
な
』
に
か
け
る
行
為
態
様
が
問
題
と
さ
れ
、
事
態

１３２

１１３

に
よ
っ
て
は
そ
れ
が
憲
法
三
一
条
違
反
と
な
る
」
と
す
る
「
憲
法
三
一
条
違
反
説
」
に
つ
い
て
、「
一
見
す
る
と
捜
査
機
関
の
行
為
の
態
様
の
み

に
着
目
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
国
民
は
不
適
正
な
手
続
に
よ
っ
て
被
疑
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
憲
法
一
三

条
に
も
と
づ
く
人
格
的
権
利
・
利
益
を
有
し
、
そ
れ
が
侵
害
さ
れ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（

）

同
様
の
問
題
は
、
同
論
者
に
よ
る
、「
す
で
に
発
生
し
た
犯
罪
と
は
関
係
な
く
、〔
対
象
者
〕
を
『
わ
な
』
に
か
け
、
犯
行
に
及
ん
だ
と
こ

１３３ろ
を
現
行
犯
逮
捕
す
る
と
い
う
方
法
は
、
い
わ
ば
将
来
発
生
す
る
で
あ
ろ
う
犯
罪
を
見
込
ん
で
行
な
わ
れ
る
活
動
で
あ
り
、
現
行
法
の
容
認
す

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
」
が
、「
覚
せ
い
剤
所
持
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
過
去
の
覚
せ
い
剤
所
持
の
嫌
疑
に
つ
き
捜
査
を
進
め
て
い
る
も

の
の
、
証
拠
固
め
が
容
易
で
な
い
の
で
、
所
持
事
犯
摘
発
の
一
方
法
と
し
て
お
と
り
捜
査
の
手
段
を
と
る
」
こ
と
は
許
さ
れ
る
と
の
指
摘
（
三

井
・
前
掲
書
註（

）八
九
頁
）
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
も
、
論
者
の
問
題
関
心
は
、
実
質
的
に
は
、

１１３

「
お
と
り
行
為
」
そ
れ
自
体
の
許
容
性
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
捜
査
機
関
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
ら
が
作
り
出
す
犯
罪
」
を
「
理
由
」
と
し
て
、

そ
の
対
象
者
を
「
現
行
犯
逮
捕
」
す
る
こ
と
の
許
容
性
に
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（

）

大
澤
・
前
掲
書
註（
３
）一
八
〇
頁
。

１３４
（

）

田
口
守
一
『
刑
事
訴
訟
法
』（
弘
文
堂
、
第
四
版
補
正
版
、
二
〇
〇
六
年
）
四
七
頁
。

１３５

「おとり捜査」について（三）
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（

）

そ
の
ほ
か
、
前
田
雅
英
「
お
と
り
捜
査
と
そ
の
違
法
性
」
研
修
六
七
七
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
頁
以
下
も
、「
被
疑
者
の
『
意
思
の
自
由
』
が

１３６失
わ
れ
る
ほ
ど
の
事
態
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」
と
し
な
が
ら
も
、「『
犯
意
』
の
な
い
者
に
犯
罪
を
実
行
さ
せ
た
り
、『
犯
意
』
を
強
め
る
の
は
、
人

格
的
自
律
権
を
侵
害
す
る
か
ら
違
法
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
」
と
す
る
。

（

）

大
澤
・
前
掲
書
註（
３
）一
八
〇
頁
。

１３７
（

）

田
口
・
前
掲
書
註（

）四
七
頁
。

１３８

１３５

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
三
頁
以
下
。

１３９
（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
六
頁
。

１４０
（

）

こ
の
点
に
関
し
て
は
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
個
人
が
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
自
己
の
犯
罪
的
性
向
を
欺
罔
行
為
に
よ
り
暴
露
さ
せ
る
と

１４１い
う
意
味
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
な
る
」
と
の
指
摘
も
あ
る
が
（
渡
辺
・
前
掲
註（

）三
一
四
頁
）、
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
そ
の
よ
う
な
プ

７０

ラ
イ
バ
シ
ー
ま
で
憲
法
は
保
障
し
て
い
な
い
」
と
の
批
判
が
あ
る
（
多
和
田
・
前
掲
註（
１
）一
〇
六
頁
）。

（

）

三
井
・
前
掲
書
註（

）八
九
頁
。

１４２

１１３

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
七
頁
。

１４３
（

）

も
っ
と
も
、
酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
五
頁
は
、「
お
と
り
捜
査
が
一
定
の
場
合
『
強
制
の
処
分
』
に
あ
た
る
か
ら
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う

１４４議
論
を
す
る
こ
と
に
、
意
味
が
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
」
と
し
、
ま
た
、
田
口
・
前
掲
書
註（

）四
七
頁
は
、「
犯
意
誘
発
型
の
お
と
り
捜

１３５

査
は
、
人
格
的
自
律
権
を
侵
害
す
る
」
と
の
前
提
に
立
ち
つ
つ
、「
犯
意
誘
発
型
の
お
と
り
捜
査
は
、
法
律
規
定
が
あ
っ
て
も
許
さ
れ
な
い
で
あ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る
。

（

）

こ
の
点
に
つ
き
、
池
田
修
「
い
わ
ゆ
る
お
と
り
捜
査
の
適
否
」
新
関
雅
夫
ほ
か
『
増
補

令
状
基
本
問
題

上
』（
判
例
時
報
社
、
一
九
九
六

１４５年
）
四
六
頁
は
、「
犯
人
の
自
由
意
思
を
失
わ
せ
る
よ
う
な
態
様
の
お
と
り
捜
査
は
考
え
難
い
か
ら
、
こ
の
点
を
お
と
り
捜
査
の
適
法
性
の
判
断

要
素
と
す
る
と
、
違
法
な
お
と
り
捜
査
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（

）

た
と
え
ば
、
大
林
・
前
掲
註（

）一
一
六
頁
は
、「
捜
査
機
関
ま
た
は
そ
の
手
足
と
な
る
者
が
、
そ
の
申
入
れ
を
拒
絶
す
る
犯
人
に
対
し
執

１４６

６２

拗
に
犯
行
を
迫
り
、
そ
の
結
果
、
困
惑
畏
怖
し
た
犯
人
が
自
己
の
意
思
に
反
し
て
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
場
合
」
に
は
、「
捜
査
担
当
者

あ
る
い
は
そ
の
補
助
者
に
対
し
、
教
唆
罪
、
さ
ら
に
は
強
要
罪
、
脅
迫
罪
等
の
成
否
が
検
討
さ
れ
、
ま
た
、
犯
人
に
つ
い
て
は
期
待
可
能
性
を
欠

く
と
い
え
る
か
な
ど
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
〔
る
〕
の
で
、
一
般
的
に
は
刑
法
理
論
で
対
処
し
得
る
は
ず
で
あ
り
、
違
法
な
お
と
り
捜
査
と

論 説
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い
う
こ
と
で
、
あ
え
て
、
犯
人
を
無
罪
、
公
訴
棄
却
、
免
訴
と
し
、
あ
る
い
は
証
拠
の
排
除
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
す
る
必
要
は
な

い
」
と
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
木
村
・
前
掲
註（

）四
〇
頁
、
大
泉
・
前
掲
註（

）二
四
頁
、
飛
田
・
前
掲
書
註（

）二
二
七
頁
、
尾
崎
久
仁
子

１０８

６２

１０８

「
覚
せ
い
剤
取
締
法
違
反
事
件
に
か
か
る
お
と
り
捜
査
の
適
法
性
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
〇
巻
七
号
（
一
九
九
七
年
）
七
七
頁
以
下
等
も
参
照
。
な

お
、
こ
の
点
に
関
す
る
判
例
の
扱
い
に
つ
い
て
は
、
前
掲
註（

）を
参
照
。

６４

（

）

も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
の
趣
旨
そ
れ
自
体
の
理
解
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り
（
こ
の
点
に
関
す
る
私
見
に
つ
い
て
は
、

１４７松
田
岳
士
「
刑
事
訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
に
つ
い
て
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
鈴
木
茂
嗣
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

下
巻
』（
成
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
）

一
四
五
頁
以
下
を
参
照
）、「
お
と
り
捜
査
」
の
手
続
的
諸
問
題
の
「
基
本
的
な
検
討
枠
組
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
以
上
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
。

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
７
）二
七
頁
。

１４８
（

）

池
田
・
前
掲
註（

）四
〇
頁
以
下
。

１４９

１４５

（

）

會
田
・
前
掲
註（

）二
三
六
頁
、
伊
藤
・
前
掲
註（

）七
二
頁
、
尾
崎
・
前
掲
註（

）七
四
頁
、
山
上
圭
子
「
お
と
り
捜
査
」
平
野
龍
一

１５０

１１３

６２

１４６

＝
松
尾
浩
也
編
『
新
実
例
刑
事
訴
訟
法
Ⅰ
』（
青
林
書
院
、
一
九
九
八
年
）
七
頁
以
下
、
安
富
潔
「
い
わ
ゆ
る
『
お
と
り
捜
査
』
に
つ
い
て
」
捜

査
研
究
五
七
四
号
（
一
九
九
九
年
）
六
三
頁
、
河
原
俊
也
「
暴
力
団
に
よ
る
け
ん
銃
不
法
所
持
事
件
の
控
訴
審
判
決
」
法
律
の
ひ
ろ
ば
五
三
巻
二

号
（
一
九
九
九
年
）
五
九
頁
、
吉
浦
・
前
掲
註（

）一
二
〇
頁
、
和
田
・
前
掲
註（

）一
七
九
頁
以
下
、
河
合
健
司
「
お
と
り
捜
査

─
裁
判

１２３

１２３

の
立
場
か
ら
」
三
井
誠
ほ
か
編
『
新
刑
事
手
続
Ⅰ
』（
悠
々
社
、
二
〇
〇
二
年
）
一
八
九
頁
以
下
、
酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
五
頁
以
下
、
前

田
・
前
掲
註（

）七
頁
以
下
、
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
二
頁
以
下
、
石
神
千
織
「
捜
査
手
続
に
お
け
る
お
と
り
捜
査
」
警
察
学
論
集
五
八
巻
九
号

１３６

（
二
〇
〇
五
年
）
一
七
〇
頁
以
下
、
長
沼
＝
上
冨
・
前
掲
註（
７
）八
二
頁
以
下
、
多
和
田
・
前
掲
註（
１
）二
一
三
頁
以
下
等
。

（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
五
頁
。

１５１
（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
二
頁
。

１５２
（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
二
頁
。

１５３
（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
六
頁

１５４
（

）

そ
の
ほ
か
、
②
の
点
を
「
お
と
り
捜
査
」
の
「
弊
害
」
と
し
て
挙
げ
る
見
解
と
し
て
、
瀧
・
前
掲
註（

）一
六
五
頁
、
三
井
・
前
掲
書
註

１５５

１００

（

）九
〇
頁
、
前
田
・
前
掲
註（

）六
頁
、
多
和
田
・
前
掲
註（
１
）二
〇
七
頁
等
が
あ
る
。
な
お
、
池
田
・
前
掲
註（

）四
一
頁
も
、「
お
と
り

１１３

１３６

１４５

「おとり捜査」について（三）
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捜
査
に
よ
り
、
お
と
り
自
身
の
生
命
や
身
体
を
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
お
そ
れ
や
、
第
三
者
に
危
害
の
及
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
捜
査
方

法
と
し
て
一
般
的
に
考
え
て
も
、
相
当
性
を
欠
く
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
七
頁
。
ま
た
、
前
田
・
前
掲
註（

）六
頁
以
下
も
、「
お
と
り
捜
査
の
国
民
に
と
っ
て
の
侵
害
性
の
、
よ
り
直
接

１５６

１３５

的
な
も
の
は
、
…
…
犯
罪
行
為
を
促
進
し
、
犯
罪
発
生
の
危
険
性
を
高
め
る
点
で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。

（

）

佐
藤
隆
之
「
銃
刀
法
違
反
事
件
に
お
い
て
お
と
り
捜
査
が
適
法
と
さ
れ
た
事
例
」
現
代
刑
事
法
二
巻
四
号
（
二
〇
〇
〇
年
）
八
八
頁
。
佐

１５７藤
・
前
掲
註（
４
）四
四
頁
も
、「
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
」
と
、「
刑
事
実
体
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
の
侵
害
」
と
は
、「
別
異
の
問
題
と

し
て
把
握
す
る
の
が
適
当
だ
」
と
す
る
。

（

）

長
沼
＝
上
冨
・
前
掲
註（
７
）八
五
頁
。

１５８
（

）

大
澤
・
前
掲
書
註（
３
）一
八
〇
頁
。

１５９
（

）

後
述
の
よ
う
に
、
こ
の
問
題
は
、「
過
去
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
の
一
方
法
と
し
て
、
お
と
り
捜
査
を
実
施
す
る
場
合
」
に
も
や
は
り
妥
当

１６０す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、「
将
来
の
犯
罪
の
解
明
・
訴
追
を
目
的
と
す
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
将
来
の
犯
罪
に
対
す
る
捜
査
」
に
固
有

の
問
題
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
四
頁
。

１６１
（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
一
頁
。

１６２
（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
七
頁
。
ま
た
、
松
尾
・
前
掲
書
註（

）一
二
八
頁
は
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
お
と
り
を
用
い
て
相
手
を
誘
い

１６３

１２１

寄
せ
、
犯
罪
行
為
に
お
と
し
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
さ
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
」
た
め
、「
一
般
論
と
し
て
は
、
…
…
必
ず

し
も
適
切
な
捜
査
方
法
で
は
な
い
」
が
、「
例
外
的
に
せ
よ
お
と
り
捜
査
の
手
法
を
認
め
る
必
要
性
は
否
定
で
き
な
い
」
と
し
、
佐
藤
・
前
掲
註

（

）二
八
頁
は
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
国
家
に
よ
る
犯
罪
の
作
出
」
で
あ
り
、「
国
家
あ
る
い
は
捜
査
機
関
に
対
す
る
、
公
正
な
法
の
適
用
・

７０処
理
に
つ
い
て
の
国
民
の
、
信
頼
・
期
待
に
反
す
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、「
原
則
と
し
て
…
…
、
承
認
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
が
、

一
定
の
「
条
件
を
備
え
た
場
合
に
、
辛
う
じ
て
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
」
と
す
る
。

（

）

な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
瀧
・
前
掲
註（

）二
八
頁
、
宇
藤
崇
「
演
習
」
法
学
教
室
二
八
三
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
一
八
頁
以
下
も

１６４

１０１

参
照
。

（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
六
頁
。

１６５

論 説
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（

）

酒
巻
・
前
掲
註（
６
）一
〇
六
頁
。

１６６
（

）

こ
れ
に
対
し
て
、
多
和
田
・
前
掲
註（
１
）二
〇
七
頁
は
、「
お
と
り
捜
査
の
詐
術
的
側
面
は
、
…
…
法
益
侵
害
の
じ
ゃ
っ
起
に
向
け
ら
れ
た

１６７働
き
掛
け
の
強
度
に
か
か
わ
る
要
素
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
、
法
益
侵
害
性
と
い
う
違
法
判
断
の
中
で
考
慮
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

自
体
が
独
立
し
て
『
捜
査
の
公
正
』
を
侵
害
し
、
お
と
り
捜
査
の
違
法
性
を
基
礎
付
け
る
も
の
で
は
な
い
」
と
す
る
。

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
二
頁
以
下
。
そ
の
ほ
か
、
松
尾
・
前
掲
書
註（

）一
二
八
頁
も
、「
お
と
り
捜
査
」
は
、「
お
と
り
を
用
い
て
相
手

１６８

１２１

を
誘
い
寄
せ
、
犯
罪
行
為
に
お
と
し
入
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
さ
に
欠
け
る
と
い
う
批
判
を
免
れ
な
い
」
と
し
、
三
井
・
前
掲
書
註
（

）
１１３

九
〇
頁
も
、「
国
家
機
関
が
一
種
の
ト
リ
ッ
ク
を
つ
か
っ
て
事
情
を
知
ら
な
い
第
三
者
に
わ
な
を
か
け
る
面
」
が
あ
り
、「
捜
査
方
法
と
し
て
一

般
の
抵
抗
感
は
強
」
く
、「
捜
査
機
関
の
活
動
の
公
正
さ
に
対
す
る
信
頼
を
失
わ
せ
る
危
険
は
小
さ
く
な
い
」
と
指
摘
す
る
。

（

）

こ
の
点
、
多
和
田
・
前
掲
註（
１
）二
〇
七
頁
は
、「『
捜
査
の
公
正
』
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
人
を
だ
ま
し
て
わ
な
に
か
け
る
の
は
よ
く
な

１６９い
、
と
い
う
素
朴
な
道
徳
観
念
に
行
き
着
く
」
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、「
道
義
の
問
題
と
し
て
も
、
捜
査
手
法
と
し
て
見
た
場
合
に
、
何
が
公
正

で
、
何
を
汚
い
と
す
る
か
は
、
文
化
、
社
会
、
犯
罪
の
性
質
、
内
容
等
と
も
関
係
し
、
相
対
的
、
主
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
基
準
と
し
て

あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
五
頁
は
、「
法
益
と
し
て
そ
の
内
容

が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
保
護
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
と
同
義
で
は
な
い
」
か
ら
、「
国
家
の
矛
盾
し
た
態
度
や
ト
リ
ッ
ク
の
利
用
が
、

捜
査
の
公
正
さ
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
動
揺
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
も
ま
た
、
お
と
り
捜
査
の
弊
害
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
」

で
あ
る
と
す
る
。

（

）

佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
四
頁
以
下
。

１７０
（

）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
論
者
自
身
、「
国
家
が
刑
事
実
体
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
法
益
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
、
捜
査
の
公
正
さ
の

１７１侵
害
と
い
わ
れ
る
も
の
の
内
実
で
あ
…
…
る
と
す
れ
ば
、
捜
査
の
公
正
さ
の
侵
害
を
独
立
に
問
題
と
す
る
必
要
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
こ
と

と
な
ろ
う
」
と
指
摘
し
て
い
る
（
佐
藤
・
前
掲
註（
４
）四
四
頁
）。

（

）

柳
川
重
規
「
囮
捜
査
の
規
律

─
事
前
規
制
の
要
件
を
中
心
に

─
」
法
学
新
報
一
〇
三
巻
七
号
（
一
九
九
七
年
）
五
八
頁
。

１７２
（

）

瀧
・
前
掲
註（

）二
六
頁
。

１７３

１０１

「おとり捜査」について（三）
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