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刑事訴訟法三一九条一項について（中）

刑
事
訴
訟
法
三
一
九
条
一
項
に
つ
い
て
（
中
）

松
　
　
田
　
　
岳
　
　
士

三　

自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
・
根
拠
と
適
用
基
準

　

⑴　

自
白
排
除
法
則
の
適
用
基
準
を
自
白
の
不
任
意
性
に
求
め
る
か
、
そ
れ
と
も
、
自
白
採
取
手
続
の
違
法
性
に
求
め
る
か
は
、
憲

法
三
八
条
二
項
お
よ
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
文
言
解
釈
の
問
題
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
は
、
両

規
定
間
の
関
係
に
つ
い
て
の
理
解
に
も
影
響
を
与
え
る
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。

　

す
な
わ
ち
、
虚
偽
排
除
説
、
人
権
擁
護
説
等
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
見
解
に
お
い
て
は
、

刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
、
不
当
に
長
く
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
」
は
、「
い
わ
ば

不
任
意
自
白
の
典
型
で
あ
り
『
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
の
あ
る
自
白
』
の
例
示
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
見

解
か
ら
は
、
一
般
に
、
同
規
定
と
憲
法
三
八
条
二
項
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
憲
法
上
も
任
意
性
の
存
在
に
関
す
る
立
証
責
任
が
検
察

官
に
あ
る
と
解
す
る
限
り
、
刑
訴
法
は
明
文
で
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
た
に
す
ぎ
ず
、
い
ず
れ
も
、
任
意
性
の
な
い
自
白
は
証
拠
能
力

が
な
い
と
い
う
い
わ
ゆ
る
自
白
法
則
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
内
容
に
お
い
て
差
異
は
な
い
」
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

（
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論　　　説
　

こ
れ
に
対
し
て
、
違
法
排
除
説
は
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
違
法
収
集
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
こ
と
が
、
刑
訴
法
三
一
九
条

一
項
の
「『
強
制
』
と
か
『
不
当
に
長
い
抑
留
・
拘
禁
』
な
ど
手
段
を
列
記
す
る
法
文
の
解
釈
と
し
て
も
っ
と
も
素
直
」
で
あ
る
と
し
、

同
規
定
と
憲
法
三
八
条
二
項
と
の
関
係
に
関
し
て
は
、「
不
任
意
の
語
の
な
い
憲
法
と
並
べ
て
考
え
て
み
る
と
、
強
制
な
ど
の
列
挙
は

違
法
な
自
白
採
取
行
為
の
例
示
で
あ
り
、
不
任
意
は
、
総
括
的
用
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
と
並
ぶ
違
法
行
為
の
一
例
（
被
告
人
の

自
由
意
思
を
犯
す
意
味
で
）」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
す
る
。

　

⑵　

こ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
刑
訴
法
上
は
も
ち
ろ
ん
憲
法
上
も
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る

場
合
よ
り
も
、「
違
法
収
集
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
場
合
の
方
が
、
同
法
則
の
適
用
範
囲
が
広
が
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
前
者
の
立
場
に
お
い
て
は
、
同
法
則
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
任
意
性
の
な
い
自
白
」
の
み
を
排
除
す
る
も
の
と
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
後
者
の
立
場
に
お
い
て
は
、「
不
任
意
は
、
総
括
的
用
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
…
…
違
法
行
為
の
一
例
」
と
さ
れ
、
そ

の
適
用
範
囲
が
、「
不
任
意
」
の
場
合
を
含
む
「
違
法
収
集
自
白
」
一
般
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
自
白
排
除
法
則
の
適
用
基
準
を
自
白
収
集
手
続
の
違
法
性
に
求
め
る
こ
と
に
よ
る
同
法
則
の
適
用
範
囲
の
拡
大
は
、

同
時
に
、「
手
続
の
違
法
性
と
自
白
の
関
係
が
遠
く
な
る
」
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
自
白
の
収
集
手
続
の
違
法
性
の
実
質
的
・
具
体
的
内

容
と
そ
の
手
続
に
よ
り
収
集
さ
れ
た
自
白
を
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
供
す
る
こ
と
の
不
許
容
性
を
関
連
づ
け
る
こ
と
の
困
難
性
と
表
裏

の
関
係
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

す
な
わ
ち
、
違
法
排
除
説
が
同
法
則
の
趣
旨
を
「
違
法
収
集
自
白
」
の
排
除
に
求
め
、
そ
の
適
用
範
囲
を
「
違
法
収
集
自
白
」
一
般

に
拡
大
す
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
で
の
「
違
法
」
と
し
て
は
、
形
式
的
に
─
─
い
い
か
え
れ
ば
、
違
反
の
対
象
と
な
っ
た
の
が
具
体
的

に
い
か
な
る
規
範
で
あ
る
か
、
当
該
規
範
の
内
容
な
い
し
趣
旨
と
の
関
係
で
そ
の
違
反
に
実
質
的
に
い
か
な
る
問
題
性
が
認
め
ら
れ
る

か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
─
─
刑
訴
法
、
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
捜
査
法
に
属
す
る
規
範
の
い
ず
れ
か
に
違
反
す
る
こ
と
が
想
定

（
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刑事訴訟法三一九条一項について（中）

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
違
反
の
実
質
的
な
内
容
で
は
な
く
、
刑
訴
法
上
の
規
範

に
違
反
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

実
際
、
違
法
排
除
説
に
お
い
て
は
、
そ
こ
に
い
う
「
違
法
」
と
し
て
、「
強
制
・
拷
問
・
脅
迫
」
や
「
任
意
性
を
侵
害
す
る
と
い
う

こ
と
」
の
「
違
法
性
」
と
、「
不
当
に
長
い
抑
留
・
拘
禁
」
の
「
不
法
性
」
が
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
違
法
な
手
続
で

と
ら
れ
た
自
白
」
の
排
除
は
、「
違
法
な
捜
索
・
押
収
の
結
果
え
た
証
拠
」
の
排
除
と
「
少
し
も
変
わ
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ

で
問
題
と
さ
れ
る
供
述
採
取
、「
抑
留
・
拘
禁
」、「
捜
索
・
押
収
」
を
規
制
す
る
諸
規
範
の
内
容
な
い
し
趣
旨
は
─
─
部
分
的
に
重
な

り
合
う
こ
と
は
あ
っ
て
も
─
─
そ
の
行
為
の
内
容
に
応
じ
て
様
々
で
あ
り
、
し
か
も
、
と
り
わ
け
「
抑
留
・
拘
禁
」
や
「
捜
索
・
押

収
」
を
規
制
す
る
諸
規
範
は
、
供
述
の
採
取
方
法
自
体
を
直
接
定
め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
見
解
が
自
白
排

除
の
前
提
と
し
て
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
「
違
法
」
性
は
、
違
反
が
あ
っ
た
個
別
の
法
規
範
の
内
容
な
い
し
趣
旨

を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
は
な
く
、
刑
訴
法
に
属
す
る
規
範
の
い
ず
れ
か
に
違
反
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
違
法
一
般
」
に
求
め
ら
れ

て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
現
行
刑
訴
法
は
、
供
述
採
取
、
身
体
拘
束
等
の
同
一
内
容
の
手
続
に
つ
い
て
も
、
起
訴
の
前
後
、
あ
る
い
は
、
公
判
手
続

の
内
外
で
異
な
る
規
範
を
お
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
、
違
法
排
除
説
が
問
題
と
す
る
の
は
、
規
範
に
対
す
る
形
式
的
な
違
反
で
あ
り
、

実
際
に
侵
害
な
い
し
制
約
さ
れ
た
自
由
や
実
質
的
な
手
続
的
保
障
の
内
容
で
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
た
と
え
ば
、

被
疑
者
・
被
告
人
か
ら
の
供
述
採
取
を
内
容
と
す
る
行
為
で
あ
っ
て
も
、
刑
訴
法
は
、「
被
疑
者
取
調
べ
」
と
「
被
告
人
質
問
」
と
で

は
、「
公
開
の
対
審
」
保
障
の
有
無
を
は
じ
め
と
し
て
そ
の
手
続
に
大
き
な
差
異
を
設
け
て
お
り
、
ま
た
、
身
体
拘
束
に
つ
い
て
も
、

起
訴
前
と
起
訴
後
で
は
異
な
る
手
続
や
期
間
等
を
定
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
は
、
実
質
的
に
同
一
の
行
為
で
あ
っ
て
も
、

起
訴
前
や
公
判
手
続
外
で
あ
れ
ば
「
適
法
」
と
さ
れ
る
が
、
起
訴
後
や
公
判
手
続
内
で
は
「
違
法
」
と
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
、
反
対
に
、

（
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）

（
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）

（
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）

（
72
）

（阪大法学）68（6-23）　1131〔2019. 3 〕



論　　　説

起
訴
前
や
公
判
手
続
外
で
あ
れ
ば
「
違
法
」
と
さ
れ
る
が
、
起
訴
後
や
公
判
手
続
内
で
は
「
適
法
」
と
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
じ

う
る
が
、
違
法
排
除
説
が
問
題
と
す
る
の
は
、
当
該
行
為
に
よ
る
実
質
的
な
自
由
や
手
続
的
保
障
の
侵
害
な
い
し
制
約
状
況
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
、
各
規
範
に
対
す
る
形
式
的
な
「
違
法
」
な
い
し
「
不
法
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
し
た
が
っ
て
、
同
説
の

も
と
で
は
、
た
と
え
ば
、「
不
当
に
長
く
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
」
か
否
か
も
、
逮
捕
・
勾
留
、
そ
し
て
、
起
訴
前
・
起
訴
後
を
通
じ

た
全
期
間
で
は
な
く
、
手
続
ご
と
に
法
定
さ
れ
た
期
間
を
基
準
と
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
違
法
排
除
説
が
問
題
と
す
る
自
白
収
集
手
続
の
「
違
法
」
性
は
、
一
般
的
・
形
式
的
な
意
味
合
い
に
お
い
て
理
解

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
・
実
質
的
内
容
を
伴
わ
な
い
「
違
法
一
般
」
そ
れ
自
体
か
ら
、
違
法
収
集

自
白
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
実
質
的
根
拠
を
理
論
的
に
導
く
の
は
困
難
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
自
白
排
除
法
則
を
根
拠
づ
け
よ
う
と

す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
─
─
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
根
拠
論
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
─
─
将
来
的
な
い
し
一
般
的
に
「
違
法
」
な
い
し

「
不
法
」
を
「
排
斥
し
防
圧
す
る
」
と
い
っ
た
違
法
捜
査
抑
止
論
や
、
司
法
の
無
瑕
性
の
保
持
と
い
っ
た
多
か
れ
少
な
か
れ
政
策
的
な

い
し
相
対
的
な
性
質
を
も
つ
論
拠
を
援
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

実
際
、
違
法
排
除
説
の
主
唱
者
は
、
自
白
の
排
除
を
、「
違
法
な
捜
索
・
押
収
の
結
果
え
た
証
拠
」
の
排
除
と
「
す
こ
し
も
変
わ
ら

な
い
」
も
の
と
し
て
、「
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
の
排
除
と
い
う
、
一
般
的
な
問
題
の
一
場
面
」
と
捉
え
、「
取
調
が
違
法
だ
と
し
て

も
、
そ
の
結
果
え
ら
れ
た
供
述
（
自
白
）
を
証
拠
と
し
て
排
除
す
る
か
は
別
問
題
」
で
あ
っ
て
、「
自
白
に
関
し
て
、
違
法
排
除
説
を

と
る
の
は
、
違
法
を
防
止
・
排
斥
す
る
他
の
方
法
が
な
い
と
い
う
事
情
を
理
由
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、〔
こ
〕
の
事
情
が
変
わ
っ
て

く
れ
ば
、
当
然
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
で
、
同
法
則
は
「
相
対
的
な
性
質
」
を
も
つ
も
の
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

⑶　

と
こ
ろ
で
、
違
法
排
除
説
に
つ
い
て
は
、
そ
の
利
点
の
一
つ
と
し
て
、「
自
白
排
除
の
基
準
を
、
自
白
そ
れ
自
体
に
求
め
る
の

（
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）

（
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）
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刑事訴訟法三一九条一項について（中）

で
は
な
く
、
そ
の
一
歩
手
前
の
自
白
採
取
手
続
の
違
法
性
へ
と
遡
ら
せ
」
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
ま
で
は

い
え
な
く
と
も
、
同
見
解
の
も
と
で
は
、
違
法
行
為
と
自
白
の
間
に
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
不
任
意
の
自
白
が
ひ
き
出
さ
れ
た
と
い
う
意

味
で
の
『
不
任
意
の
自
白
』
と
の
因
果
関
係
…
…
で
は
な
く
、
任
意
・
不
任
意
を
問
わ
ず
、
と
も
か
く
〔
そ
れ
〕
が
原
因
と
な
っ
て
自

白
が
な
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
の
『
自
白
』
と
の
因
果
関
係
」
の
有
無
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
「
が
な
け
れ
ば
自
白
し
な
か
っ
た
ろ
う
と

い
う
因
果
関
係
（
条
件
関
係
）」
で
は
な
く
、「
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
先
後
の
関
係
」
の
有
無
を
問
題
と
す
れ
ば
足
り
る
と
さ
れ
る
こ
と
も

あ
る
。

　

し
か
し
、
か
り
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
同
見
解
が
、
自
白
排
除
の
根
拠
を
、「
合
法
手
続
」
の
「
担
保
」、
あ
る
い
は
、「
違
法

な
手
続
（
証
拠
収
集
活
動
）
の
防
圧
」
に
求
め
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
自
白
排
除
の
基
準
」
は
、
そ
の
よ
う
な
違
法
行
為
と
自

白
の
間
の
関
係
性
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
違
法
捜
査
抑
止
と
い
う
、
当
該
具
体
的
事
件
の
解
決
の
あ
り
方
を
超
え
た
政
策
的
観
点
か
ら

の
排
除
の
必
要
性
な
い
し
相
当
性
に
も
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
違
法
捜
査
抑
止
論
は
、「
適
正
手
続
違
反
＝
違
法
そ
れ
自
体
を
司
法
手
続
か
ら
排
除
す
る
い
わ
ば
違
法
性
の
絶
対
的
禁

忌
を
求
め
る
も
の
で
は
な
く
」、
し
た
が
っ
て
、
同
論
拠
の
も
と
で
は
、
裁
判
所
は
、「
違
法
性
の
有
無
…
…
と
と
も
に
、
適
正
手
続
違

反
か
否
か
の
価
値
衡
量
を
必
要
と
し
、
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
、
…
…
そ
う
し
た
違
法
性
や
適
正
手
続
違
反
は
将
来
こ
れ
ら
を
抑
止
す
る

た
め
に
自
白
を
証
拠
か
ら
排
除
す
べ
き
性
質
の
も
の
か
否
か
と
い
う
政
策
判
断
を
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、

た
と
え
ば
、「
抑
止
効
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
捜
査
機
関
の
内
部
統
制
で
十
分
と
判
断
」
す
れ
ば
、
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し
刑
訴
法

三
一
九
条
一
項
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
自
白
で
あ
っ
て
も
「
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
え
る
」
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
が
、「
こ
の
判
断
は
、
違
法
性
の
確
認
ほ
ど
容
易
で
は
な
」
く
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
結
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
当
該
具
体
的
事

件
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
の
正
確
性
な
い
し
適
正
性
の
担
保
と
い
う
観
点
か
ら
は
疑
問
が
提
示
さ
れ
え
よ
う
。
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も
っ
と
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
違
法
収
集
自
白
」
の
排
除
に
求
め
つ
つ
も
、「
違
法
手
段
の
抑
制

と
い
う
展
望
的
・
政
策
的
な
側
面
」
だ
け
で
な
く
、「
違
法
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
証
拠
を
利
用
し
て
有
罪
と
す
る
こ
と
の
不
当

性
と
い
う
側
面
」
に
も
着
目
す
べ
き
と
す
る
見
解
、
あ
る
い
は
、「
将
来
の
抑
止
効
に
こ
だ
わ
る
こ
と
な
く
、
当
該
自
白
獲
得
過
程
に

お
け
る
捜
査
機
関
の
不
正
そ
れ
自
体
の
非
難
こ
そ
、
司
法
の
役
割
」
で
あ
り
、「
お
よ
そ
法
の
実
現
者
た
る
裁
判
所
に
対
し
、
違
法
行

為
の
も
た
ら
す
事
実
を
提
示
し
そ
の
認
定
を
求
め
、
保
護
を
要
求
す
る
こ
と
は
論
理
的
に
も
矛
盾
で
あ
る
」
と
し
て
、「
司
法
の
無
瑕

性
の
保
障
と
い
う
意
味
で
の
違
法
排
除
説
を
も
自
白
法
則
の
本
質
の
ひ
と
つ
と
す
る
」
考
え
方
や
、「
違
法
排
除
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ

違
法
取
調
べ
の
抑
止
だ
け
で
な
く
、『
当
の
事
件
そ
の
も
の
の
解
決
の
妥
当
性
』
も
等
し
く
重
ん
ず
る
」
考
え
方
の
援
用
を
示
唆
す
る

見
解
も
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
お
い
て
も
、
自
白
排
除
法
則
の
も
と
で
の
自
白
の
証
拠
能
力
判
断
に
お
い
て
、「
司
法
の
無
瑕

性
の
保
障
」
や
「
違
法
手
段
の
抑
制
」、「
違
法
取
調
べ
の
抑
止
」
と
い
っ
た
、「
当
の
事
件
そ
の
も
の
の
解
決
」
を
超
え
た
、
多
か
れ

少
な
か
れ
政
策
的
な
考
慮
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
、
そ
の
結
果
、「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
」
や

「
不
当
に
長
く
抑
留
ま
た
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
」
で
あ
っ
て
も
排
除
さ
れ
な
い
と
の
帰
結
が
導
か
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
問
題
で
あ

ろ
う
。

　

⑷　

さ
ら
に
、
自
白
排
除
法
則
の
適
用
基
準
を
自
白
採
取
手
続
の
「
違
法
」
性
な
い
し
「
不
法
」
性
に
求
め
る
こ
と
に
は
、
こ
れ
を

自
白
の
「
不
任
意
」
性
に
求
め
る
場
合
よ
り
も
、
そ
の
適
用
範
囲
を
限
定
す
る
側
面
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、
同
法
則
の
趣
旨
を
「
違
法
収
集
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
見
解
に
お
い
て
、
そ
の
「
違
法
」
な
い
し
「
不
法
」
が
問
題

と
さ
れ
る
「
自
白
採
取
の
過
程
」、
あ
る
い
は
、「
手
続
（
証
拠
収
集
活
動
）」
と
し
て
念
頭
に
お
か
れ
る
の
は
、
わ
が
国
の
刑
事
手
続
、

な
か
で
も
と
り
わ
け
捜
査
手
続
で
あ
る
た
め
、
た
と
え
ば
、
私
人
に
よ
っ
て
刑
事
手
続
外
で
採
取
さ
れ
た
「
自
白
」
や
、
外
国
の
機
関
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に
よ
っ
て
外
国
法
の
下
で
採
取
さ
れ
た
「
自
白
」
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
少
な
く
と
も
直
接
的
な
適
用
は
想
定
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
違
法
排
除
説
に
お
い
て
は
、「
自
白
の
証
拠
能
力
を
、
違
法
排
除
の
面
か
ら
と
ら
え
る
の
は
、
自
白
の
排
除
を
、
違
法

な
手
続
（
証
拠
収
集
活
動
）
の
防
圧
手
段
と
し
て
使
お
う
と
す
る
（
換
言
す
る
と
、
捜
査
の
不
法
を
自
白
の
排
除
で
制
裁
し
よ
う
と
す

る
）
の
で
あ
る
」、
あ
る
い
は
、
違
法
収
集
自
白
を
排
除
す
る
の
は
、「
証
拠
排
除
と
い
う
方
法
で
、
訴
訟
上
の
違
法
行
為
を
排
斥
し
防

圧
す
る
、
つ
ま
り
、
手
続
に
お
け
る
合
法
性
（
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
と
す
る
）
を
維
持
す
る
手
段
な
の
だ
」
と
説
明
さ
れ
て
き

た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
同
見
解
の
い
う
「
違
法
」
と
し
て
は
、
基
本
的
に
、
日
本
の
憲
法
な
い
し
刑
訴
法
に
対
す
る
違
反
、

な
か
で
も
、
と
り
わ
け
捜
査
法
違
反
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
の
捜
査
法
の
名
宛
人
は
主
と
し
て
日
本
の
捜
査
機
関
で
あ
る
か
ら
、
同
見
解
に
お
い
て
は
、
私
人
や

外
国
の
捜
査
機
関
等
、
そ
れ
以
外
の
主
体
に
よ
り
日
本
の
刑
事
手
続
外
で
採
取
さ
れ
た
自
白
は
、
基
本
的
に
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し

刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
適
用
範
囲
外
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
と
え
そ
れ
が
「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
」
や
「
不

当
に
長
く
抑
留
ま
た
は
拘
禁
さ
れ
た
後
の
自
白
」
で
あ
っ
て
も
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
規
定
が
定
め
る
法
則
に
よ
っ
て
は
排
除
さ
れ

な
い
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
結
論
は
、「
自
白
は
、
被
告
人
の
供
述
で
あ
る
限
り
、
そ
の
な
さ
れ
た
時
期
（
被
疑
者
の
段
階
で
も
、
あ
る

い
は
捜
査
の
は
じ
ま
る
前
で
も
か
ま
わ
な
い
）
…
…
の
い
か
ん
を
問
わ
な
い
」
と
さ
れ
る
「
自
白
」
の
一
般
的
な
定
義
と
整
合
す
る
か

に
つ
い
て
疑
念
が
あ
る
ほ
か
、
同
法
則
の
適
用
範
囲
を
不
当
に
狭
め
る
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
ま
た
、
実
質
的
に
も
、
裁
判
所
に
よ
る

事
実
認
定
の
正
確
性
な
い
し
適
正
性
の
担
保
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
妥
当
性
に
は
疑
問
が
提
示
さ
れ
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

⑸　

く
わ
え
て
、「
違
法
捜
査
抑
止
論
」
の
観
点
か
ら
、
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
適
用
基
準
を
、
自
白
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採
取
手
続
の
刑
訴
法
に
照
ら
し
て
の
「
適
法
・
違
法
」
な
い
し
「
合
法
・
不
法
」
に
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
憲
法
な
い
し

刑
訴
法
に
お
い
て
、
─
─
「
抑
留
又
は
拘
禁
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
件
な
い
し
手
続
が
比
較
的
詳
細
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も

─
─
と
り
わ
け
捜
査
機
関
に
よ
る
供
述
採
取
を
内
容
と
す
る
「
取
調
べ
」
の
方
法
に
関
し
て
は
、（
公
務
員
に
よ
る
）
拷
問
の
禁
止
や

自
己
負
罪
拒
否
特
権
な
い
し
黙
秘
権
の
保
障
な
い
し
告
知
等
が
妥
当
す
る
こ
と
を
除
け
ば
、「
具
体
的
な
準
則
」
そ
れ
自
体
が
「
存
在

し
な
い
」
こ
と
と
の
整
合
性
も
問
わ
れ
え
よ
う
。

　

す
な
わ
ち
、
憲
法
な
い
し
刑
訴
法
は
、
違
法
排
除
説
が
「
適
法
・
違
法
」
な
い
し
「
合
法
・
不
法
」
評
価
の
主
要
な
対
象
と
し
て
想

定
す
る
日
本
の
捜
査
機
関
に
よ
る
行
為
の
な
か
で
も
、
と
り
わ
け
自
白
採
取
の
直
接
の
手
段
と
な
る
取
調
べ
の
方
法
に
関
し
て
、
違
反

の
対
象
と
な
る
べ
き
─
─
い
い
か
え
れ
ば
、「
適
法
・
違
法
」
な
い
し
「
合
法
・
不
法
」
評
価
の
基
準
と
な
る
べ
き
─
─
具
体
的
な

「
法
」
そ
れ
自
体
を
設
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
他
方
で
、
と
り
わ
け
自
白
の
排
除
を
、
そ
れ
に
対
す
る
違
反
の
「
防
圧
手

段
」
な
い
し
「
制
裁
」
手
段
と
し
て
予
定
し
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、
違
法
排
除
説
が
、
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
よ
る
自
白
の
排
除
を
、「
証
拠
禁
止
」
の

一
つ
と
し
て
、「
自
白
採
取
の
過
程
に
お
け
る
適
正
手
続
（
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
）
な
い
し
合
法
手
続
を
担
保
す
る
一
つ
の
手
段
」
と

捉
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
は
、
─
─
刑
訴
法
が
予
め
定
め
る
自
白
収
集
手
続
の
要
件
・
手

続
に
則
っ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
合
法
」
手
続
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
─
─
そ
の
「
法
」
自
体
の
裁
判
所
に
よ
る
「
形
成
」、
す
な

わ
ち
、「
裁
判
所
が
、
類
型
的
に
『
不
適
当
』
な
取
調
べ
方
法
を
、
法
創
造
的
に
『
違
法
』
と
判
断
す
る
こ
と
に
よ
り
、
取
調
べ
方
法

自
体
に
つ
い
て
、
客
観
的
な
基
準
形
成
」
を
行
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
英
米
と

伝
統
を
異
に
す
る
わ
が
国
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
多
く
を
期
待
し
得
る
か
は
、
問
題
で
あ
る
」
し
、
憲
法
三
八
条
二
項
な
い

し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
を
、
そ
の
よ
う
な
証
拠
法
則
に
関
す
る
判
例
に
よ
る
取
調
べ
方
法
に
関
す
る
「
法
創
造
」、
あ
る
い
は
、
裁
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判
所
に
よ
る
捜
査
法
に
関
す
る
あ
る
種
の
「
立
法
」
を
想
定
し
た
規
定
と
解
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
違
法
排
除
説
は
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
の
排
除
」
に
求
め
る
虚
偽
排
除
説
な
い
し
人
権
擁
護
説
に

対
し
て
、「
任
意
性
だ
け
を
単
純
に
も
ち
出
す
の
は
、
基
準
と
し
て
相
対
的
・
主
観
的
で
あ
り
、
具
体
的
な
事
例
に
あ
た
っ
て
、
明
確

な
線
を
引
き
え
な
い
」
と
の
批
判
を
向
け
つ
つ
、「
違
法
排
除
説
を
と
れ
ば
、
多
く
の
場
合
、
合
法
・
不
法
の
区
別
が
比
較
的
明
確
に

形
式
的
に
で
て
く
る
か
ら
、
一
方
で
、
裁
判
官
は
精
神
的
負
担
を
感
じ
な
い
で
、
の
び
や
か
に
違
法
の
判
断
が
下
せ
る
」
と
主
張
す
る
。

た
し
か
に
、
自
白
排
除
法
則
を
、「
不
任
意
の
自
白
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
く
、
不
法
な
過
程
で
と
ら
れ
た
自
白
を
排
除
す
る
趣

旨
」
に
理
解
し
、「〔
自
白
を
〕
聴
取
す
る
側
の
態
度
・
方
法
に
着
目
す
る
と
い
う
新
し
い
手
法
」
を
採
る
と
す
れ
ば
、「
証
拠
能
力
の

判
断
基
準
」
─
─
よ
り
正
確
に
は
、
証
拠
能
力
判
断
の
際
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
事
情
─
─
は
「
客
観
化
」
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
必
ず
し
も
、「
合
法
・
不
法
の
区
別
が
比
較
的
明
確
に
形
式
的
に
で
て
く
る
」
こ
と
を
意
味
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
な
い
し
刑
訴
法
に
は
、
上
述
の
と
お
り
、
そ
の
「
合
法
・
不
法
」
の
判
断
基
準
と
な
る
具
体
的
な

「
法
」
そ
れ
自
体
が
必
ず
し
も
十
分
に
用
意
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
違
法
排
除
説
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
取
調
べ
方
法
の
「
適
法
・
違
法
」
な
い
し
「
合
法
・
不
法
」
の
判
断
基

準
が
、「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
や
「
正
義
・
礼
譲
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
「
理
念
」
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
た
と
え

ば
、
判
例
に
お
い
て
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
た
「
約
束
に
よ
る
自
白
」
や
「
偽
計
に
よ
る
自
白
」
と
の
関
連
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
た

取
調
べ
手
法
、
よ
り
具
体
的
に
は
、
取
調
べ
に
お
い
て
、
起
訴
不
起
訴
の
決
定
権
を
持
つ
検
察
官
が
自
白
す
れ
ば
起
訴
猶
予
に
す
る
旨

告
げ
た
り
、
偽
計
を
用
い
て
被
疑
者
を
錯
誤
に
陥
れ
自
白
を
獲
得
す
る
よ
う
な
尋
問
方
法
を
用
い
た
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、「
国

家
機
関
が
正
義
・
礼
譲
を
ま
も
る
と
い
う
意
味
で
、
違
法
排
除
説
が
よ
り
よ
く
説
明
で
き
る
」
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
取
調
べ
方
法
を
禁
止
す
る
明
文
の
規
定
は
刑
訴
法
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
「
違
法
」
と
断
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定
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
違
法
排
除
説
に
つ
い
て
は
、「
供
述
者
の
心
理
状
態
を
離
れ
る
と
い
う
意
味
で

『
基
準
の
客
観
化
』
と
は
な
り
得
て
も
、
そ
の
抽
象
性
の
故
に
、『
判
断
の
客
観
化
』
と
は
結
び
付
き
得
ず
、
結
果
と
し
て
、『
合
法
・

不
法
の
区
別
が
比
較
的
明
確
に
形
式
的
に
で
て
く
る
』
こ
と
は
、
や
は
り
期
待
し
得
な
い
」
と
の
指
摘
が
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
具
体
的
に
い
か
な
る
取
調
べ
の
方
法
が
「
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
」
や
「
正
義
・
礼
譲
」
に
適
う
か
は
、
判
例
に
よ
る
「
基

準
形
成
」
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

⑹　

こ
れ
に
対
し
て
、
憲
法
三
八
条
二
項
お
よ
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
定
め
る
自
白
排
除
法
則
は
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
を

定
め
る
も
の
で
あ
る
と
し
、
そ
の
適
用
基
準
を
自
白
の
不
任
意
性
に
求
め
る
場
合
に
は
、
─
─
そ
の
よ
う
に
解
し
つ
つ
も
、
同
法
則
の

適
用
基
準
を
、「
捜
査
官
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
べ
方
法
に
違
法

0

0

が
あ
っ
た
〔
傍
点
引
用
者
〕」
か
否
か
に
求
め
る
見
解
を
別
と
す
れ
ば

─
─
そ
の
収
集
手
続
に
「
違
法
」、
す
な
わ
ち
、
憲
法
な
い
し
刑
訴
法
違
反
が
認
め
ら
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、「
任
意
に
さ
れ
た

も
の
で
な
い
（
疑
の
あ
る
）」
自
白
は
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
根
拠
を
、
─
─
虚
偽
排
除
ま
た
は
人

権
擁
護
の
い
ず
れ
の
観
点
に
依
拠
す
る
か
に
か
か
わ
ら
ず
─
─
自
白
の
任
意
性
を
損
な
う
よ
う
な
「
不
当
な
捜
査
活
動
を
防
止
し
て
適

正
な
手
続
の
履
践
を
確
保
す
る
」
と
い
っ
た
「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
に
求
め
る
場
合
に
は
、
違
法
排
除
説
に
お
け
る
「
違
法
捜
査
抑
止

論
」
と
の
関
連
に
お
い
て
右
に
指
摘
し
た
諸
問
題
の
多
く
が
、
こ
こ
で
も
妥
当
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
ま
ず
、「
不
当
な
捜
査
活
動
」
の
「
防
止
」
な
い
し
「
抑
止
」
効
は
、
日
本
の
捜
査
機
関
に
つ
い
て
は
期
待
し
え
て
も
、

私
人
や
外
国
の
捜
査
機
関
に
つ
い
て
は
期
待
で
き
な
い
た
め
、
そ
の
適
用
範
囲
は
、
基
本
的
に
、
日
本
の
刑
事
手
続
上
採
取
さ
れ
た
自

白
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
の
も
と
で
は
、
自
白
排
除
法
則
適
用
の
た
め
に
は
、「
防
止
」
な
い
し
「
抑
止
」
さ
れ
る
べ
き
捜
査
活
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動
は
、
虚
偽
排
除
な
い
し
人
権
擁
護
の
観
点
か
ら
「
不
当
」
で
あ
れ
ば
足
り
、
そ
れ
が
「
違
法
」
で
あ
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
刑
訴
法

に
違
反
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
要
求
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
刑
訴
法
に
違
反
対
象
と
な
る
規
範
が
予
め
存
在
し
な
く

て
も
「
不
当
な
捜
査
活
動
を
防
止
し
て
適
正
な
手
続
の
履
践
を
確
保
す
る
」
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
違
法

排
除
説
に
も
ま
し
て
、
裁
判
所
に
、
捜
査
活
動
を
規
制
す
る
「
客
観
的
な
基
準
形
成
」
の
役
割
が
期
待
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
上
述
の
と
お
り
、
憲
法
三
八
条
二
項
お
よ
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
を
、
証
拠
法
則
に
関
す
る
判
例
に
よ
る
「
捜
査

法
」
の
形
成
を
織
り
込
ん
だ
規
定
と
み
る
の
は
、
困
難
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
の
よ
う
な
─
─
当
該
具
体
的
事
件
の
解
決
の
あ
り
方
と
い
う
よ
り
は
、
刑
事
手
続
一
般
の
あ
り
方

を
念
頭
に
置
い
た
─
─
政
策
的
な
い
し
相
対
的
な
論
拠
を
援
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
日
本
の
捜
査
機
関
に
つ
い
て
も
、「
不
当
な
捜
査

活
動
」
に
対
す
る
「
抑
止
効
が
な
い
、
あ
る
い
は
、
捜
査
機
関
の
内
部
統
制
で
十
分
と
判
断
」
さ
れ
る
場
合
に
は
、
憲
法
三
八
条
二
項

な
い
し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
が
定
め
る
要
件
に
該
当
す
る
自
白
で
あ
っ
て
も
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

当
該
事
件
に
つ
い
て
の
事
実
認
定
の
正
確
性
な
い
し
適
正
性
の
担
保
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
こ
の
よ
う
な
結
論
の
妥
当
性
に
は
疑
問
も

提
示
さ
れ
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
に
つ
い
て
右
の
よ
う
な
諸
問
題
が
指
摘
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
れ
が
、
違
法
排
除
説
に
お
け
る

「
違
法
捜
査
抑
止
論
」
と
同
様
に
、「
事
例
ご
と
の
処
理
と
い
う
よ
り
、
一
般
的
な
取
調
べ
の
法
則
を
立
て
て
、
類
型
的
に
違
法
自
白

を
排
除
し
よ
う
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
」
を
と
る
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
は
、
自

白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
事
例
ご
と
の
処
理
と
い
う
よ
り
、
一
般
的
な
取
調

べ
の
法
則
を
立
て
て
、
類
型
的
に
不
当
な
─
─
任
意
性
を
損
な
う
よ
う
な
─
─
方
法
で
収
集
さ
れ
た
自
白
を
排
除
し
よ
う
と
い
う
ア
プ

ロ
ー
チ
」
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、「
違
法
捜
査
抑
止
論
」
が
内
包
す
る
問
題
を
共
有
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
と

は
異
な
る
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」、
具
体
的
に
は
、
自
白
排
除
の
根
拠
を
、
そ
の
任
意
性
を
損
な
っ
た
捜
査
活
動
の
「
不
当
」
性
に
求
め
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
被
告
人
本
人
に
よ
る
不
任
意
の
自
己
負
罪
的
供
述
を
裁
判
所
の
事
実
認
定
に
供
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
の
「
不

当
」
性
に
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
そ
も
そ
も
違
法
排
除
説
は
、
自
白
収
集
手
続
の
「
違
法
」
を
自
白
排
除
法
則
適
用
の
前
提
と
す
る
た
め
、
自
白
排
除
の

根
拠
を
そ
の
収
集
手
続
の
「
違
法
」
と
関
連
づ
け
て
説
明
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
「
違
法
」
と
し
て
、
形
式
的
な
「
違
法

一
般
」
を
問
題
と
す
る
が
ゆ
え
に
、「
違
法
」
の
具
体
的
・
実
質
的
内
容
─
─
あ
る
い
は
、
違
反
の
対
象
と
な
っ
た
規
範
の
内
容
な
い

し
趣
旨
─
─
か
ら
理
論
的
に
自
白
排
除
の
根
拠
を
導
く
こ
と
が
で
き
ず
、
違
法
捜
査
抑
止
と
い
っ
た
政
策
的
な
い
し
相
対
的
な
論
拠
を

援
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
場
合
に
は
、
自
白
収

集
手
続
の
「
違
法
」
は
そ
の
適
用
の
条
件
と
は
さ
れ
ず
、
し
か
も
、
そ
こ
で
実
質
的
に
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
─
─
そ
れ
が
い
か
な
る

主
体
に
よ
る
い
か
な
る
性
質
な
い
し
内
容
の
行
為
な
い
し
手
続
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
た
か
に
か
か
わ
ら
ず
─
─
自
白
の
任
意
性
が
損
な

わ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
で
の
自
白
の
不
任
意
性
は
、
自
白
が
、
そ
の
定
義
上
、
被
告
人
本
人
の
自
己
負
罪
的
な
供
述
で
あ

る
こ
と
を
も
あ
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
当
該
自
白
採
取
行
為
の
「
不
当
」
性
を
根
拠
づ
け
う
る
こ
と
と
は
別
個
に
、
裁
判
所

が
、
被
告
人
の
罪
責
を
認
定
す
る
た
め
の
事
実
認
定
の
証
拠
に
供
す
る
た
め
の
資
格
を
当
該
自
白
に
認
め
る
こ
と
の
「
不
当
」
性
を
直

接
根
拠
づ
け
う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
ア
プ
ロ
ー
チ
」
の
も
と
で
は
、
自
白
の
不
任
意
性
は
、
そ
の
採
取
手
続
に
刑
訴
法
に
照
ら
し
て
「
違
法
」
が
あ
っ
た

か
否
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
「
不
当
」
な
方
法
で
あ
っ
た
か
否
か
と
は
い
ち
お
う
別
個
に
、
被
告
人
に
対
す
る
当
該
具
体
的
事
件
に

関
す
る
事
実
認
定
が
備
え
る
べ
き
正
確
性
な
い
し
適
正
性
の
観
点
か
ら
、
自
白
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
行
っ
た
当
の
被
告
人
の
罪
責
認
定
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の
証
拠
に
供
す
る
た
め
の
資
格
を
否
定
す
る
直
接
の
根
拠
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
は
、「
証
拠
裁
判
主
義
」
を
定
め
る
同
法
三
一
七
条
を
受
け
つ
つ
、
伝
聞
法
則
を
定

め
る
同
法
三
二
〇
条
以
下
の
規
定
と
並
べ
て
自
白
排
除
法
則
を
定
め
て
い
る
と
い
う
意
味
で
の
同
規
定
の
法
典
上
の
位
置
づ
け
と
も
適

合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
は
、
同
法
三
二
〇
条
以
下
の
諸
規
定
と
同
様
に
、
裁
判
所
に
よ
る

「
事
実
の
認
定
は
証
拠
に
よ
る
」
旨
定
め
る
同
法
三
一
七
条
を
受
け
て
、
一
定
類
型
の
証
拠
に
つ
い
て
、
そ
の
収
集
手
続
の
適
法
・
違

法
と
は
無
関
係
に
、
裁
判
所
が
刑
罰
権
行
使
の
前
提
と
し
て
行
な
う
「
事
実
の
認
定
」
の
正
確
性
な
い
し
適
正
性
担
保
の
観
点
か
ら
、

自
白
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
供
さ
れ
る
「
証
拠
」
と
し
て
の
資
格
な
い
し
要
件
を
定
め
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

⑺　

自
白
排
除
法
則
が
こ
の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
証
拠
法
則
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
同
法
則
の
も
と
で
は
、
日
本
の
刑
事
手
続
外
で
採

取
さ
れ
た
自
白
、
た
と
え
ば
、
私
人
や
外
国
の
捜
査
・
裁
判
機
関
に
よ
っ
て
採
取
さ
れ
た
自
白
で
あ
っ
て
も
、「
任
意
に
さ
れ
た
も
の

で
な
い
（
疑
の
あ
る
）」
以
上
は
排
除
さ
れ
、
他
方
で
、
日
本
の
刑
事
手
続
上
採
取
さ
れ
た
自
白
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
、
判
例
上

問
題
と
さ
れ
た
「
約
束
に
よ
る
自
白
」
や
「
偽
計
に
よ
る
自
白
」
の
よ
う
に
、「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
（
疑
の
あ
る
）」
と
認
め

ら
れ
る
以
上
は
、
必
ず
し
も
そ
の
手
続
に
「
違
法
」
が
あ
っ
た
、
い
い
か
え
れ
ば
、
当
該
自
白
の
任
意
性
を
損
な
う
（
捜
査
）
行
為
に

つ
い
て
刑
訴
法
が
予
め
定
め
た
規
範
に
対
す
る
違
反
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
自
白
は
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
は
、
判
例
が
、
自
白
排
除
法
則
の
適
用
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
取
調
べ
を
は
じ
め
と
す

る
捜
査
活
動
を
規
制
す
る
「
客
観
的
な
基
準
形
成
」
の
役
割
を
果
た
し
う
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
く
ま
で
事
実
上
の
「
機
能
」
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
三
八
条
二
項
お
よ
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
「
趣
旨
」
な
い
し
「
目
的
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

他
方
、
こ
こ
で
は
、
自
白
の
「
不
任
意
性
」
は
、
当
該
自
白
に
つ
い
て
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
行
っ
た
被
告
人
の
罪
責
認
定
の
証
拠
に
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供
す
る
た
め
の
資
格
を
否
定
す
る
直
接
の
根
拠
と
な
る
以
上
、
そ
こ
に
は
（
将
来
な
い
し
刑
事
手
続
一
般
に
お
け
る
）
違
法
・
不
当
捜

査
の
抑
止
や
司
法
の
無
瑕
性
の
担
保
と
い
っ
た
政
策
的
な
性
質
を
も
つ
考
慮
が
入
り
込
む
余
地
は
な
く
、
自
白
は
、「
任
意
に
さ
れ
た

も
の
で
な
い
（
疑
の
あ
る
）」
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

反
対
に
、
憲
法
三
八
条
二
項
お
よ
び
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
が
定
め
る
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
な
い
し
根
拠
と
適
用
基
準
に
つ
い
て

以
上
の
よ
う
な
理
解
に
立
つ
場
合
に
は
、「
違
法
収
集
自
白
」
と
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
（
疑
の
あ

る
）」
と
は
い
え
な
い
自
白
は
同
法
則
に
よ
っ
て
は
排
除
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
派
生
証
拠
に
つ
い
て
も
、
違
法

排
除
説
を
と
る
場
合
よ
り
も
排
除
の
範
囲
が
限
定
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
前
掲
の
最
高
裁
昭
和
五
三
年
判
決
以
来
、
判
例
上
定
着
を
み
て
い
る
「
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
」
が
自
白
に
も

適
用
さ
れ
う
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
場
合
で
も
、
少
な
く
と
も
違
法
排
除
説
の
下
で
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
の
と
同

一
の
範
囲
の
証
拠
が
、
同
法
則
に
よ
り
別
個
に
排
除
の
対
象
と
さ
れ
う
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
、
結
果
的
に
、
排
除
さ
れ
る
べ
き
証

拠
の
範
囲
に
は
変
わ
り
は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

⑻　

以
上
の
よ
う
に
、
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
が
定
め
る
自
白
排
除
法
則
は
、
自
白
採
取
手
続
の
違
法
性

な
い
し
不
当
性
を
問
題
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、「
不
任
意
自
白
」
に
つ
い
て
、
直
接
に
裁
判
所
の
事
実
認
定
の
証
拠
に
供
す
る
資
格

を
否
定
す
る
証
拠
法
則
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
具
体
的
な
適
用
範
囲
を
検

討
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
に
い
う
「
不
任
意
」
性
の
内
容
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
た

め
に
は
、
同
法
則
の
も
と
で
、「
不
任
意
自
白
」
に
裁
判
所
の
事
実
認
定
の
証
拠
に
供
す
る
た
め
の
資
格
が
否
定
さ
れ
る
の
は
何
故
な

の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
の
「
不
任
意
性
」
に
よ
っ
て
「
自
白
」
の
証
拠
能
力
が
否
定
さ
れ
る
実
質
的
根
拠
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る

か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
次
節
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
不
任
意
性
」
概
念
の
意
義
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
、
従
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来
の
議
論
を
再
検
討
し
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

土
本
・
前
掲
書
註
（
31
）
三
五
四
頁
は
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
が
「
不
任
意
の
自
白
を
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
文
理
上
明
ら
か

で
あ
る
」
と
す
る
。

島
田
・
前
掲
書
註
（
2
）
二
九
六
頁
。
も
っ
と
も
、
土
本
・
前
掲
書
註
（
31
）
三
五
二
頁
は
、
自
白
排
除
法
則
を
「
不
任
意
自
白
の
排
除
法

則
」
と
し
て
理
解
し
つ
つ
、
刑
訴
法
は
「
憲
法
上
の
保
障
を
拡
大
し
て
い
る
」
と
す
る
。
な
お
、
憲
法
三
八
条
二
項
と
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の

関
係
に
つ
い
て
、
判
例
は
、
か
つ
て
は
、
刑
訴
法
が
憲
法
の
適
用
範
囲
を
拡
張
し
た
も
の
と
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
た
が
（
最
判
昭
和
二
四
年
一

〇
月
一
三
日
刑
集
三
巻
一
〇
号
一
六
五
〇
頁
）、
そ
の
後
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
二
四
巻
一
二
号
一
六
七
〇
頁
が
、
任
意
性

に
疑
い
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
、「
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
違
反
し
、
ひ
い
て
は
憲
法
三
八
条
二
項
に
も
違
反
す
る
」
と
し
て
以
降
は
、「
同
一

説
」
を
と
る
も
の
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
（
田
宮
裕
「
自
白
法
則
」
法
学
教
室
九
二
号
（
一
九
八
八
年
）
八
八
頁
、
大
澤
・
前
掲
註
（
2
）

一
七
〇
頁
）。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
四
九
頁
。
な
お
、
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
二
六
頁
は
、
憲
法
三
八
条
二
項
に
つ
い
て
も
、「
自
白
者
の
側

か
ら
把
え
て
『
不
任
意
の
自
白
』
と
せ
ず
、
自
白
採
取
者
の
側
か
ら
把
え
て
『
強
制
の
自
白
』
と
表
現
」
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、「『
拷
問
・

脅
迫
そ
の
他
強
制
に
よ
る
自
白
』
と
規
定
せ
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
『
強
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
』
と
し
て
い
る
」
点
を
指
摘
し
、
同
規

定
は
、
む
し
ろ
、「
違
法
排
除
の
立
場
」
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
る
と
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
二
頁
。
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
二
六
頁
は
、
憲
法
三
八
条
二
項
に
つ
い
て
、「
違
法
排
除
の
法
理
に
基

づ
く
自
白
排
除
の
例
示
規
定
」
で
あ
る
と
し
つ
つ
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
「
そ
の
他
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
の
あ
る
自
白
」
の
文
言

は
、「
自
白
排
除
を
導
く
外
部
的
誘
因
と
の
間
に
因
果
関
係
の
存
在
す
る
疑
い
の
あ
る
自
白
」
は
証
拠
と
な
し
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
自
白
の

証
拠
能
力
に
関
す
る
挙
証
責
任
が
検
察
官
に
あ
る
旨
を
注
意
的
に
規
定
し
た
も
の
と
す
る
。

も
っ
と
も
、
団
藤
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
五
二
頁
は
、
違
法
排
除
説
を
採
り
つ
つ
、
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
は
、
憲
法
三
八
条
二
項
の
「
単

に
解
釈
的
・
確
認
的
な
規
定
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
二
五
頁
は
、「
不
任
意
の
自
白
は
、
違
法
収
集
自
白

の
最
も
基
本
的
な
類
型
の
ひ
と
つ
」
で
あ
り
、
憲
法
三
八
条
二
項
は
、「
不
任
意
の
自
白
を
は
じ
め
、
そ
の
他
の
違
法
収
集
自
白
の
代
表
的
な
も

の
に
関
し
て
、
そ
の
証
拠
能
力
を
否
定
す
る
趣
旨
」
に
理
解
さ
れ
る
と
す
る
。
し
か
し
、「
い
ず
れ
に
せ
よ
不
任
意
の
自
白
は
排
除
さ
れ
る
の
で
、

（
62
）

（
63
）

（
64
）

（
65
）

（
66
）

（阪大法学）68（6-35）　1143〔2019. 3 〕



論　　　説

〔
憲
法
三
八
条
二
項
と
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
の
適
用
範
囲
の
理
解
を
め
ぐ
る
〕
争
い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
論
点
で
は
な
い
」
と
の
指
摘
も
あ
る

（
田
宮
・
前
掲
註
（
63
）
八
八
頁
）。

大
野
・
前
掲
書
註
（
2
）
八
〇
七
頁
以
下
は
、
違
法
排
除
説
は
、「
任
意
性
に
疑
い
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
な
お
証
拠
能
力
を
否
定
す
る

こ
と
が
あ
る
」
と
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
四
頁
は
、「
憲
法
上
排
除
さ
れ
る
自
白
は
自
白
の
内
容
そ
の
も
の
に
直
接
影
響
す
る
過
程
の
不
法
性
が
問
題

と
な
る
事
例
だ
が
、
違
法
一
般
を
問
題
に
す
る
と
、
手
続
の
違
法
性
と
自
白
の
関
係
が
遠
く
な
る
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
が
、

「
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
本
質
」
は
、「
自
白
内
容
に
か
か
わ
ら
な
い
し
、
自
白
す
る
さ
い
の
被
告
人
の
自
由
意
思
の
侵
害
と
い
う
不
法
性
に
か

ぎ
る
も
の
で
も
な
」
く
、「
自
白
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
利
益
を
プ
ロ
モ
ウ
ト
し
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
五
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
六
頁
以
下
。
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
22
）
二
一
七
頁
も
、
憲
法
三
八
条
二
項
に
つ
い
て
、「
違
法
排
除
の
観
点

か
ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
自
白
の
典
型
と
し
て
、
強
制
に
よ
る
自
白
、
拷
問
に
よ
る
自
白
、
不
当
長
期
拘
禁
後
の
自
白
な
ど
を
列
挙
し
た
規
定
と
み

る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
趣
旨
は
、
そ
の
他
の
憲
法
上
の
人
権
規
定
や
三
一
条
、
一
三
条
な
ど
を
通
じ
て
、
そ
の
他
の
違
法
収
集
自
白
に
も
及
ん
で

い
く
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
四
頁
は
、
違
法
排
除
説
は
、「
違
法
一
般
を
問
題
と
す
る
」
も
の
と
す
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
松
田
岳
士
『
刑
事
手
続
の
基
本
問
題
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
八
三
頁
以
下
も
参
照
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
澤
・
前
掲
註
（
6
）
一
〇
頁
以
下
参
照
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
六
頁
以
下
、
三
〇
九
頁
。
大
澤
・
前
掲
註
（
6
）
一
二
頁
は
、「
相
対
的
排
除
の
枠
組
み
に
お
い
て
、
ど
こ

ま
で
証
拠
の
排
除
を
認
め
る
べ
き
か
は
、
例
え
ば
、
手
続
違
反
の
頻
発
性
に
も
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
」
る
と
指
摘
す
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
熊
本
典
道
「
自
白
法
則
の
新
展
開
」
判
例
時
報
六
三
三
号
（
一
九
七
一
年
）
一
三
頁
は
、「
手
続
の
違
法
と
自
白
の
排

除
と
は
論
理
的
関
係
が
な
い
の
で
」、
違
法
排
除
説
を
採
る
に
は
、「
自
白
採
取
手
続
の
文
明
的
基
準
の
維
持
」
の
た
め
に
、
自
白
の
排
除
が
必
要

か
つ
有
効
で
あ
る
と
い
う
点
の
論
証
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
う
え
で
、「
我
国
に
お
け
る
違
法
な
捜
査
の
最
大
の
原
因
」
は
、「（
犯
人
必
罰
の
）

実
体
的
真
実
主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
た
有
罪
証
拠
獲
得
の
熱
意
」
で
あ
り
、「
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
白
の
排
除
が
最
も
有
効
な
方
法
で
あ

る
」
と
い
う
。
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田
口
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
七
六
頁
。

鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
三
一
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
六
頁
は
、「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
」
と
は
、「
強
制
、
拷
問
又
は
脅
迫
の
も
と
で
の
自
白
」
を

意
味
し
、「
強
制
が
な
け
れ
ば
自
白
し
な
か
っ
た
ろ
う
と
い
う
因
果
関
係
（
条
件
関
係
）
は
必
要
で
な
く
、
強
制
な
ど
をマ

マ

自
白
と
の
間
に
、
プ
ロ

セ
ス
と
し
て
先
後
の
関
係
が
あ
れ
ば
よ
い
」
と
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
三
頁
、
三
〇
三
頁
。
後
者
の
「
違
法
な
手
続
（
証
拠
収
集
活
動
）
の
防
圧
手
段
」
に
つ
い
て
は
、「
捜
査
の

不
法
を
自
白
の
排
除
で
制
裁
」
す
る
趣
旨
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

渡
辺
・
前
掲
書
註
（
4
）
三
二
二
頁
参
照
。
な
お
、
三
井
・
前
掲
註
（
11
）
六
三
頁
は
、「
違
法
排
除
一
元
説
」
に
つ
い
て
、「
簡
明
と
さ
れ

る
違
法
の
中
身
は
十
分
に
は
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
自
白
を
排
除
す
る
に
は
単
に
違
法
で
あ
れ
ば
足
り
る
の
か
、
違
法
の
程
度
・
質
を
も
問

題
と
す
る
の
か
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
大
澤
・
前
掲
註
（
6
）
一
二
頁
以
下
は
、「
違
法
排
除
説
は
、
従
来
、
自

白
獲
得
手
段
の
違
法
の
程
度
や
因
果
関
係
の
強
さ
な
ど
を
あ
ま
り
問
う
こ
と
な
く
排
除
を
説
い
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
」
が
、「
そ
れ
は
、
従
来

念
頭
に
置
か
れ
て
き
た
の
が
、
違
法
な
身
柄
拘
束
中
に
得
ら
れ
た
自
白
は
弁
護
人
の
援
助
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
て
得
ら
れ
た
自
白
な
ど
、
違

法
の
程
度
が
重
大
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
。

鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
二
三
頁
。
も
っ
と
も
、
同
見
解
の
い
う
「
違
法
」
が
、
形
式
的
に
刑
訴
法
に
違
反
す
る
こ
と
一
般
を
意
味
す
る

と
す
れ
ば
、「
違
法
手
段
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
証
拠
を
利
用
し
て
有
罪
と
す
る
こ
と
の
不
当
性
」
が
、
そ
の
「
違
法
」
の
内
容
と
ど
の
よ
う
に

関
連
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

渡
辺
・
前
掲
書
註
（
4
）
三
二
二
頁
。

違
法
排
除
説
は
、
基
本
的
に
捜
査
法
違
反
を
念
頭
に
「
違
法
」
を
論
じ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
九
頁
は
、
違

法
拘
禁
中
の
自
白
を
排
除
す
べ
き
理
由
と
し
て
、「
わ
が
法
で
は
、
被
疑
者
の
拘
禁
は
相
当
長
い
し
、
保
釈
の
制
度
も
な
い
」、「
準
抗
告
も
、
逮

捕
に
対
し
て
は
で
き
な
い
し
、
他
の
場
合
も
、
迅
速
適
切
に
は
な
か
な
か
働
か
な
い
」
こ
と
を
挙
げ
る
が
、
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
起
訴
前
の
逮

捕
・
勾
留
を
念
頭
に
お
い
た
指
摘
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
渡
辺
・
前
掲
書
註
（
4
）
三
一
二
頁
以
下
は
、「
基
本
的
人
権
侵
害
を
自
白
排
除
の
基
準
に
す
る
と
、
公
権
力
に
よ

る
人
権
侵
害
に
限
定
さ
れ
る
」
と
し
た
上
で
、「
例
え
ば
、
暴
力
団
員
が
、
組
の
圧
力
や
脅
迫
に
屈
し
て
身
代
わ
り
犯
人
と
し
て
自
白
す
る
場
合

（
76
）

（
77
）

（
78
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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論　　　説

を
想
定
し
た
と
き
、
か
か
る
自
白
を
『
任
意
』
と
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
が
、「『
基
本
的
人
権
』
侵
害
論
で
は
、
か
か

る
場
合
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
た
め
、
同
論
拠
で
は
「
自
白
排
除
の
基
準
と
し
て
足
り
な
い
面
が
で
て
く
る
」
と
指
摘
す
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
三
頁
、
三
〇
七
頁
。

そ
の
他
の
証
拠
法
則
に
よ
り
排
除
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
別
論
で
あ
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
16
）
三
四
三
頁
。
そ
の
ほ
か
、
違
法
排
除
説
を
採
る
論
者
に
お
い
て
も
、「
刑
事
手
続
と
は
無
関
係
に
、
し
か
も
特
定

の
相
手
方
を
予
想
す
る
こ
と
な
く
な
さ
れ
た
供
述
、
た
と
え
ば
日
記
の
記
載
な
ど
も
自
白
と
し
て
扱
い
う
る
（
鈴
木
茂
嗣
『
刑
事
訴
訟
法
』（
青

林
書
院
、
改
訂
版
、
一
九
九
〇
年
）
二
一
八
頁
）」、
あ
る
い
は
、「
一
私
人
に
対
し
て
供
述
し
た
も
の
も
、
自
己
の
刑
事
責
任
を
認
め
る
も
の
で

あ
る
か
ぎ
り
、
や
は
り
実
質
的
に
は
自
白
で
あ
〔
る
〕（
団
藤
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
四
九
頁
）」
と
さ
れ
る
。

大
澤
・
前
掲
註
（
2
）
一
七
一
頁
。

渡
辺
・
前
掲
書
註
（
4
）
三
一
五
頁
は
、「
わ
が
国
に
は
、
コ
モ
ン
・
ロ
ー
の
伝
統
は
な
」
く
、「
解
釈
は
実
定
法
の
明
文
へ
収
斂
し
え
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
法
実
証
主
義
的
態
度
が
一
般
で
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
現
行
法
上
、
自
白
を
排
除
す
べ
き
違
法
取
調
べ
の
類
型
を

定
め
た
と
い
え
る
の
は
、
憲
法
三
八
条
二
項
と
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
と
ど
ま
る
」
と
指
摘
す
る
。
も
っ
と
も
、「
憲
法
三
八
条
二
項
と
刑
訴

法
三
一
九
条
一
項
」
が
、「
違
法
取
調
べ
の
類
型
を
定
め
た
」
も
の
と
い
え
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
三
頁
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
四
頁
以
下
は
、（「
取
調
べ
方
法
に
関
す
る
具
体
的
な
準
則
」
で
は
な
く
）

「
証
拠
法
や
証
拠
規
則
」
に
つ
い
て
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
形
成
」
は
、「
裁
判
所
の
本
来
の
仕
事
」、
あ
る
い
は
、「
訴
訟
に
お
い
て
、
具
体
的

な
事
件
を
解
決
し
て
い
く
と
い
う
、
創
造
的
役
割
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
固
有
の
権
限
」
で
あ
る
と
し
、「
裁
判
所
は
、
法
や
規
則
に

明
文
の
規
定
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
ち
ゅ
う
ち
ょ
す
る
こ
と
な
く
、
勇
敢
に
、
本
来
の
権
限
を
行
使
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
法
を
も
っ
と
も
っ
と

豊
か
に
し
て
い
っ
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。

大
澤
・
前
掲
註
（
2
）
一
七
一
頁
以
下
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
四
頁
、
三
一
一
頁
以
下
、
三
四
九
頁
。

最
判
昭
和
四
一
年
七
月
一
日
刑
集
二
〇
巻
六
号
五
三
七
頁
、
最
大
判
昭
和
四
五
年
一
一
月
二
五
日
刑
集
二
四
巻
一
二
号
一
六
七
〇
頁
。

も
っ
と
も
、
前
掲
の
最
高
裁
昭
和
四
一
年
判
決
が
取
り
扱
っ
た
の
は
、
検
察
官
が
取
調
べ
に
お
い
て
直
接
被
疑
者
に
不
起
訴
の
約
束
を
し
た

（
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）

（
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）

（
87
）

（
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）

（
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）

（
90
）
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）
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）
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刑事訴訟法三一九条一項について（中）

の
で
は
な
く
、
収
賄
の
被
疑
者
に
対
し
、
贈
賄
側
の
弁
護
人
が
、
検
察
官
と
の
面
談
に
基
づ
き
、「
検
事
は
…
…
改
悛
の
情
を
示
せ
ば
起
訴
猶
予

に
し
て
や
る
と
言
っ
て
い
る
」
旨
告
げ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。

田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
〇
〇
頁
。
な
お
、
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
三
一
九
頁
は
、「
約
束
に
よ
る
自
白
」
に
つ
い
て
、
違
法
排
除
説

の
立
場
か
ら
、「
同
じ
く
約
束
に
よ
る
自
白
の
場
合
で
も
、
そ
の
履
行
さ
れ
た
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
と
で
は
、
自
白
排
除
に
関
し
て
有
す
る

そ
の
性
格
が
非
常
に
異
な
る
」
と
し
、「
約
束
内
容
の
違
法
性
な
い
し
自
白
獲
得
の
手
段
と
し
て
一
定
内
容
の
約
束
を
す
る
こ
と
の
違
法
性
」
だ

け
で
は
、
自
白
排
除
を
根
拠
づ
け
る
の
に
不
十
分
な
場
合
に
、「
約
束
不
履
行
の
場
合
に
は
、
こ
れ
に
不
履
行
と
い
う
こ
と
自
体
の
違
法
性
も
加

わ
る
と
い
っ
て
よ
い
」
と
い
う
。

加
藤
克
佳
「
自
白
法
則
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
五
二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
八
二
頁
。
前
掲
の
最
高
裁
昭
和
四
五
年
大
法
廷
判
決
も
、
後

者
の
尋
問
方
法
に
つ
い
て
「
厳
に
避
け
る
べ
き
で
あ
る
」
と
は
し
て
い
る
が
、「
違
法
」
で
あ
る
と
は
言
明
し
て
い
な
い
。

大
澤
・
前
掲
註
（
2
）
一
七
一
頁
。

小
林
・
前
掲
註
（
2
）
五
九
頁
。

大
野
・
前
掲
註
（
2
）
八
〇
九
頁
。

前
節
に
お
い
て
も
確
認
し
た
と
お
り
、「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
的
な
考
え
方
は
、
と
り
わ
け
人
権
擁
護
説
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
虚
偽
排
除
説
が
、
自
白
法
則
を
「
公
判
で
の
証
拠
の
利
用

0

0

を
規
制
す
る
固
有
の
証
拠
法
則
」
と
し
て
理
解
す
る
の

に
対
し
て
、
人
権
擁
護
説
は
、
そ
の
趣
旨
を
、「
黙
秘
権
を
お
か
す
よ
う
な
尋
問
方
法
を
禁
圧
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
証
拠
の
採
取

0

0

の
規

制
」
に
求
め
る
点
に
お
い
て
、
違
法
排
除
説
と
「
同
様
の
志
向
を
も
つ
」
と
の
指
摘
（
田
宮
裕
「
生
き
か
え
っ
た
自
白
法
則
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
七

〇
号
（
一
九
七
一
年
）
一
〇
八
頁
以
下
）
や
、「
人
権
擁
護
の
理
由
を
さ
ら
に
分
析
す
る
と
、
捜
査
官
憲
の
不
当
な
捜
査
行
為
の
抑
制
と
被
告
人

に
対
す
る
適
正
手
続
の
保
障
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
と
の
指
摘
（
岸
・
前
掲
書
註
（
2
）
一
六
六
頁
）
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
虚
偽
排
除
に
つ

い
て
も
、「
抽
象
的
・
類
型
的
虚
偽
自
白
排
除
説
」
の
も
と
で
は
、
自
白
排
除
法
則
に
、
捜
査
機
関
に
よ
る
虚
偽
の
自
白
を
誘
発
す
る
よ
う
な
自

白
採
取
の
あ
り
方
を
将
来
的
に
防
止
す
る
と
い
う
趣
旨
を
読
み
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
前
節
に
お
い
て
示
唆
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
が
（
二
⑷
）、
そ
の
後
、
実
際
に
、「
虚
偽
自
白
を
誘
発
し
や
す
い
よ
う
な
自
白
獲
得
方
法
」
で
得
ら
れ
た
自
白
に
つ
い
て
、「
自
白
獲
得

方
法
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
手
段
と
し
て
排
除
す
る
」
と
い
う
「
虚
偽
排
除
と
違
法
排
除
説
を
融
合
さ
せ
た
考
え
方
」
の
可
能
性
も
示
さ
れ
る
に

至
っ
て
い
る
（
大
澤
裕
＝
朝
山
芳
史
「
約
束
に
よ
る
自
白
の
証
拠
能
力
」
法
学
教
室
三
四
〇
号
（
二
〇
〇
九
年
）
九
六
頁
以
下
〔
大
澤
発
言
〕）。

（
96
）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）

（
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）
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論　　　説

虚
偽
排
除
の
観
点
か
ら
の
「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
ほ
か
、
池
田
公
博
「
自
白
の
証
拠
能
力
」
刑
法
雑
誌
五
二
巻
一
号
（
二
〇

一
三
年
）
一
一
三
頁
、
長
井
秀
典
「
自
白
の
証
拠
能
力
に
つ
い
て
」
刑
法
雑
誌
五
二
巻
一
号
（
二
〇
一
三
年
）
一
三
五
頁
以
下
も
参
照
。

「
自
白
の
獲
得
を
目
的
と
し
た
違
法
ま
た
は
不
当
な
活
動
」
は
、
理
論
上
は
、
捜
査
機
関
だ
け
で
な
く
、
裁
判
機
関
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
う

る
が
、
一
般
に
抑
止
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
不
当
「
捜
査
」
で
あ
る
。

大
澤
＝
朝
山
・
前
掲
註
（
101
）
九
六
頁
〔
大
澤
発
言
〕
は
、「
我
が
国
の
現
行
法
を
前
提
に
す
る
と
、
自
白
獲
得
方
法
で
あ
る
取
調
べ
方
法

に
つ
い
て
は
具
体
的
な
規
制
に
乏
し
く
、
適
法
・
違
法
の
判
断
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
〔
な
い
〕」
こ
と
も
考
慮
し
て
、
虚
偽
排
除
の
観
点
か
ら

の
「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
に
よ
っ
て
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
説
明
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。

池
田
・
前
掲
註
（
101
）
一
一
三
頁
は
、「
排
除
の
趣
旨
を
虚
偽
誘
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
手
法
の
抑
止
に
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
」
か
ら
は
、

自
白
排
除
法
則
の
適
用
に
あ
た
っ
て
も
、「
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
と
同
様
の
政
策
的
判
断
が
要
請
さ
れ
る
」
旨
指
摘
す
る
。

三
井
・
前
掲
註
（
11
）
六
三
頁
。

も
っ
と
も
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
の
排
除
に
よ
っ
て
、
広
く
憲
法
上
の
す
べ
て
の
人
権
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
」
も
の

と
し
て
理
解
す
る
場
合
に
は
、
結
局
、
憲
法
上
の
す
べ
て
の
人
権
保
障
規
定
に
対
す
る
違
反
と
い
う
意
味
で
の
「
違
法
一
般
」
が
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
か
ら
、「
そ
こ
ま
で
い
け
ば
、
も
は
や
任
意
性
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
…
…
違
法
排
除
説
に
立
つ
方
が
理
論
的
に
明
快
で
あ
り
、

徹
底
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
1
）
五
二
二
頁
参
照
）。

し
た
が
っ
て
、
自
白
排
除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
求
め
る
立
場
に
お
い
て
は
、
仮
に
「
不
当
捜
査
抑
止
論
」
に
そ
の
根

拠
を
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
不
当
」
性
の
内
容
は
、
取
調
べ
等
の
供
述
採
取
で
あ
れ
、「
抑
留
又
は
拘
禁
」
で
あ
れ
、
当
該
行
為
の
内
容
、

あ
る
い
は
、
当
該
行
為
に
適
用
さ
れ
る
規
範
の
内
容
な
い
し
趣
旨
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
白
の
任
意
性
が
損
な
わ
れ
る
点
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

ろ
う
。こ

こ
で
の
「
適
正
性
」
と
は
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
、「
一
般
的
な
観
点
か
ら
〔
の
〕
手
続
の
公
正

へ
の
一
般
的
信
頼
と
か
将
来
の
手
続
の
適
正
化
」
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、「
当
該
被
告
人
の
利
益
保
護
と
い
う
観
点
か
ら
〔
の
〕
本

来
の
意
味
で
の
適
正
手
続
」
の
要
請
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
鈴
木
・
前
掲
書
註
（
22
）
二
〇
二
頁
参
照
）。

な
お
、
田
宮
・
前
掲
書
註
（
1
）
二
九
四
頁
は
、「
弁
護
権
を
不
当
に
制
限
し
て
得
た
自
白
、
令
状
主
義
を
中
心
と
す
る
人
身
の
保
障
を
や

ぶ
っ
て
拘
束
す
る
こ
と
に
よ
り
え
た
自
白
、
自
白
を
得
る
た
め
だ
け
に
行
な
わ
れ
る
よ
う
な
、
長
時
間
の
継
続
的
取
調
べ
に
よ
る
自
白
な
ど
」
は
、

（
102
）

（
103
）

（
104
）

（
105
）

（
106
）

（
107
）

（
108
）

（
109
）
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刑事訴訟法三一九条一項について（中）

「
刑
事
手
続
の
基
本
に
あ
る
、
フ
ェ
ア
・
ト
ラ
イ
ア
ル
の
観
念
に
反
す
る
」
と
す
る
が
、「
ト
ラ
イ
ア
ル
」
の
語
は
、
通
常
、
裁
判
所
に
よ
る
審

判
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
問
題
関
心
は
、
裁
判
所
の
事
実
認
定
が
そ
の
よ
う
な
「
観
念
」
に
適
合
し
て
い
る
か
否
か
に
も0

あ
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

松
田
・
前
掲
書
註
（
72
）
一
三
〇
頁
以
下
参
照
。

な
お
、
池
田
・
前
掲
註
（
101
）
一
一
三
頁
は
、「
自
白
排
除
の
趣
旨
を
、
信
用
性
の
低
い
自
白
を
排
除
す
る
こ
と
を
通
じ
た
誤
判
の
お
そ
れ

の
回
避
に
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
排
除
さ
れ
る
の
は
、
自
白
と
一
体
と
評
価
し
う
る
ほ
ど
に
結
び
つ
き
が
強
い
派
生
証
拠
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
」
の
に
対
し
て
、「
排
除
の
趣
旨
を
虚
偽
誘
発
の
お
そ
れ
の
あ
る
手
法
の
抑
止
に
あ
る
と
理
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
違
法
収
集
証
拠
排
除
法

則
と
同
様
の
政
策
的
判
断
が
要
請
さ
れ
、
不
任
意
自
白
と
関
連
性
が
あ
っ
て
こ
れ
を
希
釈
す
る
事
情
が
な
い
場
合
に
、
派
生
証
拠
の
証
拠
能
力
が

否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
」
と
指
摘
す
る
が
、
後
者
の
指
摘
は
、
違
法
排
除
説
の
も
と
で
の
自
白
排
除
法
則
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

（
憲
法
三
八
条
二
項
な
い
し
刑
訴
法
三
一
九
条
一
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
）
自
白
排
除
法
則
と
（
前
掲
の
最
高
裁
昭
和
五
三
年
判
決
に
よ

っ
て
採
用
さ
れ
、
判
例
上
定
着
を
み
て
い
る
）
違
法
収
集
証
拠
排
除
法
則
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
議
論
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
で
は
、
学
説
上
も

実
務
上
も
、「
不
任
意
自
白
の
排
除
と
い
う
伝
統
的
な
自
白
法
則
は
そ
の
ま
ま
生
か
し
て
お
い
た
う
え
で
、
そ
の
う
え
に
自
白
に
つ
い
て
も
違
法

収
集
証
拠
排
除
の
一
般
原
則
を
も
適
用
し
て
い
く
（
島
田
・
前
掲
書
註
（
2
）
二
九
八
頁
）」
べ
き
こ
と
を
説
く
「
二
元
説
」
が
有
力
と
な
っ
て

い
る
。
こ
の
点
を
め
ぐ
る
議
論
状
況
に
つ
い
て
は
、
長
井
・
前
掲
註
（
101
）
一
一
七
頁
以
下
の
ほ
か
、
関
口
和
徳
「
自
白
排
除
法
則
の
研
究
（
一

〇
）（
一
二
）」
北
大
法
学
論
集
六
四
巻
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
三
九
頁
以
下
、
同
六
八
巻
五
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
〇
三
頁
以
下
参
照
。
自
白
排

除
法
則
の
趣
旨
を
「
不
任
意
自
白
」
の
排
除
に
純
化
す
る
こ
と
を
志
向
す
る
本
稿
の
立
場
か
ら
も
、「
二
元
説
」
が
支
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

＊　

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「『
証
拠
収
集
等
へ
の
協
力
及
び
訴
追
に
関
す
る
合
意
制
度
』
と
証
拠
法
」（
平
成
二
八

～
三
一
年
度
）
の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
110
）

（
111
）

（
112
）
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