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刑
事
訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
構
造
に
つ
い
て

松

田

岳

士

一

は
じ
め
に

⑴

刑
事
訴
訟
法
（
以
下
、「
刑
訴
法
」
と
い
う
）
一
九
七
条
一
項
但
書
は
、「
強
制
の
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場

合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
る
。
こ
の
規
定
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
従
来
、
主
と
し
て
、「
強
制
の

処
分
」
の
定
義
、
あ
る
い
は
、
強
制
処
分
（
強
制
捜
査
）
と
任
意
処
分
（
任
意
捜
査
）
の
区
別
の
基
準
を
中
心
に
議
論
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た(1
)。

他
方
、
同
規
定
に
照
ら
し
て
捜
査
行
為
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
に
加
え
て
、

「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
〔
が
〕
あ
る
」
か
否
か
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
は
、
個
別

の
判
例
と
の
関
係
で
、
強
制
採
尿
、
電
話
傍
受
等
を
め
ぐ
っ
て
散
発
的
に
行
わ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
が
、
最
高
裁
が
、
最
大
判
平

成
二
九
年
三
月
一
五
日
刑
集
七
一
巻
三
号
一
三
頁
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
」、
す
な
わ
ち
、「
車
両
に
使
用
者
ら
の
承
諾

な
く
秘
か
に
Ｇ
Ｐ
Ｓ
端
末
を
取
り
付
け
て
位
置
情
報
を
検
索
し
把
握
す
る
刑
事
手
続
上
の
捜
査
」
に
つ
い
て
、
比
較
的
詳
細
な
理
由
を

示
し
つ
つ
、「
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
た
だ
し
書
の
『
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
』
に
当
た
る
と
し
て
同
法
が
規
定
す
る
令
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状
を
発
付
す
る
こ
と
に
は
疑
義
が
あ
る
」
と
判
示
し
て
以
降
、
そ
の
一
般
的
な
判
断
基
準
や
そ
れ
を
導
く
た
め
の
理
論
的
検
討
の
必
要

性
が
意
識
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る(2
)。

こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
と
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
と
い
う
二
つ
の
問
題
の

間
に
認
め
ら
れ
る
関
係
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
の
各
問
題
に
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
捜
査
行
為
の
許
容
性
な
い

し
適
法
性
の
判
断
に
お
い
て
い
か
な
る
意
義
が
認
め
ら
れ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る(3
)。

⑵

と
こ
ろ
で
、
最
近
で
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
を
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
で
あ
る
と
し
た
り(4
)、
あ
る
い
は
、「
現
時
点
ま
で
議
会
が
『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関

に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し
て
き
た
も
の(5
)」
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
を
、「
こ
の
法
律
に
特

別
の
定
の
あ
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
判
断
と
同
視
す
る
か
の
よ
う
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
同
規
定
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特

別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
定
め
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
う

だ
と
す
る
と
、
―
―
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
定
義
上
、
常
に
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定

〔
が
〕
あ
る
」
こ
と
に
な
る
以
上
―
―
こ
の
規
定
は
、
そ
れ
に
対
す
る
違
反
が
論
理
的
に
想
定
し
え
な
い
こ
と
を
禁
ず
る
と
い
う
意
味

で
、
無
意
味
な
規
範
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
「
強
制
の
処
分
」
の
定
義
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
規
範
的
意
義
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、
お
よ
そ
そ
の
解
釈
論
と
し
て
の
体
を
成
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る

に
至
っ
た
背
景
に
は
、
講
学
上
、「
強
制
処
分
」
の
語
が
、
文
脈
に
応
じ
て
、「
事
実
上
、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
ま
た
は
行
わ
れ
た
具
体
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的
処
分
」
と
「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
処
分
（
類
型
）」
と
い
う
二
つ
の
意
義
で
用
い
ら
れ
て
き
た
こ
と
に

加
え
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
の
判
断
が
、
捜
査
機
関
に
よ
る
特
定
の
処
分
の
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
許
容
性

な
い
し
適
法
性
の
判
断
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
、「
特
別
の
定
」
の
有
無
の
判
断
と
い
か
な
る
関

係
に
立
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
検
討
が
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑶

そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
を
批
判
的
に
検
討
し
つ
つ
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
「
強
制
の
処
分
」

お
よ
び
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
と
い
う
文
言
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
規
定
に
照
ら
し
て
の
捜
査
行
為
の
許
否
な
い
し
適

否
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
果
た
す
役
割
に
つ
い
て
、
改
め
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

(⚑
)
「
強
制
の
処
分
」
概
念
に
関
す
る
最
近
の
解
釈
論
を
批
判
的
に
検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
松
田
岳
士
「
強
制
処
分
概
念
を
め
ぐ
る
最
近
の

議
論
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
六
七
巻
六
号
（
二
〇
一
八
年
）
三
三
頁
以
下
。

(⚒
)
最
高
裁
平
成
二
九
年
大
法
廷
判
決
に
関
す
る
伊
藤
雅
人
＝
石
田
寿
一
「
判
解
」『
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
刑
事
篇
（
平
成
二
九
年
度
）』

（
法
曹
会
、
二
〇
二
〇
年
）
五
五
頁
以
下
参
照
。

(⚓
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
松
田
岳
士
『
刑
事
手
続
の
基
本
問
題
』（
成
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
二
三
七
頁
以
下
も
参
照
。

(⚔
)
中
川
孝
博
「
裸
の
強
制
処
分
法
定
主
義
―
―
刑
事
訴
訟
法
一
九
七
条
一
項
の
解
釈
試
論
」
犯
罪
と
刑
罰
二
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
四
頁
。

(⚕
)
斎
藤
司
「『
議
会
の
自
己
決
定
権
』
と
『
法
律
の
留
保
原
則
』
そ
し
て
『
強
制
処
分
法
定
主
義
』
の
意
義
」
犯
罪
と
刑
罰
二
九
号
（
二
〇

二
〇
年
）
七
〇
頁
。

二
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
と
「
特
別
の
定
」
の
有
無
の
関
係

⑴

刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
は
、「
捜
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
取
調
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
た

刑事訴訟法一九七条一項但書の構造について
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上
で
、「
但
し
、
強
制
の
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
定
め
る
。

こ
の
本
文
＝
但
書
構
造
を
踏
ま
え
る
と
、
同
規
定
は
、
捜
査
機
関
は
、「
捜
査
…
…
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
取
調
」
を
す
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
取
調
」
で
あ
っ
て
も
、
と
く
に
「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、「
こ
の
法
律
」、
す
な
わ
ち
、

刑
訴
法
に
、
そ
れ
に
関
す
る
「
特
別
の
定
」
が
な
け
れ
ば
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
趣
旨
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
全
体
の
文
脈
に
お
き
な
お
し
て
み
る
と
き
、
同
条
項
の
―
―
本
文
は
「
強
制
の
処
分
」
で
あ
る

と
そ
れ
以
外
の
「
任
意
処
分
」
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
捜
査
行
為
に
適
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
―
―
但
書
が
定
め
る
「
法
定

主
義
」
は
、「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
行
為
に
の
み
適
用
さ
れ
る
規
定
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑵

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
主
と
し
て
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
、
あ
る
い

は
、
強
制
処
分
（
強
制
捜
査
）
と
任
意
処
分
（
任
意
捜
査
）
の
区
別
の
判
断
基
準
が
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
改
め
て
同
規
定
の
本
文
＝

但
書
構
造
の
中
に
お
き
な
お
し
て
み
る
と
、
こ
の
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
は
、
同
項
但
書
が
定
め
る
「
法
定
主
義
」
に
照
ら
し
て
の

捜
査
行
為
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
そ
れ
自
体
の
判
断
基
準
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
そ
の
前
提
問
題
と
し
て
の
、
当
該
捜
査
行
為
に
同

規
範
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
行
為
が
「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
但
書
の
「
法
定
主
義
」
が
適
用
さ
れ
、

「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
に
な
る
が
、「
強
制
の
処
分
」
に
該
当

し
な
い
―
―
す
な
わ
ち
、「
任
意
処
分
」
に
該
当
す
る
―
―
場
合
に
は
、
但
書
は
適
用
さ
れ
ず
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
」
が
な
く
て

も
本
文
に
よ
っ
て
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
（「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
）
捜
査
行
為
が
許
容
さ
れ
る
か
否
か
な
い
し
適

法
と
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
か
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
強
制
の
処
分
」
に
つ
い
て
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の

(阪大法学) 70 (3・4-102）500〔2020.11〕



定
の
あ
る
場
合
」
に
当
た
る
か
否
か
、
い
い
か
え
れ
ば
、
刑
訴
法
に
当
該
処
分
を
許
容
す
る
「
根
拠
規
定
」
が
あ
る
か
否
か
に
求
め
ら

れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
「
特
別
の
定
」
が
な
い
場
合
に
は
、
捜
査
機
関
は
当
該
「
強
制
の
処
分
」
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
ま

た
、
行
っ
た
と
す
れ
ば
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
違
反
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
特
別
の
定
」
が
あ
る
場
合
に
は
、
少
な
く
と

も
「
強
制
処
分
法
定
主
義
」
と
の
関
係
で
は
、
当
該
行
為
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
行
っ
た
場
合
に
も
、

同
規
範
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
後
者
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
捜
査
機
関
が
そ
の
「
特
別
の
定
」
が
規
定
す
る
要
件
・
手

続
に
従
わ
ず
に
当
該
行
為
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
同
要
件
・
手
続
に
対
す
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
は

「
違
法
」
と
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
「
違
法
」
の
内
容
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
違
反
で
は
な
く
、
当
該
要
件
・

手
続
を
規
定
す
る
「
特
別
の
定
」
自
体
に
対
す
る
違
反
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う(6
)。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
な
行
為
に
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の

「
法
定
主
義
」
が
適、

用、

さ、

れ、

る、

か、

否、

か、

の
判
断
基
準
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
の
に
対
し
て
、「
特
別
の
定
」
の
有
無
は
、（「
強
制
の
処

分
」
に
該
当
す
る
も
の
と
さ
れ
た
）
捜
査
機
関
の
具
体
的
な
行
為
が
、
同
規
範
に
照
ら
し
て
許、

容、

さ、

れ、

る、

か、

否、

か、

、
あ
る
い
は
、
適、

法、

と、

さ、

れ、

る、

か、

否、

か、

の
判
断
基
準
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
す
る
と
、
―
―
同
規
定
に
照
ら
し
て
の
捜
査
行
為
の
許
容
性
な
い
し
適
法

性
は
、
同
規
定
が
当
該
行
為
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
の
み
問
題
と
な
る
以
上
―
―
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
判
断
は
、
そ
れ
に
関
す
る

「
特
別
の
定
」
の
有
無
の
前
提
問
題
と
し
て
、
そ
れ
と
は
独
立
し
て
行
わ
れ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

⑶

と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
を
同
視
し
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
を
「
こ
の
法

律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
と
い
う
意
味
に
解
す
べ
き
だ
と
す
る
か
の
よ
う
な
見
解
が
提
示
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

同
規
定
の
「
強
制
の
処
分
」
を
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
で
あ
る
と
す
る
見
解(7
)や
、「
現
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時
点
ま
で
議
会
が
『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関
に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し
て
き
た
も
の
が
『
強
制
の
処
分
』
で

あ
る(8
)」
と
説
く
見
解
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
見
解
が
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
捜
査
行
為
の
適
法
性
な
い
し
許
容
性
判
断
に
お
い
て
、「
強
制
の

処
分
」
該
当
性
の
問
題
と
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
の
問
題
を
実
質
的
に
同
視
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

そ
の
「
強
制
の
処
分
」
の
定
義
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
と
く
に
前
者
の
見
解
に
お
い
て
、「『
強
制
の
処
分
』
に
お
け
る
『
強
制
』

の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
な
い
解
釈
を
と
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
処
分
の
定
義
等
は
個
々
の
『
特
別
の
定
』
の
解
釈
に
よ
っ
て

行
え
る
た
め
、『
強
制
の
処
分
』
と
い
え
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
、
ま
た
、「
強
制
処
分
の
内
容
に
つ
い
て

は
個
々
の
『
特
別
の
定
』
の
解
釈
に
委
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
九
七
条
一
項
但
書
に
課
せ
ら
れ
て
き
た
負
担
を
軽
減
し
、
類
推
解
釈
を

行
う
な
ど
『
特
別
の
定
』
に
そ
わ
な
い
ふ
る
ま
い
を
禁
止
す
る
行
為
規
範
と
し
て
純
化
す
る(9
)」
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も

確
認
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
と
お
り
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
特
定
の
行
為
に
つ
い
て
、
刑
訴
法
一
九
七
条

一
項
但
書
が
定
め
る
「
法
定
主
義
」
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
で
あ
っ
て
、
同
規
範
に
照
ら
し
て
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性

自
体
の
判
断
基
準
で
あ
る
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
〔
が
〕
あ
る
」
か
否
か
が
問
題
と
さ
れ
る
前
提
と
し
て
、
そ
れ
と
は
独
立
に
検
討

さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
を
同
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

実
際
、
仮
に
両
者
を
同
視
し
、「
強
制
の
処
分
」
が
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
処
分
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、

刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
は
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
定
め
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が(10
)、
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
同
規
定
を
「
無
意
味
化
す
る
も
の(11
)」
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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な
ぜ
な
ら
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
定
義
上
、
常
に
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
〔
が
〕
あ
る
」

は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
同
規
定
は
、
そ
れ
に
対
す
る
違
反
が
お
よ
そ
想
定
で
き
な
い
規
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
論
理
的
に
―
―
し
た
が
っ
て
、
事
実
上
も
―
―
あ
り
え
な
い
行
為
を
敢
え
て
禁
止
す
る
規
定
に
、
そ
も
そ
も
規

範
と
し
て
の
意
義
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る(12
)。

⑷

と
こ
ろ
が
、「
強
制
の
処
分
」
を
「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る

と
す
る
見
解
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
も
不
都
合
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
し
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
こ
の
定
義
の
下
で
は
、

「
強
制
か
任
意
か
が
争
わ
れ
る
よ
う
な
事
案
」
に
お
け
る
（
捜
査
行
為
の
許
容
性
の
）「
判
断
過
程
」
が
、「
当
該
処
分
を
許
容
す
る
明

文
規
定
が
あ
る
か
否
か
を
探
り
、
あ
れ
ば
規
定
さ
れ
る
要
件
に
従
っ
て
処
分
を
行
い
、
な
け
れ
ば
強
制
処
分
と
し
て
当
該
処
分
を
行
う

こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
と
主
張
す
る(13
)。

し
か
し
な
が
ら
、「
強
制
の
処
分
」
が
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
を
意
味
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
の
定
義
上
、
そ
れ
は
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
か
ら
、「
当
該
処
分
を
許
容
す
る
明

文
規
定
」
が
な
い
と
い
う
事
態
は
生
じ
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、「
当
該
処
分
を
行
う
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
」
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
以

前
に
、「
当
該
処
分
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
あ
る
か
否
か
を
探
」
す
必
要
も
最
初
か
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、

同
見
解
に
よ
る
「
強
制
の
処
分
」
の
定
義
と
捜
査
行
為
の
許
容
性
の
「
判
断
過
程
」
と
の
間
に
は
齟
齬
な
い
し
自
己
矛
盾
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。

ま
た
、
仮
に
こ
の
点
を
さ
て
お
く
と
し
て
も
、「
当
該
処
分
を
許
容
す
る
明
文
規
定
が
あ
る
か
否
か
を
探
り
、
あ
れ
ば
規
定
さ
れ
る

要
件
に
従
っ
て
処
分
を
行
い
、
な
け
れ
ば
強
制
処
分
と
し
て
当
該
処
分
を
行
う
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
そ
の
「
判
断

過
程
」
自
体
か
ら
も
、
特
定
の
捜
査
行
為
の
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
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り
、
重
大
な
「
不
都
合
が
生
じ
る
」
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
「
判
断
過
程
」
に
お
い
て
は
、「
当
該
処
分
を
許
容
す
る
明
文
規
定
」
が
な
い
場
合
に
は
、
捜
査
機
関
は
、「
強、

制、

処、

分、

と、

し、

て、

当
該
処
分
を
行
う
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
な
る
（
傍
点
引
用
者
）」
の
で
あ
る
か
ら
、「
当
該
処
分
を
行
う
こ
と
を
断
念

す
る
」
べ
き
か
否
か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
「
強
制
処
分
と
し
て
」
行
わ
れ
る
か
否
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
と
こ
ろ
、
同
見
解
は
、「『
強
制
の
処
分
』
に
お
け
る
『
強
制
』
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
な
い
解
釈
を
と
」
り
、
そ
の
判
断
基
準

を
示
さ
な
い
か
ら
で
あ
る(14
)。

実
際
、
同
見
解
は
、
い
わ
ゆ
る
高
輪
グ
リ
ー
ン
マ
ン
シ
ョ
ン
事
件(15
)に
お
け
る
よ
う
な
「
宿
泊
を
伴
う
長
期
間
の
取
調
べ
が
問
題
と

な
っ
た
事
案
」
に
お
い
て
は
、「
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
て
い
な
い
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
し
て
認
め
る
規
定
は
な
い
と
解
さ
れ
て

い
る
た
め
、
強
制
処
分
と
し
て
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る(16
)。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
結
局
、
そ
の
取
調
が
で
き
る
か
否
か
は
、

そ
れ
が
「
強
制
処
分
と
し
て
」
行
わ
れ
る
か
否
か
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
同
見
解
は
、
そ
の
「『
強
制
』
の
意
味

を
明
ら
か
に
し
な
い
」
の
で
あ
る
。

ま
た
、
同
見
解
は
、
京
都
府
学
連
事
件(17
)に
お
け
る
よ
う
な
「
公
道
上
を
デ
モ
行
進
中
の
被
疑
者
ら
」
の
「
写
真
撮
影
」
は
、「
検
証

そ
の
も
の
と
し
て
、
ま
た
は
検
証
の
際
に
『
必
要
な
処
分
』
と
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
令
状
が
な
い
な
ど
二
一
八
条
等
が
要
求
す

る
要
求

マ

マ

を
満
た
さ
な
い
た
め
、
行
え
な
い
」
と
す
る(18
)。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
よ
う
な
「
写
真
撮
影
」
が
「
検
証
」
に
当
た
る
理
由
が
、

「
一
定
の
場
所
、
物
、
人
の
身
体
に
つ
き
、
そ
の
存
在
や
形
状
、
状
態
、
性
質
等
を
五
官
の
作
用
に
よ
っ
て
認
識
す
る
行
為(19
)」
と
い
う

そ
の
一
般
的
定
義
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、（
人
の
い
な
い
）
公
道
そ
れ
自
体
の
写
真
撮
影
も
こ

れ
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
行
為
が
「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
と
い
う
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
同
見
解
は
、
他
方
で
、「
強
制
処
分
と
し
て
行
え
な
い
処
分
に
つ
い
て
は
、
一
九
七
条
一
項
本
文
に
基
づ
き
、
任
意
処
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分
と
し
て
許
さ
れ
る
」
と
し
、「
任
意
か
否
か
は
、
対
象
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
も
の
か
否
か
で
判
断
さ
れ
る
」
と
す
る
か
ら(20
)、
こ
の

場
合
に
も
、「
対
象
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
」
処
分
―
―
あ
る
い
は
、
公
道
自
体
の
写
真
撮
影
の
よ
う
に
、「
対
象
者
の
自
由
意
思
」
を

問
題
と
す
る
必
要
の
な
い
処
分
―
―
で
あ
れ
ば
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
強
制
処
分
」
は
「
対
象
者
の
自
由
意
思
に
よ
ら
な
い
」
処
分
を
意
味
す
る

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
と
い
う
同
見
解
に
よ
る

「
強
制
の
処
分
」
の
定
義
と
の
間
に
齟
齬
を
き
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
特
定
の
捜
査
行
為
が
、「
対
象
者
の
自
由
意
思
に

よ
る
も
の
か
否
か
」
は
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
か
否
か
と
は
別
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
両
者
は
そ
の

性
質
お
よ
び
内
容
を
異
に
す
る
概
念
だ
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

⑸

こ
の
よ
う
に
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
を
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
の
意
義
に

解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
見
解
に
つ
い
て
は
、「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
と
「
特
別
の
定
」
の
有
無
と
い
う
問
題
を
混
同
し
、
刑
訴

法
一
九
七
条
一
項
但
書
か
ら
規
範
と
し
て
の
存
在
意
義
を
失
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
自
体
、
具
体
的
な
捜
査
行
為

の
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
に
照
ら
し
て
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
の
判
断
基
準
を
何
ら
示
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

同
規
定
の
「
解
釈
論
」
と
し
て
の
体
を
成
し
て
い
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
を
規
範
と
し
て
「
無
意
味
化
」
せ
ず
、
同
規
定
に
よ
る
捜
査
行
為
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
判
断
を
行

う
に
あ
た
っ
て
の
「
耐
え
難
い
不
都
合
」
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
の
意
義
と
は
別
個
に
、

「『
強
制
の
処
分
』
に
お
け
る
『
強
制
』
の
意
味
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
」
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(⚖
)
た
と
え
ば
、「
捜
索
」
に
該
当
す
る
行
為
が
無
令
状
で
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
（
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
）
違

反
で
は
な
く
、
令
状
主
義
（
刑
訴
法
二
一
八
条
）
違
反
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
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項
但
書
を
、「
既
成
の
強
制
処
分
は
各
々
の
規
定
の
と
お
り
法
定
の
令
状
主
義
に
従
う
」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
見
解
も
あ
る
が
（
田
宮
裕

『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
新
版
、
一
九
九
六
年
）
七
二
頁
）、
同
見
解
の
下
で
は
、（
令
状
主
義
を
定
め
る
）「
特
別
の
定
」
違
反
と
刑
訴
法

一
九
七
条
一
項
違
反
が
重
な
り
合
い
、
後
者
に
独
自
の
意
義
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
る
。

(⚗
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
四
頁
。

(⚘
)
斎
藤
・
前
掲
注
（
⚕
）
七
〇
頁
。

(⚙
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
七
、
二
一
頁
。

(10
)
「
強
制
の
処
分
」
が
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
ま
た
は
「
現
時
点
ま
で
に
議
会
が
『
排
他
的

に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関
に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し
て
き
た
」
処
分
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
は
、

「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
」
ま
た
は
「
現
時
点
ま
で
に
議
会
が
『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
て
き
た
」
処
分

は
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
定
め
る
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の

よ
う
な
文
字
列
に
規
範
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

(11
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
二
〇
頁
は
、
同
見
解
に
つ
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
学
界
の
営
み
を
無
に
し
、
一
九
七
条
一
項
但
書
を
無
意
味
化
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
予
想
さ
れ
る
」
と
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
批
判
は
、
論
者
が
「
予
想
」
し
て
い
な
い
か
た
ち
で
妥
当
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

(12
)
な
お
、
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
四
頁
は
、「
強
制
ノ
処
分
ハ
別
段
ノ
規
定
ア
ル
場
合
ニ
非
サ
レ
ハ
之
ヲ
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
定
め
て

い
た
旧
刑
訴
法
二
五
四
条
一
項
但
書
に
お
け
る
「
強
制
ノ
処
分
」
も
「
法
典
の
中
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
処
分
を
総

称
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
理
解
の
下
で
は
、
同
規
定
も
「
無
意
味
化
さ
れ
る
」
こ
と
に

変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(13
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
八
頁
。

(14
)
こ
れ
を
「
耐
え
難
い
不
都
合
（
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
二
〇
頁
）」
と
い
わ
ず
し
て
何
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
見
解

は
、「
特
別
の
定
」
の
有
無
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
判
断
基
準
を
示
す
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

(15
)
最
決
昭
和
五
九
年
二
月
二
九
日
刑
集
三
八
巻
三
号
四
七
九
頁
。

(16
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
八
頁
。
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(17
)
最
大
判
昭
和
四
四
年
一
二
月
二
四
日
刑
集
二
三
巻
一
二
号
一
六
二
五
頁
。

(18
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
九
頁
。
な
お
、
こ
の
文
章
の
意
味
自
体
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
当
該
写
真
撮
影
は
「
強
制
の
処
分
」

に
は
該
当
す
る
が
、「
特
別
の
定
」
は
あ
る
た
め
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
違
反
で
は
な
く
、
そ
の
「
特
別
の
定
」
の
内
容
た
る
令
状
主
義

等
に
対
す
る
違
反
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
か
。

(19
)
宇
藤
崇
＝
松
田
岳
士
＝
堀
江
慎
司
『
刑
事
訴
訟
法
』（
有
斐
閣
、
第
二
版
、
二
〇
一
八
年
）
一
四
七
頁
〔
堀
江
慎
司
〕。

(20
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
二
〇
頁
。

三
「
強
制
処
分
」
の
二
つ
の
用
法

⑴

前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
と
お
り
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
照
ら
し
て
捜
査
機
関
に
よ
る
特
定
の
行
為
の
許
容
性
な
い

し
適
法
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
〔
が
〕
あ
る
」
か
否
か
と
い
う
問
題
は
、
そ
の
許
容
性
な
い
し
適

法
性
自
体
の
判
断
基
準
と
し
て
、
同
規
定
の
適
用
の
有
無
の
判
断
基
準
で
あ
る
「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
と

は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
前
者
が
「
強
制
」
の
概
念
と
無
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と

ま
で
を
も
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
と
の
文
言
が
、
具
体
的
な
「
強
制
の
処
分
」

に
つ
い
て
「
法
律
の
根
拠
規
定
が
あ
る(21
)」
こ
と
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
特
別
の
定
」
は
、
当
該
処
分
が
当
て
は
ま
る
行
為
類

型
に
つ
い
て
、
捜
査
機
関
が
そ
れ
を
「
強
制
的
に
」
行
う
こ
と
を
許
容
す
る
趣
旨
の
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。

実
際
、
刑
訴
法
は
、
取
調
べ
、
逮
捕
、
勾
留
、
捜
索
、
押
収
、
検
証
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
目
的
・
内
容
に
着
目
し
て
捜
査
行
為
を

類
型
化
し
た
上
で
こ
れ
に
関
す
る
「
定
」
を
お
い
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
規
定
の
な
か
に
は
、
一
九
八
条
一
項
但
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書
の
よ
う
に
、
当
該
行
為
が
「
強
制
的
に
」
―
―
す
な
わ
ち
、
相
手
方
の
意
思
に
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
、
意
思
に
反
し
て
で
も

―
―
行
わ
れ
る
こ
と
を
む
し
ろ
許
容
し
な
い
趣
旨
に
解
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
類
型
の
処
分
に
つ
い
て
刑
訴
法
に

「
定
」
が
置
か
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
当
然
に
「
強
制
の
処
分
」
の
「
根
拠
規
定
」
と
な
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
当
該
「
定
」
が
「
強
制
の
処
分
」
の
「
根
拠
規
定
」
で
あ
る
と
い
う
に
は
、
同
規
定
が
当
該
類
型
の
処
分
を
「
強
制
的
に
」

行
う
こ
と
を
許
容
す
る
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

⑵

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
と
は
、「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分

（
類
型
）」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
、「
強
制
の
処
分
」
と
同
義
で
は
な
い
こ
と
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
前
節
に
お
い
て
確
認
し
た
と
お
り
、「
強
制
の
処
分
」
が
、
捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
な
捜
査
行
為
の
許
容
性
（
な
い
し
適

法
性
）
を
決
定
づ
け
る
規
範
と
し
て
の
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
適
用
対
象
と
な
る
処
分
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
、
捜
査
機
関
に
よ
り
「
事
実
上
、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
（
ま
た
は
行
わ
れ
た
）
具
体
的
処
分
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
、

両
者
の
間
に
は
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
実
質
的
な
差
異
が
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
講
学
上
、「
強
制
処
分
」
の
語
は
、
そ
の
文
脈
に
応
じ
て
、
こ
の
双
方
の
意
義
に
、
す
な
わ
ち
、「
事
実
上
、
強
制
的
に

行
わ
れ
る
ま
た
は
行
わ
れ
た
具
体
的
処
分
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る

処
分
（
類
型
）」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、「
逮
捕
」
は
、「
被
疑
者
を
比
較
的
短
時
間
拘
束
す
る

強
制
処
分
で
あ
る
」
と
定
義
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が(22
)、
こ
の
定
義
に
は
、
お
そ
ら
く
「
事
実
上
、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
ま
た
は
行
わ
れ

た
具
体
的
処
分
」
と
し
て
の
「
逮
捕
」
と
、「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分
（
類
型
）」
と
し
て
の
「
逮
捕
」
の
双

方
の
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
強
制
の
処
分
」
と
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
」
処
分
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
事
実
上
、
強
制
的
に
行

(阪大法学) 70 (3・4-110）508〔2020.11〕



わ
れ
る
ま
た
は
行
わ
れ
た
具
体
的
処
分
」
と
「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分
（
類
型
）」
を
意
味
す
る
と
し
て
も
、

両
者
は
と
も
に
「
強
制
処
分
」
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
そ
の
差
異
を
強
調
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
解
釈
に
当
た
っ
て
は
、
両
者
は
明
確
に
区
別
し
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
同
規
定
に
い
う
「
こ
れ
」
は
、「
強
制
の
処
分
」
を
指
示
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
、「
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
」
と
い
う
述
語
に
対
応
す
る
主
語
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
機
関
に
よ
り
「
事
実
上
（
実
際
に
）、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
具
体
的
処
分
」

の
意
義
に
解
さ
れ
る
一
方
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
と
は
、
前
述
の
と
お
り
、「
刑
事
訴
訟
法
に
強
制
的
に
行
う
こ
と

を
許
容
す
る
特
別
の
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
」
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た
、
そ
う
解
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
同
規
定
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
な
行
為
に
つ
い
て
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
の
要
件
を
定
め
る
規
範
と
し
て
の

意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

⑶

と
こ
ろ
が
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
「
強
制
の
処
分
」
を
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分

群
の
総
称
」、
あ
る
い
は
、「
現
時
点
ま
で
議
会
が
『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関
に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し
て
き

た
」
処
分
と
し
て
定
義
す
る
見
解
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
定
義
に
お
い
て
、
同
規
定
の
「
強
制
の
処
分
」
を
、「
法
律
上
、
強
制
的
に
行

う
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分
（
類
型
）」
の
意
味
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
説
く
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

実
際
、「
強
制
の
処
分
」
を
、「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」
と
し
て
定
義
す
る
見
解
は
、
こ

の
よ
う
な
定
義
を
採
用
す
る
根
拠
の
一
つ
と
し
て
、「
立
法
者
は
、『
強
制
の
処
分
』
と
い
う
上
位
概
念
を
ま
ず
構
築
し
、
総
則
的
に
何

か
を
規
定
し
た
あ
と
、
下
位
概
念
で
あ
る
個
々
の
強
制
処
分
を
各
論
的
に
規
定
し
て
い
く
と
い
う
構
成
を
考
え
て
い
な
い
」
こ
と
を
挙

げ
る
が(23
)、
こ
こ
で
は
、「
各
則
に
規
定
」
さ
れ
る
「
個
々
の
強
制
処
分
」
が
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
「
強
制
の
処
分
」
の
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「
下
位
概
念
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
。

他
方
、「
強
制
の
処
分
」
を
、「
現
時
点
ま
で
議
会
が
『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関
に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し

て
き
た
」
処
分
と
し
て
定
義
す
る
見
解
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
の
下
で
は
、「
通
説
的
な
理
解
の
下
で
、
重
要
な
権
利
・
利
益
の
実

質
的
な
侵
害
・
制
約
を
伴
う
と
判
定
さ
れ
た
処
分
は
、
『、

強、

制、

の、

処、

分、

』、

と、

し、

て、

特
に
刑
事
手
続
の
基
本
法
で
あ
る
刑
事
訴
訟
法
に
お

い
て
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
る
（
傍
点
引
用
者
）」
と
す
る
命
題(24
)に
依
拠
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が(25
)、
こ
の
命
題
自
体
、「
強
制
の
処
分
」

を
「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分
（
類
型
）」
の
意
義
に
解
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
こ
に
「
強
制
の
処
分
」
と
し
て
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
る
」
と
は
、
具
体
的
処
分
が
「
事
実
上
、
強
制
的
に
行

わ
れ
る
」
こ
と
で
は
な
く
、
一
定
類
型
の
処
分
が
「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
解
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る(26
)。

⑷

し
か
し
な
が
ら
、
上
述
の
と
お
り
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
、
具
体
的
な
捜
査
行
為
の
許
容
性
（
な
い
し
適
法
性
）
判

断
の
標
準
と
な
る
規
範
と
し
て
の
意
義
を
認
め
る
た
め
に
は
、「
強
制
の
処
分
」
は
、「
事
実
上
、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
（
ま
た
は
行
わ

れ
た
）
具
体
的
処
分
」
の
意
義
に
解
す
べ
き
で
あ
っ
て
、「
法
律
上
、
強
制
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
処
分
（
類
型
）」
と
い
う

意
味
の
「
強
制
処
分
」
と
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
見
解
は
、「
強
制
の
処
分
」
を
、「
各
則
に
規
定
」
さ
れ
る
「
個
々
の
強
制
処
分
」
類
型
の
「
上
位
概
念
」
と
し
て
捉
え
、

あ
る
い
は
、「
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
」
強
制
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
と
し
て
「
カ
タ
ロ
グ
化
」
さ
れ
た
処
分
（
類
型
）

の
意
義
に
解
す
る
点
に
お
い
て
、
二
つ
の
意
義
の
「
強
制
処
分
」
を
混
同
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
、
同
規
定
を
「
無
意
味
化
」
す
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(21
)
最
決
昭
和
五
一
年
三
月
一
六
日
刑
集
三
〇
巻
二
号
一
八
七
頁
。
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(22
)
堀
江
・
前
掲
注
（
19
）
六
七
頁
。

(23
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
四
頁
。

(24
)
緑
大
輔
「
最
高
裁
判
例
と
強
制
処
分
法
定
主
義
、
令
状
主
義
―
―
一
九
七
六
年
と
二
〇
一
七
年
」
指
宿
信
編
著
『
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
と
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
―
―
位
置
情
報
取
得
捜
査
に
対
す
る
規
制
を
考
え
る
』（
現
代
人
文
社
、
二
〇
一
八
年
）
一
九
九
頁
以
下
。

(25
)
斎
藤
・
前
掲
注
（
⚕
）
六
六
頁
。

(26
)
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
（
四
⑵
）、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
は
、
強
制
処
分
に
関
す
る
「
法
定
」
を
（
国
会
に
）
要
求
す
る
も
の
で

は
な
い
た
め
、「
重
要
な
権
利
・
利
益
の
実
質
的
な
侵
害
・
制
約
を
伴
う
と
判
定
さ
れ
た
処
分
」
が
、
つ
ね
に
「
刑
事
訴
訟
法
に
お
い
て
カ
タ

ロ
グ
化
さ
れ
る
」
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
も
、
こ
の
命
題
は
妥
当
性
を
欠
く
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

お
わ
り
に

⑴

以
上
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
に
い
う
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
と
は
、

捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
な
行
為
に
つ
い
て
、
同
規
定
が
適
用
さ
れ
る
か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
て
、
そ
れ
が
、
事
実
上
（
実
際
に
）、

「
強
制
的
に
」
行
わ
れ
る
否
か
、
あ
る
い
は
、
行
わ
れ
た
か
否
か
を
問
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の

定
の
あ
る
場
合
」
に
当
た
る
か
否
か
は
、
当
該
捜
査
行
為
が
同
規
定
に
照
ら
し
て
許
容
さ
れ
る
か
否
か
、
あ
る
い
は
、
適
法
と
さ
れ
る

か
否
か
の
判
断
基
準
と
し
て
、
同
行
為
が
当
て
は
ま
る
一
定
の
処
分
類
型
に
つ
い
て
、
法
律
上
、「
強
制
的
に
」
行
う
こ
と
が
許
容
さ

れ
る
か
否
か
を
問
題
と
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

「
強
制
の
処
分
」
を
「
こ
の
法
律
に
強
制
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
処
分
群
の
総
称
」、
あ
る
い
は
、「
現
時
点
ま
で
議
会
が

『
排
他
的
に
』
カ
タ
ロ
グ
化
し
、
他
の
機
関
に
よ
る
『
自
己
決
定
』
を
禁
止
し
て
き
た
」
処
分
の
意
義
に
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る

最
近
の
見
解
は
、
区
別
さ
れ
る
べ
き
こ
の
二
つ
の
問
題
を
混
同
し
た
結
果
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
を
規
範
と
し
て
「
無
意
味
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化
」
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
同
規
定
の
解
釈
論
と
し
て
の
妥
当
性
を
認
め
が
た
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
が
定
め
る
「
法
定
主
義
」
を
、
捜
査
機
関
に
対
す
る
、「
法
律
に
特

別
に
規
定
さ
れ
た
強
制
処
分
し
か
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
行
為
規
範
と
し
て
捉
え
」、
し
た
が
っ
て
、「
特
別
の
定
」
と
い
う
「
文

言
は
捜
査
機
関
に
よ
る
類
推
解
釈
の
禁
止
と
い
う
意
味
を
持
つ
」
と
し
た
り(27
)、
行
政
機
関
や
司
法
府
に
よ
る
「
カ
タ
ロ
グ
化
さ
れ
た

『
強
制
の
処
分
』
に
つ
い
て
の
『
自
己
決
定
』」、
す
な
わ
ち
、「『
対
象
者
に
不
利
益
な
類
推
適
用
』（
本
質
的
領
域
に
関
す
る
行
政
機

関
・
司
法
府
に
よ
る
『
自
己
決
定
』）
や
一
般
条
項
（
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
本
文
）
の
活
用
」
を
禁
止
す
る
趣
旨
に
理
解
す
べ
き
こ

と
を
強
調
し
て
い
る(28
)こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
主
眼
は
、
お
そ
ら
く
、
―
―
具
体
的
な
捜
査
行
為
の
「
強
制
の
処
分
」
該
当
性
の
判
断

で
は
な
く
―
―
「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
判
断
を
厳
格
化
す
る
こ
と
に
お
か
れ
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。

仮
に
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
展
開
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
は
、「
強
制
の
処
分
」
の
「
解
釈
論
」
で
は
な
く
、「
こ

の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
の
解
釈
論
で
あ
っ
て
、
そ
の
該
当
性
判
断
の
一
般
的
基
準
―
―
す
な
わ
ち
、
具
体
的
な
捜
査
行
為

に
つ
い
て
、
刑
訴
法
に
「
根
拠
規
定
」
が
あ
る
か
否
か
、
法
定
の
「
処
分
類
型
」
に
当
て
は
ま
る
か
否
か
を
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
判

断
す
べ
き
か
―
―
の
提
示
を
目
指
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が(29
)、
い
ず
れ
の
見
解
に
お
い
て
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は

正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
な
い(30
)。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
は
、
そ
の
内
容
と
問
題
関
心
の
間
に
齟
齬
が
あ
る
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑵

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
見
解
が
、「
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
の
意
義
を
こ
と
さ
ら
重
視
す
る
背
景
に
は
、
刑
訴

法
一
九
七
条
一
項
但
書
を
、
捜
査
機
関
に
よ
る
具
体
的
な
「
強
制
処
分
」
の
許
容
性
な
い
し
適
法
性
の
要
件
を
定
め
る
も
の
と
し
て
で

は
な
く
、
む
し
ろ
、「
強
制
処
分
」
に
関
す
る
「
法
定
」
そ
れ
自
体
を
要
請
し
、
あ
る
い
は
「
法
定
」
の
あ
り
方
を
定
め
る
趣
旨
の
規

定
と
し
て
捉
え
る
最
近
の
議
論
の
影
響
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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す
な
わ
ち
、
最
近
で
は
、
強
制
処
分
法
定
主
義
を
、「
特
に
『
強
制
の
処
分
』
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
基
本
法
典
の
一
つ
で
あ
る

刑
事
訴
訟
法
典
に
集
約
し
て
リ
ス
ト
化
」
し
、「
規
律
密
度
を
類
型
的
に
引
き
上
げ
る(31
)」
こ
と
を
要
求
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、「
権
利

制
約
の
度
合
い
に
つ
い
て
閾
値
を
超
え
る
も
の
に
つ
い
て
『
強
制
処
分
』
と
呼
び
、
基
本
法
典
た
る
刑
事
訴
訟
法
典
に
列
挙
す
べ
き
こ

と
を
要
求
し
た
も
の(32
)」
と
し
て
理
解
す
る
な
ど(33
)、
同
規
範
を
、
―
―
捜
査
機
関
に
、「
法
定
」
の
根
拠
規
定
の
な
い
「
強
制
処
分
」
を

行
う
こ
と
を
禁
止
す
る
旨
の
規
範
と
し
て
で
は
な
く
―
―
立
法
機
関
に
、「
強
制
処
分
」
に
つ
い
て
の
一
定
内
容
の
「
法
定
」
そ
れ
自

体
を
要
請
す
る
規
範
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
な
か
に
は
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
を
、「
規
律
密
度
」
を
は
じ
め
と
す
る
そ
の
「
法
定
」
の
あ
り

方(34
)を
定
め
る
も
の
と
み
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
、
裁
判
所
が
、「
強
制
処
分
に
該
当
す
る
処
分
」
に
つ
い
て
「
既
存
の
手
続
や
要

件
で
は
十
分
に
制
御
で
き
な
い
と
考
え
る
場
合
」
に
、
国
会
に
「
立
法
的
措
置
を
促
す
」
た
め
の
規
定
と
み
る
も
の
ま
で
あ
る(35
)。
こ
れ

ら
に
よ
れ
ば
、
同
規
定
は
、
捜
査
機
関
に
よ
る
「
強
制
の
処
分
」
に
つ
い
て
、
立
法
に
よ
る
規
制
の
仕
方
を
定
め
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

司
法
と
立
法
の
間
に
特
別
な
関
係
を
構
築
す
る
意
義
を
も
つ
規
範
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
、
少
な
く
と
も
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
解
釈
論
と
し
て
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
同
規
定
は
、
捜
査
法
の
一
環
と
し
て
、
基
本
的
に
捜
査
機
関
を
名
宛
人
と
し
、「
強
制
の
処
分

は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
旨
定
め
る
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以

上
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る(36
)。

⑶

刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
解
釈
論
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
同
項
本
文
と
の
関
係
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
、「
強
制
の

処
分
」
の
文
言
な
い
し
語
義
の
み
な
ら
ず(37
)、
規
定
全
体
の
文
言
な
い
し
意
義
に
つ
い
て
も
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
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(27
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
五
頁
。

(28
)
斎
藤
・
前
掲
注
（
⚕
）
七
〇
頁
。

(29
)
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
松
田
・
前
掲
注
（
⚓
）
二
三
七
頁
以
下
参
照
。
な
お
、
山
田
哲
史
「
法
律
の
留
保
原
則
と
強
制
処
分

法
定
主
義
」
犯
罪
と
刑
罰
二
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
八
三
頁
は
、
こ
の
私
見
に
お
い
て
は
、「
捜
査
活
動
の
『
目
的
』
と
『
内
容
』
か
ら
強
制

処
分
が
定
義
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
説
か
れ
る
」
と
す
る
。
し
か
し
、
私
見
は
、
処
分
の
「
目
的
」
と
「
内
容
」
を
、「
強
制
の
処
分
」
を

定
義
づ
け
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、「
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」
へ
の
該
当
性
判
断
の
基
準
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
解
か

ら
は
逆
に
、
論
者
が
こ
の
二
つ
の
問
題
を
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

(30
)
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
五
頁
は
、「『
特
別
の
定
』
と
い
う
文
言
に
重
要
な
意
義
が
あ
る
と
考
え
る
論
者
は
従
来
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
」
と
す
る
が
、「
特
別
の
定
」
の
厳
格
な
解
釈
の
必
要
性
は
、
実
質
的
に
は
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
捜
査
以
前
か
ら
、
す
で
に
強
制
採
尿
、
電

話
傍
受
等
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、「
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
」

へ
の
該
当
性
判
断
の
一
般
的
基
準
で
あ
ろ
う
。

(31
)
緑
大
輔
「
捜
査
法
に
お
け
る
明
文
規
定
の
必
要
性
と
そ
の
規
律
の
密
度
」
犯
罪
と
刑
罰
二
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
三
八
頁
。

(32
)
山
田
・
前
掲
注
（
29
）
八
九
頁
。

(33
)
そ
の
ほ
か
、
原
田
大
樹
「
行
政
法
学
か
ら
見
た
強
制
処
分
法
定
主
義
」
犯
罪
と
刑
罰
二
九
号
（
二
〇
二
〇
年
）
一
〇
五
頁
も
、
強
制
処
分

法
定
主
義
は
、「
任
意
捜
査
の
範
疇
を
超
え
る
『
強
制
の
処
分
』
に
つ
い
て
、
刑
事
訴
訟
法
上
の
規
定
を
要
求
す
る
と
い
う
構
造
を
持
っ
て
い

る
」
と
し
、「
一
方
で
は
刑
事
訴
訟
法
本
体
に
強
制
処
分
を
書
き
込
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
通
覧
性
を
高
め
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
刑
事
訴

訟
法
の
立
法
者
が
特
に
根
拠
規
定
が
必
要
と
判
断
し
た
措
置
に
つ
い
て
法
律
の
規
定
を
置
か
せ
る
と
い
う
、
立
法
者
を
嚮
導
す
る
性
格
を
は
じ

め
か
ら
内
包
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
」
と
し
て
い
る
。

(34
)
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
二
三
頁
は
、「
現
行
法
令
の
強
制
処
分
に
関
す
る
規
定
の
密
度
は
ば
ら
ば
ら
に
過
ぎ
」、

「
処
分
の
定
義
に
つ
い
て
だ
け
み
て
も
顕
著
な
差
が
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
捜
査
行
為
の
類
型
化
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
問
題

性
や
規
制
の
内
容
に
見
合
っ
た
か
た
ち
で
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
立
法
者
の
合
理
的

な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

(35
)
緑
・
前
掲
注
（
31
）
三
三
頁
。
類
似
の
見
解
と
し
て
、
強
制
処
分
法
定
主
義
を
、
裁
判
所
が
国
会
に
、「
十
分
な
統
制
を
受
け
て
い
な
い
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た
め
に
民
主
主
義
に
重
大
な
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
捜
査
手
法
の
最
適
な
統
制
方
法
を
、
民
主
主
義
的
熟
議
を
通
じ
て
考
案
す
る
よ
う
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
規
定
」
と
み
る
稻
谷
龍
彦
『
刑
事
手
続
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
―
―
熟
議
に
よ
る
適
正
手
続
の
実
現
を
目
指
し
て
』（
弘

文
堂
、
二
〇
一
七
年
）
二
九
九
頁
が
あ
る
が
、
同
見
解
に
よ
る
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
解
釈
論
に
は
、
い
く
つ
か
の
根
本
的
問
題
が
指

摘
さ
れ
る
（
松
田
・
前
掲
注
（
⚑
）
三
三
頁
以
下
参
照
）。

(36
)
実
質
的
に
も
、
司
法
と
立
法
の
間
に
そ
の
よ
う
な
特
別
な
関
係
を
構
築
す
る
意
義
が
、
と
く
に
刑
事
司
法
作
用
の
、
し
か
も
そ
の
一
部
を

構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
捜
査
機
関
に
よ
る
「
強
制
の
処
分
」
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
と
解
す
る
の
は
、
無
理
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な

い
か
。
松
田
岳
士
「『
熟
議
に
よ
る
適
正
手
続
』
論
に
つ
い
て
（
二
・
完
）」
阪
大
法
学
六
八
巻
四
号
（
二
〇
一
八
年
）
一
三
頁
以
下
も
参
照
。

(37
)
な
お
、
松
田
・
前
掲
注
（
⚑
）
三
三
頁
以
下
が
、「
規
律
密
度
」
論
、「
議
会
の
自
己
決
定
義
務
」
論
、「
制
度
的
差
止
」
論
を
批
判
し
、

「
論
点
の
い
た
ず
ら
な
拡
散
を
避
け
、
議
論
を
収
斂
し
て
い
く
た
め
に
も
、『
強
制
の
処
分
』
の
文
言
な
い
し
語
義
の
解
釈
に
回
帰
す
る
必
要

が
あ
る
」
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
中
川
・
前
掲
注
（
⚔
）
一
三
頁
は
、「
現
行
刑
事
訴
訟
法
を
制
定
し
た
者
が
『
強
制
の
処
分
』
と
し
て
何
を

想
定
し
て
い
た
か
―
―
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
か
つ
、
憲
法
三
一
条
に
お
け
る
『
自
由
』
と
い
う
文
言
を
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
た
の
か
も

は
っ
き
り
し
な
い
以
上
、
目
的
論
的
解
釈
を
施
さ
ね
ば
立
ち
行
か
な
い
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
」
り
、「
そ
の
よ
う
な
意
識
の
も
と
に
提
唱

さ
れ
た
論
者
た
ち
の
見
解
に
対
し
、
語、

義、

に、

合、

わ、

な、

い、

と、

い、

う、

批、

判、

を、

す、

る、

こ、

と、

は
、
さ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
思
え
な
い
（
傍
点
引
用

者
）」
と
し
て
論
難
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
見
が
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
問
題
と
し
た
の
は
、「
強
制
の
処
分
」
の
文
言
な
い
し
語
義
を

最
初
か
ら
「
考
慮
の
外
に
置
」
き
、
そ
れ
と
「
無
関
係
に
論
」
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
不
当
に
「
軽
視
な
い
し
無
視
」
す
る
こ
と
な
の
で

あ
っ
て
、
単
に
「
語
義
に
合
わ
な
い
」
こ
と
（
だ
け
）
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
拙
稿
が
、
こ
れ
ら
の
見
解
に
つ
い
て
、「
行
政
法
な
い
し

外
国
の
議
論
に
依
拠
し
つ
つ
導
き
出
し
た
―
―
自
己
の
主
張
を
、
刑
訴
法
一
九
七
条
一
項
但
書
の
『
解
釈
論
』
の
名
を
借
り
て
展
開
し
よ
う
と

し
た
結
果
、
そ
の
文
言
を
無
視
な
い
し
軽
視
し
」
て
い
る
旨
、
あ
る
い
は
、「
実
質
的
に
は
、
同
規
定
の
文
言
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
む
し
ろ

〔
重
要
な
権
利
・
利
益
侵
害
説
と
い
う
〕『
有
力
説
』
の
『
解
釈
論
』
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
旨
指
摘
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

刑事訴訟法一九七条一項但書の構造について
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