
，

被
告
人
の
予
防
拘
禁
を
合
憲
と
す
る
サ
ラ
ー
ノ
判
決
を
め
ぐ
っ
て

（43）被告人の予防拘禁を合憲とするサラーノ判決をめぐoて

は
じ
め
に

　
一
九
八
四
年
の
保
釈
改
正
法
（
H
o
。
弓
ω
・
O
吻
旨
芦
以
下
）

は
、
一
定
の
重
大
な
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
公
判
前
の
被
告
人
の
保

釈
に
関
し
て
重
大
な
制
限
を
加
え
、
い
か
な
る
条
件
を
付
し
て
も
、

「
他
人
お
よ
ぴ
社
会
に
対
す
る
安
全
を
合
理
的
に
確
保
し
え
な
い
」

こ
と
が
、
「
明
白
か
つ
納
得
的
な
証
拠
」
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
る

場
合
に
は
、
裁
判
官
は
当
該
被
告
人
の
身
柄
の
拘
東
を
命
令
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
に
い
た
っ
た
。
従
来
、
被
告
人
の

釈
放
後
の
犯
罪
的
危
険
性
を
根
拠
に
し
て
そ
の
保
釈
を
否
定
す
る

こ
と
は
、
少
な
く
と
も
法
的
に
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
一
九

八
四
年
保
釈
改
正
法
は
、
一
七
八
九
年
の
裁
判
所
法
以
来
ア
メ
リ

カ
連
邦
刑
事
司
法
の
伝
統
と
な
っ
て
い
た
ベ
イ
ル
の
機
能
を
本
質

福

田
　
　
雅
　
　
章

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

的
に
変
更
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
一
定
の
重
罪
で
逮

捕
・
起
訴
さ
れ
た
者
と
い
う
隈
定
が
付
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、

将
来
の
犯
罪
予
防
と
い
う
理
由
で
成
熱
し
た
成
人
の
身
柄
を
ジ
ェ

イ
ル
に
拘
禁
す
る
こ
と
が
、
は
た
し
て
合
壊
国
憲
法
の
容
認
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
変
更
を
肯
定
・
促

進
す
る
者
と
そ
れ
を
否
定
す
る
者
と
の
間
で
、
激
し
い
論
争
が
展

　
　
　
　
＾
3
）

開
さ
れ
て
い
た
。
連
邦
下
級
審
は
、
唯
一
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）

所
を
除
い
て
、
こ
ぞ
っ
て
法
令
違
憲
の
主
張
を
退
け
て
い
た
。

　
本
年
五
月
二
六
日
、
合
象
国
最
高
裁
は
、
サ
ラ
ー
ノ
判
決
（
弓

ω
．
デ
ω
巴
o
冒
〇
一
3
■
名
ま
a
）
を
通
し
て
右
問
題
に
対
す
る

有
権
的
解
釈
を
示
し
、
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
の
合
憲
性
を
承

認
す
る
に
至
っ
た
。
本
稿
は
、
犯
罪
予
防
と
い
う
観
点
に
立
脚
し

て
伝
統
的
な
保
釈
法
の
基
本
原
理
か
ら
大
き
く
乖
離
す
る
一
九
八
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四
年
保
釈
改
正
法
の
合
憲
性
を
肯
認
し
た
本
判
決
の
重
要
性
に
鑑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
一
〇
）

み
、
そ
の
主
要
部
分
の
訳
出
と
そ
れ
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

一
一
　
サ
ラ
ー
ノ
判
決

　
・
ω
　
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
（
原
審
）
判
決

　
〔
事
笑
〕
　
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
マ
フ
ィ
ァ
築
団
ジ
ュ
ネ
ヴ
ァ
一
家

の
ボ
ス
で
あ
る
A
・
サ
ラ
ー
ノ
は
、
一
九
八
六
年
三
月
二
一
日
、

詐
歎
、
恐
喝
、
購
博
、
殺
人
共
謀
を
含
む
「
暴
カ
団
組
織
等
取
締

法
（
H
ぎ
肉
8
ぎ
ヰ
8
『
ヨ
害
實
o
o
o
竃
o
o
昌
昌
冨
o
H
o
q
彗
一
－

墨
饒
冒
ω
＞
g
）
」
違
反
等
の
罪
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
た
。
検
察
官

は
、
サ
ラ
ー
ノ
の
罪
状
認
否
の
後
、
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法

（
吻
曽
忘
（
①
）
）
に
基
づ
い
て
、
サ
ラ
ー
ノ
の
身
柄
の
拘
禁
を
申
し

立
て
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
地
方
裁
判
所
は
、
サ
ラ
ー
ノ
は
「
撃

て
1
」
の
；
冒
で
殺
人
を
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、

「
社
会
に
対
し
て
現
在
の
危
険
を
与
え
る
」
も
の
と
認
定
し
、
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
6
）

ヲ
ー
ノ
の
公
判
前
の
身
柄
の
拘
禁
を
命
令
し
た
。

　
〔
控
訴
裁
判
所
判
決
〕
　
サ
ヲ
ー
ノ
は
、
右
の
決
定
に
対
し
て
、

合
衆
国
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
に
抗
告
を
申
し
立
て
た
。
サ
ラ

ー
ノ
の
主
張
は
い
く
つ
か
の
点
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
特

に
、
ω
地
方
裁
判
所
の
「
社
会
に
対
し
て
危
険
を
惹
起
す
る
」
と

の
認
定
は
証
拠
不
十
分
で
あ
る
、
ω
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法

（
伽
曽
忘
（
Φ
）
）
は
、
被
告
人
の
釈
放
が
社
会
ま
た
は
他
人
に
対
す

る
危
険
を
惹
起
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
根
拠
に
し
て
公
判

前
の
被
告
人
の
身
柄
の
拘
禁
を
許
容
し
て
い
る
限
り
、
法
令
そ
の

も
の
が
第
五
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
反
し
、
憲
法
違

反
で
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
控
訴
裁
判
所
は
、
ω
に
関
し
て
は
、
違
法
な

営
業
活
動
を
遂
行
す
る
た
め
に
暴
行
・
脅
迫
を
用
い
る
暴
カ
団
組

織
の
ボ
ス
と
し
て
サ
ラ
ー
ノ
の
社
会
に
対
す
る
危
険
性
は
明
白
か

つ
納
得
的
な
証
拠
に
よ
っ
て
立
証
さ
れ
て
い
る
と
し
て
そ
の
主
張

を
退
け
た
が
、
②
に
関
し
て
は
、
そ
の
主
張
を
肯
認
し
、
保
釈
改

正
法
三
一
四
二
条
（
e
）
は
法
令
違
憲
で
あ
る
と
判
決
し
た
。

　
①
ニ
ュ
ー
マ
ン
判
事
の
手
に
な
る
控
訴
審
判
決
は
、
ま
ず
、
憲

法
の
保
障
す
る
実
体
的
デ
ュ
ー
プ
ロ
セ
ス
に
違
反
す
る
と
し
て
次

の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
一

　
コ
ア
ユ
ー
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
、
社
会
に
対
す
る
危
険
を
理
由
に

。
し
て
行
な
う
規
制
措
置
と
し
て
の
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
、
そ

　
の
拘
禁
期
間
の
長
短
を
間
わ
ず
、
禁
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
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（45）被皆人の予防拘禁を合憲とするサラーノ判決をめぐって

　
件
に
お
い
て
多
数
意
見
の
一
致
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
…
…
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
も
、
釈
放
す
る
な
ら
ぱ
被
告
人
が
こ

　
の
よ
う
な
〔
逃
亡
し
た
り
、
司
法
過
程
の
関
係
人
に
対
し
て
危

　
害
を
加
え
る
と
い
っ
た
〕
行
為
を
行
な
う
こ
と
を
示
す
実
質
的

　
な
証
拠
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
正
当
に
課
し
う
る
も
の
と
思

　
慮
す
る
〔
が
〕
・
：
…
本
件
に
お
け
る
拘
禁
命
令
の
正
当
性
を
基

　
礎
づ
け
て
い
る
唯
一
似
事
実
は
、
被
告
人
は
、
釈
放
さ
れ
る
と
、

　
ど
の
よ
う
な
釈
放
条
件
を
付
し
て
も
、
『
通
常
の
営
業
活
動
』
を

　
営
み
、
そ
の
通
常
の
営
業
活
動
は
脅
迫
お
よ
び
暴
カ
犯
罪
を
と

　
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

　
か
か
る
根
拠
に
基
づ
い
て
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
許
容
し
て
い

　
る
三
一
四
二
条
（
e
）
は
、
た
だ
単
に
将
来
の
犯
罪
予
防
の
た

　
め
だ
け
に
行
な
う
自
由
の
金
面
的
な
剥
奪
を
禁
止
し
て
い
る
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
7
〕

　
体
的
デ
ェ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
概
念
に
惇
る
、
と
考
え
る
」
。

　
②
次
い
で
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
判
事
は
、
メ
レ
ン
デ
ー
キ
ャ
リ
オ
ン

＾
畠
）

判
決
を
引
用
し
て
そ
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
一

　
　
「
国
側
は
、
三
一
四
二
条
（
e
）
の
正
当
性
を
支
持
す
る
理

　
由
と
し
て
、
予
防
拘
禁
は
公
共
の
安
全
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ

　
ぬ
国
家
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
の
合
理
的
な
手
段
で
あ
る
、

　
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
、

予
防
拘
禁
の
合
憲
性
を
決
定
す
る
た
め
の
原
則
と
は
な
り
得
な

い
。
か
か
る
原
則
を
用
い
る
こ
と
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
ま

っ
た
く
逮
捕
さ
れ
て
い
な
い
人
に
対
し
て
予
防
拘
禁
が
用
い
ら

れ
る
場
合
の
こ
と
を
考
え
て
見
れ
ぱ
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
わ

が
憲
法
下
に
お
い
て
、
将
来
犯
罪
を
犯
す
長
れ
が
あ
る
と
い
う

た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
ま
っ
た
く
犯
罪
で
告
発
さ
れ
て
い

な
い
者
を
国
が
監
獄
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
と
う
て
い
真
面
目
に
支
持
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
か
る
に
、
か
か
る
警
察
国
家
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
、
公
共
の

安
全
と
い
う
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
国
家
利
益
を
促
進
す
る
た
め
の

合
理
的
な
手
段
で
あ
る
こ
と
に
は
疑
い
な
い
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ

セ
ス
条
項
の
制
隈
に
よ
っ
て
実
体
的
に
も
、
手
続
的
に
も
自
由

を
保
謹
し
て
い
る
憲
法
制
度
の
下
に
あ
っ
て
は
、
た
だ
単
に
そ

う
す
る
こ
と
が
国
家
の
実
質
的
な
利
益
を
促
進
す
る
た
め
の
合

理
的
な
規
制
手
段
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
は
、
と
う
て
い

自
由
の
全
面
的
な
剥
奪
を
正
当
に
実
現
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。

　
ま
っ
た
く
告
発
さ
れ
て
い
な
い
危
険
な
者
の
拘
禁
が
憲
法
上

欠
陥
を
有
し
て
い
る
の
は
、
・
：
…
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

に
欠
陥
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
将
来
の
犯
罪
を
予
防
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
自
由
の
全
面
的
剥
奪
を
行
な
う
こ
と
が
、
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デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
実
体
的
隈
界
を
逸
脱
す
る
か
ら
で

あ
る
。
公
共
の
安
全
を
促
進
す
る
た
め
の
か
か
る
手
段
は
、
憲

法
の
隈
界
を
踏
み
越
え
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
も
そ
も
デ
ュ

ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
　
　
実
際
に
は
、
権
利
の
章
典
中
の
刑
事

司
法
に
関
す
る
保
障
の
す
ぺ
て
ー
に
よ
っ
て
予
定
さ
れ
て
い

る
刑
事
司
法
制
度
と
は
、
十
分
に
明
白
な
制
定
法
に
よ
っ
て
い

か
な
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
を
宣
明
し
、
し
か
る
の
ち

に
犯
罪
を
犯
し
た
者
に
対
し
て
そ
の
法
律
の
規
定
す
る
刑
罰
を

科
す
制
度
で
あ
る
。
か
か
る
制
度
の
下
で
保
謹
さ
れ
る
自
由
は
、

こ
れ
か
ら
す
る
－
か
も
し
れ
な
い
こ
と
に
対
し
て
で
は
な
く
、
す

で
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
す
る
自
由
人
と
し
て
の
責
任
を

前
提
と
し
て
い
る
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
ま
さ
に
、

犯
罪
者
か
ら
社
会
を
保
謹
す
る
た
め
に
行
な
う
身
柄
の
拘
禁
は
、

将
来
犯
罪
を
犯
す
畏
れ
の
あ
る
者
に
対
す
る
規
制
と
し
て
で
は

な
し
に
、
過
去
の
犯
罪
の
故
に
有
罪
を
認
定
さ
れ
た
者
に
対
す

る
刑
罰
と
し
て
の
み
許
容
さ
れ
る
、
と
い
う
憲
法
上
の
命
令
を

表
明
す
る
も
の
で
あ
る
…
…

　
要
す
る
に
、
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
て
い
な
い
者
の
身
柄
を
、
た

だ
単
に
犯
罪
を
犯
す
畏
れ
が
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け
で
拘
禁
す

る
こ
と
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
原
理
と
首
尾
一
貫
し
う
る

　
も
の
で
は
な
い
。
過
去
の
犯
罪
に
対
す
る
起
訴
の
申
し
立
て
が

　
な
さ
れ
た
か
ら
と
．
い
っ
て
、
こ
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
概
念

　
が
何
ら
変
更
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
…
…

　
　
そ
れ
ゆ
え
、
暴
カ
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人
が
「
通
常
の

　
営
業
活
動
を
」
継
続
す
る
と
い
う
理
由
で
予
防
拘
禁
を
許
容
す

　
る
三
一
四
二
条
（
e
）
の
規
定
を
是
認
す
る
こ
と
は
、
犯
罪
で

　
起
訴
さ
れ
た
が
未
だ
有
罪
の
認
定
を
受
け
て
い
な
い
者
を
、
そ

　
の
者
が
将
来
犯
罪
を
犯
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
理
由
で
拘
禁
す
る
＾

　
と
い
う
変
則
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
、
起
訴
さ
れ

　
て
い
な
い
者
、
有
罪
の
認
定
を
受
け
な
か
っ
た
者
、
ま
た
は
暴

　
カ
犯
罪
で
そ
の
刑
期
を
終
え
た
者
を
、
そ
の
よ
う
な
予
測
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

　
づ
い
て
拘
禁
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
L
。

　
⑧
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー
マ
ン
判
事
は
、
逮
捕
と
い
う
事
実
が
規
制

的
描
置
と
し
て
の
予
防
拘
禁
を
正
当
化
す
る
と
す
る
国
側
の
主
張

に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
一

　
　
「
有
罪
の
確
定
お
よ
ぴ
刑
法
の
執
行
を
裁
判
過
程
に
委
ね
て

　
い
る
憲
法
体
系
は
、
逃
亡
の
危
険
あ
る
い
は
裁
判
過
程
を
危
険

　
に
曝
す
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
行
な
う
〔
逮
捕
に
引
き
続

　
く
〕
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
禁
止
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
一
般
に
対
す
る
将
来
の
犯
罪
を
防
止
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●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

．
す
る
た
め
に
行
な
う
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
は
、
被
告
人
の
逮
捕

　
を
も
た
ら
し
た
犯
罪
に
対
す
る
裁
判
を
実
現
す
る
と
い
う
観
点

　
か
ら
は
決
し
て
正
当
化
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
単

　
に
、
社
会
の
法
律
が
破
ら
れ
る
と
い
う
危
険
に
対
し
て
与
え
ら

、
れ
る
保
謹
手
段
で
し
か
な
い
。
た
と
え
そ
の
目
的
が
き
わ
め
て

　
価
値
の
高
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
わ
が
国
の
憲
法
体
系
の
下
で

　
は
、
将
来
犯
罪
を
犯
す
と
考
え
ら
れ
る
者
の
身
柄
を
拘
禁
す
る

　
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

　
の
で
あ
る
。
過
去
の
犯
罪
行
為
の
故
に
適
法
に
逮
捕
さ
れ
た
者

　
を
〔
将
来
の
犯
罪
を
予
防
す
る
た
め
に
〕
拘
禁
す
る
こ
と
が
違

憲
で
あ
る
の
は
、
犯
罪
の
予
防
の
方
が
被
告
人
の
逃
亡
の
予
防

　
よ
り
も
重
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う

　
な
犯
罪
予
防
手
段
が
わ
が
国
の
憲
法
の
承
認
す
る
刑
事
司
法
制

度
の
基
本
原
理
と
低
触
す
る
か
ら
で
あ
り
、
他
方
で
、
逃
亡
を

　
予
防
す
る
た
め
の
拘
禁
が
合
憲
で
あ
る
の
は
、
被
告
人
が
裁
判

　
を
受
け
、
有
罪
で
あ
る
場
合
に
は
、
刑
罰
に
服
す
る
こ
と
を
保

障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
制
度
の
諸
原
理
に
奉
仕
す
る
か
ら

　
　
＾
m
〕

　
で
あ
る
L
。

④
フ
ァ
イ
ン
バ
ー
グ
判
事
の
反
対
意
見
一

　
フ
ァ
イ
ン
パ
ー
グ
判
事
は
、
拘
禁
と
い
う
予
防
措
置
は
わ
が
国

●
一

の
刑
事
司
法
制
度
に
と
っ
て
不
可
欠
の
一
部
で
あ
り
、
「
拘
禁
を

正
当
化
す
る
た
め
に
将
来
の
犯
罪
の
予
測
を
用
い
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
こ
と
自
体
に
良
心
に
シ
目
ツ
ク
を
与
え
る
よ
う
な
も
の

は
何
も
な
い
」
と
し
て
法
令
そ
の
も
の
の
合
憲
性
は
認
め
た
が
、

拘
禁
が
不
当
に
長
期
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
正
当
な
規
制
措
置
と

は
い
え
ず
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
u
〕

罰
に
当
た
る
と
し
て
適
用
違
憲
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
②
　
合
衆
国
最
高
裁
判
所
判
決

　
合
衆
国
最
高
裁
は
、
国
側
の
事
件
移
送
命
令
の
講
求
を
い
れ
て

審
理
し
、
「
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
は
憲
法
上
の
要
請
を
完
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

に
満
た
し
て
い
る
」
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し
た
。
法
廷
意
見

は
レ
ー
ン
キ
ス
ト
首
席
裁
判
官
の
手
に
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

は
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
に
よ
る
詳
細
な
反
対
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。

　
〔
争
点
〕

　
上
告
審
で
争
わ
れ
た
本
件
の
争
点
は
次
の
二
点
に
尽
壱
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
理
由
付
け
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
に
細
分

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
判
決
内
容
を
叙
述
す
る
際
に
適

宜
小
見
出
し
を
付
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
。

　
A
　
「
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
は
、
第
五
修
正
の
デ
ュ
ー
・

699
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プ
ロ
セ
ス
条
項
が
連
邦
攻
府
に
課
し
て
い
る
限
界
を
逸
脱

　
　
　
し
て
い
な
い
」
か
ど
う
か
。

　
B
　
「
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
は
、
第
八
修
正
の
過
剰
保
釈

　
　
　
金
禁
止
条
項
に
適
合
し
て
い
る
か
」
ど
う
か
。

　
〔
判
決
内
容
〕

　
A
　
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
違
反
し
な
い

　
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
が
第
五
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス

条
項
の
隈
界
を
逸
脱
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
に
関
し
て
は
、
ま
ず
、

実
体
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
問
魑
を
め
ぐ
っ
て
、
㈲
一
九
八
四

年
保
釈
改
正
法
の
規
定
す
る
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
は
、
裁
判
な
し

に
科
す
刑
罰
に
相
当
す
る
か
、
そ
れ
と
も
国
家
の
正
当
な
規
制
措

置
と
い
え
る
か
、
ω
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
社
会
の
安
全
の

た
め
に
行
な
う
予
防
拘
禁
を
範
曙
的
に
禁
止
し
て
い
る
か
、
そ
れ

と
も
そ
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
社
会
の
安
全
の
利
益
が
個
人

の
自
由
よ
り
も
優
越
す
る
場
合
に
は
一
定
の
予
防
拘
禁
を
許
容
し

て
い
る
か
、
と
い
う
二
つ
の
争
点
が
検
討
さ
れ
、
つ
い
で
、
ω
手

続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
が
満
た
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う

問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
結
論
と
し
て
、
判
決
は
、
「
当

法
律
の
正
当
か
つ
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
規
制
目
的
お
よ
ぴ
そ
の
，
規
定

す
る
手
続
的
保
護
に
鑑
み
て
、
当
法
律
そ
れ
自
体
が
第
五
修
正
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
呈

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
に
違
反
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
」
と

結
論
付
け
て
い
る
。

　
ω
正
当
な
規
制
的
措
置
で
あ
っ
て
、
刑
罰
に
は
当
た
ら
な

い
一

　
判
決
は
、
ま
ず
、
自
由
に
対
す
る
制
眼
が
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
に

当
た
る
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
①
立
法
意
図
が
刑
罰
で
あ
る

か
、
②
明
示
的
に
刑
罰
を
目
的
と
し
て
い
な
い
隈
り
、
当
該
制
隈

と
合
理
的
に
関
連
す
る
正
当
な
目
的
が
存
在
す
る
か
、
⑧
そ
の
目

的
を
達
成
す
る
た
め
に
当
該
制
限
は
過
剰
で
は
な
い
か
、
と
い
う

三
つ
の
問
題
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
し
た
後
、
次
の

よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
当
法
偉
に
よ
っ
て
課
さ
れ
る
拘
禁
は
規
制

　
的
な
も
の
に
属
す
る
と
結
論
す
る
。
保
釈
改
正
法
の
制
定
過
程

　
を
見
れ
ぱ
、
議
会
が
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
危
険
な
者
に
対
す

　
る
刑
罰
と
し
て
規
定
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
議
会
は
、
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
、
刑
罰
と
し
て
で
は
な
し

　
に
、
焦
眉
の
社
会
間
題
を
解
決
す
る
た
め
の
可
能
な
手
段
と
考

　
え
て
い
た
。
社
会
に
対
す
る
危
険
の
防
止
が
正
当
な
規
制
目
的

　
た
り
う
る
こ
と
に
は
何
ら
疑
問
は
な
い
。
さ
ら
に
、
〔
保
釈
改

　
正
法
は
、
対
象
と
な
る
犯
罪
を
最
も
重
大
な
犯
罪
に
限
定
し
、
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即
時
の
聴
聞
を
保
障
し
、
拘
禁
期
間
は
迅
速
裁
判
法
（
著
8
身

　
岸
邑
＞
g
）
に
よ
っ
て
限
定
を
付
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
被
拘

　
禁
者
は
可
能
な
限
り
他
の
在
監
者
と
区
別
し
て
収
容
す
る
こ
と

　
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
〕
、
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
に
付
す

　
る
た
め
の
条
件
は
、
議
会
が
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
規
制
目

　
的
と
の
関
連
で
決
し
て
過
剰
な
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が

　
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
保
釈
改
正
法
の
予
定
す
る
公
判
前
の
身

　
柄
拘
禁
は
、
本
質
的
に
規
制
的
な
も
の
で
あ
り
、
デ
ュ
ー
・
プ

　
ロ
セ
ス
条
項
に
違
反
し
て
裁
判
前
に
刑
罰
を
科
す
も
の
で
は
な

　
　
　
　
　
念
）

　
い
と
結
論
す
る
L
。

　
ω
　
①
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
は
公
判
前
の
予
防
拘
禁
を
範

蟻
的
に
禁
止
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
合
憲
性
は
、
先
例
に
則
っ
て
、

正
当
か
つ
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
国
家
の
利
益
と
個
人
の
自
由
の
利
益

と
の
考
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
が
、
②
保
釈

改
正
法
が
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
に
よ
っ
て
達
成
し
よ
う
と
す
る
国

家
の
利
益
は
こ
の
上
な
く
重
大
な
も
の
で
あ
り
、
⑧
個
人
の
自
由

の
利
益
を
凌
駕
す
る
一

①
「
…
…
控
訴
裁
判
所
は
、
『
デ
ュ
ー
・
ブ
ロ
セ
ス
条
項
は
、
社

　
会
に
対
す
る
危
険
を
理
由
に
し
て
行
な
う
規
制
措
置
と
し
て
の

　
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
、
そ
の
拘
禁
期
間
の
長
短
を
問
わ
ず
、

禁
止
し
て
い
る
』
と
の
結
論
を
下
し
た
。
ま
た
被
上
告
人
は
、

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
解
釈
し
て
、
い
か
な
る
国
家
の
利

益
も
1
そ
れ
が
合
理
的
で
あ
れ
、
重
要
で
あ
れ
、
や
む
に
や

ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
れ
、
そ
の
他
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
も

ー
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
侵
の
障
壁
を
築
い
て

い
る
と
主
張
し
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
同
条
項
が
か
か
る
範
醇
的

な
禁
止
を
規
定
し
て
い
る
と
は
恩
わ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
す

で
に
繰
り
返
し
、
社
会
の
安
全
を
図
る
国
家
の
規
制
的
利
益
は
、

適
切
な
状
況
の
下
で
は
、
個
人
の
自
由
の
利
益
を
凌
駕
す
る
こ

と
が
あ
り
う
る
旨
を
判
決
し
て
き
た
。
例
え
ぱ
、
社
会
の
利
益

が
そ
の
頂
点
に
達
す
る
戦
時
や
暴
動
時
に
は
、
国
家
は
そ
の
危

険
と
判
断
す
る
者
を
拘
禁
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、

戦
争
と
い
っ
た
危
急
時
以
外
に
も
、
十
分
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

国
家
の
利
益
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
危
険
な
者
の
拘
禁
を
正

当
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
も
判
決
し
て
き
た
。
〔
判
決
は
、

そ
の
よ
う
な
先
例
と
し
て
、
国
外
追
放
手
続
待
機
中
の
潜
在
的

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

に
危
険
な
外
国
人
居
住
者
、
公
共
に
対
す
る
危
険
を
惹
起
す
る

精
神
的
に
不
安
定
な
者
、
訴
訟
遂
行
能
カ
を
欠
く
に
至
る
危
険

な
被
告
人
、
社
会
に
対
し
て
継
続
的
な
危
険
を
惹
起
す
る
少
年
■
伽



一橋論叢 第98巻 第5号（50〕

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

の
逮
捕
後
の
規
制
的
拘
禁
、
治
安
判
事
に
引
致
す
る
ま
で
の
被

　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

疑
者
の
逮
捕
・
留
置
、
逃
亡
ま
た
は
証
人
に
対
し
て
危
害
を
加

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

え
る
畏
れ
の
あ
る
被
告
人
の
勾
留
を
例
示
し
て
い
る
〕
－
：
－
特

別
な
状
況
が
あ
る
場
合
に
、
刑
事
裁
判
や
有
罪
の
判
決
以
前
に

あ
る
い
は
そ
れ
ら
さ
え
も
な
し
に
、
個
人
の
自
由
を
制
隈
す
る

国
家
の
権
限
は
す
で
に
完
全
に
〔
先
例
に
よ
っ
て
〕
確
立
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
危
険
性
を
理
由
に
公
判
前
の
身
柄
拘

禁
を
規
定
す
る
当
制
定
法
も
、
右
に
述
べ
た
諸
先
例
が
行
な
っ

た
の
と
ま
っ
た
く
同
様
の
方
法
で
そ
の
当
否
が
判
断
さ
れ
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
凹
）

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
L
。

　
「
被
逮
捕
者
に
よ
る
犯
罪
を
予
防
す
る
と
い
う
国
家
の
利
益

は
、
正
当
で
あ
る
と
と
も
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
上
述
の
シ
ャ
ル
判
決
に
お
い
て
少
年
犯
罪
を
予

防
す
る
こ
と
の
国
家
の
利
益
の
重
要
性
を
確
認
し
た
が
、
こ
の

よ
う
な
犯
罪
予
防
の
一
般
的
な
必
要
性
は
、
対
象
者
が
成
人
で

あ
る
場
合
に
も
同
様
に
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
…
…

保
釈
改
正
法
は
、
〔
わ
れ
わ
れ
が
シ
ャ
ル
判
決
に
お
い
て
支
持

し
た
、
少
年
被
告
人
の
身
柄
拘
禁
を
規
定
す
る
法
律
と
対
比
し

て
み
て
も
〕
国
家
の
利
益
が
圧
倒
的
と
な
る
特
段
に
重
要
な
問

題
に
限
定
し
て
焦
点
を
当
て
て
い
る
。
…
…
犯
罪
を
予
防
す
る

と
い
う
国
家
の
一
般
的
な
利
益
は
そ
の
こ
と
自
体
で
す
で
に
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
利
益
は
、
す
で
に
重
大

な
犯
罪
で
起
訴
さ
れ
、
ま
た
は
そ
の
問
責
の
た
め
に
拘
禁
さ
れ

て
い
る
被
逮
捕
者
が
社
会
に
対
し
て
疑
い
の
な
い
危
険
性
を
有

し
て
い
る
こ
と
を
、
国
家
が
納
得
的
な
証
拠
で
立
証
す
る
場
合

に
は
、
よ
り
一
層
大
き
い
も
の
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
隈
定
的

な
状
況
の
下
で
は
、
社
会
の
犯
罪
予
防
の
利
益
は
こ
の
上
な
く

　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

重
大
な
も
の
と
な
る
」
。

　
「
言
う
ま
で
も
な
く
、
天
秤
の
も
う
片
方
に
は
自
由
と
い
う

個
人
の
重
い
利
益
が
乗
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
権
利
の

重
要
性
と
基
本
的
性
質
を
過
小
評
価
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
先
例
が
判
示
し
て
い
る
．
こ
と
く
、
こ
の
権
利
は
、

国
家
の
利
益
が
十
分
に
重
い
状
況
の
下
で
は
、
社
会
の
よ
り
重

大
な
要
求
の
前
に
屈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、

拘
禁
が
許
容
さ
れ
る
場
合
と
し
て
議
会
が
注
意
深
く
輪
郭
付
け

た
状
況
は
こ
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
被
逮
捕
者

が
人
ま
た
は
社
会
に
対
し
て
一
定
の
は
っ
き
り
と
し
た
脅
威
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
を
国
が
明
白
か
つ
納
得
的
な
証
拠
に
よ
っ

て
立
証
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条

項
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
被
逮
捕
者
を
し
て
そ
の
脅
威
の
遂
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行
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
信
じ
る
。
こ

　
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
は
、
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
が
『
わ
が
国

　
民
の
伝
統
と
良
心
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
最
も
基
本
的
な
司
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
〕

　
の
原
理
に
範
蠕
的
に
倖
る
』
圭
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
L
。

　
ω
　
手
続
的
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
保
障
を
満
た
し
て
い
る
一

　
判
決
は
、
被
上
告
人
の
手
続
上
の
法
令
違
憲
の
主
張
に
解
答
す

る
た
め
に
は
、
「
そ
の
手
続
が
、
た
と
え
一
定
の
具
体
的
な
状
況

の
下
で
は
不
備
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
と
し
て
も
、
お
よ
そ
犯

罪
で
起
訴
さ
れ
た
あ
る
者
の
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
を
行
な
う
た
め

に
は
適
切
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
さ
え
確
認
さ
れ
れ
ば
よ
い
と
し

た
上
で
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
て
い
る
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
ら
は
〔
保
釈
改
正
法
の
規
定
す
る
手

　
続
は
〕
そ
の
原
則
を
満
た
し
て
い
る
と
考
え
る
。
シ
ャ
〃
判
決

　
で
述
べ
た
通
り
、
『
将
来
の
犯
罪
行
動
の
予
測
を
本
質
的
に
不

可
能
な
ら
し
め
る
も
の
は
な
に
も
な
い
』
。

　
　
保
釈
改
正
法
の
手
続
に
は
、
司
法
官
が
将
来
の
危
険
の
見
込

　
み
を
評
価
す
る
際
に
そ
の
判
断
の
正
確
性
を
一
層
高
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
よ
う
特
段
の
工
夫
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
。
〔
判
決
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
易
）

保
釈
改
正
法
の
手
続
的
保
謹
を
説
明
し
た
後
、
次
の
よ
う
に
結

　
論
し
て
い
る
〕
。

　
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
広
範
な
手
続
的
保
護
の
存
在
を
も
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
〕

　
て
法
令
違
憲
の
主
張
を
退
け
る
に
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
」
。

　
B
　
過
剰
保
釈
金
禁
止
条
項
に
違
反
し
な
い

　
被
上
告
人
の
「
保
釈
改
正
法
は
、
本
質
的
に
は
、
逃
亡
の
畏
れ

と
は
関
係
の
な
い
理
由
に
基
づ
い
て
、
無
隈
の
保
釈
金
額
の
決
定

を
裁
判
所
に
許
容
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
過
剰
な
保
釈
金
禁
止

条
項
に
違
反
す
る
」
と
の
主
張
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
同
条
項

は
国
家
が
い
か
な
る
理
由
に
基
づ
い
て
保
釈
を
禁
止
で
き
る
か
に

つ
い
て
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
そ
の
主

張
を
退
け
た
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
保
釈
の
主
要
な
機
能
が
被
告
人
の
有
罪
・

　
無
罪
を
決
定
す
る
裁
判
所
の
機
能
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
こ

　
と
を
認
め
る
に
や
ぷ
さ
か
で
な
い
が
、
第
八
修
正
が
、
公
判
前

　
の
釈
放
規
制
を
通
し
て
国
家
が
そ
れ
以
外
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ

　
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
を
範
購
的
に
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
前

　
提
を
肯
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
、
た
と
え
、
第
八
修
正
が
こ
の
分
野
に
お
け
る
国
家
の
立

　
法
権
に
対
し
て
な
ん
ら
か
の
実
体
的
隈
界
を
課
し
て
い
る
と
し

　
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
依
然
と
し
て
保
釈
改
正
法
は
合
憲
で
あ
る

　
と
判
断
す
る
。
保
釈
条
項
の
条
文
は
国
家
の
考
慮
し
う
る
事
項
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を
な
ん
ら
逃
亡
の
問
題
だ
け
に
限
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

保
釈
条
項
の
是
認
し
得
る
実
体
的
隈
界
は
、
せ
い
ぜ
い
、
国
家

の
規
定
す
る
釈
放
ま
た
は
拘
禁
条
件
は
回
避
の
対
象
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
る
害
悪
に
照
ら
し
て
『
過
剰
』
で
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
も
の
で
し
か
な
い
。
：
・
：
・
本
件
の
よ
う
に
、
議

会
が
逃
亡
の
予
防
以
外
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
利
益
に
基
づ
い
て

拘
禁
を
命
令
し
て
い
る
場
合
に
は
、
第
八
修
正
は
保
釈
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
別
〕

身
柄
σ
釈
放
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
」
。

C
　
結
論

　
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
は
自
由
が
原
則
規
範
で
あ
り
、

裁
判
前
の
ま
た
は
裁
判
な
し
の
拘
禁
は
注
意
深
く
限
界
を
画
さ

れ
た
例
外
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
一
九
八
四
隼
保
釈
改
正
法

の
公
判
前
の
身
柄
拘
禁
に
関
す
る
規
定
は
、
そ
の
よ
う
な
注
意

深
く
限
界
を
画
さ
れ
た
例
外
に
あ
た
る
と
判
断
す
る
。
当
法
偉

は
、
重
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
逮
捕
者
が
、
人
ま
た
は
社
会
の
安

全
に
対
し
て
、
い
か
な
る
釈
放
条
件
を
付
し
て
も
払
拭
す
る
こ

と
の
で
き
な
い
脅
威
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
対
審
的
審
問
を
通

し
て
、
認
定
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
者
の
公
判
前
の
身
柄
の
拘

禁
を
許
容
す
る
。
そ
の
対
審
的
審
間
に
は
す
で
に
述
べ
た
．
こ
と

く
非
常
に
多
く
の
手
続
的
保
謹
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て

　
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
本
件
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
あ
ら
　
湖

　
ゆ
る
政
府
の
最
も
基
本
的
な
関
心
　
　
安
全
、
就
中
市
民
の
生

　
命
の
保
護
に
対
す
る
関
心
ー
に
基
礎
付
け
ら
れ
た
、
二
の
よ

　
う
な
議
会
の
決
定
が
、
第
五
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項

　
ま
た
は
第
八
修
正
の
過
剰
な
保
釈
金
禁
止
条
項
に
反
し
、
法
令

　
違
憲
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
組
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

　
　
以
上
の
理
由
に
よ
り
控
訴
裁
判
所
の
判
決
を
破
棄
す
る
L
．

　
D
　
マ
ー
シ
ヤ
ル
裁
判
官
の
反
対
意
見

　
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
鋭
く
法
廷
意
見
を
批
判
し
、
予
防
拘

禁
は
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
過
剰
な
保
釈
金
禁
止
条
項
の

両
者
に
共
通
に
含
ま
れ
て
い
る
実
体
的
限
界
と
し
て
の
「
無
罪
の

推
定
」
原
則
、
す
な
わ
ち
「
国
家
に
よ
っ
て
有
罪
を
証
明
さ
れ
る

ま
で
は
す
べ
て
の
者
は
無
罪
で
あ
る
」
と
い
う
保
障
に
惇
り
、
違
・

　
　
　
　
　
＾
％
）

憲
で
あ
る
と
す
る
。

一
一
一
　
コ
メ
ン
ト

ω
　
サ
ラ
ー
ノ
判
決
は
、
一
定
の
重
罪
で
逮
捕
・
起
訴
さ
れ
て

い
る
被
告
人
に
対
す
る
予
防
拘
禁
を
合
憲
で
あ
る
と
判
断
す
る
に

至
っ
た
。
従
来
、
保
釈
が
否
定
さ
れ
る
の
は
、
①
死
刑
事
件
と
し

て
起
訴
さ
れ
て
い
る
場
合
、
②
逃
亡
の
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
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■

含
、
⑥
証
人
ま
た
は
階
審
員
を
威
嚇
す
る
場
合
に
隈
定
さ
れ
て
い

た
。
①
の
死
刑
事
件
の
場
合
に
保
釈
が
否
定
さ
れ
る
の
も
、
そ
の

者
が
危
険
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
逃
亡
や
自
殺
に
よ
る
裁
判

の
回
避
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
控
訴
審

判
決
で
ニ
ュ
ー
マ
ン
判
事
が
強
調
し
て
い
る
、
こ
と
く
、
伝
統
的
な

保
釈
制
度
の
目
的
は
、
犯
罪
に
対
応
す
る
た
め
に
憲
法
自
ら
が
用

意
し
た
刑
事
司
法
制
度
の
自
己
崩
壊
を
阻
止
し
、
そ
の
統
一
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

確
保
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
今
回
の
サ
ラ
ー
ノ
判

決
は
、
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
保
釈
制
度
の
理
解
か
ら
訣
別
し
、

保
釈
制
度
の
目
的
と
し
て
犯
罪
予
防
目
的
を
承
認
す
る
に
至
っ
た
。

こ
れ
は
二
百
年
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
連
邦
憲
法
制
度
お
よ
ぴ
刑
事

司
法
制
度
の
歴
史
の
な
か
で
、
成
熟
し
た
成
人
に
対
す
る
予
防
拘

禁
を
含
憲
と
す
る
最
初
の
最
高
裁
判
決
で
あ
る
。
六
十
年
代
後
半

か
ら
激
増
す
る
犯
罪
の
波
に
翻
弄
さ
れ
続
け
て
き
た
ア
メ
リ
カ
社

会
が
、
個
人
の
自
由
と
の
新
た
な
調
整
を
求
め
て
下
し
た
一
つ
の

結
論
と
い
え
よ
う
。

　
⑭
　
第
五
修
正
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
の
基
本
的
公
正

（
ぎ
邑
彗
一
彗
8
：
巴
冒
躬
ω
）
が
、
そ
の
中
核
概
念
と
し
て
、
有
罪

の
確
定
を
経
る
こ
と
な
し
に
刑
罰
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を

要
請
し
て
い
る
こ
と
僅
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
判
決
の
法
廷
意
見

’

と
第
二
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
判
決
と
の
見
解
の
相
違
、
そ
れ
は
と

り
も
な
お
さ
ず
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
の
合
憲
性
を
め
ぐ
る
見

解
の
対
立
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
分
け
て
い
る
最
も
基
本
的
な

分
岐
点
は
、
妻
さ
に
こ
の
憲
法
上
の
要
請
に
対
す
る
認
識
の
仕
方

に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
犯
罪
か
ら
社
会
を

保
護
す
る
た
め
に
国
家
の
採
り
得
る
対
応
手
段
に
対
し
て
憲
法
が

ど
の
よ
う
な
限
界
を
画
し
て
い
る
か
、
そ
の
理
解
の
仕
方
の
相
違

が
両
者
の
見
解
を
分
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ニ
ュ
ー
マ
ン
裁
判
官
は
、
犯
罪
か
ら
社
会
を
保
護
す
る
と
い
う

や
む
に
や
ま
れ
ぬ
国
家
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
で
あ
っ
て
も
、

憲
法
は
自
ら
、
「
有
罪
の
確
定
さ
れ
た
者
に
対
す
る
刑
罰
を
科
す
」

と
い
う
限
度
内
で
の
み
そ
れ
を
許
容
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

も
そ
も
有
罪
の
確
定
が
な
い
以
上
、
犯
罪
に
対
応
す
る
た
め
に
行

わ
れ
る
個
人
の
自
由
へ
の
侵
害
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い
う
前
提
に

立
脚
し
て
い
る
。
端
的
に
言
う
と
、
「
有
罪
の
確
定
判
決
を
経
る

こ
と
な
し
に
刑
罰
を
科
さ
れ
な
い
」
と
い
う
デ
旦
1
・
プ
ロ
セ
ス

条
項
の
規
範
命
題
は
、
過
去
の
犯
罪
事
実
に
つ
い
て
有
罪
と
さ
れ

た
者
に
対
す
る
処
罰
と
い
う
間
接
的
な
手
段
に
よ
づ
て
の
み
、
犯

罪
に
対
応
す
る
こ
と
を
国
家
に
命
令
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に

　
＾
醜
〕

な
る
。
し
た
が
っ
て
、
将
来
の
犯
罪
の
危
険
性
を
根
拠
に
し
て
行
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な
う
予
防
拘
禁
は
、
憲
法
の
予
定
す
る
刑
罰
制
度
の
範
曉
外
に
あ

り
、
憲
法
は
そ
の
よ
う
な
国
家
の
犯
罪
対
応
手
段
を
許
容
し
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
サ
ラ
ー
ノ
判
決
の

法
廷
意
見
は
、
憲
法
は
、
国
家
の
採
り
得
る
犯
罪
対
応
手
段
を
そ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
隈
定
し
て
お
ら
ず
、
利
益
考
量
の
結
果
社

会
の
必
要
性
が
大
き
い
場
合
に
は
、
刑
罰
と
い
う
間
接
的
な
手
段

の
み
な
ら
ず
、
将
来
の
犯
罪
を
予
防
・
無
害
化
す
る
直
接
的
な
権

能
を
国
家
に
許
容
し
て
い
る
と
解
す
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
な

ら
ぱ
、
犯
罪
の
防
止
と
い
う
ま
っ
た
く
同
一
の
目
的
を
有
す
る
や

む
に
や
ま
れ
ぬ
国
家
の
利
益
を
達
成
す
る
に
際
し
て
、
一
方
刑
罰

に
よ
る
場
合
に
は
憲
法
自
ら
が
多
く
の
人
権
保
障
規
定
を
用
意
し

て
い
る
の
に
対
し
て
、
片
や
将
来
の
犯
罪
の
予
防
の
た
め
の
直
接

強
制
の
場
合
に
は
ま
っ
た
く
そ
れ
を
用
意
し
て
い
な
い
の
は
ど
う

し
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
憲
法
が
自
ら
犯
罪
に
対
応

す
る
国
家
の
権
能
を
刑
罰
に
限
定
し
て
い
る
と
解
す
ぺ
き
で
あ
ろ

う
。
「
憲
法
は
相
対
立
す
る
利
益
の
考
量
以
上
の
こ
と
を
命
令
し

て
い
る
。
・
け
だ
し
、
憲
法
が
限
界
を
画
す
る
こ
と
の
基
本
的
な
機

能
は
、
社
会
が
本
人
の
意
志
に
反
し
て
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
醐
〕

の
道
徳
的
限
界
を
設
定
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
。

　
側
　
た
と
え
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
が
予
防
拘
禁
を
範
酵

的
に
禁
止
し
て
お
ら
ず
、
国
家
が
刑
罰
以
外
の
手
段
で
犯
罪
に
対

応
す
る
権
能
を
保
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
本
判
決
の
結
論
は
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
0
〕

ま
り
に
も
性
急
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
判
決
は
、
予
防
拘

禁
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
と
の
適
合
性
を
検
討
す
る
た
め
の

基
準
と
し
て
、
①
「
刑
罰
－
規
則
」
峻
別
原
則
お
よ
ぴ
②
「
厳
楕

な
利
益
考
量
」
原
則
を
用
い
た
。
し
か
し
、
①
の
原
則
は
、
メ
ン

ド
ウ
ザ
ー
マ
ー
テ
ィ
ネ
ッ
ツ
判
決
を
経
て
ウ
ル
フ
ィ
ヅ
シ
ュ
判
決

に
お
い
て
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
法
廷
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
過
程
で
、
規
制
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
目
的
・
性

椿
・
実
体
を
考
察
す
る
基
準
が
す
っ
か
り
脱
落
し
て
し
ま
っ
た
た

め
、
立
法
者
の
制
定
目
的
を
追
認
す
る
だ
け
の
「
あ
ま
り
に
も
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
加
）

ー
ジ
ー
」
。
な
原
則
へ
と
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
判

決
は
、
目
的
達
成
の
た
め
に
当
該
規
制
手
段
が
過
剰
で
な
い
か
ど

う
か
と
い
う
実
質
的
な
判
断
を
ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
判

決
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
「
刑
罰
」
で
は
な
く
「
本
質
的
に
規

制
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
の
結
論
を
導
い
た
後
、
「
や
む
に
や
ま

れ
ぬ
国
家
の
利
益
」
の
存
在
を
強
調
し
て
、
そ
れ
は
被
告
人
の

「
個
人
の
自
由
の
利
益
」
を
凌
駕
す
る
と
の
結
論
を
下
し
て
い
る
。

し
か
し
、
「
厳
格
な
利
益
考
量
」
原
則
の
中
核
で
あ
る
、
㈲
当
該

規
制
手
段
が
本
当
に
そ
の
目
的
を
達
成
で
き
る
か
、
ω
他
に
よ
り
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●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
2
）

非
侵
害
的
な
手
段
は
な
い
か
、
と
い
う
二
点
に
つ
い
て
の
検
証
を

ま
っ
た
く
行
な
っ
て
い
な
い
。
㈲
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
、

第
一
に
、
被
保
釈
者
に
よ
る
犯
罪
の
重
大
性
が
薯
実
に
よ
っ
て
確

認
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ず
、
第
二
に
、
当
該
被
告
人
の
将
来
の
犯

罪
の
危
険
予
測
の
確
実
性
が
科
学
的
・
手
続
的
に
保
障
さ
れ
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
何

れ
に
関
し
て
も
、
身
柄
の
拘
禁
を
肯
定
し
う
る
ほ
ど
の
科
学
的
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
）

拠
は
未
だ
報
告
さ
れ
て
い
な
い
。
㈹
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
様

　
　
　
　
　
＾
榊
）

の
こ
と
が
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
ぱ
、
予
防
拘
禁
と
い
う
強
硬
な

手
段
を
用
い
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
犯
罪
予
防
と
い
う
国
家
の
利

益
が
達
成
さ
れ
る
可
能
性
は
な
い
と
い
う
結
論
の
方
が
よ
り
現
実

的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
点

に
関
す
る
検
証
を
経
る
こ
と
な
し
に
下
さ
れ
た
利
益
考
量
の
結
論

は
、
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
く
、
と
う
て

い
デ
ュ
ー
・
プ
目
セ
ス
条
項
の
要
請
す
る
「
厳
椿
な
利
益
考
量
」

の
吟
味
を
尽
く
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
逆
に
、
本
当
は
危
険

　
　
　
　
　
　
　
＾
鴉
）

で
な
い
者
が
拘
禁
さ
れ
、
検
察
官
・
裁
判
官
の
仕
事
が
増
大
し
、

さ
も
な
く
て
も
過
密
な
刑
務
所
の
対
応
に
忙
殺
さ
れ
る
と
い
っ
た

社
会
の
重
犬
な
不
利
益
の
方
が
懸
念
さ
れ
る
。

　
ω
　
最
高
裁
は
こ
れ
ま
で
第
八
修
正
の
過
剰
な
保
釈
条
件
禁
止

■

条
項
が
保
釈
の
権
利
を
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
判
断
を

示
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
本
判
決
は
、
刑
事
被
告
人
が
憲
法
上
保

釈
の
権
利
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
に
宣
言
す
る
に
い
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
託
）

た
。
判
決
は
そ
の
論
拠
と
し
て
一
九
五
二
年
の
力
ー
ル
ソ
ン
判
決

の
傍
論
部
分
を
引
用
し
、
①
第
八
修
正
の
保
釈
条
項
が
イ
ギ
リ
ス

の
権
利
の
章
典
に
淵
源
し
、
そ
の
概
念
を
ま
っ
た
く
変
質
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
η
）

と
な
し
に
継
受
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
②
伝
統
的
に
も
、

死
刑
事
件
に
お
け
る
被
告
人
の
保
釈
は
制
定
法
に
よ
っ
て
否
定
さ

　
　
＾
翌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
、

れ
て
お
り
、
第
八
修
正
が
い
か
な
る
場
合
に
保
釈
を
許
容
す
る
カ

を
決
定
す
る
議
会
の
権
能
を
決
し
て
妨
げ
て
き
て
い
な
い
こ
と
の

二
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
本
判
決
を
も
っ
て
従
来
学
説
上
も
激
し
く

争
わ
れ
て
い
た
当
問
題
に
対
す
る
最
高
裁
の
有
権
的
解
釈
が
示
さ

れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
本
判
決
が
合
憲
性
の
根
拠
と
し
て
依
拠
し

た
①
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
憲
法
制
度
内
の
議

会
と
個
人
の
自
由
に
対
し
て
絶
対
的
な
権
限
を
有
す
る
イ
ギ
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
的
）

議
会
と
の
権
能
の
相
違
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
り
、
②
に
つ
い
て

は
、
死
刑
事
件
に
お
け
る
保
釈
の
否
定
は
憲
法
秩
序
と
し
て
の
司

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
）

法
制
度
の
統
一
性
を
確
保
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
、
強

カ
な
反
対
意
見
を
ど
の
程
度
説
得
で
き
る
か
、
な
お
疑
問
が
残
る
。

　
㈲
　
予
防
拘
禁
法
の
実
現
は
、
ニ
ク
ソ
ン
政
権
以
来
の
政
治
的
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＾
4
1
〕

課
題
だ
っ
た
。
一
九
七
〇
年
の
コ
ロ
ン
ビ
ァ
特
別
区
予
防
拘
禁
法

　
　
ε
）

の
制
定
、
、
そ
し
て
一
九
八
一
年
の
同
区
控
訴
裁
判
所
に
よ
る
当
法

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
珊
〕

律
の
合
憲
判
断
を
経
て
、
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
が
制
定
さ
れ

た
。
そ
し
て
今
回
の
サ
ラ
ー
ノ
判
決
で
そ
の
合
憲
性
も
確
認
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
州
レ
ベ
ル
で
予
防
拘
禁
法
を
制
定
し
て
い
る
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
糾
）

ろ
も
三
四
に
上
っ
て
い
る
。
二
百
年
に
わ
た
る
ア
メ
リ
カ
保
釈
制

度
の
伝
統
が
、
あ
た
か
も
水
が
堰
き
を
切
う
た
よ
う
に
、
こ
こ
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
妬
）

数
年
で
一
気
に
変
貌
を
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
変
貌
を
も

っ
て
、
「
政
治
と
、
公
衆
の
恐
怖
と
ヒ
ス
テ
リ
ー
状
況
が
合
体
し

て
、
複
雑
な
問
題
を
一
気
に
解
決
し
よ
う
と
す
る
と
ど
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
＾
価
）

な
る
か
を
示
す
例
証
」
と
解
す
ぺ
き
な
の
か
、
そ
れ
と
も
犯
罪
間

題
を
解
決
す
る
た
め
の
英
知
に
満
ち
た
選
択
で
あ
っ
た
と
解
す
ぺ

き
な
の
か
。
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
の
結
ぴ
の
言
葉
が
解
答
を
与
え

て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
一
「
己
れ
自
身
を
守
る
勇
気
と
、

己
れ
自
身
を
守
る
抑
制
を
欠
く
な
ら
ぱ
、
憲
法
が
我
々
を
守
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
＾
仰
〕

く
れ
る
は
ず
は
な
い
」
。
取
り
調
べ
目
的
と
犯
罪
予
防
目
的
の
た

め
に
母
屋
ま
で
占
領
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
勾
留
問
魑
を
考
察
す

る
契
機
と
し
た
い
。

（
1
）
　
畠
弓
ω
・
ρ
霧
ヒ
含
（
曽
）
一
曽
竃
（
芭
）
（
全
）
一
（
o
）
（
｛
）
一
（
o
目
）
一

　
（
一
）
等
参
照
。
紙
幅
の
関
係
で
十
分
に
そ
の
内
容
を
紹
介
す
る
二
と

　
が
で
き
な
い
が
、
本
稿
に
と
っ
て
必
要
な
最
少
限
度
の
内
容
と
し
て

　
は
、
本
文
に
述
ぺ
た
も
の
の
ほ
か
、
手
続
上
の
保
障
と
し
て
、
即
時

　
に
審
間
を
受
け
る
権
利
、
弁
護
人
を
依
頼
す
る
権
利
、
証
人
・
証
拠

　
を
提
出
す
る
権
利
、
証
人
に
対
す
る
反
対
尋
問
権
等
が
与
え
ら
れ
、

　
拘
禁
決
定
に
際
し
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
要
素
と
し
て
、

　
起
訴
婁
実
の
性
質
と
重
大
性
、
国
側
の
証
拠
の
実
質
性
、
被
逮
補
者

　
の
背
景
お
よ
ぴ
性
格
、
釈
放
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
危
険
の
佳
質

　
と
璽
大
性
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
こ
の
こ
と
は
、
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法
を
検
討
し
た
上
院
の

　
司
法
委
員
会
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
て
い
る
一
「
連
邦
保
釈
法
は
、

　
保
釈
中
の
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
焦
眉
の
犯
罪
問
魍
に
対
応
し
、
釈

　
放
す
る
な
ら
ぱ
他
人
に
加
え
る
で
あ
ろ
う
危
害
を
よ
く
認
定
し
う
る

　
適
切
な
釈
放
決
定
権
限
を
裁
判
所
に
付
与
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な

　
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
改
正
に
よ
っ
て
、
裁
判
手
続
へ
の
被
告
人
の
出

　
頭
の
確
保
を
保
釈
法
の
唯
一
の
目
的
と
し
て
い
る
現
行
保
釈
改
正
法

　
の
基
本
原
理
と
ほ
大
き
く
乖
離
す
る
二
と
に
な
る
」
。
ω
・
宛
｛
畠
甘
・

　
2
0
・
N
N
仰
旧
O
o
“
ゴ
O
O
自
胴
J
－
9
ω
9
岨
’
ω
．

（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
変
更
を
肯
定
、
促
進
す
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と

え
ぱ
、
量
§
♀
、
墨
；
き
≡
彗
旦
夢
o
婁
葦
ぎ
量
一
ξ

　
o
h
勺
『
。
巨
巴
U
g
g
ご
o
～
、
、
鶉
＜
臼
．
■
射
o
‘
竃
匿
（
も
s
）
一

　
峯
o
竜
♪
、
、
o
o
鶉
饒
g
巨
o
冒
顯
＝
q
o
｛
弔
『
g
ユ
竺
U
g
g
饒
o
ξ
．
．
Ω
8
－

　
■
・
』
・
ご
o
0
N
（
H
o
，
N
）
－
皇
Ω
o
自
o
く
葭
陣
由
o
；
o
屋
－
．
．
＞
］
O
く
o
『
三
〇
ミ

O
－
甘
プ
o
O
O
コ
一
〇
『
①
サ
血
目
色
く
⑭
　
O
ユ
目
δ
　
O
O
自
“
『
o
－
　
＞
o
“
　
O
｝
　
－
O
o
o
企
－

H
宇
o
勺
8
閉
8
幕
昌
．
藺
｝
o
冨
勺
8
巨
く
9
，
s
＞
昌
l
o
ユ
目
．
■
1
勾
o
く
ー
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ざ
N
（
6
o
o
伽
）
、
ま
た
否
定
す
る
も
の
と
し
て
は
、
た
と
え
ぱ
、
↓
『
」
訂
一

　
．
、
＞
＝
o
…
8
o
｛
U
g
彗
巨
o
ヨ
市
冨
く
o
自
巨
き
』
畠
工
8
旨
艘
o

　
考
8
巨
艮
』
o
－
自
量
津
o
才
o
二
一
、
、
ま
く
甲
■
’
勾
o
く
－
］
ヨ
　
（
岩
き
）
一

　
肉
；
ぎ
一
、
、
勾
o
冨
ミ
o
邑
一
弔
篶
＜
彗
ゴ
き
b
g
耐
目
二
〇
自
1
＞
ω
ざ
o

　
｝
芭
o
】
｛
≦
葭
『
旦
｛
o
H
O
ユ
目
－
目
四
－
』
自
唖
ま
o
9
．
．
ひ
匡
嘗
『
く
ー
O
．
勾
．
－
O
．
■
．
－

　
夷
睾
・
N
旨
（
－
ξ
－
）
一
呂
昌
皆
『
8
p
，
H
冨
幸
8
轟
呪
艮
≦
o
ε
∋
一
蜆

　
昏
管
亘
、
、
亀
ω
ヰ
彗
．
■
．
黒
く
』
讐
（
－
湯
ω
）
一
〇
0
5
ぎ
目
ヲ
．
、
U
彗
－

　
○
筥
彗
竃
o
U
g
彗
巨
〇
三
＞
ω
8
o
邑
o
彗
o
轟
ユ
昌
o
｛
団
邑
射
o
｝
o
－

　
『
貝
．
．
ぎ
』
。
O
ユ
昌
．
F
簿
O
ユ
昌
巨
o
－
o
o
o
＜
（
尼
o
o
餉
）
等
参
照
。

（
4
）
　
第
一
、
第
三
、
第
七
、
第
一
一
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
法
令
違

　
憲
の
主
彊
を
退
け
て
い
る
。
コ
回
ン
ピ
ァ
地
区
控
訴
裁
判
所
は
、
コ

　
ロ
ン
ピ
ァ
特
別
区
の
一
九
七
〇
年
予
防
拘
禁
法
を
合
憲
と
し
て
い
る
。

（
5
）
　
引
用
判
例
は
省
略
し
た
。

（
6
）
a
H
｝
旨
事
豪
十
§
｝
（
ω
U
Z
く
H
湯
α
）
‘

（
7
）
　
o
コ
岸
＆
ω
冨
8
蜆
‘
留
一
〇
旨
〇
一
N
違
句
．
N
o
ひ
♪
昌
1
S
l

（
8
）
C
ま
＆
o
o
罫
募
‘
罵
一
〇
・
・
ま
目
－
8
葦
昌
、
8
句
－
い
o
o
。
。
企

　
（
H
竃
ひ
）
．

（
9
）
a
H
句
－
ω
自
電
．
算
S
I
鼻

（
1
0
）
　
旨
．
黒
ご
ー
ミ
．

（
皿
）
　
崖
・
算
ご
ー
遣
・
フ
7
イ
ン
パ
ー
グ
判
事
は
、
予
防
拘
禁
の
自

　
由
に
対
す
る
侵
害
の
重
大
性
を
認
め
な
が
ら
も
、
政
治
的
テ
ロ
リ
ス

　
ト
集
団
の
構
成
員
が
、
釈
放
さ
れ
た
ら
再
ぴ
旅
客
機
を
空
中
爆
破
す

　
る
明
白
か
つ
納
得
的
な
証
拠
が
あ
る
場
合
に
、
「
そ
れ
に
も
か
か
わ

　
ら
ず
、
社
会
が
公
判
に
至
る
ま
で
の
あ
い
だ
彼
を
直
ち
に
保
釈
し
な

け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
、
私
に
は
自
明
で
は
な
い
L
と
し
て
、
法
廷
意

見
に
凝
問
を
投
じ
て
い
る
。
旨
．
黒
ミ
．
こ
れ
に
対
し
て
、
法
廷
意

見
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
、
保
釈
さ
れ
た
者
に
対
す
る
監
視
の

強
化
と
迅
速
な
裁
判
の
実
現
で
対
応
す
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
冒
・

算
ミ
・
な
お
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
裁
判
官
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官

の
反
対
意
見
に
賛
成
し
な
が
ら
も
、
特
に
こ
の
点
に
言
及
し
、
こ
の

よ
う
な
場
合
に
ま
で
国
家
に
そ
の
者
を
拘
禁
す
る
権
能
が
な
い
と
い

え
る
か
疑
間
で
あ
る
と
し
、
「
緊
急
拘
禁
を
認
め
る
に
足
る
だ
け
の

切
迫
し
た
危
険
の
証
拠
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
起
訴
さ
れ
て

い
る
・
か
、
有
罪
を
確
定
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
無
罪
放
免
ぎ
れ

て
い
る
か
を
問
わ
ず
、
か
か
る
予
防
拘
禁
も
是
認
さ
れ
る
ぺ
き
だ
」

と
し
て
い
る
。
d
．
ω
．
く
．
ω
巴
宰
自
9
3
■
峯
黒
卓
9
～
1

/~ /~ /~ r~ 
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 l~ ~/'-'¥J¥J¥J¥J'-'v~'¥Jv 

R~ 

d
・
㏄
・
く
・
ω
巴
雪
目
9
血
ω
ト
考
｛
α
8
一
壮
α
塞
（
も
o
0
N
）
に
よ
る
。

H
o
l
餌
“
＃
ひ
α
α
．

－
p

○
彗
－
閉
昌
く
－
■
彗
3
貝
山
志
O
．
ω
1
舳
塞
（
宅
竃
）
．

ω
｝
巴
－
く
ー
呂
彗
巨
P
ま
N
弓
ω
1
N
3
（
H
凄
企
）
－

Ω
實
黒
9
目
く
．
勺
晶
F
竃
o
q
ω
．
－
8
（
5
ご
）
一

吋
o
篶
く
．
峯
o
旨
蜆
F
宝
H
戸
ω
．
伽
8
（
も
這
）
．

O
－
ω
－
く
1
ω
巴
O
∋
9
蜆
｛
量
目
O
序
（
固
）
一
9
ま
筆

－
〇
一
嘗
“
企
ひ
α
α
1
企
α
o
0
N
．

－
o
．
顯
“
壮
α
ひ
N
．

保
釈
改
正
法
の
規
定
す
る
手
続
的
保
護
に
つ
い
て
は
詮
（
1
）
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（58）一橋論叢 第98巻 第5号

（
2
3
）
　
崖
一
算
ま
亀
．

（
2
4
）
　
旨
．
箒
ま
亀
－
き
α
o
o
l

（
％
）
　
－
P
算
占
ひ
ひ
O
0
1

（
2
6
）
　
H
P
黒
ま
ひ
o
o
1
ま
二
．
な
お
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ス
裁
判
官
の
反

　
対
意
見
に
つ
い
て
は
註
（
1
1
）
参
照
。

（
2
7
）
　
H
ユ
σ
9
呂
妃
墨
昌
ざ
（
ω
）
一
里
“
い
ミ
・

（
2
8
）
　
畠
、
斗
讐
ω
、
ト
ラ
イ
ブ
教
授
は
次
の
よ
う
に
明
確
に
述
ぺ
て
い

　
る
一
「
わ
が
国
の
刑
事
司
法
制
度
は
、
：
・
－
犯
罪
の
予
防
は
、
通
常
、

　
事
前
の
身
柄
の
拘
束
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
刑
罰
の
威
嚇
に
よ
っ
て

　
達
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
前
提
に
立
脚
し
て
運
用
さ
れ
で
い
る
」
。

（
2
9
）
　
冨
．
落
u
ぎ
．

（
3
0
）
多
く
の
文
献
も
、
本
文
に
述
べ
る
①
②
の
原
則
を
用
い
た
場
合

　
に
、
予
防
拘
禁
法
の
遼
憲
性
が
導
び
か
れ
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え

　
ぱ
、
O
O
冒
冒
o
自
戸
．
．
＞
自
＞
目
巴
｝
9
閉
o
｛
；
o
ω
顯
目
射
9
9
∋
＞
9
艮

　
一
〇
〇
〇
♪
、
、
血
ω
H
o
自
P
■
．
肉
o
く
－
H
｛
少
H
α
α
－
H
N
H
（
－
o
o
o
舳
）
…
O
o
昌
∋
＾
w
目
F

　
．
、
勺
冨
く
雪
ゴ
く
o
U
o
詩
■
饒
o
自
一
■
旨
胃
耳
ぎ
艘
o
団
巴
葭
g
9
、
ま
竃
p

　
■
1
射
o
く
ー
讐
o
〇
一
ω
o
o
o
o
l
ω
8
（
5
o
o
、
）
一
乞
g
9
．
、
H
5
■
o
蓄
o
二
目
目
．

　
0
8
自
〇
一
W
・
弔
冨
く
O
自
二
く
籟
U
g
O
目
ユ
O
目
d
目
O
O
『
庁
σ
O
団
陣
＝
勾
良
O
昌

　
＞
O
戸
、
§
＞
目
．
O
ユ
冒
■
．
宛
O
く
』
8
一
。
O
旨
－
O
O
昌
（
畠
O
O
伽
）
一
乞
9
9

　
．
．
∪
g
彗
饒
昌
｛
昌
暮
o
U
印
目
o
o
o
8
畠
一
H
甘
Φ
民
葭
箒
射
良
o
昌
＞
g
o
｝

　
も
o
o
♪
．
．
蟹
d
一
Ω
自
1
－
崖
o
く
I
H
3
－
く
o
l
一
〇
〇
ω
（
岩
o
o
α
）
等
が
あ

　
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
o
o
昌
目
o
コ
F
、
、
勺
篶
く
o
自
ま
く
o
∪
g
o
目
ζ
o
目
一
＞

　
O
O
自
讐
芹
自
ま
O
日
巴
一
〕
自
叶
H
自
o
饒
o
o
工
く
o
峯
価
串
日
閉
　
o
｛
　
句
拭
チ
弐
自
o
目
　
勺
『
o
－

　
片
ユ
巴
O
ユ
目
9
．
．
N
N
』
．
O
ユ
冒
一
■
一
津
O
ユ
昌
－
目
o
－
O
o
司
｝
卓
い
o
（
一
〇
〇
〇
α
）

　
は
、
こ
れ
ら
を
用
い
て
も
含
憲
に
な
る
と
す
る
。

（
3
1
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
福
田
雅
章
「
未
決
拘
禁
条
件
を
合
憲
と
し

　
た
ウ
ル
7
イ
ッ
シ
ュ
判
決
に
つ
い
て
」
大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録

　
二
十
九
号
に
詳
述
し
て
あ
る
。

（
3
2
）
易
o
亘
、
H
訂
ピ
o
豊
9
H
≡
一
〇
〇
昌
o
9
二
閉
ξ
蔓
昌
訂
（
8
）
・

　
算
o
0
N
〇
一

（
3
3
）
　
O
o
5
庁
閏
昌
ラ
彗
℃
冒
■
o
箒
（
u
）
一
嘗
片
S
－
S
・

（
3
4
）
　
崖
．
斗
冨
－
旨
．

（
砧
）
　
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
無
害
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
危
険
で
あ
っ

　
た
の
か
、
な
い
の
か
検
証
で
き
な
い
。
o
o
昌
昌
彗
F
、
．
ω
8
ユ
冒
旨
竃

　
（
o
）
良
蔓
〇
一
湯
企
｝
a
一
肉
艮
實
昌
竃
グ
ニ
旨
b
自
審
6
■
・
肉
，
、
・

　
＄
少
N
o
o
（
ち
o
o
α
）
‘

（
3
6
）
　
9
巳
蜆
昌
く
．
■
彗
旨
夕
室
N
d
1
ω
1
ω
塞
（
6
S
）
．
本
件
は
、

　
国
外
追
放
手
続
待
機
中
の
、
「
合
衆
国
の
福
祉
と
安
全
を
害
す
る
畏

　
れ
が
あ
る
」
と
い
う
理
由
で
拘
禁
さ
れ
た
外
国
人
共
産
主
義
者
の

　
釈
放
請
求
事
件
（
民
事
事
件
）
で
あ
る
。
こ
の
前
年
最
高
裁
は
、

　
ω
冨
鼻
く
一
ω
ξ
ぎ
ω
竃
弓
ω
・
－
（
岩
呂
）
判
決
（
本
件
の
被
上
告

　
人
が
そ
の
違
憲
性
を
主
張
す
る
た
め
に
依
拠
し
た
も
の
）
に
お
い
て
、

　
傍
論
な
が
ら
「
こ
の
保
釈
の
権
利
が
確
保
さ
れ
な
い
な
ら
ぱ
、
何
世

　
紀
も
の
闘
争
の
末
に
獲
得
し
た
無
罪
の
推
定
は
、
そ
の
意
義
を
失
う

　
で
あ
ろ
う
」
と
判
示
し
て
い
た
（
崖
・
呉
＃
）
。

（
3
7
）
　
第
八
修
正
の
保
釈
条
項
は
、
一
六
八
九
年
の
権
利
の
章
典
に
由

　
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に
保
釈
を
決
定
す
る
判
事

　
の
裁
量
を
規
制
す
る
だ
け
で
、
国
王
・
国
会
等
を
拘
東
す
る
も
の
で

710

■



（59）被告人の予防拘禁を合憲とするサラーノ判決をめぐうて

●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
は
な
か
、
っ
た
。
本
判
決
は
こ
の
概
念
が
何
ら
修
正
さ
れ
ず
に
第
八
修

　
正
に
継
受
さ
れ
た
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
b
鼻
3
．
、
H
幕

室
吾
叶
8
雷
弓
＞
雪
蜆
8
ユ
O
巴
H
自
毛
写
一
二
色
＞
辱
■
雰
く
・

　
3
一
塞
－
象
（
6
ミ
）
1

（
3
8
）
　
』
邑
童
彗
｝
＞
o
庁
o
｛
一
轟
P
o
宇
一
8
一
伽
簑
一
H
望
算
．
ご
一
旨
・

　
死
刑
事
件
以
外
の
被
告
人
の
保
釈
を
権
利
と
し
て
認
め
る
本
法
律
が

　
合
衆
国
憲
法
の
制
定
と
同
時
に
な
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
憲
法
上

　
の
保
釈
の
権
利
を
否
定
す
る
も
う
一
つ
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。

　
c
目
胃
＆
ω
冨
訂
餉
く
．
向
o
幸
彗
o
蜆
一
お
o
＞
．
N
o
5
豊
一
ご
s
（
U
－

　
O
‘
－
o
o
〇
一
）
－

（
3
9
）
　
H
ユ
σ
9
彗
勺
轟
昌
箒
（
ω
）
一
凹
一
♂
〇
一
勾
8
戸
、
。
日
岩
O
o
冒
ぎ
o
官

　
O
O
冒
m
ゴ
甘
自
二
〇
目
嘗
－
O
ユ
包
叩
－
目
ω
葭
自
”
．
、
－
一
ω
d
．
勺
甲
　
■
．
刺
o
く
一
〇
ω
“

　
o
s
－
o
o
．
o
。
等
参
照
。

（
4
0
）
　
↓
ユ
冨
一
崖
．
9
亀
N
参
照
。

（
4
1
）
　
旨
津
9
♀
岨
毛
量
自
9
o
（
い
）
一
算
冨
さ
一
向
～
貝
．
．
甲
睾
彗
．

　
ユ
き
－
〕
g
旨
ユ
〇
三
＞
ω
鴉
o
－
雷
o
｛
■
く
昌
o
邑
■
印
き
．
．
s
o
8
・

　
幸
鶉
F
■
．
射
睾
．
＝
戸
－
旨
1
－
旨
（
5
蟹
）
参
照
。

（
4
2
）
　
U
．
O
‘
O
o
o
o
＞
■
P
蜘
N
u
l
一
ω
N
一
－
ω
N
（
一
〇
〇
〇
ω
）
・

（
4
3
）
　
d
目
ま
o
ω
冨
孟
叩
‘
向
o
峯
彗
｝
一
阜
ω
o
＞
．
墨
ご
昌
（
U
・
ρ

　
6
o
．
H
）
・
上
院
司
法
委
員
会
は
、
本
判
決
を
一
九
八
四
年
保
釈
改
正
法

　
の
合
憲
性
の
構
威
と
し
て
い
る
。
ω
。
肉
唱
二
閉
ξ
曇
冒
3
（
N
）
一
印
“

　
o
〇
一（

4
4
）
Ω
・
一
鼻
書
予
蜆
毛
量
冒
箒
（
ω
）
一
串
二
｝
・

■

（
4
5
）
　
判
決
の
翌
目
の
ニ
ニ
ー
・
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
（
五
月
二
七
目

　
一
頁
）
に
よ
る
と
、
一
日
平
均
当
た
り
の
被
拘
禁
者
数
は
、
一
九
八

　
四
年
の
五
三
八
三
人
か
ら
一
九
八
六
年
に
は
七
三
二
八
人
（
三
六

　
％
）
に
、
ま
た
拘
禁
目
数
の
平
均
は
二
六
圓
か
ら
三
一
日
（
一
九
％
）

　
に
上
昇
し
て
い
る
。
ま
た
、
八
五
年
九
月
か
ら
本
年
二
月
ま
で
の
間

　
に
、
本
法
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
拘
禁
請
求
は
五
八
○
八
人
で
あ

　
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
四
八
○
○
人
が
拘
禁
に
付
さ
れ
て
い
る
回
拘
禁

　
理
由
は
、
七
〇
〇
人
が
危
険
予
防
、
二
三
〇
〇
人
が
出
頭
確
保
、
残

　
り
の
一
七
七
〇
人
が
そ
の
両
方
と
な
っ
て
い
る
。

（
4
6
）
　
向
；
貝
咀
毛
量
；
註
（
ω
）
一
串
一
N
竃
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
社
会

　
に
お
け
る
犯
罪
対
応
の
あ
り
方
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
動
向
を
象
徴

　
し
て
い
る
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
筆
者
渡
米
後
の
四
月
以
降
だ
け
で
も
、

　
死
刑
に
関
す
る
タ
イ
ソ
ン
判
決
（
ヨ
阯
昌
く
。
田
ユ
8
；
一
蟹
■
峯

　
主
ま
（
6
o
0
N
）
）
お
よ
ぴ
マ
ヅ
ケ
レ
ス
キ
ィ
ー
判
決
（
雲
o
O
－
o
浄
｛

　
く
。
穴
o
昌
ヲ
蟹
■
≠
ま
讐
（
6
o
0
N
）
）
、
適
法
に
仮
釈
放
さ
れ
な
が

　
ら
、
地
域
住
民
と
地
域
政
治
家
の
圧
カ
に
よ
っ
て
緒
局
サ
ン
・
ク
ウ

　
ェ
ン
テ
ィ
ン
刑
務
所
の
一
角
に
居
を
定
め
る
こ
と
に
な
っ
た
シ
ン
グ

　
ル
ト
ン
騒
動
、
予
防
拘
禁
に
関
す
る
本
判
決
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
地

　
下
鉄
内
で
四
人
の
黒
人
少
年
を
射
殺
し
た
行
為
を
正
当
防
衛
と
評
決

　
し
た
ゲ
ェ
ー
ツ
事
件
（
六
月
ニ
ハ
日
）
等
、
住
民
の
恐
怖
と
政
治
的

　
思
惑
に
塞
づ
く
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
犯
罪
対
応
が
見
ら
れ
る
。

（
4
7
）
d
．
ω
．
‘
ω
巴
o
冒
9
彗
勺
；
・
一
〇
訂
（
旨
）
工
＄
－
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
犬
単
教
授
）
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