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同
国
悶
日
出
回
同
閉
問
自

村
岡
啓

弁
護
士

な
ぜ
、
保
釈
請
求
に
国
際
人
権
法
か
？

わ
が
国
の
保
釈
制
度
の
「
権
利
性
」
が
失
わ
れ
、
実
質
的
に
裁

判
官
の
「
裁
量
」
に
よ
る
保
釈
制
度
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は

実
務
に
携
わ
る
者
の
共
通
の
認
識
で
あ
る
。
そ
の
原
因
が
ど
こ

に
あ
る
の
か
も
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で

は
、
刑
訴
法
八
九
条
四
号
の
「
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足

り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
の
要
件
が
、
抽
象
的
な
「
罪
証

隠
滅
の
お
そ
れ
」
と
解
釈
さ
れ
、
し
か
も
、
隠
滅
の
対
象
と
さ
れ

る
罪
証
の
範
囲
が
犯
罪
構
成
要
件
事
実
に
限
ら
れ
ず
量
刑
上

の
情
状
事
実
に
も
及
ぶ
と
広
く
解
さ
れ
て
い
る
た
め
、
捜
査
機

関
に
お
い
て
抱
い
た
罪
証
隠
滅
の
「
主
観
的
な
危
倶
感
」
が
そ

の
ま
ま
裁
判
官
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

の
結
果
、
否
認
す
れ
ば
、
「
否
認
」
と
い
う
被
告
人
の
態
度
自
体

が
「
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
」
の
徴
表
と
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
、

保
釈
さ
せ
る
た
め
に
は
、
四
号
事
由
に
関
す
る
限
り
、
「
自
白
」

し
た
方
、
が
容
易
で
あ
る
と
い
う
現
実
が
あ
る
。
自
白
し
て
無
罪

推
定
を
破
っ
た
者
の
方
が
保
釈
さ
れ
、
真
撃
に
否
認
し
て
事
実

を
争
っ
て
い
る
無
罪
推
定
者
の
方
が
身
体
を
拘
束
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
と
い
う
倒
錯
し
た
現
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
「
人
質

司
法
」
と
は
、
ま
さ
に
、
こ
う
し
た
現
実
を
前
提
に
し
て
、
た
と

え
無
実
で
あ
っ
て
も
自
由
を
得
る
た
め
に
虚
偽
自
白
を
す
る

か
、
あ
る
い
は
、
無
実
を
貫
く
た
め
に
自
由
を
犠
牲
に
し
て
で

も
容
疑
を
否
認
し
て
争
う
か
と
い
う
不
条
理
な
選
択
を
迫
ら

れ
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
た
表
現
な
の
で
あ
る
。

保
釈
申
請
に
際
し
て
国
際
人
権
法
を
持
ち
出
す
理
論
上
の

理
由
は
、
こ
う
し
た
身
体
拘
束
と
刑
事
上
の
罪
の
決
定
と
が

リ
ン
ク
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
刑
事
司
法
の
実
際
が
、
国
際
的

に
み
て
、
原
理
的
に
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
点

に
あ
る
。
国
際
人
権
法
で
は
、
国
家
に
よ
る
人
身
の
自
由
の
制

約
と
国
家
刑
罰
権
の
対
象
と
さ
れ
た
市
民
の
刑
事
上
の
防
御

権
保
障
と
は
次
元
の
異
な
る
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お

方’b
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実
理

の一瓢保

り
、
無
罪
推
定
の
下
、
「
身
体
不
拘
束
の
原
則
」
が
貫
か
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
罪
証
の
隠
滅
を
理
由
に
被
告
人
の
身
体
を
拘

束
す
る
こ
と
が
無
罪
推
定
に
違
反
す
る
と
言
え
る
の
か
に
つ

い
て
は
議
論
が
あ
る
。
諸
外
国
に
お
い
て
も
、
実
質
的
な
罪
証

の
隠
滅
を
防
止
す
る
た
め
例
外
的
に
被
告
人
の
身
体
拘
束
が

認
め
ら
れ
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
警
察
・
刑
事
証
拠

法
第
三
八
条

ω項
は
、
保
釈
例
外
事
由
と
し
て
「
そ
の
者
が
財

物
を
滅
失
若
し
く
は
駿
損
す
る
の
を
防
止
す
る
た
め
」
「
犯
罪

の
捜
査
を
妨
害
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
」
の
留
置
の
必
要
を
あ

げ
て
い
る
）
。
し
か
し
、
正
面
か
ら
「
罪
証
の
隠
滅
」
と
い
う
言

い
方
を
せ
ず
、
「
司
法
過
程
へ
の
妨
害
」
と
い
っ
た
刑
事
司
法

シ
ス
テ
ム
全
体
に
与
え
る
影
響
を
示
す
間
接
的
表
現
を
採
用

す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
背
景
に
は
、
国
家
刑
罰
権
の
対
象
と

さ
れ
た
被
告
人
に
は
無
罪
推
定
原
則
が
働
く
た
め
、
被
告
人

の
罪
証
隠
滅
行
為
を
想
定
す
る
こ
と
は
有
罪
を
前
提
と
し
て
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お
り
、
無
罪
推
定
に
反
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
（
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
現
行
刑
訴
法
の
権
利
保
釈
が
創

設
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
最
高
裁
が
次
の
よ
う
な
見
解
を
示

し
て
い
た
。
「
勾
留
の
制
度
は
被
告
人
に
対
す
る
無
罪
推
定
の

建
前
と
相
容
れ
な
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
勾
留
理
由
と
し

て
法
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
有
罪
の
推
定
の
上
に

立
つ
て
の
み
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
新
法

は
勾
留
の
運
用
を
必
要
な
最
少
限
度
に
止
め
る
よ
う
に
立
案

さ
れ
、
新
た
に
権
利
保
釈
の
制
度
を
も
設
け
た
の
で
あ
っ
た
」

法
曹
時
報
九
巻
八
号
『
昭
和
三
一
年
に
お
け
る
刑
事
事
件
の

概
要
』
）
。

無
罪
推
定
原
則
を
立
証
責
任
の
国
家
帰
属
を
示
す
証
拠
法

上
の
原
則
と
理
解
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
被
告
人
の
「
罪
証
隠

滅
」
を
想
定
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
国
家
と
対
抗
関
係
に
立

つ
被
告
人
の
身
体
拘
束
を
容
認
す
る
こ
と
自
体
が
、
被
告
人

の
自
己
防
御
権
の
自
由
な
行
使
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
、
原
理
的
に
は
や
は
り
矛
盾
を
は
ら
む
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
国
家
が
対
立
当
事
者
に
よ
る
「
罪
証
隠
滅
」
を

理
由
に
対
立
当
事
者
の
身
体
拘
束
を
正
当
化
で
き
る
の
か
に

つ
い
て
は
無
罪
推
定
原
則
と
の
関
係
で
理
論
的
な
問
題
が
あ

る
が
、
重
要
な
こ
と
は
、
無
罪
推
定
原
則
と
抵
触
し
な
い
よ
う

に
正
当
化
理
由
を
ど
う
表
現
す
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
対

立
当
事
者
で
あ
る
被
告
人
の
防
御
の
た
め
の
自
由
を
可
能
な

限
り
保
障
す
る
か
と
い
う
実
践
的
配
慮
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、

国
際
的
な
基
準
は
被
告
人
の
身
体
拘
束
を
正
当
化
す
る
要
件

を
厳
格
に
絞
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
有
益
で
あ
り
、
援
用
す
る

意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。

引
用
す
る
国
際
人
権
法
の

具
体
的
条
項
は
何
か
？

日
本
国
に
お
い
て
も
裁
判
規
範
と
し
て
圏
内
法
的
効
力
を

持
つ
条
約
は
国
際
人
権
自
由
権
規
約
で
あ
る
。
同
規
約
九
条

が
人
身
の
自
由
の
保
障
に
関
す
る
根
拠
条
文
で
あ
る
。

保
釈
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
、
同
規
約
三
項
前
段
の
定

め
る
「
身
体
不
拘
束
の
原
則
」
を
明
示
し
、
そ
の
帰
結
と
し
て
、

わ
が
国
刑
訴
法
八
九
条
四
号
の
「
罪
証
隠
滅
」
の
解
釈
が
捜
査

機
関
の
主
観
的
危
倶
感
に
由
来
す
る
「
抽
象
的
な
お
そ
れ
」
で

は
な
く
、
国
際
的
に
認
知
さ
れ
て
い
る
「
確
実
な
裏
付
け
資
料

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
事
実
を
根
拠
と
し
て
、
罪

証
隠
滅
行
為
が
ほ
ぼ
確
実
に
予
想
さ
れ
る
場
合
」
で
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
。
英
語
の
助
動
詞
の
違
い
で
い
う
な
ら
ば
、

自
宅
で
は
足
り
ず
呈
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
別

稿
の
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
例
に
見
る
と
お
り
、
身
体
拘
束
を

正
当
化
す
る
要
件
は
厳
格
で
あ
り
、
罪
証
隠
滅
の
具
体
的
危

険
の
存
在
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
に
留
意
せ

よ
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
改
革
を
指
導
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
条
約
五
条
三
項
と
国
際
人
権
自
由
権
規
約
九
条
三
項
は

同
趣
旨
で
あ
る
）
。

次
い
で
、
同
規
約
三
項
後
段
の
「
出
頭
確
保
の
た
め
の
条
件

設
定
」
の
必
要
性
を
説
き
、
刑
訴
法
九
三
条
三
項
の
保
釈
条
件

の
活
用
へ
と
結
び
つ
け
る
。
つ
ま
り
、
規
約
九
条
三
項
を
引
用

す
る
実
際
上
の
目
的
は
、
適
切
な
保
釈
条
件
の
設
定
に

よ
っ
て
訴
追
側
の
抱
く
「
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
」
は
払
拭
で
き

る
の
で
、
ギ
リ
ギ
リ
の
条
件
を
付
し
て
で
も
保
釈
を
実
現
す

70 

べ
き
こ
と
を
裁
判
官
に
説
得
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ

る
。
裁
量
保
釈
化
し
て
い
る
わ
が
国
の
保
釈
制
度
の
下
で
は
、

事
実
上
、
弁
護
人
が
ど
の
よ
う
な
保
釈
条
件
を
工
夫
す
る
か

が
保
釈
を
実
現
す
る
鍵
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
し
。私

が
実
践
し
て
い
る
保
釈
・
申
請
書
の
国
際
人
権
法
を
引
用

し
た
部
分
の
一
つ
の
サ
ン
プ
ル
を
示
し
て
み
よ
う
。
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一
つ
の
サ
ン
プ
ル

国
際
人
権
自
由
権
規
約
九
条
三
頂
の
利
用

「
身
体
不
拘
束
の
原
則
」
の
意
義

国
際
人
権
自
由
権
規
約
九
条
三
項
は
、
「
裁
判
に
付
さ
れ
る

者
を
抑
留
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
釈
放
に

当
た
っ
て
は
、
裁
判
そ
の
他
の
司
法
上
の
手
続
の
す
べ
て
の

段
階
に
お
け
る
出
頭
及
び
必
要
な
場
合
に
お
け
る
判
決
の
執

行
の
た
め
の
出
頭
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
定
め
る
。
こ
の
趣
旨
は
、
未
決
拘
禁
の
目
的
が

公
判
へ
の
出
頭
の
確
保
で
あ
る
べ
き
こ
と
、
お
よ
び
原
則
と

し
て
保
釈
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
あ
る
（
こ
れ
を
「
身
体

不
拘
束
の
原
則
」
と
い
う
）
。
国
際
人
権
法
の
考
え
方
で
は
、
刑

事
上
の
罪
に
問
わ
れ
る
こ
と
と
国
家
に
よ
っ
て
身
体
の
自
由

を
奪
わ
れ
る
こ
と
と
は
次
元
の
異
な
る
問
題
で
あ
り
、
被
告

人
に
無
罪
推
定
原
則
が
働
く
結
果
、
被
告
人
は
自
由
の
身
で

公
判
審
理
に
臨
む
の
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
が
国
も
こ
の
規
約
を
批
准
し
て
お
り
、
条
約
は
圏
内
法

と
し
て
の
効
力
を
有
し
、
か
っ
、
法
律
よ
り
も
優
位
に
立
つ
の

で
あ
る
か
ら
、
規
約
九
条
三
項
を
受
け
て
、
刑
訴
法
八
九
条
四
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号
は
ご
く
限
定
的
に
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
、
「
罪
証
を
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
」

と
は
、
単
な
る
抽
象
的
な
可
能
性
で
は
な
く
、
確
実
な
裏
付
け

資
料
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
具
体
的
な
事
実
を
根
拠
と
し

て
、
罪
証
隠
滅
が
ほ
ぼ
確
実
に
予
想
で
き
る
場
合
を
意
味
す

る
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
際
人
権
法
上
の
身
体
拘

束
を
認
め
る
基
準
は
、
「
司
法
権
の
行
使
を
妨
げ
る
客
観
的
な

危
険
が
あ
る
場
合
」
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
「
公
正
な
裁
判
」
が

害
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
き
現
在
か
つ
明
白
な
危
険
の
基
準

（吾作

g
a
ぇ
JZσ
印
宮
ロ
民
包
耳
目

gロ
ゲ
「

σ
巳
ぽ
丘
ロ

m
品目
m
q

え
E
g
R
Oユロ
m
何
者
R
Y
任命

8
日
∞
ゆ
え
吉
田
広
no－
－
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

議
会
閣
僚
委
員
会
一
九
八
O
年
六
月
二
七
日
決
議
な
ど
）
が

採
用
さ
れ
て
お
り
、
わ
が
国
の
よ
う
な
訴
追
側
の
有
罪
立
証

に
つ
い
て
の
主
観
的
な
危
倶
感
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
同
条
項
後
段
は
、
出
頭
確
保
の
た
め
の
条
件
を
設
定

す
る
こ
と
に
よ
り
、
釈
放
の
結
果
予
想
さ
れ
る
司
法
運
営
上

の
不
利
益
と
身
体
の
自
由
の
保
障
を
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
意

図
し
て
い
る
。
わ
が
国
の
刑
訴
法
の
解
釈
に
お
い
て
も
、
こ
の

条
件
設
定
に
よ
る
釈
放
の
考
え
方
は
当
然
に
妥
当
す
る
。
つ

ま
り
、
罪
証
隠
滅
の
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て

も
、
条
件
の
設
定
に
よ
っ
て
そ
の
可
能
性
を
否
定
な
い
し
極

小
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
は
、
保
釈
条
件
を
付
し
て

で
も
身
体
の
自
由
を
確
保
す
べ
き
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
保
釈
条
件
を
設
定
し

て
も
、
具
体
的
な
罪
証
隠
滅
行
為
の
根
拠
の
あ
る
疑
い
を
払

拭
で
き
な
い
場
合
で
な
い
限
り
は
、
適
切
な
保
釈
条
件
を
付

し
て
保
釈
を
許
可
す
べ
き
こ
と
に
な
る
。

具
体
的
保
釈
条
件
の
設
定

過
剰
な
身
体
拘
束
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
刑
訴
法
九
三

条
三
項
を
活
用
し
、
「
適
当
と
認
め
る
条
件
」
を
工
夫
し
て
、
釈

放
に
よ
る
罪
証
隠
滅
の
可
能
性
の
不
利
益
と
身
体
の
自
由
保

障
と
の
調
和
を
図
る
必
要
が
あ
る
。

現
行
実
務
の
「
罪
証
隠
滅
の
お
そ
れ
」
の
実
質
は
、
訴
追
側

の
主
観
的
な
危
倶
感
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
多
く
の
場
合
、

事
件
関
係
者
と
の
個
人
的
な
接
触
を
遮
断
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
十
分
に
訴
追
側
の
危
倶
感
を
払
拭
で
き
る
。

ま
た
、
設
定
さ
れ
た
保
釈
条
件
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
保

釈
が
取
り
消
さ
れ
、
保
釈
保
証
金
は
没
取
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
、
本
件
の
被
告
人
の
よ
う
に
、
真
撃
に
自
ら
の
行
為
の
正

当
性
・
適
法
性
を
主
張
し
て
無
罪
を
争
っ
て
い
る
者
が
、
あ
え

て
、
条
件
違
反
を
犯
す
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
仮
に
本
件
に
つ
き
「
罪
証
隠
滅
の
可
能
性
」

を
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
以
下
の
条
件
設
定
に
よ
っ
て

そ
の
可
能
性
は
否
定
さ
れ
る
と
考
え
る
。

川
一
般
的
指
定
条
件
は
通
常
の
例
に
従
う
。

ω当
該
事
件
固
有
の
指
定
条
件

（
た
と
え
ば
、
被
告
人
は
A
、
B
、
C
ら
事
件
関
係
者
と
は
、

面
接
・
電
話
・
手
紙
そ
の
他
、
い
か
な
る
手
段
に
よ
る
か
を

問
わ
ず
、
接
見
・
通
信
な
い
し
交
通
を
一
切
し
て
は
な
ら

な
い
等
々
）

2 
果
た
し
て
効
果
は
あ
る
の
か
？

保
釈
申
請
書
に
国
際
人
権
規
約
を
引
用
し
た
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
保
釈
が
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
わ
が
国

の
「
人
質
司
法
」
の
現
実
は
甘
く
は
な
い
。
ま
た
、
国
際
人
権
規

約
な
ど
を
引
用
す
る
こ
と
に
露
骨
な
嫌
悪
感
を
示
す
裁
判
官

も
い
る
（
私
は
、
裁
判
官
室
に
呼
ば
れ
て
「
保
釈
を
認
め
よ
う

と
考
え
て
い
る
が
、
君
、
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る

の
で
す
で
に
諦
め
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
ね
」
と
嫌
味
を
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
）
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
国
際
人
権
法
の
身
体
不
拘
束
の
原
則

を
主
張
す
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
裁
判
実
務
に
そ
う
し
た
観

点
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
改
革
を

促
す
意
味
で
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
。
現
に
、
裁
判
宮

の
中
に
は
、
条
件
設
定
の
活
用
に
理
解
を
示
し
、
弁
護
人
と
一

緒
に
な
っ
て
も
っ
と
も
適
切
な
条
件
設
定
を
考
え
、
ギ
リ
ギ

リ
の
と
こ
ろ
で
保
釈
を
許
可
し
て
く
れ
る
裁
判
官
も
い
る
の

で
あ
る
。
弁
護
人
の
保
釈
相
当
と
い
う
現
場
で
の
感
覚
と
訴

追
側
の
抽
象
的
危
倶
感
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に

は
、
裁
判
官
に
よ
る
一
種
の
「
和
解
」
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
国

際
人
権
規
約
に
基
づ
く
条
件
設
定
の
考
え
方
は
そ
れ
に
至
る

絶
好
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
供
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

私
は
誇
大
広
告
を
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
閉
塞
状
況
に

あ
る
保
釈
実
務
を
少
し
で
も
改
善
さ
せ
る
た
め
、
是
非
、
国
際

人
権
法
の
利
用
を
実
践
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
念
願
し
て
い

る。
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