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被
告
人
を
入
退
廷
時
に
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
す
る
措
置
は
人
権
侵
害
か
？
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三

本
稿
は
、
わ
が
国
の
刑
事
裁
判
に
お
い
て
勾
留
中
の
被
告
人
が
法
廷
に
入
退
廷
す
る
際
に
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
る
法
慣
行
に
つ
い
て
、
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
検
討

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
実
際
の
運
用
で
は
、
被
告
人
は
手
錠
・
腰
縄
を
付
け
た
ま
ま
入
廷
し
、
裁
判
官
が
入
廷
し
た
後
に
解
錠
が
指
示
さ
れ
、
審
理
の
間
は
無
施
錠
で
は

あ
る
が
閉
廷
宣
言
と
と
も
に
再
び
同
じ
よ
う
に
拘
束
さ
れ
て
退
廷
す
る
（
裁
判
員
裁
判
で
は
、
裁
判
員
は
解
錠
が
指
示
さ
れ
た
後
に
入
廷
す
る
）。
問
題
は
、
勾
留
中
の
被
告

人
が
入
退
廷
す
る
際
に
一
般
人
で
あ
る
傍
聴
人
に
は
手
錠
・
腰
縄
姿
が
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
屈
辱
感
を
感
じ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
人
格
の
尊
重
を
受
け
る
権
利

が
侵
害
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
被
告
人
が
た
と
え
短
時
間
で
あ
る
に
せ
よ
、
法
廷
内
に
お
い
て
拘
束
さ
れ
た
姿
を
自
己
の
意
に
反
し
て
傍
聴
人
の
前
に
晒

さ
れ
る
の
は
、
憲
法
で
も
保
障
さ
れ
る
人
格
権
の
侵
害
に
当
た
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
わ
が
国
が
批
准
し
て
い
る
国
際
人
権
条
約
等
の
視
点
か
ら
も
検
討
す
る
必
要
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
こ
の
問
題
を
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
順
で
論
を
進
め
る
。
第
一
に
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
法
的
扱
い
方
を
検
討
す
る
。
第
二
に
、
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
や
二
〇
一
五
年
に
改
訂
さ
れ
た
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基

準
規
則
に
お
け
る
関
連
条
文
の
解
釈
を
分
析
す
る
。
第
三
に
は
、被
告
人
の
身
体
拘
束
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
お
よ
び
Ｅ
Ｕ
指
令
の
規
定
を
検
討
す
る
。

結
論
的
に
は
、
筆
者
は
、
法
廷
入
退
廷
時
に
被
告
人
を
手
錠
、
腰
縄
に
よ
っ
て
拘
束
す
る
扱
い
は
、
日
本
国
憲
法
第
一
三
条
で
保
障
さ
れ
る
人
格
の
尊
重
を
受
け
る
権
利
に
反

し
て
い
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
と
く
に
公
正
な
裁
判
を
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
自
由
権
規
約
第
七
条
で
禁
止
さ
れ
る
「
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
を
受
け
る
権
利
と
同

規
約
第
一
四
条
に
定
め
る
「
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
」
は
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

論
文
要
旨
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は
じ
め
に

一　

問
題
の
背
景
と
国
内
法
制
度

（
一
）
日
本

（
二
）
イ
ギ
リ
ス

（
三
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

二　

国
連
が
採
択
し
た
人
権
条
約
お
よ
び
規
則
等

（
一
）
国
際
人
権
法
の
関
連
規
定

（
二
）
自
由
権
規
約
委
員
会
の
個
人
通
報
事
件

（
三
）
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
（
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
ズ
）

三　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
の
基
準

（
一
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則

（
二
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び
人
権
裁
判
所
の
判
例
法

（
三
）
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令

む
す
び
に

は
じ
め
に

わ
が
国
の
刑
事
裁
判
で
は
勾
留
中
の
被
告
人
が
公
判
の
た
め
出
廷
す
る
際
に
は
、
手
錠
と
捕
縄
（
腰
縄
）
で
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る（

1
）。

こ
の
連
行
用
の
手
錠

に
は
捕
縄
が
付
け
ら
れ
て
お
り
、
手
錠
を
は
め
る
と
同
時
に
捕
縄
で
両
手
が
腰
部
に
括
り
つ
け
ら
れ
る
の
で
、
行
動
が
い
っ
そ
う
制
約
さ
れ
る
。
二
〇
〇
九
年
に
導
入
さ

れ
た
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
を
含
む
裁
判
官
団
が
入
廷
す
る
前
に
解
錠
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
、
手
錠
、
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
た

ま
ま
の
被
告
人
の
姿
が
傍
聴
人
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
裁
判
官
が
入
廷
し
た
後
、
解
錠
が
指
示
さ
れ
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
手
錠
は
さ
れ
て
い
な
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3

い
が
、
審
理
終
了
と
と
も
に
再
度
施
錠
さ
れ
て
退
廷
す
る
。
こ
の
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
身
柄
拘
束
の
方
式
は
、
勾
留
中
の
被
告
人
が
入
退
廷
す
る
際
に
は
、
一
律
、
例
外

な
く
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
被
告
人
は
た
と
え
一
時
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
傍
聴
人
の
前
に
自
ら
の
意
志
に
反
し
て
手
錠
と
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
た
状
態
で
さ
ら
さ

れ
る
こ
と
と
な
る
。
手
錠
、
腰
縄
と
い
う
拘
束
具
に
よ
っ
て
人
を
拘
束
す
る
こ
と
は
、
逃
亡
の
防
止
、
自
傷
・
他
傷
の
防
止
等
の
特
別
の
理
由
が
あ
る
場
合
に
は
と
も
か
く
、

そ
れ
ら
の
事
情
が
な
け
れ
ば
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
、
人
格
の
尊
重
を
受
け
る
権
利
に
反
す
る
扱
い
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
が
あ
る
。
ま
た
、
一
般
人
の
目
か

ら
は
身
柄
勾
留
中
の
被
告
人
を
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
扱
い
に
値
す
る
行
為
の
結
果
で
あ
る
（
す
な
わ
ち
刑
事
事
件
の
犯
人
）
と
い
う
印
象
を

強
く
抱
か
せ
る
も
の
で
あ
り
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
も
問
題
と
な
り
う
る（

2
）。

入
廷
・
退
廷
時
の
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
を
受
け
る
扱
い
に
つ
い
て
は
従
前
か
ら
議
論
が
あ
っ
た
が（

3
）、

裁
判
員
裁
判
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
基
本
的
に
は

改
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
続
い
て
い
る
。
最
近
、
憲
法
に
保
障
さ
れ
る
人
格
権
等
の
侵
害
に
当
た
る
と
主
張
し
て
、
出
廷
を
拒
否
し
、
本
人
不
在
の
ま
ま
有
罪
判
決
を
受
け

た
元
被
告
人
が
国
を
相
手
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
て
い
る
事
件
が
あ
る（

4
）。

公
衆
の
面
前
に
被
告
人
の
姿
が
さ
ら
さ
れ
る
場
合
に
は
、
拘
束
具
を
外
さ
れ
る

か
ま
た
は
刑
務
官
に
よ
っ
て
し
か
る
べ
く
戒
護
す
る
な
ど
の
適
切
な
保
護
措
置
を
と
る
必
要
が
あ
る
と
の
主
張
も
あ
る
。
ま
た
わ
が
国
で
は
、
個
別
の
事
案
毎
に
、
手
錠

等
に
よ
る
拘
束
が
必
要
で
あ
る
か
否
か
を
判
断
せ
ず
、
一
律
的
に
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
問
題
が
あ
る
。
こ
う
し
た
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
と
い
う
問
題
は
、

わ
が
国
固
有
の
制
度
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
被
告
人
の
身
柄
拘
束
と
い
う
問
題
は
ど
の
国
で
も
直
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
っ
て
、
国
際
人
権
法
と
の
関
連
性
も
検
討
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
国
際
人
権
法
の
視
点
か
ら
、
わ
が
国
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
る
被
告
人
を
入
退
廷
さ
せ
る
際
に
、
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
す
る
措
置
が
適
法
と
い
え

る
か
ど
う
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
憲
法
上
の
人
格
権
ま
た
は
人
尊
の
尊
厳
に
対
す
る
権
利
が
傷
つ
け
ら
れ
た
と
の
主

張
に
関
し
て
は
、「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（
以
下
、
自
由
権
規
約
）
七
条
の
拷
問
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
禁
止
お

よ
び
同
規
約
一
四
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
あ
る（

5
）。

以
下
で
は
、
一
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
背
景
と
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
お
よ
び
判
例
を
瞥
見
し
て
お
き
た
い
。
二
で
は
、
自
由
権
規
約
お

よ
び
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
基
準
規
則
の
関
連
規
定
の
解
釈
か
ら
み
て
、手
錠
腰
縄
に
よ
る
拘
束
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
も
検
証
を
加
え
る
。三
で
は
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
お
け
る
被
告
人
の
法
廷
に
お
け
る
手
錠
等
の
使
用
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
の
人
権
基
準
の
検
討
を
行
う
。
そ
の
際
に
は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務

所
規
則
の
関
連
規
定
を
確
認
し
、
続
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
規
定
と
そ
れ
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
解
釈
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
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パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
が
近
年
採
択
し
て
い
る
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
指
令
に
お
い
て
、
拘
束
具
の
使
用
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
規
定
を
置
い
て
い
る
か
も
確

認
し
分
析
を
加
え
て
お
く
。
以
上
の
検
討
を
通
じ
て
わ
が
国
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
被
告
人
の
入
退
廷
時
の
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
措
置
が
国
際
人
権
法
の
要
請
で
あ

る
必
要
性
お
よ
び
目
的
と
の
比
例
性
等
と
の
観
点
か
ら
適
法
と
は
言
え
な
い
こ
と
を
論
じ
て
み
た
い
。

一　

問
題
の
背
景
と
国
内
法
制
度

こ
こ
で
は
、
国
際
人
権
法
に
よ
る
検
討
に
入
る
前
に
、
こ
の
問
題
の
争
点
を
理
解
す
る
た
め
の
一
助
と
し
て
比
較
法
的
視
点
か
ら
被
告
人
に
対
す
る
身
柄
の
拘
束
が
ど

の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
い
る
か
を
簡
潔
に
検
討
し
て
お
く
。
ま
ず
は
、
日
本
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
例
を
検
討
し
、
紹
介
し
て
お
く（

6
）。

（
一
）
日
本

わ
が
国
刑
事
訴
訟
法
二
八
七
条
は
、「
公
判
廷
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
身
体
を
拘
束
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
被
告
人
が
暴
力
を
振
い
ま
た
は
逃
亡
を
企
て
た
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
の
と
こ
ろ
被
告
人
を
公
判
廷
に
お
い
て
手
錠
、
腰
縄
等
に
よ
り
拘
束
す
る
こ
と
は
こ
の
趣
旨
に
反
し
て

い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
条
の
い
う
公
判
廷
と
は
、
裁
判
官
が
入
廷
し
て
開
廷
宣
言
を
し
て
か
ら
閉
廷
宣
言
を
す
る
ま
で
の
間
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
わ
が
国
で
は
身
柄
が
勾
留
中
の
被
告
人
が
法
廷
に
入
廷
す
る
際
に
は
、
既
に
傍
聴
人
が
控
え
て
い
る
法
廷
に
手
錠
と
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
刑
務
官
に
付
き
添
わ

れ
た
姿
で
入
廷
す
る
。
そ
の
後
、
裁
判
官
が
入
廷
し
開
廷
宣
言
の
後
、
初
め
て
裁
判
官
の
命
令
に
よ
っ
て
解
錠
さ
れ
る（

7
）。

審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
、
解
錠
さ
れ
る
も

の
の
閉
廷
宣
言
と
と
も
に
再
び
施
錠
さ
れ
退
廷
す
る（

8
）。

た
だ
し
、
二
〇
〇
九
年
に
裁
判
員
裁
判
制
度
が
導
入
に
さ
れ
る
の
に
際
し
て
、
裁
判
員
に
被
告
人
の
手
錠
・
腰
縄
姿
が
晒
さ
れ
る
こ
と
は
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た

た
め
に
、
法
務
省
の
通
達
（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
の
法
廷
に
お
け
る
手
錠
等
の
使
用
に
つ
い
て
、
平
成
二
一
年
七
月
二
四
日
、
法
務
省
矯
正
第
三
六
六
五
号
）

に
よ
っ
て
、
勾
留
中
の
被
告
人
は
依
然
と
し
て
手
錠
腰
縄
姿
で
入
廷
す
る
が
、
裁
判
官
・
裁
判
員
の
入
廷
前
に
こ
れ
を
外
し
、
ま
た
審
理
終
了
後
は
、
裁
判
官
ら
が
退
廷

し
た
後
に
再
び
施
錠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
手
錠
腰
縄
姿
の
被
告
人
を
裁
判
官
・
裁
判
員
が
目
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
傍

聴
人
ら
は
被
告
人
が
入
廷
す
る
時
点
で
す
で
に
在
席
し
て
お
り
、
そ
の
目
に
は
被
告
人
の
手
錠
腰
縄
姿
が
晒
さ
れ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
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ま
た
刑
事
収
容
施
設
法
七
八
条
一
項
に
よ
れ
ば
、刑
務
官
が
被
収
容
者
に
対
し
て
捕
縄
ま
た
は
手
錠
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、被
収
容
者
を
「
護
送
す
る
場
合
」

ま
た
は
被
収
容
者
が
、
①
逃
走
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
②
自
身
を
傷
つ
け
ま
た
は
他
人
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
③
刑
事
施
設
の
設
備
、
器
具
そ
の

他
の
物
を
損
壊
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
で
あ
る（

9
）。

こ
こ
に
い
う
護
送
と
は
、
あ
る
場
所
か
ら
あ
る
場
所
へ
の
物
理
的
な
移
動
を
い
う
の
で
あ
り
、
目
的
地
（
裁
判
所
）

に
到
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
護
送
は
完
了
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
手
錠
・
捕
縄
に
よ
る
拘
束
は
裁
判
廷
に
入
廷
し
て
裁
判
長
が
開
廷
宣
言
を
す
る
ま
で
の
間
続
く（

10
）。

以
上
の
よ
う
な
被
告
人
に
対
す
る
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
考
え
方
が
あ
る（

11
）。

第
一
は
、
公
判
裁
判
所
の
固
有
権
で
あ
る
、
法
廷
警
察
権
に
依
拠
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
法
廷
警
察
権
と
は
、
法
廷
内
の
秩
序
維
持
を
目
的
と
す
る
裁
判
所
の

権
限
の
こ
と
で
あ
る
。
裁
判
所
法
七
一
条
一
項
は
、「
適
正
な
審
理
を
確
保
す
る
た
め
、
訴
訟
に
対
す
る
妨
害
等
を
排
除
し
法
廷
の
秩
序
を
維
持
す
る
権
限
」
と
こ
れ
を
定

義
し
て
い
る
。
法
廷
警
察
権
の
行
使
は
、
裁
判
長
（
合
議
制
の
場
合
）
ま
た
は
開
廷
を
し
た
一
人
の
裁
判
官
が
こ
れ
を
行
う
。
裁
判
長
ま
た
は
開
廷
を
し
た
一
人
の
裁
判

官
は
、
法
廷
に
お
け
る
裁
判
所
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
、
ま
た
は
不
当
な
行
状
を
す
る
者
に
対
し
、
退
廷
を
命
じ
、
そ
の
他
法
廷
に
お
け
る
秩
序
を
維
持
す
る
の
に
必
要

な
事
項
を
命
じ
、
ま
た
は
処
置
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
（
裁
判
所
法
第
七
一
条
二
項
）。
ま
た
、
事
前
事
後
に
お
け
る
警
察
官
の
派
出
要
求
（
七
一
条
）
や
、
法
廷
外
に
お

け
る
処
分
権
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
法
律
に
規
定
さ
れ
る
命
令
に
違
反
し
て
裁
判
官
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
た
も
の
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
若
し
く
は
禁

錮
ま
た
は
千
円
以
下
の
罰
金
と
な
る
。
ま
た
、
裁
判
長
が
保
持
す
る
訴
訟
指
揮
権
に
由
来
す
る
と
の
説
も
あ
る
。
訴
訟
指
揮
権
と
は
、
訴
訟
の
適
切
な
進
行
を
目
的
と
す

る
権
限
で
あ
り
、
訴
訟
関
係
人
ら
の
在
廷
命
令
（
刑
訴
法
二
七
八
条
の
2
）
な
ど
訴
訟
の
進
行
を
秩
序
づ
け
、
適
切
な
審
理
の
実
現
を
は
か
る
た
め
に
裁
判
所
に
委
ね
ら

れ
る
権
限
を
い
う
。
こ
れ
は
基
本
的
に
は
、
公
判
廷
内
に
お
け
る
裁
判
長
の
権
限
で
あ
る
（
刑
訴
法
二
九
四
条
）。
重
要
な
も
の
は
裁
判
所
に
留
保
さ
れ
て
い
る
。

第
二
は
、
刑
事
施
設
の
戒
護
権
を
根
拠
と
す
る
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
被
告
人
が
拘
置
所
か
ら
法
廷
に
護
送
さ
れ
る
間
の
身
体
拘
束
の
根
拠
は
勾
留
（
刑
訴
法
六
〇
条
）

で
あ
る
か
ら
、
裁
判
廷
内
に
ま
で
着
実
に
護
送
す
る
こ
と
が
戒
護
権
か
ら
導
か
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
勾
留
と
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
身
体
を
拘
束
す
る
裁
判
お
よ

び
そ
の
執
行
を
い
い
、
そ
の
目
的
は
逃
亡
お
よ
び
罪
証
隠
滅
の
防
止
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
に
い
う
護
送
と
は
、
公
判
の
た
め
に
裁
判
所
に
引
致
す
る
こ
と
も
含
む
と
理

解
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
被
告
人
の
入
廷
時
に
お
け
る
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
の
法
的
根
拠
は
、
裁
判
所
が
有
す
る
法
廷
警
察
権
も
し
く
は
訴
訟
指
揮
権
で

あ
る
か
ま
た
は
刑
事
施
設
側
が
有
す
る
戒
護
権
か
と
い
う
両
説
が
あ
る
が
、
実
質
的
に
は
、
い
ず
れ
の
説
に
立
っ
て
も
被
告
人
の
手
錠
・
腰
縄
姿
で
の
入
退
廷
を
問
題
と

し
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
問
題
は
被
告
人
を
仮
に
も
一
般
人
ま
た
は
場
合
に
よ
っ
て
は
家
族
・
親
族
を
含
む
傍
聴
人
が
控
え
る
裁
判
廷
内
に
お
い
て
手
錠
・
腰
縄
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姿
の
被
告
人
を
露
出
さ
せ
る
こ
と
が
人
格
の
尊
厳
を
侵
す
と
い
う
主
張
も
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
被
告
人
を
裁
判
所
内
に
引
き
連
れ
法
廷
に
入
廷
す
る
際
に
は
、
無

罪
推
定
の
原
則
に
鑑
み
て
拘
束
具
を
外
す
取
扱
い
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。

他
方
で
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
国
際
人
権
法
と
の
関
係
で
は
、
手
錠
・
腰
縄
等
の
使
用
は
、
被
告
人
の
身
体
の
自
由
を
拘
束
す
る
措
置
で
あ
る
が
、
拷
問
、

非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
か
否
か
の
問
題
と
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
の
関
連
で
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
国
際
人
権
法
の
考
え
方

で
は
、
被
告
人
に
対
し
て
拘
束
具
を
使
用
す
る
た
め
に
は
、
被
告
人
の
権
利
と
の
比
例
性
を
考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る（

12
）。

す
な
わ
ち
、
①
拘
束

具
の
使
用
は
法
律
に
基
づ
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
②
厳
密
な
意
味
で
使
用
の
必
要
性
が
あ
る
か
ど
う
か
、
③
目
的
を
達
成
す
る
た

め
に
最
小
限
の
や
む
を
得
な
い
措
置
で
あ
る
か
ど
う
か
な
ど
の
観
点
か
ら
適
法
性
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
逃
亡
の
危
険
性
や
法
廷
内
秩
序
の
維
持
と
い
う
一
般
的

な
理
由
で
一
律
に
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
有
罪
推
定
に
基
づ
き
犯
人
と
し
て
出
廷
す
る
訳
で
は
な
く
、
無
罪
の
推
定
の
権
利
を
保
障
さ
れ
て
お
り
、
刑
事
裁
判
の
一

方
の
当
事
者
と
し
て
出
廷
す
る
の
で
あ
る
。
被
告
人
は
、
自
ら
の
罪
状
に
つ
い
て
証
言
し
、
自
ら
が
無
罪
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
な
ら
ば
無
罪
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
地
位
に
あ
る
こ
と
を
法
廷
内
に
お
い
て
損
な
う
よ
う
印
象
づ
け
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人

が
公
判
廷
内
に
入
廷
す
る
時
点
で
身
柄
拘
束
さ
れ
た
姿
が
公
衆
の
面
前
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
無
罪
の
推
定
が
傷
つ
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。

（
二
）
イ
ギ
リ
ス

一
般
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
で
は
、
被
告
人
を
裁
判
所
に
護
送
す
る
際
に
手
錠
そ
の
他
の
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
法
廷
内
で
は
手
錠
な
ど

の
拘
束
具
の
使
用
に
つ
い
て
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
か
ま
た
は
抑
制
的
で
あ
る
。
多
数
の
国
の
実
情
を
見
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
筆
者
の
能
力
を
は
じ
め
紙
幅
の
制

約
も
あ
る
の
で
、
以
下
で
は
、
参
考
例
と
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
廷
内
に
お
け
る
手
錠
の
使
用
に
関
す
る
法
的
扱
い
つ
い
て
検
討
し
て
お
く
。
次
い
で
、
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
の
判
例
に
つ
い
て
も
述
べ
る
。

イ
ギ
リ
ス
（
以
下
、
イ
ギ
リ
ス
と
い
う
場
合
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
お
よ
び
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
を
意
味
す
る
）
で
は
、
手
錠
の
使
用
に
関
す
る
法
律
上
の
根

拠
は
、
一
九
六
七
年
刑
事
法
律
法
（C

rim
in

al L
aw

 A
ct 1967

）
の
第
三
節
（
1
）、
一
九
八
四
年
警
察
刑
事
証
拠
法
（P

olice an
d C

rim
ial E

viden
ce A

ct 1984

）、
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コ
モ
ン
ロ
ー
お
よ
び
二
〇
〇
八
年
刑
事
裁
判
お
よ
び
入
管
法
（C

rim
in

al Ju
stice an

d Im
m

igration
 A

ct 2008

）
第
七
六
節
な
ど
に
あ
る（

13
）。

英
国
の
判
例
法
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
に
対
す
る
法
廷
内
で
の
拘
束
具
の
使
用
に
関
し
て
は
、
一
般
的
に
被
告
人
は
、
法
廷
に
入
廷
す
る
際
に
も
、
審
理
中
に
も
手
錠
な

ど
の
拘
束
具
は
外
さ
れ
て
い
る
が
、
逃
亡
ま
た
は
暴
力
を
振
る
う
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
限
っ
て
手
錠
で
拘
束
さ
れ
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
る（

14
）。

た
だ
し
、
裁
判
所
に
出
廷

す
る
容
疑
者
は
、
逃
亡
の
危
険
ま
た
は
秩
序
を
暴
力
に
よ
っ
て
乱
す
の
を
防
止
す
る
た
め
に
、
手
錠
を
用
い
る
か
ま
た
は
法
廷
内
に
設
け
ら
れ
た
ガ
ラ
ス
で
囲
ま
れ
た
被

告
人
席
内
（
ド
ッ
ク
と
呼
ば
れ
る
）
に
拘
束
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。

ま
た
ホ
ー
ル
デ
ン
（H

orden

）
事
件（

15
）で

は
、
逃
亡
ま
た
は
加
害
行
為
に
及
ぶ
お
そ
れ
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
被
告
人
が
法
廷
内
で
手
錠
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
こ

と
が
適
法
で
あ
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。
判
決
は
、
陪
審
員
は
被
告
人
が
拘
束
さ
れ
た
姿
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
人
が
危
険
な
犯
罪
者
で
あ
る
と
み
な
す
尤
な
理

由
が
あ
る
と
い
う
思
い
を
抱
く
こ
と
な
く
、
被
告
人
が
有
罪
か
無
罪
か
を
自
由
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、「
十
分
な
理
由
が
な
い
限

り
（
暴
力
ま
た
は
逃
亡
の
実
際
の
危
険
を
意
味
す
る
）、
被
告
人
は
ド
ッ
ク
ま
た
は
証
人
席
に
お
い
て
手
錠
ま
た
は
他
の
手
段
に
よ
っ
て
、
目
に
触
れ
る
よ
う
な
形
で
拘
束

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
若
干
の
危
険
が
あ
る
場
合
で
も
、
目
に
触
れ
る
拘
束
具
を
使
用
す
る
前
に
、
そ
れ
を
避
け
る
代
替
措
置
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ

た
。
要
す
る
に
法
廷
内
で
被
告
人
を
拘
束
す
る
こ
と
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、
逃
亡
の
お
そ
れ
と
暴
力
を
振
る
う
お
そ
れ
と
い
う
、
二
つ
の
要
素
だ
け
を
考
慮

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
被
告
人
が
裁
判
所
に
出
廷
す
る
場
合
に
、
手
錠
を
か
け
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
の
は
裁
判
所
の
問
題
で
あ
っ
て
、
警
察
ま
た
は
保
安
員

が
決
定
す
る
事
柄
で
は
な
い（

16
）。

一
般
的
に
は
、
被
告
人
は
、
抑
制
の
た
め
の
合
理
的
理
由
が
な
け
れ
ば
、
拘
束
さ
れ
な
い
と
の
推
定
が
働
く
。
手
錠
を
使
用
す
る
合
理
的

な
根
拠
を
証
明
す
る
責
任
は
、
訴
追
側
に
あ
る
。

手
錠
の
使
用
に
関
す
る
一
般
的
指
針
と
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
・
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
首
席
裁
判
官
（L

ord C
h

ief Ju
stice of E

n
glan

d an
d W

ales

）
は
、
二
〇
〇
六
年

に
「
逃
亡
ま
た
は
暴
力
の
危
険
性
の
あ
る
被
告
人
に
対
す
る
勾
留
管
理
通
達
の
た
め
の
最
良
指
針
に
関
す
る
準
則
（
プ
ロ
ト
コ
ー
ル
）」
を
採
択
し
て
、
法
廷
に
出
廷
す
る

被
告
人
に
対
す
る
対
処
法
を
準
則
化
し
て
い
る（

17
）。

こ
の
文
書
は
ウ
ェ
ッ
ブ
上
に
も
公
開
さ
れ
て
お
り
、
内
容
的
に
も
興
味
深
い
。
以
下
、
そ
の
要
旨
を
纏
め
て
お
く
。

ま
ず
、
本
準
則
は
、
勾
留
管
理
局
（C

u
stody M

an
agem

en
t D

irection
s

）
の
た
め
の
最
良
の
慣
行
に
関
す
る
指
針
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
目
的
は
、
被

告
人
の
逃
亡
ま
た
は
暴
力
の
危
険
が
法
廷
に
出
廷
す
る
前
に
確
認
さ
れ
た
場
合
に
は
、
同
人
に
対
し
て
不
必
要
な
偏
見
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
導
入
す
る

こ
と
に
あ
る
。
次
に
、
指
針
の
具
体
的
な
内
容
は
、
お
よ
そ
以
下
の
諸
原
則
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。

第
一
に
、「
裁
判
所
か
ら
の
逃
亡
は
刑
事
司
法
制
度
へ
の
国
民
の
信
頼
を
損
な
う
の
で
、
特
に
有
害
で
あ
る
と
す
る
。」
と
し
て
、
逃
亡
の
防
止
に
重
き
を
置
く
こ
と
を
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確
認
し
て
い
る
。

第
二
は
、「
勾
留
管
理
局
（
こ
れ
に
は
、
手
錠
ま
た
は
他
の
拘
束
具
の
使
用
を
含
ま
れ
る
）
は
、
公
正
な
裁
判
を
害
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
も
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

逃
亡
防
止
と
公
正
な
裁
判
の
確
保
と
い
う
目
的
に
も
配
慮
す
る
。

第
三
は
、「
人
に
対
す
る
有
形
力
（force

）
の
適
用
は
、
で
き
る
限
り
最
小
期
間
、
必
要
な
限
度
内
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
す
る
。」
と
し
て
、
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使

用
は
、
必
要
最
小
限
と
す
る
旨
を
確
認
し
て
い
る
。

第
四
は
、「
い
ず
れ
か
の
拘
束
具
の
使
用
申
請
が
な
さ
れ
る
前
に
、
危
険
性
評
価
と
総
合
的
な
情
報
に
基
礎
を
お
く
十
分
な
理
由
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勾
留

管
理
局
に
対
す
る
申
請
が
、
裁
判
所
に
行
わ
れ
る
場
合
を
限
定
す
る
よ
う
に
、
常
に
注
意
し
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
す
る
。
こ
れ
は
、
拘
束
具
の
使
用
に
際
し
て
は

十
分
な
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
を
重
視
し
て
い
る
。

第
五
は
、「
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
被
告
人
が
危
険
な
徴
候
を
示
し
て
い
る
場
合
、
保
護
ド
ッ
ク
が
利
用
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
使
用
と
必
要
な
数
の
廷
吏
の
配
置
に

よ
っ
て
対
処
す
る
。」
と
す
る
。
こ
れ
は
、被
告
人
が
粗
暴
犯
で
あ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、直
ち
に
拘
束
具
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、ド
ッ
ク
の
使
用
と
監
視
の
強
化
に
よ
っ

て
対
応
す
る
べ
き
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

第
六
は
、「
勾
留
管
理
局
の
申
請
は
、
で
き
る
だ
け
迅
速
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
拘
束
具
使
用
の
申
請
は
、
当
該
事
案
を
扱
う
訴
追
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。

例
え
ば
、十
分
な
理
由
を
有
し
て
い
る
王
立
検
察
庁
と
同
様
に
関
税
・
税
務
局
（C

u
stom

s an
d E

xcise

）、重
大
不
正
捜
査
局
（S

eriou
s F

rau
d O

ffice

）
な
ど
で
あ
る
。

第
七
は
、「
手
錠
そ
の
他
の
拘
束
具
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
。」
と
す
る
。
こ
こ
で
は
、手
錠
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
の
は
、

わ
が
国
で
い
う
裁
判
所
の
法
廷
警
察
権
ま
た
は
訴
訟
指
揮
権
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

以
上
の
原
則
は
、
す
べ
て
の
訴
訟
手
続
段
階
に
適
用
さ
れ
る
。
上
記
の
方
法
は
、
被
拘
禁
者
が
受
刑
者
で
あ
る
か
被
告
人
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

ご
く
例
外
的
な
場
合
を
除
き
、
裁
判
は
、
入
廷
か
ら
退
廷
ま
で
の
間
、
被
告
人
に
手
錠
を
し
た
ま
ま
で
行
う
こ
と
は
な
い
。
手
錠
に
よ
る
拘
束
は
、
陪
審
員
の
評
決
に
も

影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
に
対
す
る
予
断
を
許
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
法
廷
内
に
お
け
る
手
錠
等
の
拘
束
具

の
使
用
に
関
す
る
一
般
的
規
則
の
内
容
で
あ
る
。
な
お
、
本
準
則
で
は
、
拘
束
具
の
使
用
に
関
し
て
警
察
、
拘
禁
施
設
、
護
送
請
負
業
者
及
び
検
察
庁
と
の
間
の
情
報
の

交
換
を
密
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
お
り
、
当
該
被
告
人
の
出
廷
予
定
よ
り
も
一
週
間
前
に
裁
判
所
に
対
し
て
事
前
の
対
応
に
つ
い
て
連
絡
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
と
く

に
逃
亡
の
危
険
が
あ
る
と
判
断
す
る
場
合
に
は
、
裁
判
所
当
局
に
速
や
か
に
連
絡
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
よ
う
な
マ
ニ
ュ
ア
ル
も
必
要
に
な
っ
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て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
裁
判
法
廷
に
お
け
る
被
告
人
の
扱
い
上
、
も
う
一
つ
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
ガ
ラ
ス
板
で
囲
わ
れ
た
被
告
人
席
（
通
称
グ
ラ
ス
・
ド
ッ
ク
（glass 

dock

）
と
呼
ば
れ
る
）
の
存
在
で
あ
る
。
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
と
ウ
ェ
ー
ル
ズ
で
は
治
安
裁
判
所
の
法
廷
内
で
は
、
被
告
人
は
「
ド
ッ
ク
」
に
座
る
。
ド
ッ
ク
は
、
身
体
を
直

接
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
こ
に
座
る
こ
と
に
よ
り
被
告
人
が
置
か
れ
た
特
別
の
立
場
に
い
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る（

18
）。

ド
ッ
ク
は
、
刑
事
被
告
人
が
逃
亡
ま

た
は
他
者
に
危
害
を
与
え
る
お
そ
れ
か
ら
保
護
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
透
明
の
ガ
ラ
ス
板
で
囲
ま
れ
て
い
る
特
別
な
空
間
で
あ
る

か
ら
、
そ
こ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
被
告
人
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
に
影
響
を
与
え
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
反
す
る
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
い
も
提
起
さ
れ
て
い
る（

19
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
一
九
九
四
年
の
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
判
決
で
前
面
に
ガ
ラ
ス
の
仕
切
り
版
の
あ

る
被
告
人
席
に
座
ら
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
弁
護
人
や
証
人
の
声
が
聴
き
取
り
に
く
い
結
果
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
奪
わ
れ
た
と
い
う
趣
旨
の
訴
え
を
審
理

し
た
が
、条
約
六
条
一
項
違
反
を
否
定
し
た（

20
）。

し
か
し
、今
日
の
ド
ッ
ク
の
問
題
で
あ
る
、無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い（

21
）。

こ
の
点
は
、

後
述
の
Ｅ
Ｕ
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
指
令
と
の
関
係
で
も
触
れ
る
。

（
三
）
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
法
廷
内
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
の
是
非
は
従
来
か
ら
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
一
般
に
被
告
人
が
裁
判
所
に
出
廷
す
る
際
に

目
に
見
え
る
（visible

）
拘
束
具
を
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
事
案
毎
に
逃
亡
の
お
そ
れ
や
法
廷
内
の
安
全
確
保
等
を
考
慮
し
て
決
定
す
べ
き
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
判
所
の
デ
ッ
ク
対
ミ
ズ
ー
リ
事
件
の
法
廷
意
見
（O

pin
ion

）
で
は（

22
）、

そ
れ
ら
の
事
情
を
考
慮
せ
ず
に
、
被
告
人

に
人
か
ら
見
え
る
よ
う
な
拘
束
具
を
付
け
た
ま
ま
出
廷
さ
せ
る
こ
と
は
、
合
衆
国
連
邦
憲
法
修
正
第
五
条
、
お
よ
び
第
一
四
条
等
（
法
の
適
性
手
続
き
）
に
違
反
す
る
と

し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
以
下
簡
潔
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

本
件
の
上
訴
人
で
あ
る
デ
ッ
ク
は
、
ミ
ズ
ー
リ
州
の
刑
事
陪
審
に
お
い
て
強
盗
お
よ
び
二
件
の
謀
殺
な
ど
の
罪
に
よ
り
有
罪
の
評
決
を
く
だ
さ
れ
、
量
刑
審
に
お
い
て

も
死
刑
を
言
い
渡
さ
れ
た
。
州
の
陪
審
裁
判
（
第
一
審
）
の
段
階
で
は
、
私
服
で
法
廷
に
出
頭
し
、
ズ
ボ
ン
の
裾
下
か
ら
見
え
な
い
よ
う
に
足
輪
（leg brace

）
を
付
け

さ
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
死
刑
判
決
が
不
服
で
あ
る
と
し
て
ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
に
上
訴
し
た
が
、
有
罪
判
決
は
支
持
さ
れ
た
。
し
か
し
、
量
刑
言
い
渡
し
の
段
階

で
弁
護
人
の
援
助
を
十
分
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
再
度
量
刑
審
を
開
く
機
会
が
認
め
ら
れ
た
。
二
〇
〇
三
年
四
月
に
開
始
さ
れ
た
再
度
の
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量
刑
審
で
は
、出
廷
す
る
際
に
手
錠
お
よ
び
足
鎖
、胴
鎖
で
拘
束
さ
れ
た
。
被
告
の
弁
護
側
は
、被
告
人
が
法
廷
内
の
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
な
ら
ば
別
で
は
あ
る
が
、

そ
の
よ
う
な
お
そ
れ
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
外
見
上
目
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
拘
束
具
を
装
着
さ
せ
ら
れ
た
点
に
つ
い
て
異
議
を
申
し
立
て
た
。
し
か
し
こ
の
異
議

は
却
下
さ
れ
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
原
告
は
既
に
陪
審
の
評
決
に
よ
り
有
罪
の
宣
告
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
身
体
拘
束
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
判
断
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
ミ
ズ
ー
リ
州
最
高
裁
の
判
断
に
対
し
て
弁
護
側
は
、
連
邦
最
高
裁
へ
の
移
送
請
求
を
請
求
し
、
合
衆
国
連
邦
憲
法
修
正
五
条
お
よ
び
同
一
四
条
に
保
障
さ
れ

る
法
の
適
性
手
続
き
違
反
お
よ
び
同
第
八
条
（
残
虐
で
異
常
な
刑
罰
の
禁
止
）
の
違
反
を
主
張
し
た
。
連
邦
最
高
裁
へ
の
移
送
が
認
め
ら
れ
た
結
果
、
二
〇
〇
五
年
五
月

二
三
日
に
合
衆
国
連
邦
最
高
裁
は
法
廷
意
見
を
下
し
た
。
同
意
見
で
は
、
合
衆
国
連
邦
憲
法
修
正
五
条
お
よ
び
同
一
四
条
に
定
め
る
法
の
適
性
手
続
に
対
す
る
権
利
に
違

反
す
る
と
の
見
解
が
示
さ
れ
た（

23
）。

ブ
レ
イ
ヤ
ー
（B

reyer

）
裁
判
官
に
よ
る
多
数
意
見
は
、
ま
ず
歴
史
的
に
は
有
罪
か
無
罪
か
を
言
い
渡
す
裁
判
に
お
い
て
被
告
人
に
拘
束
具
を
用
い
る
こ
と
は
禁
止
さ

れ
て
き
た
と
す
る
。
こ
の
原
則
は
、
一
八
世
紀
に
顕
さ
れ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン（

24
）

の
『
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
』（C

om
m

en
taries on

 th
e L

aw
s of 

E
n

glan
d

）
中
の
「
被
告
人
は
明
白
な
逃
亡
の
お
そ
れ
が
な
い
限
り
、手
枷
ま
た
は
そ
の
他
の
足
枷
、縄
紐
な
ど
な
し
に
審
判
の
場
に
出
廷
さ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
の
一
節
に
根
拠
を
置
い
て
い
る
と
す
る
。
ま
た
、
連
邦
最
高
裁
の
ア
レ
ン
対
イ
リ
ノ
イ
事
件（

25
）な

ど
の
従
前
の
判
例
法
に
よ
り
拘
束
具
の
使
用
は
、
無
罪
の
推
定
原
則
や

弁
護
人
と
の
意
思
疎
通
を
害
す
る
な
ど
の
点
で
被
告
人
に
不
利
益
を
与
え
る
こ
と
に
鑑
み
て
、
そ
の
使
用
を
制
限
的
に
解
釈
し
て
い
る
と
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
て
、
被
告
人
に
対
す
る
枷
の
使
用
制
限
が
連
邦
憲
法
修
正
五
条
、
お
よ
び
一
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
た
。

「
こ
れ
ら
の
先
例
お
よ
び
一
九
世
紀
以
降
、
下
級
審
は
一
律
に
拘
束
具
を
用
い
る
こ
と
を
否
定
し
て
き
た
点
に
鑑
み
て
、
当
裁
判
所
の
従
前
の
陳
述
は
法
に
深
く
根

ざ
し
た
原
則
を
言
い
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、こ
れ
ら
の
陳
述
が
連
邦
憲
法
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
『
法
の
適
性
手
続
き
』
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
と
認
め
る
。

し
た
が
っ
て
、
修
正
第
五
条
お
よ
び
第
一
四
条
に
よ
り
、
事
実
審
に
お
い
て
裁
量
権
行
使
の
結
果
、
当
裁
判
に
特
有
の
州
の
利
益
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う

判
断
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
陪
審
員
に
見
え
る
よ
う
な
身
体
拘
束
具
を
用
い
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
る
。・
・
・（
中
略
）
裁
判
所
が
、
十
分
な
理
由
の
説
明
な
く
、
被
告

人
に
対
し
て
陪
審
員
か
ら
見
え
る
よ
う
な
拘
束
具
を
装
着
す
る
よ
う
命
じ
た
場
合
に
は
、
被
告
人
は
法
の
適
性
手
続
き
の
違
反
を
構
成
す
る
実
際
の
偏
見
を
証
明
す

る
ま
で
も
な
い（

26
）。」
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法
廷
意
見
は
、
こ
う
し
た
有
罪
か
無
罪
か
の
判
断
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
原
則
が
、
本
件
の
よ
う
な
死
刑
事
件
の
量
刑
段
階
に
お
い
て
も
適
用
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い

て
肯
定
的
に
判
断
し
た
。
さ
ら
に
被
告
人
の
身
体
を
拘
束
す
る
こ
と
は
、
拘
束
具
を
装
着
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
物
が
危
険
だ
か
ら
こ
そ
拘
束
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
だ
と

捉
え
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
無
罪
の
推
定
を
侵
す
と
い
う
点
に
留
意
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
州
当
局
は
、「
苦
情
の
対
象
と
な
っ
た
拘
束
具
の
誤
っ
た
使
用
が
評
決

に
影
響
し
な
か
っ
た
こ
と
を
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
証
明
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
し
か
し
、
そ
の
証
明
は
な
か
っ
た
）。
こ
う
し
て
拘
束
具
を
装

着
し
た
ま
ま
被
告
人
を
出
廷
さ
せ
る
こ
と
は
、
法
の
適
性
手
続
き
を
保
障
す
る
合
衆
国
連
邦
憲
法
修
正
五
条
お
よ
び
一
四
条
に
違
反
す
る
と
し
た
。

本
件
意
見
は
、
限
定
的
に
解
釈
す
れ
ば
、
あ
く
ま
で
法
廷
内
で
陪
審
員
に
見
え
る
よ
う
な
形
で
被
告
人
を
拘
束
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
理
解
さ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
に
し
て
わ
が
国
の
状
況
を
考
え
た
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
わ
が
国
に
お
い
て
裁
判
員
裁

判
が
導
入
さ
れ
た
際
に
、
被
告
人
は
（
裁
判
員
も
含
む
）
裁
判
官
団
が
入
廷
す
る
前
に
（
傍
聴
人
が
い
る
法
廷
に
）
手
錠
・
腰
縄
を
付
け
た
ま
ま
入
廷
し
て
も
、
解
錠
後

に
裁
判
官
団
が
入
廷
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
裁
判
官
団
は
拘
束
さ
れ
た
状
態
の
被
告
人
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
予
断
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
と
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
本
意
見
の
趣
旨
を
十
分
に
汲
ん
で
い
な
い
。
本
法
廷
意
見
で
は
、
法
廷
内
の
秩
序
と
安
全
の
維
持
を
裁
判
官
の
当
然
の
使
命
と
し
て
認

め
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
次
の
よ
う
に
「
尊
厳
あ
る
法
廷
」
の
維
持
に
も
言
及
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。

「
裁
判
官
は
、
裁
判
の
過
程
は
厳
粛
な
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
を
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
廷
の
公
的
尊
厳
（cou

rtroom
’s form

al dign
ity

）
と
は
、

被
告
人
を
尊
重
し
て
扱
う
こ
と
（respectfu

l treatm
en

t of defen
dan

ts

）
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
ま
た
有
罪
か
無
罪
か
と
い
う
争
点
の
重
要
性
と
米
国
人
が

刑
罰
に
よ
っ
て
個
人
の
自
由
を
は
く
奪
す
る
こ
と
が
厳
粛
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。
そ
こ
に
反
映
し
て
い
る
の
は
、
次
の
目
的
、
す
な
わ

ち
我
々
が
奉
仕
す
る
正
義
を
求
め
る
一
般
民
衆
の
信
頼
に
応
え
、
か
つ
そ
の
行
動
に
も
影
響
す
る
司
法
シ
ス
テ
ム
の
権
限
を
説
明
す
る
の
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
目

的
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。・
・
・
法
廷
に
お
け
る
拘
束
具
の
使
用
は
、
裁
判
官
が
支
持
す
る
司
法
手
続
の
厳
粛
性
と
慎
み
（decoru

m

）
を
損
な
う
も
の
で

あ
る（

27
）。」

以
上
の
よ
う
に
、
本
法
廷
意
見
を
全
体
と
し
て
読
む
な
ら
ば
、
法
廷
内
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
る
べ
き
理
由
と
し
て
、
法
廷
に
お
け

る
司
法
プ
ロ
セ
ス
自
体
の
尊
厳
と
い
う
視
点
が
重
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（

28
）。

す
な
わ
ち
、
本
意
見
に
よ
れ
ば
、
被
告
人
が
法
廷
に
お
い
て
外
か
ら
見
え
る
拘
束
具
を
装
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着
さ
れ
た
ま
ま
出
廷
す
る
こ
と
は
、「
法
廷
の
公
的
尊
厳
」
と
い
う
視
点
か
ら
も
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
法
廷
の
公
的
尊
厳
」
と
は
、
被
告
人
個
人
の
人
格
の
尊

厳
を
も
含
む
が
、
そ
れ
よ
り
も
広
義
の
意
味
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る（

29
）。

ま
た
、
単
な
る
法
廷
内
の
規
律
や
秩
序
の
維
持
と
も
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
は
、
よ
り
根

源
的
な
司
法
の
尊
厳
と
慎
み
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
有
罪
で
あ
ろ
う
と
無
罪
で
あ
ろ
う
と
、
仮
に
も
法
廷
内
に
お
い
て
拘
束
し
た
状
態
で
被
告
人
の
身
柄
を

晒
す
こ
と
に
よ
っ
て
、（
正
義
に
根
ざ
す
と
こ
ろ
の
）
裁
判
の
厳
粛
性
を
損
ね
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る（

30
）。

し
た
が
っ
て
、
本
法
廷
意
見
の
論
理
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
法
廷

へ
の
入
廷
・
退
廷
時
も
含
め
て
、
被
告
人
に
対
し
て
公
開
の
法
廷
内
に
お
い
て
身
体
拘
束
具
を
使
用
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
法
廷
の
尊
厳
と
い
う
趣
旨
は
、
わ
が
国
刑
事
訴
訟
法
上
の
法
廷
内
で
の
身
体
不
拘
束
原
則
（
刑
訴
二
八
七
条
一
項
）
に
も
反
映
し
て
い
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
わ
が
国
で
は
本
条
の
意
義
は
、「
公
判
廷
内
」
で
の
身
体
不
拘
束
と
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
官
に
よ
る
開
廷
宣
言
か
ら
閉
廷
宣
言
ま
で
の
間
と

限
定
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
米
国
連
邦
最
高
裁
の
本
件
意
見
は
、
そ
の
よ
う
な
限
定
は
し
て
い
な
い
。

二　

国
連
が
採
択
し
た
人
権
条
約
お
よ
び
規
則
等

本
稿
は
、
被
告
人
が
裁
判
所
の
審
理
の
た
め
に
入
廷
・
退
廷
さ
せ
ら
れ
る
際
に
、
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
問
題
が
人
間
の
尊
厳
ま
た
は
人
格
権
の
侵
害
で

は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
国
際
人
権
法
と
の
関
係
で
は
、
ど
の
条
約
の
い
か
な
る
条
文
規
定
と
の
関
連
で
は
、
問
題
が
生
じ
る
の

か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

国
連
レ
ベ
ル
で
は
、
被
告
人
を
含
む
被
拘
禁
者
の
権
利
の
保
護
に
関
し
て
は
自
由
権
規
約
が
あ
る
。
同
規
約
の
他
、「
拷
問
そ
の
他
非
人
道
的
な
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱

い
ま
た
は
刑
罰
の
禁
止
に
関
す
る
条
約
」（
拷
問
等
禁
止
条
約
）
も
あ
る
。
加
え
て
、
国
連
は
司
法
の
運
用
お
よ
び
被
拘
禁
者
の
保
護
に
関
連
し
て
二
六
も
の
宣
言
や
原
則

等
の
文
書
を
採
択
し
て
い
る
が（

31
）、

と
り
わ
け
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
は
、
勾
留
中
の
被
告
人
を
含
む
刑
事
被
拘
禁
者
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
に
関
連
す
る

規
定
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
、
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る（

32
）。

わ
が
国
も
批
准
し
て
い
る
自
由
権
規
約
は
、
国
会
に
よ
る
批
准
承
認
を
経
て
、
日
本
国
憲
法
九
八
条
二
項
の
下
で
わ
が
国
の
法
体
系
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
お
り
、
国

内
法
体
系
に
お
い
て
規
範
と
し
て
の
効
力
が
与
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
と
り
わ
け
重
要
で
あ
ろ
う
。
拷
問
等
禁
止
条
約
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
関
係
も
あ
り
最
小
限
の
言

及
に
留
め
る
。
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ま
た
、
地
域
的
な
人
権
条
約
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
第
三
条
お
よ
び
同
第
六
条
、
米
州
人
権
条
約
の
第
五
条
（
拷
問
ま
た
は
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
品

位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
刑
罰
の
禁
止
）
お
よ
び
第
八
条
（
公
正
な
裁
判
）
に
お
い
て
、
自
由
権
規
約
の
趣
旨
と
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
が
あ
る
。

（
一
）
国
際
人
権
法
の
関
連
規
定

①
関
連
条
文
の
趣
旨

自
由
権
規
約
第
七
条
は
、
拷
問
そ
の
他
残
虐
ま
た
は
非
人
道
的
な
も
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
禁
止
を
定
め
て
い
る
。
本
稿
の
主
題
で
あ
る
被
疑
者
・
被
告

人
の
手
錠
・
腰
縄
に
よ
る
拘
束
が
、
同
条
の
禁
止
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
拷
問
等
の
定
義
、
と
り
わ
け
「
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
の
禁
止
と
関
連
し
て
い
る（

33
）。

自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
一
般
的
意
見
二
〇
に
お
い
て
、「
第
七
条
の
規
定
の
目
的
は
、
個
人
の
尊
厳
と
肉
体
的
か
つ
精
神
的
な
高
潔
性
（in

tegrity

）
の
双
方
を
保
護
す

る
こ
と
で
あ
る
。
第
七
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
行
為
に
対
す
る
保
護
を
必
要
に
応
じ
て
立
法
及
び
そ
の
他
の
手
段
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
者
に
提
供
す
る
こ
と
は
国
家

の
義
務
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

34
）。

自
由
権
規
約
と
は
別
に
、
拷
問
等
禁
止
条
約
も
、
自
由
権
規
約
第
七
条
に
定
め
る
拷
問
等
の
禁
止
の
趣
旨
を
一
層
具
体
的
に
定
め
て

い
る
。
同
条
約
第
一
条
の
定
義
よ
れ
ば
、
拷
問
の
要
素
と
し
て
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
か
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
人
に
「
重
い
苦
痛
」
を
故
意
に
与
え
る
行

為
で
あ
っ
て
、
自
白
の
強
要
等
の
何
ら
か
の
目
的
を
伴
う
も
の
を
い
う
と
さ
れ
る（

35
）。

そ
の
点
、
特
別
の
肉
体
的
な
意
味
で
「
重
い
苦
痛
」
を
伴
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
金

属
手
錠
は
、
拷
問
に
は
当
た
ら
な
い（

36
）。

他
方
で
、
同
条
約
第
一
六
条
は
、
拷
問
と
区
別
し
て
、
残
虐
な
（cru

el

），
非
人
道
的
（in

h
u

m
an

）
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る

（degradin
g

）
取
扱
い
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
締
約
国
は
、
自
国
の
管
轄
の
下
に
あ
る
領
域
内
に
お
い
て
、
第
一
条
に
定
め
る
拷
問
に
は
至
ら
な
い
他
の
行
為
で
あ
っ
て
、
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は
品
位

を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
に
当
た
り
、
か
つ
、
公
務
員
そ
の
他
の
公
的
資
格
で
行
動
す
る
者
に
よ
り
又
は
そ
の
扇
動
に
よ
り
若
し
く
は
そ
の
同
意
若
し
く
は

黙
認
の
下
に
行
わ
れ
る
も
の
を
防
止
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。
特
に
、
第
十
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
規
定
す
る
義
務
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
拷
問
」

を
「
他
の
形
態
の
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
又
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
又
は
刑
罰
」
と
読
み
替
え
た
上
で
適
用
す
る
。」

本
条
約
の
趣
旨
、
目
的
は
拷
問
を
絶
対
的
に
禁
止
す
る
こ
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
拷
問
の
犯
罪
化
（
四
条
）、
拷
問
の
実
行
者
だ
け
で
な
く
、
指
示
を
し
た
者
、
黙
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認
し
た
者
の
訴
追
、
処
罰
お
よ
び
容
疑
者
等
が
国
外
に
逃
亡
し
た
場
合
の
引
渡
義
務
も
含
め
て
拷
問
禁
止
の
趣
旨
を
徹
底
し
て
い
る（

37
）。

ま
た
、
目
的
と
手
段
と
の
間
の
釣

り
合
い
を
重
視
す
る
「
比
例
性
の
原
則
」
は
、
拷
問
禁
止
の
絶
対
性
に
鑑
み
て
妥
当
し
な
い（

38
）。

「
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
取
扱
い
」
と
は
、
拷
問
ほ
ど
で
は
な
い
が
公
務
員
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
る
精
神
的
ま
た
は
肉
体
的
な
「
重
い
苦
痛
」（severe pain

 or 

su
fferin

g

）
を
与
え
る
行
為
で
あ
っ
て
、
拷
問
と
は
異
な
り
自
白
の
強
要
等
の
目
的
性
が
な
く
と
も
認
め
ら
れ
る
。「
残
虐
な
非
人
道
的
取
扱
い
」
と
「
品
位
を
傷
つ
け

る
取
扱
い
」
と
は
、
相
互
に
重
複
的
で
は
あ
る
が
、
後
者
は
、
肉
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
苦
痛
を
伴
う
取
扱
い
で
あ
っ
て
、
と
く
に
不
安
感
、
屈
辱
感
、
劣
等
感
を
生
じ

さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
侮
蔑
を
加
え
る
要
素
を
含
む
行
為
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
侮
蔑
的
な
要
素
を
伴
う
の
で
あ
れ
ば
、「
重
い
苦
痛
」
を
生
じ
さ
せ
な
く
て
も
、「
品
位

を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
る（

39
）。

ま
た
、
拷
問
と
は
異
な
り
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
場
合
に
は
、
法
律
に
基
づ
き
、
適
法
な
目
的
を
有
し
て
お
り
、

ま
た
目
的
に
対
し
て
過
剰
な
も
の
で
な
け
れ
ば
正
当
化
さ
れ
る
場
合
も
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
逃
亡
の
防
止
や
、
自
傷
・
他
傷
の
防
止
、
法
廷
秩
序
の

維
持
な
ど
の
目
的
と
の
関
係
で
、
比
例
的
で
あ
れ
ば
、
拘
束
具
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
例
外
の
具
体
的
な
基
準
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
解

釈
に
関
す
る
判
例
法
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
国
連
の
拷
問
等
禁
止
条
約
の
解
釈
に
お
い
て
も
参
考
と
な
る（

40
）。

拷
問
の
禁
止
が
絶
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
拷
問
に
は
至
ら
な
い
「
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
と
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
の
場
合
に
は
、
国
家
の
義
務
は
、

絶
対
的
な
性
格
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
は
、
こ
れ
ら
の
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
法
執
行
官
へ
の
教
育
・
研
修
の
実
施
、
予
防
措
置
の
実
施
、
調
査
の
義
務
な

ど
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
（
一
六
条
）

（
41
）。

②
自
由
権
規
約
第
一
四
条　

公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
一
四
条
と
の
関
係
で
も
、
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

自
由
権
規
約
委
員
会
の
一
般
的
意
見
三
二
は
一
四
条
の
解
釈
に
関
す
る
指
針
を
纏
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

「
無
罪
の
推
定
は
、
人
権
擁
護
の
基
本
で
あ
り
、
罪
を
立
証
す
る
責
任
を
検
察
に
負
わ
せ
、
合
理
的
な
疑
い
を
容
れ
な
い
程
度
に
罪
が
立
証
さ
れ
る
ま
で
は
、
有

罪
の
推
定
は
で
き
な
い
こ
と
を
保
障
す
る
と
と
も
に
、
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
と
の
原
則
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
し
、
刑
事
上
の
犯
罪
行
為
の
嫌
疑

を
受
け
て
い
る
者
が
こ
の
原
則
に
従
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
公
に
肯
定
す
る
発
言
を
差
し
控
え
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る
な
ど
、審
理
の
結
論
の
先
取
り
を
慎
む
こ
と
は
、す
べ
て
の
公
的
機
関
の
義
務
で
あ
る
。
被
告
人
は
通
常
、審
理
の
間
に
手
錠
を
さ
れ
た
り
檻
に
入
れ
ら
れ
た
り
、

そ
れ
以
外
に
も
、
危
険
な
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
方
法
で
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い（

42
）。」。

（
二
）
自
由
権
規
約
委
員
会
の
個
人
通
報
事
件

（
ｉ
）
パ
ス
ト
ボ
ア
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
事
件

自
由
権
規
約
（
第
一
）
選
択
議
定
書
の
個
人
通
報
手
続
に
お
い
て
、
法
廷
内
で
鉄
製
の
柵
で
囲
ま
れ
た
被
告
人
席
に
収
容
す
る
措
置
が
同
規
約
七
条
等
の
違
反
に
な
る

か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
事
件
が
あ
る
。
パ
ス
ト
ボ
ア
対
ウ
ク
ラ
イ
ナ
事
件
の
申
立
人
は
、
殺
人
の
容
疑
に
よ
り
逮
捕
、
訴
追
さ
れ
無
実
を
主
張
し
て
争
っ
て
い
た
が
、
有

罪
を
宣
告
さ
れ
た（

43
）。

そ
の
間
、
警
察
に
よ
る
取
調
時
の
拷
問
、
被
告
人
と
し
て
出
廷
し
て
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
後
ろ
手
で
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
鉄
格
子
の
檻

に
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
点
に
つ
い
て
自
由
権
規
約
七
条
（
拷
問
、
非
人
道
的
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
の
禁
止
）、
同
一
〇
条
一
項
（
被
拘
禁
者
の
人
道
的
処
遇
）

等
の
違
反
を
主
張
し
て
い
た
。

本
案
の
解
釈
に
お
い
て
、
ま
ず
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
七
条
は
、
一
〇
条
一
項
お
よ
び
自
由
を
奪
わ
れ
た
す
べ
て
の
人
は
固
有
の
人
間
の
尊
厳
を
尊
重
し
て
取
扱
い

を
受
け
る
よ
う
求
め
て
い
る
一
般
的
意
見
二
一
の
要
請
に
よ
り
補
完
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
。
こ
の
点
に
つ
き
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
す
べ
て
の
自
由
を
奪
わ

れ
た
人
が
閉
ざ
さ
れ
た
環
境
に
お
い
て
や
む
を
得
な
い
制
限
に
し
た
が
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
す
べ
て
の
規
約
上
の
権
利
の
享
有
を
確
保
す
る
た
め
に
積
極
的
な
義
務

を
有
し
て
い
る
と
も
付
け
加
え
た（

44
）。

ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
公
的
機
関
は
裁
判
の
結
果
に
予
断
を
抱
か
せ
る
こ
と
お
よ
び
被
告
人
を
裁
判
所
に
出
廷
さ
せ
る
際
に
は
、
危
険
な

犯
人
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う
な
方
法
で
、
被
告
人
を
裁
判
廷
に
出
廷
さ
せ
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
義
務
が
あ
る
と
す
る
。

ま
た
、
前
示
の
一
般
的
意
見
三
二
に
お
い
て
、
裁
判
の
結
果
に
予
断
を
差
し
挟
み
、
ま
た
法
廷
内
に
お
い
て
被
告
人
が
危
険
な
犯
罪
者
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
よ
う

な
方
法
で
被
告
人
を
晒
す
こ
と
を
慎
む
べ
き
義
務
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
想
起
し
た
。
最
後
に
、
規
約
一
四
条
三
項
ｂ
で
は
、（
防
禦
の
準
備
の
た
め
に
必
要
な
文
書
に
ア

ク
セ
ス
し
利
用
す
る
被
告
人
の
権
利
を
含
む
）
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
。」
と
し
、
さ
ら
に
「
委
員
会
は
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
通
報
者
を
法
廷
に
お
け

る
審
理
の
間
、
後
ろ
手
に
手
錠
を
は
め
て
金
属
製
の
檻
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
が
、
安
全
ま
た
は
司
法
の
運
営
上
必
要
で
あ
る
か
ま
た
は
防
禦
の
準
備
の
た
め
の
十
分
な

便
益
に
対
す
る
権
利
と
両
立
す
る
こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
、
他
の
代
替
的
措
置
に
よ
っ
て
十
分
な
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う

こ
と
を
証
明
し
な
か
っ
た（

45
）。」

と
結
論
づ
け
た
。
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法
廷
審
理
の
際
に
被
告
人
に
手
錠
を
か
け
た
ま
ま
金
属
檻
に
し
て
お
く
こ
と
は
、
一
般
的
意
見
三
二
に
依
拠
し
て
規
約
七
条
、
一
四
条
一
項
お
よ
び
同
三
項
ｂ
に
違
反

す
る
と
し
た
。
説
得
的
な
保
安
上
の
理
由
に
関
す
る
国
側
の
説
明
が
な
く
、
他
の
よ
り
制
限
的
で
な
い
手
段
も
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
例
で
あ
る
。

他
に
も
類
例
と
し
て
ベ
ラ
ル
ー
シ
に
関
す
る
個
人
通
報
事
件
と
し
て
、
コ
バ
レ
フ
お
よ
び
コ
ジ
ヤ
ー
ル
事
件
が
あ
る
。
ベ
ラ
ル
ー
シ
法
廷
内
に
設
置
さ
れ
た
金
属
檻
の

中
に
被
告
人
を
収
容
す
る
こ
と
が
、
同
様
に
規
約
違
反
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

46
）。

（
ⅱ
）
ポ
ー
ル
・
Ｍ
・
ジ
ン
ソ
ウ
事
件

被
告
人
に
対
す
る
法
廷
内
で
の
手
錠
に
よ
る
拘
束
が
問
題
と
な
っ
た
個
人
通
報
事
件
と
し
て
は
、
ア
フ
リ
カ
の
ベ
ナ
ン
共
和
国
に
関
す
る
ポ
ー
ル
・
Ｍ
・
ジ
ン
ソ
ウ
事

件
が
あ
る（

47
）。

本
件
通
報
者
は
、
自
動
車
の
運
転
手
で
あ
る
と
こ
ろ
、
事
故
を
お
こ
し
て
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
、
二
〇
〇
八
年
八
月
一
四
日
か
ら
九
月
五
日
ま
で
の
間
、

拘
置
所
に
収
容
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
九
月
五
日
の
法
廷
に
お
け
る
審
理
に
際
し
て
も
同
様
に
拘
置
所
の
名
入
り
の
ベ
ス
ト
を
着
せ
ら
れ
た
う
え
、
手
錠
を
さ
せ
ら
れ
た

ま
ま
入
廷
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
た
め
に
、
傍
聴
人
か
ら
嘲
笑
さ
れ
辱
め
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
由
権
規
約
七
条
の
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
受
け
た
点
お
よ
び

そ
う
し
た
扱
い
を
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
規
約
一
四
条
二
項
に
保
障
さ
れ
る
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
て
い
た（

48
）。

こ
れ
に
対
し
て
政
府
側
は
、
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
の
三
三
条
に
従
っ
て
、
被
告
人
は
法
廷
に
入
廷
す
る
前
に
囚
人
用
の
ベ
ス
ト
を
脱
ぐ
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
こ
う
し
た
扱
い
は
安
全
確
保
の
た
め
に
必
要
な
措
置
で
あ
り
、
か
つ
差
別
な
く
、
す
べ
て
の
囚
人
に
対
し
て
ベ
ス
ト
の
着
用
が
求
め
ら
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、

身
体
的
ま
た
は
精
神
的
な
害
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
た
。

自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
本
件
通
報
を
受
理
し
本
案
審
査
に
お
よ
ん
だ
。
二
〇
一
五
年
に
採
択
し
た
「
所
見
」
で
は
、
二
〇
〇
四
年
の
自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
ベ

ナ
ン
の
報
告
書
審
査
に
際
し
て
公
表
さ
れ
た
総
括
所
見
に
お
い
て
法
廷
に
お
け
る
囚
人
用
ベ
ス
ト
の
着
用
が
無
罪
の
推
定
の
原
則
に
反
す
る
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
こ

と
に
つ
い
て
も
触
れ
て（

49
）、

以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
七
・
三　

被
告
人
は
、
通
常
は
法
廷
に
お
け
る
審
理
の
間
、
鎖
で
拘
束
さ
れ
た
り
檻
の
中
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
危
険
な
犯
罪
者
で
あ
る

か
の
よ
う
印
象
を
与
え
る
よ
う
な
方
法
で
法
廷
に
出
廷
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
本
件
で
、
締
約
国
側
か
ら
の
何
ら
か
の
正
当
化
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

委
員
会
は
、（
通
報
者
は
）
法
廷
に
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
、
か
つ
拘
置
所
の
場
所
を
示
す
囚
人
用
ベ
ス
ト
を
着
せ
ら
れ
た
ま
ま
出
廷
さ
せ
ら
れ
る
べ
き
で
は
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な
い
と
考
え
る
。
本
件
で
、
国
側
の
主
張
が
欠
落
し
て
い
る
限
り
、
当
委
員
会
は
、
手
錠
を
か
け
ら
れ
か
つ
拘
置
所
の
場
所
を
示
す
囚
人
用
ベ
ス
ト
を
着
せ
ら

れ
た
ま
ま
出
廷
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
は
、
規
約
一
四
条
二
項
に
基
づ
く
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
に
当
た
る
と
考
え
る（

50
）。

ま
た
、
手
錠
を
さ
れ
た

ま
ま
法
廷
に
連
行
さ
れ
、
ま
た
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
通
報
者
の
主
張
を
考
慮
す
る
。

七
・
四　

締
約
国
政
府
は
、
囚
人
用
ベ
ス
ト
は
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
出
頭
す
る
際
に
は
ま
と
わ
せ
な
い
と
主
張
し
た
け
れ
ど
も
、
本
件
に
お
い
て
な
ぜ
通

報
者
は
審
理
に
際
し
て
囚
人
ベ
ス
ト
を
着
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。
ま
た
通
報
者
が
手
錠
を
か
け
ら
れ
た
ま
ま
法
廷
に
連

行
さ
れ
、
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
点
も
考
慮
し
た（

51
）。

締
約
国
は
、
保
安
上
の
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
な
措
置
の
必
要
性
を
一
般
的
に
述
べ
て
い
た
だ
け
で
あ
り
、

二
〇
〇
八
年
九
月
五
日
の
審
理
に
際
し
て
こ
の
種
の
ベ
ス
ト
と
手
錠
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
暴
力
ま
た
は
逃
亡
お
よ
び

そ
の
他
の
公
共
の
安
全
に
対
す
る
危
険
が
存
在
し
た
と
信
じ
る
に
足
り
る
理
由
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
当
該
措
置
は
、
通
報
者
に
屈

辱
を
与
え
る
意
図
が
あ
っ
た
と
は
言
え
な
い
け
れ
ど
も
、
通
報
者
は
、
法
廷
へ
の
出
廷
に
伴
っ
て
屈
辱
感
と
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
辱
め
を
体
験
し
た
と
い

う
の
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
通
報
者
に
課
せ
ら
れ
た
措
置
は
、
規
約
七
条
と
両
立
し
な
い
取
扱
い
に
当
た
る
と
当
委
員
会
は
認
め
る
。」

以
上
の
よ
う
に
本
件
所
見
は
、
被
告
人
に
拘
置
所
の
所
在
地
を
示
す
囚
人
用
ベ
ス
ト
を
着
用
さ
せ
、
か
つ
手
錠
を
か
け
た
ま
ま
法
廷
に
出
廷
さ
せ
る
こ
と
は
、
自
由
権

規
約
一
四
条
二
項
に
保
障
さ
れ
る
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
七
条
で
保
護
さ
れ
る
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
と
の
判
断
を
示
し
た
。
そ
の
際
に
、
国

側
は
こ
う
し
た
扱
い
は
、
一
律
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
差
別
的
で
は
な
く
、
特
に
侮
蔑
的
な
方
法
で
も
な
い
か
ら
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
は
当
た
ら
な

い
と
主
張
し
た
が
、
自
由
権
規
約
委
員
会
は
斥
け
て
い
る
。
同
委
員
会
は
、
保
安
上
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
一
般
的
理
由
で
は
な
く
、
特
に
逃
亡
の
お
そ
れ
や
暴

力
行
為
か
ら
の
保
護
等
た
め
に
特
別
の
理
由
に
よ
り
ベ
ス
ト
の
着
用
と
手
錠
の
使
用
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
十
分
な
理
由
が
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

本
件
最
終
所
見
の
履
行
に
関
し
て
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
手
続
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
一
五
年
秋
の
ベ
ナ
ン
に
関
す
る
国
家
報
告

の
際
に
は
、
所
見
の
要
請
が
未
だ
履
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
自
由
権
規
約
委
員
会
が
履
行
を
求
め
て
い
る（

52
）。

（
三
）
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
（
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
ズ
）

一
九
五
五
年
に
国
連
犯
罪
防
止
会
議
で
採
択
さ
れ
た
「
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
（S

tan
dard M

in
im

u
m

 R
u

les for th
e T

reatm
en

t of P
rison

eres

）」
は
、
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被
拘
禁
者
の
取
扱
い
お
よ
び
施
設
の
管
理
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
原
則
お
よ
び
慣
行
で
あ
る
と
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
事
項
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
る（

53
）。

ま
た
本
原
則

は
、
受
刑
者
に
関
す
る
国
際
準
則
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が（

54
）、

実
際
は
、
本
原
則
冒
頭
の
「
予
備
的
見
解
」（prelim

in
ary observation

）
の
三
に
も
定
め
る
よ
う
に
、

未
決
・
既
決
を
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
被
拘
禁
者
に
関
す
る
準
則
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
の
刑
事
法
上
の
概
念
で
い
う
被
疑
者
・
被
告
人
に
対

し
て
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
各
国
に
対
し
て
被
拘
禁
者
の
取
扱
い
に
関
す
る
最
低
準
則
を
定
め
、
各
国
の
刑
事
司
法
上
の
法
令
や
慣
行
に
お
い
て
反
映
さ
れ
る

の
が
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
採
択
の
後
、
半
世
紀
余
り
が
経
過
し
て
、
内
容
的
に
も
時
代
遅
れ
と
な
っ
て
お
り
、
本
規
則
が
採
択
さ
れ
た

後
の
発
展
が
十
分
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
国
連
総
会
は
、
二
〇
一
〇
年
に
本
規
則
を
改
正
す
る
た
め
の
政
府
間
専
門
家
グ
ル
ー
プ
を

設
置
し
た
。
二
〇
一
一
年
以
後
、
専
門
家
グ
ル
ー
プ
は
、
四
年
余
り
の
審
議
を
重
ね
て
、
二
〇
一
五
年
の
一
二
月
七
日
に
南
ア
フ
リ
カ
で
開
催
さ
れ
た
グ
ル
ー
プ
会
合
に

お
い
て
正
式
に
改
正
を
承
認
し
た（

55
）。

本
規
則
の
改
正
は
、
自
由
権
規
約
、
社
会
権
規
約
お
よ
び
拷
問
等
禁
止
条
約
な
ど
の
人
権
諸
条
約
そ
の
他
の
国
連
諸
決
議
に
み
ら
れ
る
国
際
人
権
法
の
発
展
を
考
慮
し

て
行
わ
れ
た（

56
）。

全
体
の
構
造
は
元
の
規
則
を
踏
襲
す
る
が
、
い
く
つ
か
の
条
項
に
つ
い
て
は
重
点
的
に
改
正
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
南
ア
フ
リ
カ
の
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ

ト
時
代
に
二
七
年
も
の
長
期
に
わ
た
っ
て
投
獄
さ
れ
た
後
、
同
国
で
初
の
黒
人
初
代
大
統
領
に
選
出
さ
れ
た
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
氏
の
名
前
を
冠
し
て
ネ
ル
ソ
ン
・
マ

ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
と
呼
ば
れ
る（

57
）。

人
間
の
尊
厳
を
否
定
す
る
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
体
制
を
批
判
し
た
が
故
に
投
獄
さ
れ
た
マ
ン
デ
ラ
氏
の
名
前
を
冠
し
た
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
の
尊
厳
こ
そ
が
被
拘
禁
者
の
処
遇
上
の
も
っ
と
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る（

58
）。

新
四
七
条
は
、
ま
ず
、
原
則
と
し
て
「
鎖
、
枷
ま
た
は
本
来
的
に
品
位
を
傷
つ
け
ま
た
は
痛
み
を
伴
う
拘
束
具
は
禁
止
さ
れ
る
。」
と
し
て
鎖
、
枷
と
な
ら
ん
で
「
品
位

を
傷
つ
け
」、「
痛
み
を
伴
う
」
拘
束
具
も
原
則
禁
止
す
る
と
宣
明
し
て
い
る
。

「
品
位
を
傷
つ
け
る
」
と
は
、
拷
問
等
禁
止
条
約
の
定
義
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
尊
厳
を
傷
つ
け
屈
辱
感
を
与
え
る
よ
う
な
拘
束
具
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
。
次

に
、「
他
の
拘
束
具
は
、
法
律
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
か
つ
以
下
の
場
合
に
の
み
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
鎖
、
枷
ま
た
は
本
来
的
に
品
位
を
傷
つ
け
る
ま
た
は

痛
み
を
伴
う
こ
と
の
な
い
拘
束
具
は
条
件
付
き
で
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「（
ａ
）
被
拘
禁
者
が
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
出
頭
す
る
（appears before a ju

dicial 

or adm
in

istrative au
th

ority

）
場
合
に
は
外
さ
れ
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
護
送
の
際
に
逃
走
に
対
す
る
予
防
措
置
と
し
て
。」
で
あ
る
。
ま
た
、「（
ｂ
）
被
拘
禁
者

が
自
己
若
し
く
は
他
人
を
傷
つ
け
、ま
た
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、他
の
制
御
方
法
が
役
に
立
た
な
い
場
合
に
、施
設
の
長
の
命
令
に
よ
っ
て
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
施
設
の
長
は
、
直
ち
に
医
師
ま
た
は
そ
の
他
の
有
資
格
の
ヘ
ル
ス
ケ
ア
専
門
職
の
注
意
を
喚
起
し
、
か
つ
上
級
行
政
官
庁
に
報
告
し
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。」
と
も
定
め
る
。

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
四
七
条
一
項
は
、
旧
三
三
条
一
項
を
踏
襲
し
て
、
被
収
容
者
を
護
送
す
る
際
に
は
、
拘
束
具
は
法
律
に
従
っ
て
逃
亡
防
止
の
た
め
に
使
用
が
認

め
ら
れ
る
が
、「
司
法
当
局
ま
た
は
行
政
当
局
に
出
頭
す
る
際
に
は
、
外
す
こ
と
を
条
件
」
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。「
司
法
当
局
に
出
廷
す
る
」
と
は
、
厳
密
に
は
い
つ

の
時
点
か
が
問
題
と
な
る
。
条
文
解
釈
に
際
し
て
は
、
趣
旨
お
よ
び
目
的
と
と
も
に
用
語
の
通
常
の
意
味
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
原
則
で
あ
る
か
ら（

59
）、「

司
法
当
局
に

出
廷
す
る
」
と
は
、
被
告
人
が
法
廷
内
に
姿
を
現
す
こ
と
（appear

）、
即
ち
入
廷
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（

60
）。

し
た
が
っ
て
、
傍
聴
人
ら
が
着
席
し

て
い
る
法
廷
に
入
る
前
に
は
拘
束
具
を
外
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
四
七
条
一
項
（
ｃ
）
で
は
、「
被
拘
禁
者
が
自
己
も
し
く
は
他
人
に
危
害
を
加
え
、
ま
た
は
財
産
に
損
害
を
与
え
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
他
の
制
止
方
法

が
な
い
と
き
」
に
も
施
設
の
長
の
命
令
に
よ
っ
て
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
被
告
人
が
司
法
当
局
に
出
頭
す
る
際
で
も
、
自
傷
・
他
傷
の
お
そ
れ
や
法
廷
内

で
暴
力
行
為
に
お
よ
ぶ
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
痛
み
を
伴
わ
ず
、
品
位
を
傷
つ
け
る
こ
と
の
な
い
拘
束
具
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
る
。

新
四
七
条
で
は
、
鎖
、
枷
の
他
に
「
本
質
的
に
品
位
を
傷
つ
け
ま
た
は
苦
痛
を
伴
う
拘
束
具
」
を
禁
止
し
て
い
る
。
一
般
的
に
両
手
に
装
着
す
る
金
属
手
錠
は
、
そ
の

使
用
は
多
数
国
で
認
め
ら
れ
て
い
る
点
に
鑑
み
て
、
通
常
の
使
用
で
あ
れ
ば
、
品
位
を
傷
つ
け
ま
た
は
苦
痛
を
伴
う
拘
束
具
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
他
方
で
、

腰
縄
を
用
い
る
慣
行
は
日
本
以
外
の
他
の
諸
国
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
品
位
を
傷
つ
け
ま
た
は
「
精
神
的
な
」
意
味
で
の
苦
痛
を
伴
う
拘
束
具
で

あ
る
と
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
腰
縄
と
は
、「
軽
罪
の
囚
人
を
護
送
す
る
際
に
、
囚
人
の
腰
に
縄
を
か
け
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
縄
や
、
そ

れ
を
か
け
ら
れ
た
人
」
の
意
味
だ
か
ら
で
あ
る（

61
）。

現
代
の
捕
縄
は
、
江
戸
時
代
の
捕
り
縄
の
術
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
が
残
存
し
て
い
る
と

も
考
え
ら
れ
る
。「
お
縄
に
な
る
」
と
い
う
言
葉
が
、「
お
上
が
罪
人
を
と
ら
え
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
、
腰
縄
は
、
犯
罪
者
の
イ
メ
ー
ジ
と
深
く
結
び
付
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

マ
ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
に
は
、
四
八
条
に
お
い
て
、
品
位
を
傷
つ
け
ず
苦
痛
を
伴
わ
な
い
拘
束
具
は
、
制
限
的
に
の
み
使
用
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
点
で
も
重
要
で

あ
る
。

「
一　

規
則
四
七
条
二
項
に
よ
っ
て
拘
束
具
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
以
下
の
原
則
が
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ａ
）
拘
束
具
は
、
制
限
の
な
い
動
き
か
ら
生
じ
る
危
険
に
対
処
た
め
よ
り
制
限
的
で
は
な
い
拘
束
措
置
で
は
効
果
が
な
い
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
も
の
と
す
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る
。

（
ｂ
）
拘
束
の
方
法
は
、
生
じ
て
い
る
危
険
の
程
度
お
よ
び
性
格
に
基
づ
い
て
、
必
要
か
つ
合
理
的
に
利
用
可
能
な
、
最
も
制
圧
性
が
低
い
形
態
（th

e least 

in
tru

sive form

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
ｃ
）
拘
束
具
は
、
必
要
な
時
間
の
間
の
み
に
用
い
ら
れ
、
危
険
が
存
在
し
な
く
な
っ
た
後
に
は
、
で
き
る
限
り
す
み
や
か
に
取
り
外
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

2
．
拘
束
具
は
、
女
性
に
対
し
、
分
娩
中
あ
る
い
は
出
産
直
後
に
は
決
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
に
加
え
て
、
本
規
則
一
一
一
条
の
二
項
で
は
、「
有
罪
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
被
拘
禁
者
は
、
無
罪
と
推
定
さ
れ
、
か
つ
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
処
遇
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。」
と
定
め
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
」
と
は
、
少
な
く
と
も
公
衆
の
面
前
に
お
い
て
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
を
制
限
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。

以
上
を
纏
め
る
と
、
マ
ン
デ
ラ
規
則
上
の
手
錠
の
使
用
は
次
の
よ
う
な
規
則
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

第
一
に
、
鎖
や
枷
な
ど
の
本
質
的
に
品
位
を
傷
つ
け
る
拘
束
具
の
使
用
を
禁
止
し
て
い
る
一
方
で
、
金
属
手
錠
に
つ
い
て
は
、
被
拘
禁
者
を
護
送
す
る
際
に
、
逃
亡
ま

た
は
自
傷
行
為
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
、
使
用
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逃
亡
等
の
お
そ
れ
が
な
い
場
合
に
手
錠
等
の
拘
束
具
を
用
い
る
こ
と
は

禁
止
さ
れ
る（

62
）。

第
二
に
、
本
稿
と
の
関
係
で
最
も
重
要
な
点
は
、
手
錠
は
、
右
に
掲
げ
た
よ
う
な
場
合
に
は
例
外
的
に
使
用
が
認
め
ら
れ
る
が
、
司
法
ま
た
は
行
政
当
局
に
出
頭
す
る

際
に
は
、
外
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
い
る
。
文
脈
に
し
た
が
っ
て
、
用
語
の
通
常
の
意
味
に
即
し
て
解
釈
す
れ
ば
、
出
頭
す
る
際
と
は
、
入
廷
す
る
と
き
か
ら
審
理

が
開
始
し
て
、
退
廷
の
と
き
ま
で
を
言
う
と
考
え
ら
れ
る
。

第
三
に
、
拘
束
具
は
最
も
制
圧
性
の
低
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
時
間
的
に
も
逃
亡
等
の
危
険
が
な
く
な
れ
ば
、
速
や
か
に
取
り
外
さ
れ
る
。
無
罪
の
推
定
を
受

け
る
権
利
の
と
の
関
係
で
は
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
処
遇
を
受
け
る
べ
き
こ
と
を
定
め
る
。

第
四
に
、
こ
の
原
則
は
、
被
告
人
は
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
規
則
四
七
お
よ
び
四
八
と
関
連
し
て
理
解
す
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
個
々
の
事
情
に

よ
り
、
逃
亡
の
お
そ
れ
や
自
傷
、
他
傷
の
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
き
、
手
錠
等
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
に
、
マ
ン
デ
ラ
規
則
は
、
法
的
拘
束
力
を
有
す
る
文
書
で
は
な
い
が
、
自
由
権
規
約
委
員
会
等
の
国
連
機
関
、
条
約
上
の
実
施
機
関
に
よ
る
条
文
の
解
釈
の
際
の
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解
釈
基
準
と
は
な
り
う
る（

63
）。

わ
が
国
法
務
省
か
ら
本
規
則
の
改
正
作
業
に
参
加
し
た
杉
山
多
恵
氏
は
、
本
規
則
の
性
質
に
鑑
み
て
『
規
則
の
一
言
一
句
を
厳
密
に
解
釈
し
、

そ
れ
に
反
す
る
行
為
は
一
切
許
さ
れ
な
い
』
と
す
る
立
場
も
極
端
で
あ
る
が
、
逆
に
『
法
的
拘
束
力
の
な
い
文
書
な
の
で
あ
る
か
ら
全
く
気
に
し
な
く
と
も
良
い
』
と
す

る
の
も
極
端
で
あ
る
と
い
え
る
。
法
的
拘
束
力
が
な
い
と
は
い
え
、
各
国
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
得
ら
れ
た
国
際
文
書
の
規
定
を
あ
か
ら
さ
ま
に
無
視
す
れ
ば
、
国
際
社
会

か
ら
非
難
を
受
け
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る（

64
）。

ほ
ぼ
同
意
す
る
が
、
併
せ
て
本
原
則
は
、
自
由
権
規
約
等
の
国
連
の
人
権
条
約
の
関
連
規
定
の
解
釈
に
際

し
て
具
体
的
な
指
針
を
与
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。
ま
た
、
本
規
則
に
従
わ
な
い
国
内
法
ま
た
は
慣
行
を
有
し
て
い
る
国
は
、
な
ぜ
本
規
則
に
従
わ
な
い
の
か
を
説
明
す

る
責
務
を
有
す
る
で
あ
ろ
う（

65
）。

三　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
の
基
準

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
国
際
的
ま
た
は
超
国
家
的
な
人
権
基
準
と
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
二
つ
の
機
関
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
。
手
錠
・
腰
縄
問
題
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
規
則
や
法
を
検
討
す
る
場
合
に
も
、
両
者
に
つ
い
て
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
下
で
は
、

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
に
お
け
る
手
錠
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
検
討
し
、
見
て
お
き
た
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
そ
れ
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
が
あ
る
。
他
に
も
条
約
で
は
な
い
が
、
被
拘
禁
者
の
処
遇

に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
標
準
的
な
基
準
を
取
り
ま
と
め
た
文
書
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則
（E

u
ropean

 P
rison

 R
u

les

）
が
あ
る（

66
）。

以
下

で
は
、
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則
の
内
容
を
検
討
し
て
、
続
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
一
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び
同
条
約
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
考
慮
し
て
、
ま
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
拷
問
等
防
止

委
員
会
の
作
業
に
も
考
慮
を
払
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
国
内
の
法
ま
た
は
行
政
に
お
け
る
指
針
と
し
て
参
照
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
起
草
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

条
約
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
自
体
と
し
て
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
解
釈
を
も
取
り
入
れ
て
い
る
点
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
法
的
基
準
を
簡
潔
に
条
文
形
式
で
取
り
ま
と
め
た
文
書
で
あ
る（

67
）。
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同
規
則
六
八
条
で
は
、
拘
束
具
の
使
用
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

「
一　

鎖
お
よ
び
枷
の
使
用
は
禁
止
す
る
。

二　

手
錠
、
拘
束
衣
お
よ
び
そ
の
他
の
身
体
拘
束
具
は
、
以
下
の
場
合
を
除
き
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

ａ　

護
送
の
間
、
逃
亡
防
止
の
た
め
、
た
だ
し
当
局
が
他
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
決
定
し
た
場
合
を
除
き
、
被
拘
禁
者
が
司
法
官
庁
ま
た
は
行
政
官
庁
に
出
頭
す

る
と
き
は
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ　

被
拘
禁
者
が
自
傷
、
他
傷
か
ら
保
護
し
、
ま
た
は
施
設
へ
の
重
大
な
損
害
を
防
止
す
る
他
の
抑
制
措
置
が
効
果
が
な
い
場
合
に
は
、
監
督
者
の
命
令
に
よ
り
、

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
、
監
督
者
は
意
志
に
直
ち
に
報
告
し
、
上
級
の
刑
務
所
当
局
に
報
告
す
る

三　

拘
束
手
段
は
、
限
に
必
要
と
さ
れ
る
期
間
を
超
え
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

四　

拘
束
手
段
の
使
用
方
法
は
、
国
内
法
で
定
め
る
。」

以
上
の
よ
う
に
、
と
く
に
第
六
八
条
二
の
ａ
の
規
定
と
同
様
の
趣
旨
は
、
新
た
に
改
訂
さ
れ
た
マ
ン
デ
ラ
規
則
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
基
準
が
、
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
規
則
の
改
正
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
規
則
六
八
条
の
趣
旨
に
関
し
て
は
、
条
文
に
続
い
て
コ
メ
ン
タ
リ
ー
が
付
属

し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
。

「
拘
束
具
の
強
制
的
な
状
況
で
の
使
用
は
、
文
明
的
行
動
と
は
両
立
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
使
用
は
厳
し
く
制
約
さ
れ
可
能
な
場
合
に
は
避

け
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
時
に
は
自
身
ま
た
は
刑
務
所
職
員
に
対
す
る
傷
害
行
為
、
逃
亡
、
ま
た
は
物
的
損
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
特
別
の
拘
束
具
の
補

助
に
よ
り
身
体
の
拘
束
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
規
則
は
、
制
限
の
範
囲
に
お
い
て
拘
束
具
の
使
用
が
許
さ
れ
る
条
件
を
定
め
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
被
拘
禁
者
を
刑
務
所
に
護
送
す
る
際
に
、
拘
束
具
を
常
に
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い（

68
）。」
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（
二
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
お
よ
び
人
権
裁
判
所
の
判
例
法

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
の
関
係
で
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
が
問
題
と
な
り
う
る
の
は
、
三
条
の
拷
問
そ
の
他
の
残
虐
な
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取

扱
い
ま
た
は
刑
罰
の
禁
止
と
の
関
係
が
あ
る（

69
）。

他
に
も
、
六
条
の
公
正
な
裁
判
を
う
け
る
権
利
と
の
関
係（

70
）、

と
り
わ
け
同
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
と
の
関

係
で
問
題
と
な
り
う
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
解
釈
上
の
原
則
と
し
て
、
人
権
の
制
約
措
置
が
条
約
上
適
法
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
際
に
は
、
合
法
性
の
原
則
、
必
要
性
の
原
則
お
よ

び
比
例
性
の
原
則
（
目
的
と
手
段
と
の
均
衡
）
の
諸
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。
第
一
に
、
合
法
性
の
原
則
に
よ
り
、
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
は
、
ま
ず
法
律
に
基
づ
い

て
合
法
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
法
律
の
正
当
性
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
第
二
に
、
合
法
な
制
約
で
あ
っ
て
も
必
要
性
の
原
則
に
よ
り
、
拘
束

具
の
使
用
は
状
況
に
よ
っ
て
厳
密
に
必
要
と
さ
れ
る
範
囲
に
限
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
当
該
権
利
の
制
約
措
置
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、「
民
主
的

社
会
に
お
い
て
必
要
」
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
第
三
に
、
合
法
か
つ
必
要
と
さ
れ
る
措
置
で
あ
っ
て
も
、
比
例
性
の
原
則
に
よ
り
、
目
的
に
対
し
て
過
剰
な
制
約

措
置
は
、
認
め
ら
れ
な
い
。
刑
事
裁
判
の
運
用
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
身
柄
の
拘
束
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
え
る
が
、
問
題
と
な
る
拘
束
措
置
が
条
約
上
適
法
で
あ
る

か
ど
う
か
は
、
上
記
の
よ
う
な
制
限
に
従
う
の
で
あ
っ
て
、
被
告
人
で
あ
る
か
ら
当
然
に
手
錠
等
に
よ
る
拘
束
が
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い（

71
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
で
は
、
刑
事
被
拘
禁
者
に
対
す
る
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
が
、
逃
亡
の
防
止
や
自
傷
・
他
傷
の
防
止
な
ど
の
使
用
目
的
と
の
関
係
で
合
目

的
と
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
使
用
の
態
様
に
よ
っ
て
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
と
さ
れ
て
き
た
。
典
型
的
に
は
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
旧
社
会
主
義
諸
国
に

多
く
見
ら
れ
る
法
廷
内
に
設
置
さ
れ
た
鉄
製
の
柵
（
ま
た
は
檻
）
の
中
に
被
告
人
を
着
席
さ
せ
る
慣
行
が
そ
れ
に
当
た
る
。
そ
の
他
に
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
も
、

刑
事
被
告
人
が
裁
判
に
出
廷
す
る
際
に
手
錠
等
の
よ
り
拘
束
す
る
事
例
は
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
解
釈
基
準
に
よ
れ
ば
、
逃

亡
を
防
止
そ
の
他
の
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
な
ど
の
観
点
か
ら
拘
束
具
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
範
囲
に
当
た
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る（

72
）。

以
下
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
裁
判
所
の
判
例
法
を
通
じ
て
、
手
錠
の
使
用
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
認
め
ら
れ
、
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
の
か
を
検
討
す
る
。

①
手
錠
の
使
用
と
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い

人
権
裁
判
所
は
、
警
察
に
よ
る
取
調
べ
手
段
と
の
関
係
で
は
あ
る
が
、「
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
と
は
、「
人
を
侮
辱
し
品
性
を
お
と
し
め
る
ほ
ど
に
恐
怖
、
怒
り

お
よ
び
劣
等
感
を
生
じ
さ
せ
る
」
行
為
と
も
定
義
し
て
い
る（

73
）。

ま
た
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
に
よ
れ
ば
、
刑
事
被
拘
禁
者
の
拘
束
措
置
は
、
合
法
的
な
拘
禁
と
の
関
係
で
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使
用
さ
れ
、
か
つ
合
理
的
に
み
て
必
要
と
さ
れ
る
程
度
を
越
え
る
力
の
行
使
ま
た
は
公
衆
へ
の
露
出
を
伴
わ
な
い
限
り
は
条
約
三
条
の
違
反
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
、

と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
逃
亡
ま
た
は
自
他
に
対
す
る
傷
害
や
損
害
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
拘
束
具
の
使
用
は
正
当
な
も
の
で
あ
る
。

手
錠
な
ど
の
拘
束
具
の
使
用
と
の
関
係
で
は
、
初
期
の
判
例
と
し
て
、
ラ
ニ
ネ
ン
対
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
事
件
が
あ
る（

74
）。

本
件
の
発
端
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
で
あ
る
申

立
人
が
、
宗
教
的
信
念
に
基
づ
い
て
兵
役
を
拒
否
し
た
だ
け
で
な
く
、
代
替
公
務
に
就
く
こ
と
も
拒
否
し
て
い
た
た
め
に
一
九
九
二
年
四
月
に
は
地
区
裁
判
所
が
同
人
を

有
罪
と
し
、
三
週
間
余
り
の
拘
留
を
言
い
渡
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
拘
留
期
間
の
満
了
後
に
釈
放
さ
れ
た
が
、
服
役
後
も
兵
役
の
免
除
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
同
人
は

再
度
警
察
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
兵
舎
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
問
題
は
、
警
察
が
同
人
を
逮
捕
し
、
兵
舎
に
連
行
す
る
際
に
、
彼
の
支
持
者
の
面
前
で
手
錠
が
か
け
ら

れ
逮
捕
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
経
緯
に
つ
い
て
違
法
な
逮
捕
を
理
由
と
し
て
人
権
条
約
五
条
の
違
反
と
と
も
に
、
支
持
者
と
し
て
集
ま
っ
た
人
々

の
面
前
で
手
錠
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
人
権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
受
け
た
と
主
張
し
た
。

人
権
裁
判
所
は
手
錠
が
警
察
官
や
刑
務
官
等
の
法
執
行
官
に
よ
っ
て
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
の
で
、
手
錠
の
使
用
が
そ
れ
自
体
と
し
て
違
法
と
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
た
。
そ
の
使
用
の
態
様
に
つ
い
て
は
、
最
低
限
度
の
苦
痛
（m

in
im

u
m

 level of severity

）
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ

る
と
こ
ろ
、そ
の
証
明
が
な
い
と
し
て
三
条
違
反
の
認
定
を
回
避
し
た
。
判
決
は
、逮
捕
そ
の
も
の
が
恣
意
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
五
条
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
が
、

手
錠
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
条
約
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
し
た
。
本
判
決
は
、
手
錠
の
使
用
に
つ
い
て
は
使
用
の
期
間
、
使
用
に
よ
る
身
体
お
よ
び
心
理
的
な
影
響
お
よ

び
性
別
、
年
齢
、
健
康
状
態
等
の
諸
事
情
に
照
ら
し
て
評
価
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、
結
局
三
条
違
反
を
否
定
し
て
い
た（

75
）。

条
約
三
条
で
い
う
品
位
を
傷
つ
け
る
取

扱
い
に
当
た
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
屈
辱
的
な
扱
い
を
受
け
た
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
状
況
の
下
で

手
錠
が
使
用
さ
れ
た
場
合
に
三
条
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

よ
り
近
年
の
人
権
裁
判
所
の
判
例
で
は
、
逮
捕
の
際
の
手
錠
の
使
用
を
条
約
違
反
と
認
め
た
判
例
が
存
在
す
る
。

ま
ず
、
エ
ル
ド
ガ
ン
・
ヤ
ジ
ズ
対
ト
ル
コ
事
件
で
は
、
逮
捕
の
際
に
手
錠
が
衆
人
に
見
ら
れ
る
状
況
で
使
用
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
条
約
三
条
違
反
が
主
張
さ
れ
た
事
件

で
あ
る（

76
）。

申
立
人
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
警
察
署
の
医
師
と
し
て
一
五
年
以
上
の
勤
務
歴
が
あ
っ
た
が
、
当
人
に
よ
っ
て
暴
行
を
受
け
た
と
主
張
す
る
匿
名
被
害
者
か
ら

の
訴
え
に
よ
り
、
勤
務
す
る
警
察
署
の
駐
車
場
で
、
同
僚
の
面
前
で
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
際
に
、
手
錠
が
使
用
さ
れ
、
ま
た
現
場
検
証
の
た
め
に
自
宅
に
連
行
さ
れ
た
際

に
も
家
族
の
前
で
手
錠
を
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
起
訴
さ
れ
る
こ
と
な
く
釈
放
さ
れ
た
が
、
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
の
シ
ョ
ッ
ク
で
ト
ラ
ウ
マ
を
負
っ
た
と
主
張

し
た
。
人
権
裁
判
所
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
る
と
認
定
し
た
。
そ
の
際
に
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
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扱
い
を
加
え
よ
う
と
す
る
意
図
が
ま
ず
存
在
す
る
場
合
に
は
、
条
約
違
反
を
導
く
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
意
図
が
な
い
場
合
に
は
条
約
違
反
を
断
定
す
る

こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
問
題
と
な
る
の
は
、
衆
人
の
目
に
晒
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
要
素
と
当
事
者
自
身
の
目
か
ら
み
て
屈
辱
的
で
あ
る
と
感
じ

た
か
ど
う
が
違
反
認
定
の
要
素
に
な
る
と
す
る（

77
）。

公
衆
の
面
前
で
の
手
錠
の
使
用
は
、人
の
自
尊
心
に
影
響
を
与
え
、心
理
的
な
傷
の
原
因
と
な
り
う
る
と
す
る
。
そ
し
て
、

と
く
に
申
立
人
の
場
合
、
自
分
自
身
に
よ
る
心
理
的
な
評
価
、
抑
う
つ
状
態
を
確
認
し
た
医
師
の
診
断
書
お
よ
び
自
身
が
被
っ
た
ト
ラ
ウ
マ
に
よ
る
医
療
機
関
の
受
診
な

ど
の
証
拠
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
公
衆
の
面
前
で
手
錠
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
屈
辱
感
が
増
幅
さ
れ
た
と
い
う
主
張
を
認
め
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱

い
に
当
た
る
と
し
て
条
約
三
条
違
反
を
認
め
た
。
本
判
決
は
、
公
衆
の
面
前
で
手
錠
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
な
り
う
る
こ
と
を
認
め

る
際
に
、
当
事
者
本
人
の
目
に
お
い
て
屈
辱
的
な
扱
い
を
受
け
た
か
ど
う
か
を
重
視
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
証
拠
を
判
決
文
が
言
及
す
る
ほ
ど

ま
で
に
必
要
と
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
エ
ナ
フ
対
フ
ラ
ン
ス
事
件
で
は
、
受
刑
者
が
病
気
治
療
の
た
め
に
刑
務
所
外
の
病
院
を
訪
れ
た
際
に
、
夜
間
、
ベ
ッ
ド
に
鎖
で
足
首
を
括
り
付
け
ら
れ
た
こ
と

が
条
約
三
条
違
反
と
さ
れ
た（

78
）。

こ
れ
は
、
逃
亡
ま
た
は
保
安
上
の
危
険
が
想
定
さ
れ
な
い
場
合
に
、
拘
束
具
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
お
よ
び
一
晩
中
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
苦
痛
を
伴
う
措
置
で
あ
っ
た
こ
と
が
違
反
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
。

②
個
別
の
事
情
に
よ
ら
ず
に
手
錠
等
を
使
用
す
る
こ
と
の
禁
止

人
権
裁
判
所
は
、
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
個
別
の
事
情
を
考
慮
せ
ず
に
制
度
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
条
約
違
反
と
捉
え
て
い
る
。
例
え
ば
、

ピ
ホ
ゥ
ビ
ッ
チ
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
事
件
判
決
で
は
、「
危
険
な
囚
人
」
に
対
し
て
厳
重
な
監
視
措
置
の
一
貫
と
し
て
、
監
房
か
ら
出
る
と
き
は
両
手
の
手
錠
と
足
錠
と
を
鎖
で

つ
な
い
で
使
用
す
る
「
連
結
式
手
錠
」
を
常
に
使
用
す
る
こ
と
（
法
廷
に
出
廷
す
る
際
、病
院
に
通
院
す
る
際
に
も
）
が
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た（

79
）。

ホ
リ
ィ
ッ

チ
対
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
、
薬
物
不
法
取
引
等
に
よ
っ
て
一
二
年
の
禁
錮
刑
を
受
け
て
服
役
中
の
申
立
人
が
、「
危
険
な
囚
人
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
房
外
に
出
る
と
き
は
常
に

手
錠
、
足
錠
で
拘
束
さ
れ
た
こ
と
が
条
約
三
条
違
反
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
事
件
で
あ
る（

80
）。

終
身
刑
で
服
役
し
て
い
る
者
に
対
し
て
房
外
で
の
手
錠
の
常
時
使
用
が
条
約

三
条
に
違
反
す
る
と
し
た
判
決
も
あ
る（

81
）。
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③
法
廷
審
理
の
際
の
手
錠
の
使
用
制
限

裁
判
を
受
け
る
た
め
に
法
廷
に
出
廷
し
て
審
理
中
に
手
錠
を
用
い
る
こ
と
は
、
条
約
三
条
違
反
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
。
ラ
ド
コ
フ
お
よ
び
サ
ベ
ブ
対
ブ
ル
ガ
リ

ア
事
件（

82
）で

は
、
殺
人
罪
等
に
よ
り
終
身
刑
を
言
い
渡
さ
れ
て
服
役
中
の
受
刑
者
か
ら
の
申
立
で
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
一
月
二
六
日
の
刑
務
所
内
に
設
置
さ
れ
た
法
廷
に
お

け
る
審
理
の
間
、
両
手
を
後
手
錠
で
拘
束
さ
れ
、
両
足
首
を
拘
束
す
る
足
錠
と
鎖
で
連
結
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
が
条
約
三
条
に
違
反
す
る
非
人
道
的
か
つ
品
位
を

傷
つ
け
る
取
扱
い
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
国
側
は
、
こ
れ
ら
の
拘
束
は
申
立
人
の
よ
う
な
凶
悪
犯
へ
の
対
応
と
し
て
は
妥
当
で
あ
り
、
ま
た
本
件
裁
判
が
刑
務
所
内
で
行

わ
れ
て
い
る
の
で
一
般
人
の
目
に
触
れ
る
訳
で
は
な
い
の
で
、
三
条
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
人
権
裁
判
所
は
、
こ
れ
ら
の
処
遇
が
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い

と
し
て
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
判
示
し
た
。
公
衆
の
目
に
触
れ
る
か
ど
う
か
は
、
条
約
三
条
の
意
味
に
お
け
る
「
品
位
を
傷
つ
け
る
」
取
扱
に
な
る
か
ど
う
か
を
決
定

す
る
際
の
関
連
事
情
に
な
り
う
る
が
、
判
決
は
、
公
衆
の
面
前
に
さ
ら
さ
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
る
特
定
の
処
遇
が
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
に
該
当
し
な
い
と
考
え

て
は
い
な
い（

83
）。

要
す
る
に
手
錠
の
使
用
が
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
か
否
か
の
判
断
に
際
し
て
、
公
衆
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
状
態
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
で
は

な
く
、
侮
蔑
的
な
扱
い
を
受
け
た
者
の
内
心
を
も
と
に
判
断
し
て
い
る
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

④
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
と
の
関
係

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
六
条
は
、公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
規
定
し
て
い
る
。
本
条
は
、元
来
世
界
人
権
宣
言
一
〇
条
お
よ
び
一
一
条
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
条
文
の
構
造
は
、
自
由
権
規
約
一
四
条
と
よ
く
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
六
条
一
項
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
者
は
、
そ
の
民
事
上
の
権
利
お
よ
び
義
務
の
決
定
ま
た

は
刑
事
上
の
罪
の
決
定
の
た
め
、
法
律
で
設
置
さ
れ
た
、
独
立
の
か
つ
公
正
な
裁
判
所
に
よ
り
妥
当
な
期
限
内
の
構
成
且
つ
公
開
審
理
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。」
と
定

め
る
。
さ
ら
に
二
項
で
は
、
す
べ
て
の
者
は
、「
法
律
に
基
づ
い
て
有
罪
と
さ
れ
る
ま
で
は
、
無
罪
と
推
定
さ
れ
る
。」
と
定
め
る
。
三
項
で
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
刑

事
手
続
き
上
の
諸
権
利
を
定
め
て
い
る
。
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
（
陪
審
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
陪
審
員
お
よ
び
参
審
制
を
採
用
す
る

国
で
は
参
審
員
も
含
む
）
は
、
被
告
人
が
訴
追
さ
れ
て
い
る
罪
を
犯
し
た
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
裁
判
を
開
始
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、裁
判
官
や
陪
審
員
等
が
既
に
有
罪
で
あ
る
か
の
よ
う
な
先
入
観
を
も
っ
て
被
告
人
と
相
対
す
る
よ
う
な
状
況
に
置
く
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。以
下
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
す
る
。
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⑤
法
廷
内
の
「
安
全
柵
」（
金
属
檻
）
と
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い

旧
ソ
連
圏
諸
国
の
う
ち
、
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ア
ル
メ
ニ
ア（

84
）、

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
モ
ル
ド
ヴ
ァ
な
ど
で
は
、
法
廷
内
に
被
告
人
席
と
し
て
金

属
製
の
檻
（
安
全
柵
）
を
設
置
す
る
例
が
見
ら
れ
る（

85
）。

こ
の
よ
う
な
金
属
製
の
檻
の
中
に
被
告
人
を
収
容
す
る
措
置
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
人
権
条
約

三
条
違
反
と
な
る
こ
と
が
繰
り
返
し
認
め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
お
よ
び
特
に
は
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
違
反
が
あ
る
か
ど
う
か

が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

ラ
ミ
シ
ビ
リ
お
よ
び
コ
フ
リ
ー
ゼ
対
ジ
ョ
ー
ジ
ア
事
件
は
、
被
告
人
が
裁
判
所
に
お
い
て
審
理
中
に
金
属
製
の
檻
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
上
、
周
囲
を
武
装
警
備
員
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
て
い
た
と
い
う
事
件
で
あ
る（

86
）。

申
立
人
は
、
こ
う
し
た
扱
い
に
よ
っ
て
法
廷
内
で
犯
罪
者
と
し
て
公
に
露
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
条
約
三
条
に
反
す
る
品

位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
違
反
と
条
約
六
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
違
反
が
あ
っ
た
と
主
張
し
た
。人
権
裁
判
所
は
、こ
の
よ
う
な
扱
い
は
侮
蔑
的
で
あ
り
、

品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
で
あ
っ
て
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
認
定
し
、
無
罪
の
推
定
を
害
す
る
と
も
言
及
し
た
が（

87
）、

な
ぜ
か
六
条
二
項
の
違
反
の
有
無
に
つ
い
て
は
判

断
し
て
い
な
い
。

ア
シ
ョ
ト
・
ハ
ル
チ
ュ
ニ
ヤ
ン
対
ア
ル
メ
ニ
ア
事
件
で
は
、
控
訴
審
に
お
け
る
二
か
月
余
り
の
間
に
一
二
回
の
法
廷
審
理
が
行
わ
れ
、
そ
の
都
度
ご
と
に
被
告
人
は
法

廷
内
に
設
け
ら
れ
た
三
平
米
ほ
ど
の
金
属
檻
に
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
権
条
約
三
条
の
違
反
と
と
も
に
六
条
一
項
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
、
特
に
武
器

の
平
等
に
対
す
る
権
利
お
よ
び
六
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
も
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た（

88
）。

弁
護
人
は
、
国
内
の
第
一
審
の
裁
判
で
は
、
金
属
檻
に
被
告
人

が
収
容
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
控
訴
審
に
お
い
て
は
、
被
告
人
は
家
族
、
親
戚
ら
の
面
前
で
か
か
る
扱
い
を
受
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
劣
等
感
と
屈
辱

感
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
金
属
檻
の
使
用
を
止
め
る
よ
う
求
め
た
。
し
か
し
裁
判
長
は
こ
の
主
張
に
対
し
て
安
全
上
の
理
由
に
よ
り
却
下
し
た
。
二
〇
一
〇
年
六
月
、

人
権
裁
判
所
は
、逃
亡
ま
た
は
法
廷
秩
序
の
紊
乱
等
の
危
険
性
が
な
い
場
合
に
、金
属
檻
の
使
用
は
「
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
に
当
た
り
、三
条
に
違
反
す
る
と
し
た
。

し
か
し
、
既
に
当
該
措
置
が
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
の
判
断
を
示
し
て
い
た
の
で
、
六
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
の
権
利
に
つ
い
て
は
違
反
な
し
と
判
示
し
た
。
ピ
リ
ュ

ジ
ヤ
ン
対
ア
ル
メ
ニ
ア
事
件
も
同
様
の
法
廷
内
に
設
置
さ
れ
た
金
属
檻
に
被
告
人
を
収
容
し
た
こ
と
が
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
認
定
さ
れ
た
事
件
で
あ
る（

89
）。

パ
グ
リ
ス

対
ポ
ー
ラ
ン
ド
事
件
も
同
様
に
法
廷
内
の
金
属
檻
の
使
用
が
問
題
と
な
り
、
条
約
三
条
の
違
反
が
認
め
ら
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る（

90
）。
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⑥
「
安
全
柵
」（
金
属
檻
）
の
使
用
と
公
正
な
裁
判

ス
ビ
ナ
レ
ン
コ
お
よ
び
ス
リ
ヤ
ド
ヌ
フ
対
ロ
シ
ア
事
件
は
、
ロ
シ
ア
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
被
告
人
が
法
廷
内
に
設
置
さ
れ
た
鉄
製
の
檻
の
中
に
収
容
さ
れ
る
取
扱
い

が
問
題
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る（

91
）。

大
国
ロ
シ
ア
に
関
す
る
条
約
違
反
を
認
め
た
判
決
で
あ
り
、
ま
た
本
件
で
は
上
記
の
一
連
の
判
例
と
は
異
な
っ
て
、
大
法
廷
の
判
決

で
あ
る
の
で
よ
り
重
要
で
あ
る
。
本
件
で
は
、
従
来
の
判
例
法
で
は
法
廷
内
の
檻
に
被
告
人
を
収
容
す
る
措
置
が
、
専
ら
三
条
の
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
と

し
た
だ
け
で
な
く
、
六
条
一
項
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
違
反
を
認
め
た
点
で
も
着
目
さ
れ
る
。

本
件
申
立
人
は
、
強
盗
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
が
、
最
終
的
に
国
内
裁
判
に
よ
っ
て
無
罪
と
さ
れ
た
事
件
の
元
被
告
人
で
あ
る
。
ロ
シ
ア
政
府
側
の
説
明
に
よ
る
と
、「
安

全
柵
」
が
最
初
に
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
二
年
で
あ
り（

92
）、

一
九
九
四
年
一
月
一
日
以
降
、
内
務
大
臣
の
通
達
に
よ
り
被
告
人
は
法
廷
内
に
特
別
に
設
置
さ
れ
た
金
属

製
の
檻
の
中
に
席
を
占
め
る
よ
う
に
措
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
被
害
者
の
関
係
者
か
ら
被
告
人
を
保
護
し
、
ま
た
被
告
人
が
看
守
や
裁
判
官
、
証
人
、
被

害
者
等
に
対
し
て
加
害
行
為
に
及
ぶ
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
勾
留
中
の
す
べ
て
の
被
告
人
に
対
し
て
適
用
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、

保
安
上
の
考
慮
に
よ
っ
て
、
安
全
柵
の
設
置
は
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
さ
ら
に
政
府
側
は
、
檻
の
使
用
は
、
申
立
人
ら
が
起
訴
さ
れ
た
犯
罪
の
暴
力
的
な
性
質
に

鑑
み
て
、
ま
た
と
く
に
、
申
立
人
ら
の
犯
罪
歴
、
被
害
者
や
証
人
が
申
立
人
の
不
法
な
行
動
を
お
そ
れ
て
い
る
の
で
、
公
判
を
維
持
す
る
た
め
の
適
当
な
条
件
を
確
保
す

る
た
め
に
正
当
化
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
申
立
人
は
、
勾
留
中
の
被
告
人
を
安
全
柵
の
中
に
配
置
す
る
取
扱
い
は
、
個
別
の
事
情
や
各
人
が
起
訴
さ
れ
て
い
る
犯
罪
の
性
質
な
ど
の
特
別
の
事

情
を
度
外
視
し
て
、
一
律
的
に
適
用
さ
れ
て
い
る
点
を
問
題
と
し
た
。
根
拠
と
さ
れ
る
内
務
大
臣
の
通
達
は
公
表
さ
れ
た
こ
と
が
な
く
、
憲
法
や
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
か

ず
に
人
権
を
制
限
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

判
決
は
、
法
廷
内
秩
序
と
保
安
の
維
持
は
、
司
法
の
適
切
な
執
行
の
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
に
同
意
す
る
が
、
そ
う
し
た
秩
序
や
保
安
を
確
保
す
る
た
め
に
選

択
さ
れ
る
手
段
は
、
制
限
の
程
度
ま
た
は
そ
の
性
格
に
よ
り
、
人
権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
よ
う
な
制
限
措
置
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
当
裁
判
所
は
、
繰

り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
三
条
は
、
拷
問
お
よ
び
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
を
絶
対
的
な
文
言
で
禁
止
し
て
い
る
の
で
、
か
か
る

取
扱
い
に
対
す
る
正
当
化
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る（

93
）。

最
低
限
度
の
苦
痛
に
達
し
て
い
る
か
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
以
下
の
諸
点
を
検
討
す
る
。

ま
ず
本
件
で
は
、
証
人
、
陪
審
員
、
陪
審
員
候
補
者
ら
の
出
席
す
る
法
廷
に
お
い
て
、
一
般
公
衆
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
法
廷
に
お
い
て
、
審
理
が
行
わ
れ
た
。
檻
の

中
に
い
る
申
立
人
が
公
衆
の
目
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
申
立
人
の
イ
メ
ー
ジ
を
損
な
い
、
屈
辱
感
、
無
力
感
、
恐
怖
、
怒
り
お
よ
び
劣
等
感
を
生
じ
さ
せ
た
は
ず
で
あ
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る
と
考
え
ら
れ
る（

94
）。

さ
ら
に
、
非
難
さ
れ
て
い
る
取
扱
い
は
、
公
判
廷
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
公
正
な
裁
判
の
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
刑
事
裁
判
に

お
け
る
無
罪
の
推
定
の
原
則
お
よ
び
裁
判
の
公
正
な
運
用
と
い
う
外
観
の
重
要
性
と
の
関
わ
り
を
生
じ
さ
せ
る（

95
）。

こ
の
点
で
、
国
連
の
自
由
権
規
約
委
員
会
は
、
公
判
中
に
金
属
檻
に
手
錠
を
し
た
ま
ま
被
告
人
を
閉
じ
込
め
て
お
く
こ
と
が
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
な
る
こ
と
を

認
め
た
こ
と
に
留
意
す
る
。
ま
た
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
は
、
拘
束
具
は
被
告
人
が
裁
判
所
に
出
廷
す
る
際
に
は
外
さ
れ
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
移
動
中

に
限
っ
て
逃
亡
の
防
止
の
た
め
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る（

96
）。

法
廷
審
理
の
間
、
法
廷
内
に
設
置
さ
れ
た
柵
の
中
に
被
告
人
を
収
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
官
に
対
し
て
、
か
く
も
極
端
な
身
体
的
拘
束
を
必
要
と
す
る
程
危
険

で
あ
る
か
の
よ
う
な
消
極
的
印
象
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
罪
の
推
定
を
損
な
う
と
い
う
意
見
を
考
慮
す
る
。
ま
た
、
裁
判
に
効
果
的
に
参
加
し
か
つ
法
的
援
助
を

受
け
る
被
告
人
の
権
利
と
の
関
連
で
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
考
慮
も
関
連
が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
さ
ら
に
制
度
の
目
的
と
し
て
は
、
逃
亡
の
防
止
と
法
廷

内
の
安
全
の
確
保
が
目
的
と
さ
れ
て
い
る
が
、
被
告
人
の
個
別
の
事
情
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
ず
、
す
べ
て
の
勾
留
中
の
被
告
人
に
対
し
て
一
律
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
考
慮
し
た
。
ロ
シ
ア
政
府
も
「
安
全
柵
」
の
使
用
が
人
権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
て
お
り
、
段
階
的
に
ガ
ラ
ス
の
覆
い
に
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
と

し
て
い
る（

97
）。

ガ
ラ
ス
の
被
告
人
席
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
の
他
の
国
で
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
は
こ
れ
が
非
人
道
的
と
い
え
る
ほ
ど
苛
酷
な
も
の

で
は
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
狭
隘
な
ガ
ラ
ス
製
キ
ャ
ビ
ン
の
中
に
多
く
の
被
告
人
を
長
時
間
座
ら
せ
る
な
ら
ば
人
権
条
約
違
反
と
な
り
う
る
と
付
言
し
て
い
る（

98
）。

結
局
本
件
の
多
数
意
見
で
は
、
六
条
一
項
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
む
し
ろ
少
数
意
見
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
六
条
二
項
の

無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
違
反
を
正
面
か
ら
認
め
る
べ
き
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

他
に
も
ジ
ガ
対
ル
ー
マ
ニ
ア
事
件
で
は
、
人
権
裁
判
所
は
被
告
人
が
法
廷
に
お
け
る
審
理
に
際
し
て
、
当
局
の
指
示
に
よ
っ
て
囚
人
服
を
着
用
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
人

権
条
約
六
条
二
項
に
違
反
す
る
と
し
た
。
申
立
に
よ
れ
ば
、
手
錠
を
さ
れ
た
ま
ま
囚
人
服
を
着
せ
ら
れ
て
法
廷
に
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
人
権
条
約
六
条
二

項
に
保
障
さ
れ
る
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
と
条
約
三
条
の
違
反
が
争
わ
れ
た（

99
）。

手
錠
は
、
審
理
の
間
は
外
さ
れ
て
い
た
。
本
件
で
は
、
共
犯
と
し
て
起
訴
さ

れ
た
も
う
一
人
の
被
告
人
と
一
緒
に
出
廷
し
た
が
、
共
犯
者
は
、
囚
人
服
を
着
用
さ
せ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
人
権
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
囚
人
服
を
着
せ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
っ
て
条
約
六
条
二
項
に
保
障
さ
れ
た
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
認
定
し
た
。
本
件
で
は
、
囚
人
服
を
着
用
さ
れ
た
ま
ま
法
廷
に
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

が
主
な
争
点
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
六
条
二
項
の
無
罪
推
定
原
則
の
違
反
を
認
定
し
た
の
で
、
手
錠
を
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま
法
廷
に
出
廷
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
主
張
に
つ

い
て
は
審
査
の
必
要
が
な
い
と
し
た
。
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⑦
小
括

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
で
は
、
法
廷
に
被
告
人
を
出
廷
さ
せ
る
際
に
は
、
原
則
と
し
て
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
を
認
め
て
い
な
い
。
ご
く
例
外
的
に
、
逃
亡
の
お
そ
れ
、

自
傷
・
他
傷
の
お
そ
れ
お
よ
び
法
廷
内
秩
序
の
維
持
と
い
う
観
点
か
ら
裁
判
所
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
拘
束
具
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
考
慮
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
特
別
の
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
一
般
的
に
は
手
錠
ま
た
は
そ
の
他
の
拘
束
具
を
装
着
し
た
ま
ま
法
廷
に
出
廷
さ
せ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
人
権
条
約
三
条
に
い
う
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
禁
止
お
よ
び
六
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
抵
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断

し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
検
討
し
た
判
例
法
を
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
て
お
く
。

第
一
に
、
拘
束
具
の
使
用
は
、
逃
亡
の
お
そ
れ
、
自
傷
・
他
傷
の
お
そ
れ
ま
た
は
法
廷
秩
序
を
乱
す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

逃
亡
の
お
そ
れ
等
は
個
別
の
事
案
毎
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
お
そ
れ
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
一
律
的
に
例
外
な
く
法
廷
内
に
被
告
人
を
出
頭

さ
せ
る
に
あ
た
っ
て
手
錠
等
の
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
は
条
約
違
反
と
な
り
う
る
。

第
二
に
、
被
告
人
を
両
手
後
で
手
錠
を
か
け
て
出
廷
さ
せ
、
法
廷
審
理
が
終
了
す
る
ま
で
手
錠
を
し
た
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
三
条
の
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た

る
（Jiga v. R

om
an

ia, H
adade v. R

om
an

ia
）。
囚
人
服
を
着
用
さ
せ
て
ま
ま
法
廷
に
出
廷
さ
せ
る
こ
と
も
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
。

第
三
に
、
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
よ
う
な
形
で
被
告
人
の
身
体
を
公
衆
の
面
前
に
露
出
さ
せ
る
こ
と
は
、
条
約
三
条
の
意
味
に
お
け
る
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
該

当
す
る
。
法
廷
内
の
被
告
人
を
鉄
製
の
檻
の
中
に
座
ら
せ
る
こ
と
は
、
一
般
に
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
該
当
す
る
た
め
に
は
、
公
衆
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
前

提
で
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
公
衆
の
面
前
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
て
も
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
な
る
こ
と
も
あ
る
（R

adkov an
d S

abev v. B
u

lgaria

）。
こ

の
点
で
、
ロ
シ
ア
や
他
の
東
欧
諸
国
に
見
ら
れ
る
法
廷
内
の
安
全
柵
は
、
三
条
の
権
利
の
絶
対
的
性
格
か
ら
み
て
、
個
別
の
事
情
に
よ
ら
な
く
て
も
そ
れ
自
体
が
違
法
で

あ
る
と
判
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

100
）。

第
四
に
、
法
廷
内
で
採
ら
れ
た
安
全
措
置
に
よ
っ
て
、
傍
聴
人
が
警
察
や
裁
判
所
が
危
険
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
ほ
ど
に
非
常
に
危
険
な
人
物
が
法
廷
内
に
い
る
と
信

じ
込
ま
せ
る
よ
う
な
方
法
が
採
ら
れ
る
な
ら
ば
、
無
罪
の
推
定
の
原
則
が
問
題
と
な
る
。

第
五
に
、
法
廷
内
に
設
け
ら
れ
た
安
全
柵
（
金
属
檻
）
に
被
告
人
を
収
容
す
る
こ
と
は
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
だ
け
で
な
く
、

六
条
二
項
の
無
罪
の
推
定
の
原
則
に
影
響
を
与
え
る
と
述
べ
て
き
た
。
た
だ
し
、
自
由
権
規
約
委
員
会
と
は
違
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
無
罪
の
推
定
を
受

け
る
権
利
の
違
反
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
三
条
違
反
に
つ
い
て
は
、
人
権
裁
判
所
は
既
に
揺
る
ぎ
な
い
判
例
法
を
確
立
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し
て
い
る
の
で
、
さ
ら
に
条
約
違
反
を
付
け
加
え
て
認
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

右
の
よ
う
な
人
権
裁
判
所
の
判
決
の
効
力
は
、
既
判
力
と
し
て
当
該
事
件
に
つ
い
て
の
み
拘
束
力
を
有
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
事
実
上
は
、
あ
る
国
の
法
制
度
が
人
権

条
約
違
反
で
あ
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
れ
ば
、
他
の
締
約
国
に
お
け
る
同
様
の
立
法
や
法
制
度
に
つ
い
て
も
、
も
し
人
権
裁
判
所
に
提
訴
さ
れ
れ
ば
条
約
違
反
と
し
て

認
定
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
、
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
諸
国
間
の
共
通
基
準
と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、

判
決
は
一
般
的
効
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。

（
三
）
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
Ｅ
Ｕ
指
令

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
並
ん
で
Ｅ
Ｕ
も
国
家
を
越
え
る
人
権
機
構
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
は
、
元
来
は
経
済
統
合
を
中
心
と
す
る

機
構
で
あ
っ
た
た
め
に
、
人
権
保
障
に
つ
い
て
は
副
次
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲
章
が
採
択
さ
れ
、
二
〇
〇
九
年

一
二
月
に
発
効
し
た
リ
ス
ボ
ン
条
約
に
よ
っ
て
同
憲
章
に
法
的
拘
束
力
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
も
人
権
保
障
を
単
な
る
理
念
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
共
通

の
Ｅ
Ｕ
法
上
の
課
題
と
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
理
事
会
は
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
は
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
採
択
し
て
刑
事
手
続
き
上
の
権
利
の
保
障
に
関
し

て
も
よ
り
積
極
的
な
取
り
組
み
を
推
し
進
め
る
こ
と
と
し
た（

101
）。と

り
わ
け
、刑
事
司
法
に
関
し
て
は
、Ｅ
Ｕ
域
内
に
お
い
て
は
国
境
を
越
え
る
人
の
自
由
移
動
が
原
則
と
な
っ

て
お
り
、
刑
事
司
法
協
力
の
分
野
で
も
国
境
を
越
え
る
犯
罪
の
定
義
と
警
察
・
刑
事
司
法
分
野
で
の
協
力
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
関
係
し
て
い
る
。
よ
り
迅
速
か
つ

簡
潔
な
形
式
に
よ
る
、
犯
罪
人
引
渡
し
制
度
の
運
用
な
ど
の
点
で
Ｅ
Ｕ
の
法
制
度
は
そ
の
実
効
性
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
と
国
境
を
越
え
る
刑
事
司
法
協
力
を
円
滑
に

推
し
進
め
る
た
め
に
は
、被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
の
保
障
に
関
し
て
も
統
一
ま
で
は
一
足
飛
び
に
は
無
理
だ
と
し
て
も
、Ｅ
Ｕ
域
内
各
国
の
刑
事
司
法
制
度
に
対
す
る
「
相

互
の
信
頼
」
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
だ
け
一
定
の
基
準
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
の
国
で
逮
捕
さ
れ
、
訴
追
を

受
け
裁
判
に
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
で
も
、で
き
る
だ
け
被
告
人
の
権
利
の
享
有
に
お
い
て
等
し
い
扱
い
を
認
め
る
こ
と
が
課
題
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、Ｅ
Ｕ
で
は
、

二
〇
〇
九
年
の
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
発
効
以
後
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
諸
権
利
に
つ
い
て
も
一
連
の
「
指
令
」（directive （

102
））

を
採
択
し
て
共
通
基
準
を
設
定
す
る
動
き
を
推

進
し
て
き
た（

103
）。

そ
れ
ら
は
、
①
通
訳
お
よ
び
翻
訳
に
対
す
る
権
利
に
関
す
る
指
令
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
採
択
）、
②
逮
捕
に
際
し
て
諸
権
利
の
告
知
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
指
令

（
二
〇
一
二
年
五
月
採
択
）、
③
裁
判
の
前
お
よ
び
公
判
に
お
い
て
弁
護
人
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
権
利
に
関
す
る
指
令
（
二
〇
一
三
年
一
〇
月
採
択（

104
））、

④
無
罪
の
推
定
を
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受
け
る
権
利
お
よ
び
裁
判
に
出
廷
す
る
権
利
等
に
関
す
る
指
令
（
二
〇
一
六
年
一
月
採
択（

105
））

お
よ
び
⑤
被
疑
者
・
被
告
人
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
に
よ
り
身
柄
拘
束

中
の
者
に
対
す
る
法
律
扶
助
に
関
す
る
権
利
に
関
す
る
指
令
（
二
〇
一
六
年
一
〇
月
採
択
）
で
あ
る
。

本
稿
の
主
題
と
の
関
連
で
は
、
④
の
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
等
に
関
す
る
指
令
が
と
く
に
関
連
性
を
有
し
て
い
る（

106
）。

す
な
わ
ち
同
指
令
三
条
は
、
Ｅ
Ｕ
基
本
権
憲

章
四
八
条
に
基
づ
き（

107
）、

無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
、「
構
成
国
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
法
律
に
従
っ
て
有
罪
で
あ
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
の
推

定
を
保
障
す
る
。」
と
一
般
的
に
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
五
条
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
に
つ
き
、
以
下
の
よ
う
に
定
め
て
い
る
。

第
五
条
（
被
疑
者
・
被
告
人
の
身
体
の
露
見
﹇presen

tation

﹈）

1　

構
成
国
は
、
法
廷
ま
た
は
公
衆
の
面
前
に
お
い
て
、
身
体
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
も
の
と
し
て
露
見
さ
れ
な

い
よ
う
に
確
保
す
る
た
め
に
適
当
な
措
置
を
と
る
も
の
と
す
る
（M

em
ber S

tates sh
all take appropriate m

easu
res to en

su
re th

at su
spects an

d 

accu
sed person

s are n
ot presen

ted as bein
g gu

ilty, in
 cou

rt or in
 pu

blic, th
rou

gh
 th

e u
se of m

easu
res of ph

ysical restrain
t

）。

2　

前
項
の
規
定
は
、
保
安
上
ま
た
は
被
疑
者
・
被
告
人
の
逃
走
も
し
く
は
第
三
者
と
の
接
触
を
防
止
す
る
た
め
個
別
の
事
案
ご
と
の
理
由
に
よ
っ
て
必
要
と
さ
れ

る
身
体
拘
束
具
の
使
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

本
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
、
指
令
の
前
文
（R

ecital （
108
））

に
言
及
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
文
二
二
節
で
は
、「
権
限
あ
る
当
局
は
、
手
錠
、
ガ
ラ
ス
の
覆
い
、
檻
お
よ

び
足
枷
な
ど
の
よ
う
な
身
体
拘
束
具
に
よ
っ
て
、
法
廷
ま
た
は
公
共
の
場
に
お
い
て
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
と
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
。」

と
明
記
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
例
外
と
し
て
「
被
疑
者
・
被
告
人
に
よ
る
自
傷
・
他
傷
行
為
を
防
止
す
る
た
め
、
ま
た
は
逃
亡
ま
た
は
被
疑
者
・
被
告
人
が
証
人
も
し
く

は
被
害
者
等
の
第
三
者
と
の
接
触
を
防
止
す
る
目
的
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
の
用
具
の
使
用
が
個
別
の
事
案
に
応
じ
て
必
要
と
さ
れ
る
場
合
は
除
か
れ
る
。
身
体
拘
束
具
の

使
用
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
権
限
あ
る
機
関
が
、
そ
れ
ら
の
措
置
の
使
用
に
つ
い
て
の
公
式
に
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。」
と
も
付
言
し
て

い
る（

109
）。

ま
た
、
前
文
第
二
一
節
で
は
、「
適
切
な
場
合
に
は
、
権
限
の
あ
る
当
局
は
、
被
疑
者
・
被
告
人
を
法
廷
内
ま
た
は
公
共
の
場
に
お
い
て
は
、
有
罪
で
あ
る
と
の
印

象
を
与
え
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
囚
人
服
を
着
た
ま
ま
で
入
廷
さ
れ
る
こ
と
を
慎
む
べ
き
で
あ
る
。」
と
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る（

110
）。

Ｅ
Ｕ
各
国
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
一
日
ま
で
に
本
Ｅ
Ｕ
指
令
を
実
施
す
る
た
め
国
内
法
に
転
換
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る（

111
）。

Ｅ
Ｕ
指
令
は
、
Ｅ
Ｕ
「
規
則
」
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（regu
lation

）
と
は
異
な
り
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
Ｅ
Ｕ
各
国
内
に
お
い
て
直
接
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
具
体
的
な
実
施
の
方
法
は
各
国
の
国
内
法
に
委
ね
て

い
る
。
し
か
し
、
各
国
内
に
お
い
て
法
的
拘
束
力
を
有
し
て
お
り
、
個
人
に
対
し
て
直
接
効
力
を
及
ぼ
す
こ
と
が
で
き
る
（
直
接
効
力
の
原
則
）。
す
な
わ
ち
、
個
人
は
国

内
裁
判
所
に
お
い
て
指
令
の
条
文
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
不
履
行
が
あ
れ
ば
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
ま
た
は
他
の
構
成
国
は
、
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
二
五
八
条
ま
た
は

二
五
九
条
に
従
っ
て
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
に
対
し
て
提
訴
す
る
権
利
を
有
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
指
令
に
反
す
る
も
の
と
し
て
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
れ
ば
、
国

内
法
は
無
効
と
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
本
指
令
の
規
定
は
、
一
般
的
か
つ
原
則
的
な
規
定
で
あ
っ
て
具
体
性
に
欠
け
て
い
る（

112
）。

そ
こ
で
各
条
文
の
解
釈
の
際
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判

例
法
が
参
照
基
準
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
規
定
の
趣
旨
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
で
確
認
さ
れ
て
き
た
内
容
（
本
稿
三
（
二
））
の
一
般
原
則
化
と
考
え
ら
れ

る
。
実
際
に
、
本
規
則
前
文
で
も
、
繰
り
返
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
が
基
礎
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
前
文
一
三
節
で
は
「
本
指
令
は
、

自
然
人
お
よ
び
法
人
に
関
す
る
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
の
あ
る
種
の
側
面
を
保
護
す
る
た
め
に
は
種
々
の
要
請
お
よ
び
段
階
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
自
然
人
に
関

し
て
は
、
そ
う
し
た
保
護
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
十
分
に
確
立
さ
れ
た
判
例
法
に
反
映
し
て
い
る
。」
と
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る（

113
）。

し
た
が
っ
て
、
本
指
令
五
条

の
規
定
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

Ｅ
Ｕ
指
令
違
反
の
お
そ
れ
が
国
内
裁
判
所
で
審
理
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
国
内
裁
判
所
は
、
Ｅ
Ｕ
法
上
の
問
題
に
関
す
る
解
釈
に
つ
い
て
は
、
い
っ
た
ん
審
理
を
中

止
し
て
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
に
先
決
裁
定
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
（
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
二
六
七
条
）。
先
決
裁
定
が
下
さ
れ
た
後
、
国
内
裁
判
所
は
、
先
決
裁
定
に
従
っ
て
判
決
を

下
す
こ
と
に
な
る
。
Ｅ
Ｕ
の
一
連
の
刑
事
手
続
指
令
は
、
採
択
さ
れ
て
か
ら
ま
だ
日
が
浅
い
け
れ
ど
も
、
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
の
ミ
レ
フ
事
件
で
は（

114
）、

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
未
決
勾
留

期
間
の
延
長
が
司
法
審
査
な
し
に
検
察
側
の
要
請
に
よ
り
延
長
が
認
め
ら
れ
る
法
制
度
が
、
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
本
指
令
に
反
し
て
い
る
否
か
が
問

題
と
な
っ
た
。
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
に
照
ら
し
て
解
釈
し
た
場
合
に
、
国
内
法
が
本
指
令
の
趣
旨
に
反
す
る
と
判
断
し
た（

115
）。

Ｅ
Ｕ
の
刑

事
手
続
き
上
の
権
利
に
関
す
る
指
令
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
原
則
は
、
い
わ
ゆ
る
「
同
等
の
保
護
の
原
則
」
に
よ
り
、

ま
た
Ｅ
Ｕ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
へ
の
加
入
と
い
う
方
針
に
従
っ
て
、
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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む
す
び
に

以
上
、
法
廷
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
に
関
し
て
種
々
の
検
討
を
し
て
き
た
。
各
種
の
検
討
か
ら
知
り
う
る
こ
と
は
、
ま
ず
刑
事
手
続
法
お
よ
び
刑

事
裁
判
の
あ
り
方
は
、
各
国
で
相
当
程
度
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
国
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
や
実
情
が
あ
る
の
で
、
外
国
の
実
態
と
の
表
面

的
な
比
較
に
よ
り
、
わ
が
国
の
実
情
を
無
視
し
て
、
外
国
の
制
度
を
無
批
判
に
取
り
入
れ
る
よ
う
主
張
し
た
り
、
わ
が
国
の
制
度
を
否
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
適
切
で
な

な
い
と
い
う
主
張
も
あ
ろ
う
。

他
方
で
は
、
国
際
人
権
法
は
各
国
の
法
制
度
の
違
い
を
越
え
て
最
小
限
、
共
通
の
人
権
規
範
を
遵
守
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
築
か
れ
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
法
廷
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
の
使
用
（
と
く
に
、
入
廷
退
廷
時
の
手
錠
腰
縄
問
題
）
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
共
通
の
規
範
的
な
標
準
を
確
認
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
種
々
検
討
を
加
え
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
一
定
の
共
通
の
規
範
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
の
基
準
は
、
憲
法
一
三
条
お
よ
び
九
八
条
二
項
の
解

釈
を
は
じ
め
、
被
告
人
の
出
廷
時
の
取
扱
い
に
関
す
る
関
連
国
内
法
の
解
釈
、
適
用
に
際
し
て
、
十
分
に
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
と
も
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
直
接

的
に
適
用
さ
れ
る
自
由
権
規
約
の
解
釈
基
準
と
し
て
の
意
義
を
も
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
各
国
に
共
通
す
る
国
際
的
人
権
基
準
を
取
り
ま

と
め
て
お
く
こ
と
す
る
。

（
一
）
原
則
と
し
て
国
際
人
権
法
上
で
は
、
刑
事
被
拘
禁
者
に
対
し
て
枷
や
鎖
な
ど
の
「
非
人
道
的
」
で
「
品
位
を
傷
つ
け
」、
か
つ
「
身
体
的
な
苦
痛
を
伴
う
」
拘
束

具
を
使
用
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い（

116
）。

枷
や
鎖
と
は
何
を
示
す
の
か
に
つ
い
て
具
体
的
な
法
的
定
義
は
存
在
し
な
い
が
、
と
く
に
身
体
的
な
苦
痛
を
伴
う
拘
束
具
を
い

う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
規
範
は
、
自
由
権
規
約
七
条
の
解
釈
お
よ
び
拷
問
等
禁
止
条
約
一
条
、
一
六
条
の
解
釈
か
ら
も
導
か
れ
る
。
こ
う
し
た
解
釈
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
の
判
例
法（

117
）に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
規
範
で
あ
り（

118
）、

今
日
で
は
、
国
連
の
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
に
も
反
映
し
て
い
る
。
非
人
道
的
、
品
位
を
傷

つ
け
る
よ
う
な
拘
束
具
の
使
用
を
禁
止
す
る
根
本
的
な
理
由
は
、
人
間
の
尊
厳
に
由
来
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
二
）
本
来
的
に
、
拘
束
具
の
使
用
は
人
間
の
尊
厳
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
手
錠
を
含
め
て
通
常
は
身
体
的
な
苦
痛
を
伴
わ
な
い
拘
束
具
の
使
用
は
、
一
定
の
条
件

の
下
で
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
法
律
に
基
づ
き
、
目
的
が
正
当
で
あ
り
、
必
要
性
の
限
度
を
越
え
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
の
拘
束
具
の
使
用
は
認
め
ら
れ
る
。
手
錠
等
の

拘
束
具
の
使
用
は
、
逃
亡
の
防
止
や
自
傷
・
他
傷
の
防
止
等
の
た
め
に
身
体
拘
束
手
段
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
基
本
的
に
は
逃
亡
の
防
止
や
自
傷
、

他
傷
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
使
用
は
、
適
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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（
三
）
本
稿
と
の
関
係
で
最
も
重
要
な
の
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
の
一
般
的
意
見
お
よ
び
個
人
通
報
に
関
す
る
所
見
な
ら
び
に
マ
ン
デ
ラ
規
則
に
も
見
ら
れ
た
よ
う
に

司
法
当
局
（
裁
判
所
）
に
出
廷
（
退
廷
）
す
る
と
き
は
、
手
錠
等
の
拘
束
具
は
外
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る（

119
）。

被
告
人
が
出
廷
す
る
と
き
と
は
、
用
語
の

自
然
な
意
味
か
ら
し
て
、
法
廷
に
入
る
時
点
か
ら
を
意
味
す
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
長
が
開
廷
宣
言
を
し
た
と
き
と
解
す
る
の
は
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

拘
束
具
を
装
着
さ
せ
ら
れ
た
被
告
人
の
姿
が
衆
人
（
傍
聴
人
ら
）
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
羞
恥
心
、
屈
辱
感
を
生
じ
さ
せ
る
扱
い
は
、
品
位
を
汚
す
取
扱
い
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
拘
束
具
の
使
用
は
、
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
「
必
要
性
」
と
「
比
例
性
の
原
則
」
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
。

（
五
）
拘
束
具
の
使
用
は
、
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
の
使
用
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
他
の
よ
り
拘
束
性
の
少
な
い
方
法
で
は
、
対
応
で
き
な
い
場
合
に
最
も
制
圧

性
の
低
い
形
態
の
も
の
の
使
用
が
認
め
ら
れ
る（

120
）。

例
え
ば
、
拘
束
具
を
用
い
な
く
て
も
、
警
備
担
当
者
を
配
置
し
ま
た
は
増
員
す
れ
ば
足
り
る
場
合
に
は
、
拘
束
具
の
使

用
は
不
要
で
あ
る
。

（
六
）
被
告
人
に
対
す
る
一
律
的
、
制
度
的
な
拘
束
具
の
使
用
は
認
め
ら
れ
な
い
。
例
外
的
に
拘
束
具
の
使
用
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
個
々
の
ケ
ー
ス
毎
に
判
断

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
一
律
的
に
拘
束
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
七
）
特
定
の
場
合
に
、
必
要
に
応
じ
て
拘
束
具
を
使
用
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
は
裁
判
所
が
行
う
の
が
原
則
で
あ
る（

121
）。

わ
が
国
の
場
合
で
い
え
ば
、
裁
判
所
の
法
廷
警

察
権
ま
た
は
訴
訟
指
揮
権
行
使
の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
よ
う（

122
）。

以
上
、
国
際
人
権
法
の
視
点
か
ら
、
手
錠
等
の
拘
束
具
の
使
用
に
関
す
る
ル
ー
ル
を
抽
出
し
た
。
次
に
な
ぜ
わ
が
国
に
お
け
る
被
告
人
に
対
す
る
手
錠
、
腰
縄
の
使
用

が
国
際
人
権
法
の
基
準
に
一
致
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

ま
ず
、
自
由
権
規
約
第
七
条
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
で
も
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
被
告
人
に
対
す
る
拘
束
具
は
、
鎖
、

枷
ま
た
は
本
来
的
に
品
位
を
傷
つ
け
、
痛
み
を
伴
う
拘
束
具
は
禁
止
さ
れ
る
が（

123
）、

そ
の
他
の
拘
束
具
は
、
逃
亡
の
防
止
の
た
め
な
ど
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
な
ら
ば
使
用

が
認
め
ら
れ
る
。
金
属
手
錠
は
、
世
界
各
地
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
本
来
的
に
品
位
を
傷
つ
け
る
拘
束
具
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
法
廷
で
の
使
用
は

右
に
み
た
よ
う
な
一
定
の
要
件
を
満
し
て
い
る
場
合
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
わ
が
国
の
特
殊
性
は
、
金
属
手
錠
が
腰
縄
と
連
結
し
て
用
い
ら
れ
る
慣
行
と
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
、
手
錠
に
加
え
て
腰
縄
に
よ
っ
て
二
重
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
拘
束
の
程
度
が
強
く
な
り
屈
辱
感
も
拡
大
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
腰
縄
と
い
う
拘
束
具
が
わ
が
国
の
伝
統
文
化
と
の
関
係
で
、
特
別
の
意
味
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
腰
縄
は
わ
が
国
独
特
の
拘
束
具
で
あ
っ
て
、
国
連
被
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被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
で
使
用
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
「
枷
」（
か
せ
）、「
鎖
」
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
腰
縄
が
「
本
来
的
に
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱

い
」と
な
み
な
さ
れ
る
の
か
ま
た
は
手
錠
と
同
様
に
一
定
の
制
限
の
下
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る「
そ
の
他
の
拘
束
具
」に
該
当
す
る
と
見
な
す
べ
き
か
即
断
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
腰
縄
に
関
す
る
歴
史
的
背
景
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
懐
疑
は
深
ま
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
腰
縄
と
い
え
ば
、
わ
が
国
の
江
戸
時
代
の
警
察
組
織
に
当
た
る
与
力
、
同
心

が
罪
人
を
捕
ら
え
る
際
に
用
い
た
「
十
手
取
縄
」
の
伝
統
的
イ
メ
ー
ジ
が
想
起
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
語
辞
典
に
も
載
っ
て
い
る
よ
う
に
「
お
縄
に
な
る
」、「
縄
つ
き
」

と
は
、犯
罪
者
と
し
て
捕
縛
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
わ
が
国
の
伝
統
文
化
に
お
い
て
「
お
縄
」
に
か
か
る
と
は
、罪
人
の
イ
メ
ー
ジ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

手
錠
・
捕
縄
姿
を
一
時
的
と
は
い
え
不
特
定
の
傍
聴
人
の
面
前
に
お
い
て
露
出
さ
せ
る
こ
と
は
、
犯
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
に
等
し
く
ロ
シ
ア
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
等
の
諸

国
で
問
題
と
さ
れ
た
金
属
檻
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
に
屈
辱
的
で
あ
り
、「
品
位
を
傷
つ
け
る
」
取
扱
い
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
が
「
品
位
を

傷
つ
け
る
取
扱
い
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
際
し
て
は
、
当
事
者
自
身
の
目
に
お
い
て
屈
辱
的
で
あ
る
と
感
じ
る
か
ど
う
か
こ
そ
が
基
本
的
要
素
と
な
る
こ
と
も

想
起
す
る
必
要
が
あ
る（

124
）。

ま
た
、
腰
縄
＝
犯
罪
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
て
い
る
が
故
に
、「
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
連
邦
最

高
裁
は
、
被
告
人
に
対
し
て
法
廷
内
で
拘
束
具
を
使
用
す
る
こ
と
が
法
の
適
性
手
続
き
の
保
障
に
反
す
る
と
の
判
断
を
示
し
た
こ
と
も
重
要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
。

法
廷
と
い
う
場
は
、
法
を
適
用
し
て
個
人
に
対
し
て
有
罪
か
無
罪
か
を
言
い
渡
し
、
さ
ら
に
法
の
名
に
お
い
て
刑
罰
を
言
い
渡
す
場
で
あ
る
以
上
は
、
正
義
の
要
請
に
基

づ
き
慎
み
深
く
か
つ
厳
粛
な
場
で
あ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
が
国
の
裁
判
所
に
お
い
て
も
、
仮
に
も
手
錠
や
腰
縄
に
よ
り
拘
束
さ
れ
た
ま

ま
被
告
人
を
入
廷
さ
せ
退
廷
時
に
は
再
度
同
様
の
方
法
で
拘
束
す
る
の
は
こ
の
要
請
に
反
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

わ
が
国
憲
法
一
三
条
の
人
格
権
の
保
障
を
解
釈
す
る
際
に
も
、
以
上
の
よ
う
な
国
際
人
権
法
的
な
文
脈
、
視
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

（
謝
辞
）
筆
者
は
、
二
〇
一
七
年
九
月
に
大
阪
弁
護
士
会
の
調
査
団
に
加
わ
っ
て
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
を
訪
れ
、
ヌ
ス
バ
ー
ガ
ー
裁
判
官
（
副

所
長
）
と
面
談
す
る
機
会
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
国
際
人
権
研
究
所
の
所
長
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
元
所
長
ジ
ャ
ン
・
ポ
ー
ル
・
コ
ス
タ
氏
と
も
面
談
し

て
ご
教
示
を
頂
く
機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
謝
辞
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
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注（
1
）
わ
が
国
の
刑
事
事
件
に
お
け
る
保
釈
率
は
最
近
上
昇
し
て
お
り
、
平
成
二
八
年
度
は
三
〇
％
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
約
七
割
の
被
告
人
が
裁
判
の
た
め
に
法
廷
に
連
行
さ
れ
る
際
に
、
手
錠
・

腰
縄
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）
辻
本
典
央
「
法
廷
内
に
お
け
る
手
錠
腰
縄
と
被
告
人
の
人
権
」
季
刊 

刑
事
弁
護
八
七
号
一
一
二
―
一
一
八
頁
、
二
〇
一
六
年
。

（
3
）
山
下
潔
『
手
錠
腰
縄
に
よ
る
身
柄
拘
束
―
人
間
の
尊
厳
の
確
保
の
視
点
か
ら
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
七
年
。
ま
た
、
朝
日
新
聞
一
九
九
二
年
九
月
二
五
日
朝
刊
記
事
も
参
照
。

（
4
）「
法
廷
の
手
錠
・
腰
縄
姿
で
尊
厳
傷
つ
い
た　

男
性
2
人
が
提
訴
」
朝
日
新
聞
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
三
日
。

（
5
）
里
見
佳
香
「
刑
事
被
告
人
が
無
罪
の
推
定
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
一
考
察
―
国
際
人
権
法
の
観
点
か
ら
―
」
新
潟
青
陵
学
会
誌
九
巻
一
号
、
一
―
九
頁
、
二
〇
一
七
年
。

（
6
）
大
阪
弁
護
士
会
の
有
志
が
韓
国
、
ド
イ
ツ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
行
っ
た
調
査
報
告
資
料
が
あ
る
。
近
畿
弁
護
士
連
合
会
人
権
擁
護
委
員
会
編

「
第
三
三
回
近
畿
弁
護
士
連
合
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
第
一
分
科
会
・
ス
ト
ッ
プ
！
法
廷
内
の
手
錠
・
腰
縄
』
二
〇
一
七
年
一
二
月
（
非
売
品
）。
筆
者
（
北
村
）
も
、
二
〇
一
七
年
九
月
の
欧
州
調

査
チ
ー
ム
一
行
に
参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
。

（
7
）
手
錠
、
捕
縄
等
の
使
用
に
つ
い
て
は
、「
刑
務
官
の
職
務
執
行
に
関
す
る
訓
令
」（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
）
に
規
定
が
あ
る
。
山
下
、
前
掲
書
、
巻
末
資
料
2
・
一
六
六
頁
参
照
。

（
8
）
刑
務
官
の
一
連
の
任
務
の
遂
行
に
つ
い
て
は
「
出
廷
勤
務
要
領
」
な
る
文
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
山
下
、
前
掲
書
、
巻
末
資
料
1
一
六
〇
頁
を
参
照
。

（
9
）
林
眞
琴
、
北
村
篤
、
名
取
俊
也
『
逐
条
解
説
刑
事
収
容
施
設
法
』
有
斐
閣
、
三
四
四
‐
三
五
五
頁
。「
刑
事
施
設
ニ
於
ケ
ル
刑
事
被
告
人
ノ
収
容
等
ニ
関
ス
ル
法
律
」（
明
治
四
一
年
）
で
は
、「
被

収
容
者
逃
走
、
暴
行
若
シ
ク
ハ
自
殺
ノ
虞
ア
ル
ト
キ
又
ハ
刑
事
施
設
外
ニ
ア
ル
ト
キ
ハ
戒
具
ヲ
使
用
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
定
め
て
い
た
（
一
九
条
）。

（
10
）
出
入
国
管
理
お
よ
び
難
民
認
定
法
（
入
管
法
）
に
よ
り
収
容
さ
れ
る
者
の
収
容
に
関
し
て
制
定
さ
れ
て
い
る
被
収
容
者
処
遇
規
則
の
第
一
九
条
で
は
、
逃
走
等
の
虞
の
あ
る
場
合
に
戒
具
を
使
用
で

き
る
と
定
め
て
い
る
点
で
は
ほ
ぼ
同
様
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
が
、
処
遇
規
則
で
は
、「
他
に
こ
れ
を
防
止
す
る
方
法
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
必
要
最
小
限
度
の
範
囲
で
」
戒
具
の
使
用
を

認
め
る
と
の
規
定
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
刑
事
施
設
法
で
は
、
明
文
に
よ
る
そ
の
よ
う
な
限
定
を
置
い
て
い
な
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
法
で
は
、
拘
束
衣
の
使
用
に
限
っ
て
は
「
他
に
こ
れ
を
防

止
す
る
手
段
が
な
い
と
き
に
」
使
用
で
き
る
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
は
、
実
際
に
は
、
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
と
思
わ
れ
る
。
入
管
被
収
容
者
が
、
病
気
治
療
の
た
め
外
部
の

病
院
に
行
く
と
き
、
強
制
送
還
の
た
め
に
空
港
ま
で
移
送
さ
れ
る
場
合
に
も
手
錠
・
腰
縄
で
拘
束
さ
れ
る
問
題
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
れ
ら
入
管
被
収
容
者
の
処
遇
の
問
題
は
対
象
と
し
な
い
。

（
11
）
辻
本
、
前
掲
論
文
参
照
。

（
12
）
辻
本
、
前
掲
論
文
、
一
三
七
頁
。

（
13
）A

ssociation
 of C

h
ief P

olice O
fficer of E

n
glan

d, W
ales &

 N
orth

ern
 Irelan

d, G
u

idan
ce on

 th
e U

se of H
an

dcu
ffs, M

ay 2012. S
ection

 2.1.3.

（
14
）L

ockley

（1864

）4F
 &

 F
 155.

（
15
）R

 v. H
orden

, C
ou

rt of A
ppeal, C

rim
in

al D
ivision

, ﹇2009

﹈ E
W

C
A

 C
rim

 388, 20 F
ebru

ary 2009

（
16
）R

 v. C
am

bridge Ju
stices, ex p. P

eacock, 161 JP
 113, D

C
; T

h
e T

im
es, 30 Ju

ly, 1992.

（
17
）T

h
e M

an
agem

en
t of P

rison
ers th

at presen
t a risk

 of escape or violen
ce w

h
en

 atten
din

g C
rim

in
al C

ou
rts, 16 A

pril 2010. <
h

ttps://w
w

w
.ju

diciary.gov.u
k

/

pu
blication

s/crim
in

al-protocol-6/>

（
二
〇
一
八
年
四
月
三
〇
日
）

（
18
）
二
〇
一
七
年
九
月
に
ロ
ン
ド
ン
の
中
央
刑
事
法
院
（O

ld B
ailey

）
の
法
廷
を
見
学
し
た
際
に
は
、
刑
務
所
内
に
お
け
る
殺
人
事
件
の
被
告
人
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
Ａ
）
の
審
理
が
行
わ
れ
て
い
た
。
被

告
人
は
法
廷
内
の
ド
ッ
ク
に
座
ら
さ
れ
、
厳
重
な
監
視
の
下
に
お
か
れ
て
い
た
。

（
19
）Ju

stice, In
 th

e D
ock: R

eassessin
g th

e u
se of th

e d
ock in

 crim
in

al trials, 2015.

（
20
）S

tan
ford v. th

e U
n

ited K
in

gdom
, A

pplication
 n

o. 16757/90, 23 F
ebru

ary 1994. D
. T

ait, ‘G
lass C

ages in
 th

e D
ock? P

resen
tin

g th
e D

efen
dan

t to th
e Ju

ry, C
h

icago-
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K
en

t L
aw

 R
eview

, V
ol. 87, p. 467, 2011.

（
21
）D

avid T
ait, B

lake M
cK

im
m

ie an
d R

ick, S
arre T

h
e dock on

 trial: cou
rtroom

 design
 an

d th
e presu

m
ption

 of in
n

ocen
ce, Jou

rn
al of L

aw
 an

d
 S

ociety, V
ol. 43-3, pp. 

317-344, 2017.

（
22
）C

arm
an

 L
. D

eck, P
etition

er v. M
issou

ri

（04-5293

）544 U
.S. 622

（2005

）136 S. W
. 3d 481, reversed an

d rem
an

ded.

（
23
）B

ran
don

 D
ickerson

, B
iddin

g Farew
ell to th

e B
all an

d C
h

ain
: T

h
e U

n
ited S

tates S
u

prem
e C

ou
rt U

n
con

vin
cin

gly P
roh

ibits S
h

acklin
g in

 th
e P

en
alty P

h
ase in

 

D
eck v. M

issou
ri, C

reigh
ton

 L
aw

 R
eview

, V
ol. 39, 2006, pp. 741.

（
24
）
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ン
（W

illiam
 B

lackston
e

）（
一
七
二
三
年
七
月
一
〇
日
〜
一
七
八
〇
年
二
月
一
四
日
）『
イ
ギ
リ
ス
法
釈
義
』
は
、
一
七
六
五
年
〜
一
七
六
九
年
出
版
。

（
25
）397 U

.S. 337, 344
（1970

）.

（
26
）D

eck v M
issou

ri, su
pra, n

ote 22, p. 626.

（
27
）Ibid., p.631.

（
28
）
も
っ
と
も
多
数
意
見
を
支
持
し
た
判
事
は
七
名
で
あ
り
、
二
名
の
判
事
は
反
対
意
見
で
あ
っ
た
。
ト
ー
マ
ス
判
事
は
、
法
廷
の
尊
厳
と
は
必
ず
し
も
明
確
な
概
念
で
は
な
い
な
ど
の
理
由
に
よ
っ
て

批
判
し
て
い
る
。

（
29
）E

rin
 D

aly, D
ign

ity R
igh

ts: C
ou

rts, C
on

stitu
tion

s, an
d

 th
e W

orth
 of th

e H
u

m
an

 P
erson

, U
n

iversity of P
en

n
sylvan

ia P
ress, p. 80, 2012.

（
30
）Jon

a G
oldsch

m
idt, O

rder in
 th

e C
ou

rt: C
on

stitu
tion

al Issu
es in

 th
e L

aw
 of C

ou
rtroom

 D
ecoru

m
, H

am
lin

e L
aw

 R
eview

, V
ol. 31, p. 1, 2008.

（
31
）
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
以
下
の
ウ
ェ
ッ
ブ
サ
イ
ト
を
参
照
。h
ttp://w

w
w

.oh
ch

r.org/E
N

/P
rofession

alIn
terest/P

ages/U
n

iversalH
u

m
an

R
igh

tsIn
stru

m
en

ts.aspx

（
32
）N

igel S. R
odley, th

e T
reatm

en
t of P

rison
ers u

n
d

er In
tern

ation
al L

aw
, T

h
ird

 E
d

ition
, O

xford, 2009.

（
33
）
村
上
正
直
「
拷
問
等
禁
止
条
約
が
定
め
る
拷
問
の
定
義
に
つ
い
て
」
阪
大
法
学
一
三
七
号
、
一
二
九
―
一
六
四
頁
、
一
九
八
六
年
。
今
井
直
「
拷
問
等
禁
止
条
約
の
意
義
―
そ
の
実
体
規
定
の
特
徴
」

早
稲
田
法
学
会
誌
三
六
三
六
号
、
一
―
三
一
頁
、
一
九
八
六
年
。

（
34
）H

u
m

an
 R

igh
ts C

om
m

ittee, G
en

eral C
om

m
en

t N
o. 20, para. 2, H

R
I/G

E
N

/1/R
ev.9

（V
ol. I

）.

（
35
）
拷
問
等
禁
止
条
約
第
一
条
参
照
。
本
条
の
定
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
の
解
釈
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
お
よ
び
人
権
裁
判
所
の
先
例
解
釈
に
依
拠
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

（
36
）M

an
fred N

ow
ak an

d E
lizabeth

 M
cA

rth
u

r, T
h

e U
n

ited
 N

ation
s C

on
ven

tion
 A

gain
st T

ortu
re: a C

om
m

en
tary, O

xford, pp. 66-73, 2008.

（
37
）C

om
m

ittee again
st T

ortu
re, G

en
eral C

om
m

en
t 2, para. 5.

（
38
）S

arah
 Joseph

 an
d M

elissa C
astan

, T
h

e In
tern

ation
al C

oven
an

t on
 C

ivil an
d

 P
olitical R

igh
ts: C

ases, m
aterials an

d
 C

om
m

en
tary, O

xford, p. 237, 2013.

（
39
）N

ow
ak, su

pra, n
ote 36, p. 558.

（
40
）N

ow
ak, ibid., p. 558.

（
41
）
被
害
者
に
対
す
る
救
済
措
置
の
提
供
（
第
一
四
条
）
が
義
務
に
含
ま
れ
る
か
ど
う
は
、
解
釈
上
の
問
題
と
さ
れ
る
。Ibid., p. 540.

（
42
）H

u
m

an
 R

igh
ts C

om
m

ittee, G
en

eral C
om

m
en

t N
o. 32, C

C
P

R
/C

/G
C

/32, 23 A
u

gu
st 2007, para. 30.

（
43
）P

u
stovoit v. U

krain
e, C

om
m

u
n

ication
 N

o. 1405/2005, view
 adopted on

 12 M
ay 2014, C

C
P

R
/C

/110/D
/1405/2005.

（
44
）Ibid., para. 9-2.

（
45
）Ibid., para. 9-3.

（
46
）L

yu
bov K

ovaleva an
d T

atyan
a K

ozyar v. B
elaru

s, C
om

m
u

n
ication

 n
o. 2120/2011, view

 adopted on
 27 N

ovem
ber 2012.
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（
47
）P

au
l M

iton
sou

 Z
in

sou
 v. B

en
in

, view
 adopted on

 18 Ju
ly 2014. C

C
P

R
/C

/111/D
/2055/2011. 

ベ
ナ
ン
は
一
九
九
二
年
に
自
由
権
規
約
と
同
選
択
議
定
書
を
同
時
に
批
准
し
た
。

（
48
）Ibid., para. 3.1 an

d 3.2.
（
49
）C

C
P

R
/C

O
/82/B

E
N

, 1 D
ecem

ber 2004, para. 21.

（
50
）Ibid., para 7.3.

（
51
）Ibid., para. 7.4.

（
52
）O

bservation
s fin

ales con
cern

an
t le deu

xièm
e rapport périodiqu

e du
 B

en
in

, C
C

P
R

/C
/B

E
N

/C
O

/2, 23 N
ovem

ber 2015.

（
53
）U

N
G

A
, A

/R
es. 70/175, T

h
e U

n
ited N

ation
s S

tan
dard M

in
im

u
m

 R
u

les for th
e T

reatm
en

t of P
rison

ers

（th
e N

elson
 M

an
dela R

u
les

）, h
ttp://w

w
w

.oh
ch

r.org/E
N

/

P
rofession

alIn
terest/P

ages/T
reatm

en
tO

fP
rison

ers.aspx

（
54
）
例
え
ば
、
ウ
ェ
ッ
ブ
版
の
「
ブ
リ
タ
ニ
カ
国
際
大
百
科
事
典 

小
項
目
事
典
」
は
、
本
原
則
を
専
ら
受
刑
者
に
関
す
る
規
則
と
し
て
解
説
し
て
い
る
が
、
正
確
と
は
言
え
な
い
。
確
か
に
、
刑
務
所

に
お
け
る
処
遇
上
の
規
則
で
あ
る
部
分
は
少
な
く
な
い
が
、
未
決
囚
に
関
す
る
規
定
も
含
ん
で
い
る
。
お
そ
ら
く
被
拘
禁
者
の
「
処
遇
」
規
則
と
い
う
邦
語
訳
が
も
た
ら
す
誤
解
と
考
え
ら
れ
る
。

（
55
）P

en
al R

eform
 In

tern
ation

al, T
h

e revised
 U

n
ited

 N
ation

s S
tan

d
ard

 M
in

im
u

m
 R

u
les for th

e T
reatm

en
t of P

rison
ers

（N
elson

 M
an

d
ela R

u
les

）, S
h

ort gu
ide, 2015.

（
56
）U

n
ited N

ation
s S

tan
dard M

in
im

u
m

 R
u

les for th
e T

reatm
en

t of P
rison

ers

（th
e M

an
dela R

u
les, U

N
-D

oc A
/R

es/70/175 on
 17 D

ecem
ber 2015. 

監
獄
人
権
セ
ン
タ
ー
に

よ
る
日
本
語
訳
は
、
ウ
ェ
ッ
ブ
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。<h

ttps://w
w

w
.pen

alreform
.org/resou

rce/stan
dard-m

in
im

u
m

-ru
les-treatm

en
t-prison

ers-sm
r/>

（
57
）
改
正
さ
れ
た
本
規
則
の
解
説
と
し
て
チ
ー
ム
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
と
エ
セ
ッ
ク
ス
大
学
人
権
セ
ン
タ
ー
と
が
共
同
編
纂
し
た
『
エ
セ
ッ
ク
ス
・
ペ
ー
パ
ー
』
と
呼
ば
れ
る
文
書
が
公
表
さ
れ
て

い
る
。S

ee, E
ssex paper 3: In

itial gu
id

an
ce on

 th
e in

terpretation
 an

d
 im

plem
en

tation
 of th

e U
N

 N
elson

 M
an

d
ela R

u
les, 2017.

日
本
語
の
解
説
と
し
て
は
、
次
を
参
照
。
田

鎖
麻
衣
子
「
処
遇
法
実
務
と
ネ
ル
ソ
ン
・
マ
ン
デ
ラ
・
ル
ー
ル
ズ
」
季
刊
刑
事
弁
護
九
〇
号
、
一
一
八
―
一
二
三
頁
、
二
〇
一
七
年
四
月
。

（
58
）Ibid., p. 17.

（
59
）
本
規
則
は
、
形
式
上
は
「
条
約
」
で
は
な
い
が
、
そ
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
「
条
約
法
に
関
す
る
ウ
ィ
ー
ン
条
約
（
条
約
法
条
約
）」
の
規
定
に
よ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
条
約
法
条
約
三
一
条

で
は
、
条
約
は
、
文
脈
に
よ
り
か
つ
そ
の
趣
旨
お
よ
び
目
的
に
照
ら
し
て
与
え
ら
れ
る
用
語
の
通
常
の
意
味
に
従
い
、
誠
実
に
解
釈
す
る
も
の
と
す
る
。」
と
定
め
る
。

（
60
）O

xford diction
ary of E

n
glish

（
61
）
精
選
版
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
参
照
。

（
62
）
マ
ン
デ
ラ
規
則
の
四
八
条
二
項
で
は
、
女
性
の
服
役
者
が
分
娩
す
る
際
に
は
拘
束
具
を
決
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
明
記
し
て
い
る
。
わ
が
国
で
も
、
か
つ
て
女
性
服
役
者
の
分
娩
に
際
し
て

手
錠
を
用
い
る
慣
行
が
あ
っ
た
が
、
二
〇
一
四
年
一
二
月
の
通
達
に
よ
っ
て
、
分
娩
時
の
手
錠
に
よ
る
拘
束
を
禁
止
し
た
と
さ
れ
る
（
毎
日
新
聞
、
二
〇
一
八
年
三
月
一
一
日
記
事
）。
こ
の
通
達
は
、

マ
ン
デ
ラ
規
則
の
採
択
（
二
〇
一
五
年
五
月
）
よ
り
も
半
年
前
で
あ
る
が
、
本
規
則
制
定
の
動
き
も
一
因
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
同
様
の
扱
い
は
米
国
に
関
す
る
拷
問
禁
止
委
員
会
の
報
告
書

審
査
の
際
に
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
拷
問
等
禁
止
条
約
一
六
条
の
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
と
し
て
、
こ
う
し
た
扱
い
を
止
め
る
よ
う
に
勧
告
し
て
い
た
。C

A
T

/C
/U

S
A

/C
O

/2, 25 
Ju

ly 2006.

（
63
）
例
え
ば
、
自
由
権
規
約
委
員
会
の
一
般
的
意
見
二
一
（
規
約
第
一
〇
条
）
で
は
、
第
五
、
第
一
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
本
規
則
に
言
及
し
て
い
る
。

（
64
）
杉
山
多
恵
「
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
改
正
に
つ
い
て
」
刑
政
一
二
七
巻
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
八
二
頁
。

（
65
）
同
様
の
見
解
は
、R

obert M
cC

rie an
d A

n
n

abelle C
lém

ot, th
e M

an
dela R

u
les: W

ill th
ey im

pact A
m

erican
 C

orrection
s?, in

 C
orrection

s T
od

ay, S
ep/O

ct2015, V
ol. 77, 

n
o. 5, p44-48.

（
66
）C

ou
n

cil of E
u

rope, E
u

ropean
 P

rison
 R

u
les, 2006, R

ecom
m

en
dation

 R
ec

（2006

）2.
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（
67
）Jim

 M
u

rdoch
, T

h
e treatm

en
t of prison

ers: E
u

ropean
 stan

d
ard

s, C
ou

n
cil of E

u
rope, 2006, pp. 252-253

（
68
）S

u
pra, n

ote 66, p. 82.
（
69
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
三
条
は
、
か
な
り
多
様
な
問
題
と
の
関
連
で
援
用
さ
れ
て
き
た
。
典
型
的
に
は
、
刑
事
被
拘
禁
者
の
処
遇
上
の
問
題
に
関
連
し
て
、
拷
問
、
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷

つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
過
剰
収
容
、
独
居
拘
禁
、
裸
体
検
査
な
ど
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
少
年
に
対
す
る
体
刑
が
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
と
し
た
事
件
、
学
校

に
お
け
る
体
罰
も
第
三
条
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
。

（
70
）D

ovydas V
itkau

skas, G
rigoriy D

ikov, P
rotectin

g th
e R

igh
t to a F

air T
rial u

n
d

er th
e E

u
ropean

 C
on

ven
tion

 on
 H

u
m

an
 R

igh
ts: A

 h
an

d
book for legal practition

ers, 

2n
d edition

, C
ou

n
cil of E

u
rope, 2017.

（
71
）P

ieter van
 D

ijk, et al., eds., T
h

eory an
d

 P
ractice of th

e E
u

ropean
 C

on
ven

tion
 on

 H
u

m
an

 R
igh

ts, F
ou

rth
 E

d
ition

, In
tersen

tia, pp.333-350.

（
72
）H

arris, O
’B

oyle &
 W

arbrick, L
aw

 of th
e E

u
ropean

 C
on

ven
tion

 on
 H

u
m

an
 R

igh
ts, th

ird
 ed

ition
, O

xford, 2014, p. 268.

（
73
）Irelan

d v. th
e U

n
ited K

in
gdom

, n
o. 5310/71, 18 Jan

u
ary 1978.

（
74
）R

an
in

en
 v. F

in
lan

d, 16 D
ecem

ber 1997.

（
75
）Ibid., para. 55.

（
76
）E

erdogan
 Yagiz v. T

u
rkey, n

o. 27473/02, 6 M
arch

 2007.

（
77
）
先
例
と
し
てT

yrer v. th
e U

n
ited K

in
gdom

事
件
に
言
及
し
て
い
る
。Ibid., para. 37.

（
78
）H

én
af v. F

ran
ce, n

o. 65436/01, §
§

 51 an
d 56, E

C
H

R
 2003-X

I.

（
79
）P

iech
ow

icz v. P
olan

d, n
o. 20071/07, 17 A

pril 2012.

（
80
）H

orych
 v. P

olan
d, n

o. 13621/08, 17 A
pril 2012.

（
81
）M

an
olov v. B

u
lgaria, n

o. 23810/05, 4 N
ovem

ber 2014.

（
82
）R

adkov an
d S

avev v. B
u

lgaria, n
os. 18938/07 an

d 36069/09, 27 M
ay 2014.

（
83
）Ibid., para. 31.

（
84
）K

h
odorkovskiy v. R

u
ssia

（5829/04

）, 31 M
ay 2011. T

itaren
ko v. U

krain
e

（31720/02

）, 20 S
eptem

ber 2012.

（
85
）Ju

stice, In
 th

e D
ock: R

eassessin
g th

e u
se of th

e d
ock in

 crim
in

al trials, 2015. p. 8. 

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
で
は
最
近
、
金
属
檻
を
廃
止
し
た
。

（
86
）R

am
ish

ivili an
d K

okh
reidze v. G

eorgia, n
o. 1704/06, 27 Jan

u
ary 2009.

（
87
）Ibid., para. 132.

（
88
）A

sh
ot H

aru
tyu

n
yan

 v. A
rm

en
ia, n

o. 34334/04, §
§

 126 et seq., 15 Ju
n

e 2010.

（
89
）K

am
o P

iru
zyan

 v. A
rm

en
ia, n

o. 33376/07, 26 Ju
n

e 2012.

（
90
）P

u
glys v. P

oln
ad, n

o. 446/10, 14 Ju
n

e 2016.

（
91
）S

vin
aren

ko an
d S

lyadn
ev v. R

u
ssia, n

os. 32541/08 an
d 43441/08, G

C
, 17 Ju

ly 2014, Ju
dgm

en
t an

d D
ecision

s, 2014-V, p. 181.

（
92
）
安
全
柵
が
導
入
さ
れ
た
背
景
に
は
、ロ
シ
ア
に
お
い
て
54
人
の
殺
人
事
件
を
犯
し
た
「
ロ
ス
ト
フ
の
殺
し
屋
事
件
」
の
裁
判
（
一
九
九
二
年
）
に
お
い
て
、ア
ン
ド
レ
イ
・
チ
カ
テ
ィ
ー
ロ
（A

n
drei 

C
h

ikatilo

）
被
告
人
に
対
す
る
遺
族
に
よ
る
報
復
的
措
置
か
ら
被
告
人
自
身
の
身
の
安
全
を
確
保
す
る
要
請
が
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
93
）Ibid., para. 127.
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（
94
）Ibid., para. 129.

（
95
）Ibid., para. 131.

（
96
）Ibid., para. 132.

（
97
）V

oron
tsov an

d O
th

ers v. R
u

ssia, 31 Jan
u

ary 2017, para. 31.

（
98
）Yaroslav B

elou
sov v. R

u
ssia, n

os. 2653/13 an
d 60980/14, 4 O

ctober 2016.

（
99
）A

ffaire Jiga c. R
ou

m
an

ie, R
equ

ête n
o 14352/04, 16 m

ars 2010. 

同
様
の
申
立
が
条
約
第
三
条
違
反
と
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、H

adade v. R
om

an
ia, n

o. 11871/05, 24 S
eptem

ber 

2013,

（
100
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ス
ビ
ナ
レ
ン
コ
事
件
判
決
の
ニ
コ
ラ
ウ
判
事
と
ケ
ラ
ー
判
事
の
共
同
意
見
が
そ
の
趣
旨
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
101
）T

h
e S

tockh
olm

 P
rogram

m
e - A

n
 open

 an
d secu

re E
u

rope servin
g an

d protectin
g th

e citizen
s adopted on

 2 D
ecem

ber 2009.

（
102
）
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
八
二
条
二
項
で
は
、「
国
境
を
越
え
る
刑
事
問
題
に
お
け
る
警
察
お
よ
び
司
法
協
力
を
推
進
す
る
の
に
必
要
な
範
囲
で
」、
Ｅ
Ｕ
は
、「
指
令
に
よ
り
最
小
限
の
規
則
を
制
定
す
る
こ

と
が
で
き
る
。」
と
定
め
る
。
こ
こ
で
制
定
が
予
定
さ
れ
る
指
令
に
は
「
刑
事
手
続
き
に
お
け
る
個
人
の
権
利
」
に
関
す
る
指
令
も
含
ま
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｕ
法
上
の
指
令
と
は
、
指
令
に
よ
っ
て
Ｅ
Ｕ

各
国
は
法
的
に
拘
束
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
容
を
実
施
す
る
た
め
の
「
形
式
お
よ
び
方
式
の
選
択
は
構
成
国
の
当
局
に
委
ね
ら
れ
る
。」（
Ｅ
Ｕ
運
営
条
約
二
八
八
条
）。
し
た
が
っ
て
、
国
内
に
お
け
る

実
施
の
方
法
に
つ
い
て
ば
ら
つ
き
は
認
め
ら
れ
る
が
、
指
令
の
求
め
る
内
容
は
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
103
）S

tefan
o R

u
ggeri ed., H

u
m

an
 R

igh
ts in

 E
u

ropean
 C

rim
in

al L
aw

, N
ew

 D
evelopm

en
ts in

 E
u

ropean
 L

egislation
 an

d
 C

ase L
aw

 after th
e L

isbon
 T

reaty, S
prin

ger, 

2014.

（
104
）
北
村
「
警
察
取
調
べ
に
お
け
る
弁
護
人
立
会
権
を
め
ぐ
る
人
権
条
約
の
解
釈
・
適
用
問
題
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
動
き
を
中
心
と
し
て
」
法
学
新
報
一
二
〇
巻
九
・
一
〇
号
、
二
〇
一
四
年
、

一
六
一
‐
二
三
五
頁
。

（
105
）D

irective 2016/343 of 9 M
arch

 2016.

（
106
）
本
指
令
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
のFair T

rial

が
編
集
し
た
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
が
ウ
ェ
ッ
ブ
上
で
公
開
さ
れ
て
い
る
。Fair T

rial, E
U

 D
irective on

 th
e P

resu
m

ption
 of In

n
ocen

ce: 

Im
plem

en
tation

 T
oolkit, 2017. <h

ttps://w
w

w
.fairtrials.org/presu

m
ption

-of-in
n

ocen
ce-toolkit/>

（
107
）
本
条
は
、「
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
者
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
有
罪
と
さ
れ
る
ま
で
は
無
罪
と
推
定
さ
れ
る
。」
と
定
め
る
。

（
108
）
レ
シ
タ
ル
は
、
法
律
の
前
文
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
当
該
Ｅ
Ｕ
指
令
の
制
定
の
趣
旨
、
目
的
、
経
緯
等
に
つ
い
て
パ
ラ
グ
ラ
フ
単
位
で
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
条
文
本
体
と
は
異
な
る
が
、
当
該
指

令
の
解
釈
上
、
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

（
109
）R

ecital 20. 

前
掲
注
（
七
四
）。

（
110
）R

ecital 21.

（
111
）Im

pact A
ssessm

en
t, E

u
r-L

ex-52013S
C0478-E

N
.

（
112
）
前
掲
注
（
七
五
）
の
五
頁
で
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
113
）
ま
た
頭
書
第
二
七
節
で
は
、「
黙
秘
権
お
よ
び
自
己
負
罪
拒
否
権
は
、
権
限
あ
る
当
局
が
、
被
疑
者
・
被
告
人
が
望
ま
な
い
限
り
、
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
り
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
黙
秘
権
ま
た
は
自
己
負
罪
拒
否
権
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
た
め
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所

の
解
釈
が
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。

（
114
）C

ase C
-439/16 P

P
U

, Ju
dgm

en
t of th

e C
ou

rt

（F
ou

rth
 C

h
am

ber

）of 27 O
ctober 2016.
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（
115
）
北
村
泰
三
「
Ｅ
Ｕ
刑
事
司
法
と
立
憲
的
人
権
保
障
の
課
題
」
工
藤
達
朗
、
西
原
博
史
、
鈴
木
秀
美
他
編
『
戸
波
江
二
先
生
古
希
記
念
・
憲
法
学
の
創
造
的
展
開
（
下
）』
信
山
社
、
二
〇
一
七
年
、

一
七
五
‐
二
〇
〇
頁
。

（
116
）
自
由
権
規
約
委
員
会
ポ
ー
ル
・
Ｍ
・
ジ
ン
ソ
ウ
事
件
対
ベ
ナ
ン
事
件
、
マ
ン
デ
ラ
規
則
四
七
条
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則
六
八
条
二
項
ａ
参
照
。

（
117
）
ス
ビ
ナ
レ
ン
コ
、
ス
リ
ヤ
ド
ヌ
フ
事
件
等
参
照

（
118
）
前
掲
三
〇
‐
三
一
頁
。

（
119
）
被
拘
禁
者
処
遇
裁
定
基
準
規
則
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刑
務
所
規
則
第
47
条
（
ａ
）
参
照
。

（
120
）
マ
ン
デ
ラ
規
則
第
四
八
条
一
項
（
ａ
）、（
ｂ
）
参
照
。

（
121
）
本
稿
で
は
イ
ギ
リ
ス
の
例
に
つ
い
て
は
触
れ
た
。
他
に
も
、
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
も
同
様
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
判
例
と
し
て
、K

een
an

 v. T
h

e Q
u

een
, ﹇2015

﹈ 
A

C
T

C
A

 52, 20 A
u

gu
st 2015.

（
122
）
も
っ
と
も
、
被
告
人
の
動
静
を
熟
知
し
て
、
逃
亡
等
の
危
険
性
を
よ
り
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
勾
留
官
・
部
署
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
裁
判
官
は
勾
留
担
当
官
の
言

い
分
を
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み
に
す
る
の
で
は
裁
判
官
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
仮
に
も
法
廷
内
部
で
の
拘
束
具
の
使
用
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
勾
留
担
当
部
署
と

の
入
念
な
情
報
交
換
に
よ
り
拘
束
具
の
使
用
の
可
否
を
判
断
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
諸
外
国
の
経
験
（
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
な
ど
）
は
参
照
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
123
）
マ
ン
デ
ラ
規
則
四
七
条
参
照
。

（
124
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
、
エ
ル
ド
ガ
ン
・
ヤ
ジ
ス
事
件
判
決
参
照
。
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