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一
一　
少
年
の
本
人
特
定
報
道
禁
上
に
対
す
る
批
判
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．
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．
小
括

〓
一　
考
察

１
．
表
現
の
自
由
規
制
の
あ
り
方

２
．
保
護
す
べ
き
利
益
の
重
要
性
と
侵
害
の
定
型
性

０
名
誉

・
プ
ラ
ィ
バ
シ
ー

②
社
会
復
帰
の
利
益

３
．
規
制
の
過
剰
性
、
過
少
性
に
関
す
る
問
題
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０
少
年
が
公
開
の
刑
事
裁
判
に
付
さ
れ
た
場
合

②
報
道
機
関
が
独
自
に
情
報
を
入
手
し
た
場
合

０
そ
の
他
の
問
題

４
．
少
年
の
本
人
特
定
事
実
の
公
共
性

５
。
結
論

０
少
年
の
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
合
憲
性

②
本
人
特
定
報
道
を
行
っ
た
場
合
の
法
的
効
果

結
語
―
少
年
法
六

一
条
の
意
義

二
九
八

一　

課
題

少
年
法
は
六

一
条
で

「家
庭
裁
判
所
の
審
判
に
付
さ
れ
た
少
年
又
は
少
年
の
と
き
犯
し
た
罪
に
よ
り
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
氏

名
、
年
齢
、
職
業
、
住
居
、
容
ぼ
う
等
に
よ
り
そ
の
者
が
当
該
事
件
の
本
人
で
あ
る
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
記
事
又
は
写
真

を
新
聞
紙
そ
の
他
の
出
版
物
に
掲
載
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
の
規
定
を
置
き
、
少
年
に
つ
い
て
、
い
わ
ゅ
る
本
人
特
定
報
道
の
禁
上
を
定
め
て
い

る
。
こ
の
規
定
は
こ
れ
ま
で

一
般
に
、
「少
年
の
名
誉
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
と
と
も
に
、
非
行
の
克
服
に
よ
る
健
全
な
成
長
を
実
現
す

る
た
め
に
、
報
道
機
関
に
よ
る
事
件
報
道
に
抑
制
を
求
め
た
も
の
」
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
、
こ
の
規
定
の
趣
旨
は
、
少
年
の

名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
し
、
本
人
を
特
定
し
た
犯
罪
報
道
に
よ
っ
て
社
会
的
偏
見
が
生
じ
る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
通
じ
て
、
少
年
の
更
正

を
図
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
粋
だ
、
ま
た
ヽ
そ
の
趣
旨
を
無
に
し
な
い
た
め
に
、
同
条
は
、
「捜
査
段
階
や
処
分
執
行
段
階
に
つ
い
て
は



定
め
て
い
な
い
が
、
非
公
表
の
原
則
は
当
然
そ
れ
ら
の
場
合
に
も
及
ぶ
」
と
解
さ
れ
て
一
だ
。
そ
し
て
ヽ
報
道
機
関
も
、
基
本
的
に
は
、
「少
年

の
健
全
育
成
」
と
い
う
少
年
法
の
理
念
を
反
映
し
た
本
条
の
趣
旨
を
受
け
入
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
日
本
新
聞
協
会
は
、　
一
九

五
八
年
の
小
松
川
高
校
女
子
生
徒
殺
人
事
件
に
お
け
る
報
道
を
機
に
、
「少
年
法
第
六
十

一
条
の
扱
い
の
方
針
」
を
策
定
し
、
「少
年
法
第
六
十

一

条
は
、
未
成
熟
な
少
年
を
保
護
し
、
そ
の
将
来
の
更
正
を
可
能
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
新
聞
は
少
年
た
ち
の

″親
″
の
立
場
に
立
っ

て
、
法
の
精
神
を
実
せ
ん
す
べ
き
で
あ
（従

」
と
う
た
つ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
そ
の
後
も
、
社
会
党
浅
沼
委
員
長
殺
人
事
件

（
一
九
六
〇
年
）、

中
央
公
論
社
社
長
宅
襲
撃
事
件

（
一
九
六
〇
年
）、
連
続
ビ
ス
ト
ル
射
殺
事
件

（
一
九
六
八
年
）
な
ど
、
社
会
に
与
え
た
衝
撃
が
大
き
い
こ
と
を

理
由
に
実
名
報
道
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
態
が
散
発
的
に
繰
り
返
さ
れ
た
が
、　
一
九
七
〇
年
代
以
降
は
そ
の
よ
う
な
事
例
も
新
聞
あ
る
い
は
放
送

に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
」
だ
。

と
こ
ろ
が
、
近
時
、
こ
の
少
年
法
六

一
条
を
め
ぐ

っ
て
、
社
会
的
に
あ
る
い
は
法
理
論
上
、
さ
ま
ざ
ま
な
疑
問
や
批
判
が
提
起
さ
れ
る
よ
う
に

な

っ
て
き
た
。

第

一
に
、
近
年
、
社
会
の
耳
目
を
集
め
た
少
年
事
件
に
つ
い
て
の
報
道
に
お
い
て
、　
一
部
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
が
確
信
犯
的
に
少
年
の
実
名
や
顔

写
真
を
掲
載
す
る
と
い
う
事
態
が
続
出
し
た
。
例
え
ば
、
神
戸
児
童
殺
人
事
件
に
関
し
て
、
週
刊
新
潮
お
よ
び
Ｆ
Ｏ
Ｃ
Ｕ
Ｓ
は
少
年
の
顔
写
真
を

掲
載
し
、
ま
た
、
そ
の
後
発
生
し
た
堺
市
の
女
児
等
殺
傷
事
件
の
報
道
に
際
し
て
も
、
新
潮
４５
が
少
年
の
実
名
及
び
顔
写
真
を
掲
載
し
た
。
し
か

も
、
実
名
あ
る
い
は
顔
写
真
を
掲
載
す
る
に
あ
た
つ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
雑
誌
は
、
少
年
法
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
コ
メ
ン
ト
を
付
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
少
年
法
に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
は
、
少
年
法
の
趣
旨
を
き
ち
ん
と
理
解
し
た
う
え
で
な
さ
れ
た
も
の
と
は
思
え
な
」
Ｌ
、
こ
の
よ
う
な
報
道

姿
勢
は
マ
ス
コ
ミ
内
部
に
お
い
て
も
批
判
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
（社

。
し
か
し
ヽ
少
年
犯
罪
に
対
す
る
厳
し
い
対
処
を
求
め
る
世
論
の
も
と
に

あ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
主
張
が

一
定
の
力
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
こ
の
よ
う
な
社
会
的
事
象
を

一
つ
の
き

っ
か
け
と
し
て
、
法
律
家
、
と
り
わ
け
憲
法
学
者
の
な
か
か
ら
、
少
年
本
人
特
定
報
道
の
禁

止
を
定
め
た
少
年
法
六

一
条
を
報
道
の
自
由
、
知
る
権
利
の
観
点
か
ら
改
め
て
問
い
直
し
、
少
年
法
の
規
制
の
あ
り
方
に
対
し
て
鋭
い
批
判
を
提
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一二
〇
〇

起
す
る
論
者
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
総
じ
て
、
少
年
法
六

一
条
は
、
憲
法
上
優
越
的
な
地
位
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
表

現

・
報
道
の
自
由
、
知
る
権
利
を
不
当
に
制
約
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
憲
法
上
正
当
化
で
き
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。

第
三
に
、
先
に
述
べ
た
雑
誌
メ
デ
ィ
ァ
に
よ
る
実
名

ｏ
顔
写
真
報
道
に
対
し
て
、
少
年
側
か
ら
実
名
報
道
の
違
法
性
を
問
う
複
数
の
損
害
賠
償

請
求
訴
訟
が
提
起
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
堺
女
児
等
殺
傷
事
件
報
道
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
訴
訟
に
お
い
て
、
大
阪
高

裁
は
、
実
名
報
道
の
違
法
性
を
否
定
す
る
判
決
を
下
レ
だ
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
少
年
法
六

一
条
に
対
し
て
急
激
に
起
こ
っ
た
こ
れ
ら
の
批
判
を
検
討
し
、
少
年
に
対
す
る
本
人
特
定
報
道
の
禁
止
の
意

義
と
憲
法
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
理
論
的
な
解
明
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

二
　
少
年
の
本
人
特
定
報
道
禁
止
に
対
す
る
批
判

１
．
日
本

現
在
、
少
年
法
六

一
条
に
対
し
て
は
、
同
条
は
表
現

。
報
道
の
自
由
、
知
る
権
利
に
対
す
る
不
当
な
制
約
と
な
っ
て
お
り
、
憲
法
上
正
当
化
で

き
な
い
と
の
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
展
開
し
て
い
る
代
表
的
論
者
の
論
理
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
検
討

すい捧嫌議
「明舜年‐こ義はぃ軽馘̈
韓酬「ぼ御り、松一札総畷畔】刹秤̈
μり
「て一〓、「がデイアには憲法で保障された表現の自由が

』剌げ輯動はい嘲鏡脚岬『狩猜燎】％げンははに一」う。講げ】け卸椰雌脚榊［御ｒ卸報̈
く『卸経鋒御汁一封碑巌潤詢中̈
議一



う
基
本
的
な
立
場
に
立
っ
た
上
で
、
ア
メ
リ
カ
の
少
年
事
件
報
道
に
関
す
る
判
例

ｏ
学
説
を
も
参
考
に
し
な
が
ら
、
少
年
法
六

一
条
を
次
の
よ
う

に
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「た
し
か
に
、
少
年
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
を
保
護
し
、
少
年
の
更
正
を
促
進
す
る
と
い
う
少
年
法
の
目
的
は
正
当
で

あ
り
、
十
分
尊
重
に
値
す
る
利
益
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
尊
重
に
値
す
る
利
益
だ
か
ら
と
い
つ
て
、
表
現
の
自
由
を
制
約
し
て
か
ま
わ
な
い

と
は
い
え
な
い
。
本
来
、
氏
名
の
報
道
な
ど
表
現
報
道
の
内
容
に
基
づ
き
表
現
報
道
を
制
約
す
る
場
合
に
は
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な

政
府
の
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
手
段
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
。
「
い
か
に
少
年
法
の
目
的
が
崇
高
で
も
、

そ
れ
は
憲
法
二

一
条
の
要
請
を
ク
リ
ア
で
き
な
い
か
ぎ
り
、
少
年
法
が
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
あ
る
い
は
少
年
法
の
趣
旨
を
考
え
て
、
少
年
の
氏

名
な
ど
の
報
道
禁
止
は
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
。
「そ
う
だ
と
す
る
と
、
少
年
の
氏
名
な
ど
を
、
ど
の
よ
う
な
場
合
で

肘

悔

扮

）
曜

斜

純

晰

鮮

踏

魏

鷲

鍍

難

趾

箕

裁
判
に
付
さ
れ
、
公
開
の
法
廷
に
お
け
る
公
判
で
審
理
さ
れ
、
傍
聴
人
が
少
年
の
氏
名
な
ど
を
当
然
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
、
②
報
道
機
関
が

独
自
の
取
材
活
動
に
よ
っ
て
少
年
の
身
元
に
関
す
る
情
報
を
入
手
し
た
場
合
、
③
少
年
の
氏
名
が
す
で
に
公
知
で
あ
る
場
合
、
④
少
年
が
自
ら
名

乗
り
出
た
場
合
、
⑤
少
年
の
氏
名
が
合
理
的
な
公
的
関
心
の
対
象
で
あ
る
場
合
に
、
本
人
特
定
報
道
を

一
律
に
、
か
つ
絶
対
的
に
禁
止
す
る
こ
と

は
正
当
化
さ
れ
ず
、
こ
れ
ら
の
場
合
も
含
め
て
規
制
し
て
い
る
少
年
法
六

一
条
は
憲
法
二

一
条
に
抵
触
し
て
い
る
と
し
、
ま
た
、
⑥
少
年
が
成
人

に
な
っ
た
の
ち
も
禁
止
が
続
く
点
に
も
疑
間
を
呈
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
⑦
少
年
法
が
規
制
媒
体
と
し
て

「新
聞
そ
の
他
の
出
版
物
」
と
規
定
し

て
い
る
と
こ
ろ
を
放
送
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
含
む
と
解
釈
し
て
い
る
の
は

「本
来
あ
ま
り
に
も
無
理
な
拡
大
解
釈
で
あ
り
」
、
し
か
も
、
こ
の

解
釈
に
基
づ
い
た
と
し
て
も

「周
り
の
人
が
ロ
コ
ミ
で
少
年
の
氏
名
を
触
れ
回
る
こ
と
」
は
規
制
で
き
な
い
か
ら
、
そ
も
そ
も
同
条
の
規
制
は
、

少
年
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
、
更
正
の
促
進
と
い
う
利
益
を
十
分
に
達
成
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
も
主
張
し
て
は
犯
。

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
は
、
の
ち
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
刑
事
法

・
少
年
法
研
究
者
か
ら
、
と
く
に
⑤
の
点
に
関
し
て
、
事
件
や
少
年

手
続
に
公
共
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
少
年
の
身
元
の
公
共
性
が
導
き
だ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
、
少
年
の
身
元
に
つ
い
て
公
共
性
が
あ
る
と
は
考
え
ら

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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一
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れ
な
い
と
す
る
反
論
が
出
さ
れ
た（だ
、
松
井
茂
記

『少
年
事
件
の
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
の
か
』
（以
下
、
松
井
論
文
Ⅱ
と
言
う
）
は
、
松
井

論
文
Ｉ
の
主
張
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
に
主
張
を
展
開
し
て
」
だ
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
に
関
す
る
事
実
や
捜
査
に
あ
た
っ

て
警
察
が
と
っ
た
行
動
あ
る
い
は
裁
判
所
に
よ
っ
て
と
ら
れ
た
措
置
な
ど
、
犯
罪
の
背
景
を
探

っ
た
り
、
少
年
事
件
の
取
り
扱
い
が
適
切
で
あ
っ

た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
の
公
共
的
事
実
を
報
道
し
て
い
く
と
、
ど
う
し
て
も
少
年
の
身
元
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
と
く
に
、
容
疑

者
の
周
囲
に
い
る
人
あ
る
い
は

「少
年
と
面
識
の
あ
る
人
」
に
と
っ
て
は
、
少
年
事
件
に
関
す
る
公
共
的
事
実
の
報
道
か
ら
少
年
本
人
を
特
定
で

き
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
容
易
に
考
え
ら
れ
る
。
少
年
の
実
名
に
は
公
共
性
が
な
い
と
し
て
も
、
公
共
性
あ
る
事
実
に
つ
い
て
報
道
す
る
こ
と
で
、

結
局
少
年
本
人
が
特
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
少
年
の
実
名
と
事
件
や
審
判
に
関
連
す
る
事
実
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る
の
は
適
切
で
は
な

い
。
「氏
名
が
な
く
て
も
、
十
分
事
実
は
明
ら
か
に
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、
「現
実
に
は
あ
て
は
ま
ら
な（祀
」
。
ま
た
ヽ
少
年
の
氏
名
そ
の
も
の

に
つ
い
て
も
、
殺
人
や
強
姦
な
ど
の
国
民
の
強
い
関
心
が
あ
る
重
大
な
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
少
年
の
氏
名
等
の
公
表
を
禁
止
す
る
べ

き
で
は
な（地
。

松
井
論
文
Ｉ
の
こ
れ
ら
の
主
張
は
、
松
井
論
文
Ｉ
の
⑤
に
当
て
は
ま
る
場
合
を

「重
大
犯
罪
の
場
合
」
と
具
体
的
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、

公
的
関
心
の
対
象
で
あ
る
犯
罪
関
連
事
実
は
本
人
特
定
的
性
質
を
有
す
る
と
い
う
理
解
の
も
と
、
犯
罪
関
連
事
実
の
な
か
か
ら
氏
名
だ
け
を
取
り

出
し
て
公
的
関
心
の
対
象
か
否
か
を
議
論
す
る
こ
と
自
体
に
疑
問
を
呈
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

プ
ロ 松

叫
瑞
は
に

つ 同
れ
ば

る
り
時
聾
同

じ 「つ
】
¨
州
澤
っ
同
隷
維
好
『

あ
（
的

箪
『
」
事
続
婢
¨
球
州
¨
［
榊
詢
御
聴
中
は
辞
綺
い
」
備
神
は
計
画
卸
け

権
利
性
を
認
め
る
こ
と
に
疑
間
を
示
し
つ（更
、
「た
と
え
可
塑
性
に
富
む
少
年
の
嬌
正

・
更
正
と
社
会
復
帰
の
確
保
や
、
格
別
の
人
権
保
護
と
い

う
そ
の
基
本
理
念
は
是
認
さ
れ
う
る
と
し
て
も
」
、
少
年
法
六

一
条
が
例
外
の
余
地
を
明
記
せ
ず
ほ
ぼ
全
面
的
に
報
道
を
禁
上
し
て
い
る
点
は
、

「報
道
の
自
由
と
知
る
権
利
の
保
障
な
ど
の
憲
法
的
要
請
に
適
う
と
は
と
う
て
い
言
い
が
た
く
、
正
当
化
す
る
の
は
難
し
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
、

松
井
論
文
同
様
、
少
年
が
成
人
し
た
の
ち
や
犯
罪
が
重
大
な
場
合
に
は
、
少
年
法
六

一
条
の
適
用
を
排
除
し
て
身
元
の
特
定
を
認
め
る
余
地
を
明



示
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
」濯
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
論
者
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
も
近
時
、
犯
罪
報
道
に
対
す
る
規
制
が
疑
問
視
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
状
況
を
踏
ま
え
、

こ
の
よ
う
な
諸
外
国
の
動
向
を
も

一
つ
の
論
拠
と
し
て
、
少
年
法
六

一
条
に
よ
る
報
道
規
制
の
あ
り
方
を
批
判
し
て
は
犯
。
と
く
に
、
松
井
論
文

Ｉ
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
判
例
が
犯
罪
や
裁
判
の
報
道
に
つ
い
て
も
報
道
の
自
由
を
広
く
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
、
少
年
事
件

に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
の
制
限
も
緩
和
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
表
現
の
自
由
、
報
道
の
自
由
を
重
視
す
る
ア
メ
リ
カ
の
考
え
方

は
、
日
本
に
お
い
て
も
参
考
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
は
ど
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
少
年
法
六

一
条
違
憲
説
の
考
え
方
を
よ
り

一
層
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
の
少
年
本
人
特
定
報
道
を
め
ぐ
る

判
例
の
大
ま
か
な
流
れ
を
見
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。
そ
の
際
、
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
少
年
の
本
人
特
定
報
道
に
対
す
る
制
限
が
緩

和
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
実
態
及
び
、
公
表
制
限
の
緩
和
を
も
た
ら
し
て
い
る
論
理
と
と
も
に
、
か
か
る
論
理
が
表
現
の
自
由
に
関
す
る
ど

の
よ
う
な
理
論
的
背
景
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
点
に
も
注
意
を
払
い
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
の
把
握
が
、
表
現
の
自
由
、

報
道
の
自
由
を
基
礎
と
し
て
本
人
特
定
報
道
を
正
当
化
す
る
論
理
の
構
造
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
の
制
限
緩
和
の
流
れ
は
、
非
行
少
年
に
対
す
る
厳
罰
化
政
策
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
の
指

摘
が
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
（曜

、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
か
か
る
社
会
的
背
景
を
捨
象
し
た
と
こ
ろ
で
、
純
粋
に
理
論
的
に
、
報
道

の
自
由
、
知
る
権
利
に
基
づ
い
て
少
年
の
本
人
特
定
報
道
が
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
検
証
す
る
た
め
に
も
、
表
現
の
自
由
の
保

障
体
系
と
関
連
づ
け
な
が
ら
少
年
事
件
報
道
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
の
議
論
を
見
て
い
く
必
要
性
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２
ロ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
の
規
制
と
報
道
の
自
由

ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
が
少
年
の
本
人
特
定
報
道
に
対
す
る
規
制
の
是
非
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
は
、　
一
九
七
七
年
の
Ｏ
Ｆ
】”
ｒ
ｏ
日
”

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
三



罪
一一一恥
梅
饗
至
猾
調
装
聾
町
糞
”掲
珂
】舞
物理
針
罪
脆

下
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
出
版
協
会
判
決
と
言
う
）
及
び
ｏ
ｏ
ｘ
”
８

，
Ｐ
跳
↑い口
”
ｏ
９

く
。
Ｏ
ｏ
Ｆ
口
継
滅

（以
下
、
コ
ッ
ク
ス
放
送
会
社
判
決
と
言
う
）

で
確
立
し
た
法
理
に
し
た
が
っ
て
結
論
を
導
い
て
い
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
出
版
社
判
決
及
び
ス
ミ
ス
判
決
が
依
拠
し
た
ネ
ブ
ラ
ス
カ

出
版
協
会
判
決
及
び
コ
ッ
ク
ス
放
送
会
社
判
決
に
お
い
て
示
さ
れ
た
法
理
を
確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
よ
う
。

ネ
ブ
ラ
ス
カ
出
版
協
会
判
決
は
、
被
告
人
が
有
罪
で
あ
る
と
の
予
断
に
満
ち
た
大
量
の
報
道
が
発
生
し
て
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権

利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
州
最
高
裁
が
、
被
告
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
自
白
等
の
報
道
を
行
う
こ
と
を
禁
止
し

た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
事
案
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
報
道
機
関
に
対
す
る
事
前
抑
制
の
可
否
と
い
う
問
題
に
初
め
て
取
り

組
み
、
事
前
抑
制
と
い
う
手
段
を
用
い
る
こ
と
に
対
し
て
非
常
に
厳
し
い
態
度
を
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
判
決
は
、
「最
高
裁
は
、
こ
れ
ら

〔修

正

一
条
〕
の
保
障
を
、
特
定
の
情
報
あ
る
い
は
論
評
の
出
版
あ
る
い
は
放
送
を
禁
止
す
る
命
令
―
す
な
わ
ち
、
発
言
に
対
し
て

『事
前
』
の
抑
制

を
課
す
命
令
―
に
対
抗
す
る
特
別
の
保
護
を
与
え
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
て
き
た
。
…
…
事
前
抑
制

〔を
行
う
こ
と
〕
に
対
す
る
防
壁
は
…
…
高

い
ま
ま
で
あ
る
」
と
述
べ
、
代
替
手
段
を
使
う
こ
と
の
で
き
る
可
能
性
が
な
く
、
か
つ
事
前
抑
制
が
効
果
的
に
機
能
す
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
事

前
抑
制
と
い
う
手
段
を
取
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
示
し
た
の
で
あ
（“

。

コ
ッ
ク
ス
放
送
協
会
判
決
で
は
、
報
道
機
関
が
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ
れ
て
い
る
公
式
の
記
録

（起
訴
状
）
か
ら
入
手
し
た
強
姦
事
件
の
未
成
年

の
被
害
者
の
氏
名
を
報
道
し
た
こ
と
が
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
と
し
て
損
害
賠
償
請
求
の
根
拠
に
な
る
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
た
。
判
決
は
、
犯
罪

や
刑
事
裁
判
に
関
す
る
事
柄
は
疑
い
な
く
公
衆
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
る
と
確
認
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
、
州
は
公
衆
の
閲
覧
に
供
さ

れ
て
い
る
公
式
の
裁
判
記
録
に
含
ま
れ
て
い
る
真
実
の
情
報
の
報
道
に
対
し
て
制
裁
を
科
し
て
は
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「我
々
は
、
報
道
機
関
は

一
般
に
公
式
記
録
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
合
理
的
人
間
の
感
覚
か
ら
判
断
す
る
と
不
快
で
あ
る
場
合
に
は
そ

の
記
録
を
報
道
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
と
い
う
方
向
に
進
む
こ
と
に
乗
り
気
で
な
い
。
そ
の
よ
う
な
規
制
は
、
報
道
機
関
が
法
の
枠
内
に



と
ど
ま
り
つ
つ
公
的
活
動
に
つ
い
て
市
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
を
著
し
く
困
難
に
す
る
。
規
制
は
、
萎
縮

（出
日
ぃ一
ぃご
）
と
自
己
検
閲

（８
］や

８
日
９
多
ぃ０
）
を
招
く
で
あ
ろ
う
し
、
規
制
が
な
け
れ
ば
報
道
さ
れ
て
公
衆
に
利
用
可
能
に
さ
れ
る
は
ず
の
多
く
の
事
項
の
抑
圧
を
導
く
だ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
修
正

一
条
お
よ
び

一
四
条
は
、
公
式
の
裁
判
記
録
に
お
い
て
公
衆
に
対
し
て
公
に
さ
れ
た
情
報
を
正
し
く
報
道
し
た

こ
と
を
理
由
に
報
道
機
関
に
賠
償
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
を
許
容
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
裁
判
手
続
に
お
い
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
利
益
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
州
は
、
私
的
情
報
を
公
式
の
文
書
に
し
た
り
、
そ
の
他
の
方
法
で
公
に
し
た
り
す
る
こ
と
を
避
け
る
と

い
う
方
法
で
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治
部
門
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
利
益
と
公
衆
の
知
る
利
益
お
よ
び
報
道
機
関
の
報
道
す
る
利

怖馘陣同け勧罐れ韓副】御一れ餞距がい受っけれ準馨̈
柵岬跡、公衆の閲覧可能な公式の裁判記録において園不されたら、

こ
の
二
つ
の
判
決
で
、
連
邦
最
高
裁
は
、
事
前
抑
制
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
、
真
実
の
情
報
が
い
つ
た
ん
公
衆
の
閲
覧
可
能
な
公
式

の
記
録
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
情
報
の
報
道
を
禁
上
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
な
ど
正
当

な
目
的
か
ら
情
報
を
秘
匿
し
た
い
場
合
に
は
、
情
報
を
公
に
し
な
い
と
い
う
方
法
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、

こ
の
判
断
を
少
年
の
本
人
特
定
報
道
の
規
制
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
に
つ
い
て
も
踏
襲
し
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
出
版
社
判
決
に
お
い
て
連
邦
最
高
裁
は
、
継
続
中
の
少
年
手
続
に
関
し
て
少
年
本
人
を
特
定
す
る
報
道
を
禁
止
し
た
地
方

裁
判
所
の
審
理
前
命
令
は
、
修
正

一
条
及
び

一
四
条
に
違
反
し
て
報
道
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る
と
結
論
付
け
た
。
判
決
は
、
少
年
に
対
す
る
手

続
が
行
わ
れ
て
い
る
間
、
報
道
関
係
者
が
実
際
に
審
理
の
場
に
お
り
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
手
続
関
係
者
の
誰
か
ら
も
異
議
が
唱
え
ら
れ
な
か
っ

た
と
い
う
状
況
に
お
い
て
は
、
「本
件
の
少
年
の
氏
名
及
び
写
真
は
、

コ
ッ
ク
ス
放
送
会
社
事
件
で
強
姦
の
被
害
者
が
公
的
領
域

（づ
“
げ
］ざ

３
日
”
いじ

に
置
か
れ
た
の
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に

『犯
罪
の
起
訴
に
関
連
し
て
公
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
ヒ

も
の
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、

コ
ッ
ク
ス
放
送
会
社
判
決
及
び
ネ
ブ
ラ
ス
カ
放
送
協
会
判
決
の
法
理
に
し
た
が
つ
て
、
本
件
の
よ
う
に
、
公
開
さ
れ
て
い
る
裁
判
所
の
手
続
に
お

い
て
得
ら
れ
た
広
範
囲
に
広
ま
っ
て
い
る
情
報
の
報
道
を
州
裁
判
所
が
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
（紀

。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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連
邦
最
高
裁
は
、
二
年
後
の
ス
ミ
ス
判
決
に
お
い
て
も
同
様
の
判
断
を
示
し
た
。
本
件
の
事
案
は
、
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
警
察
無
線
の
傍

受
に
よ
っ
て
事
件
を
知

っ
た
新
聞
社
が
、
事
件
現
場
に
い
た
市
民
、
警
察
官
及
び
検
察
官
に
対
し
て
取
材
を
行

っ
て
少
年
の
氏
名
を
入
手
し
、
そ

れ
を
報
道
し
た
こ
と
が
、
少
年
裁
判
所
の
書
面
に
よ
る
許
可
を
得
る
こ
と
な
く
少
年
被
告
人
の
氏
名
を
報
道
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
ウ
エ
ス

ト
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
法
違
反
に
問
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
判
決
は
、
本
件
で
州
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
は

少
年
の
匿
名
性
を
維
持
し
、
少
年
の
社
会
復
帰

（『３
”
げ
〓
ご
”いｏ
じ

を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
「本
件
の
場
合
の
よ
う
に
情
報
が
合
法
的
に

入
手
さ
れ
る
場
合
、
州
は
、
本
件
で
存
在
す
る
以
上
の
よ
り
重
要
な
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
を
除
い
て
、
そ
の
報
道
を
処
罰
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
」
、
「本
法
律
に
お
け
る
州
の
利
益
の
程
度
は
、
被
告
人

〔報
道
機
関
〕
に
対
す
る
刑
事
処
罰
の
適
用
を
正
当
化
す
る
に
は
十
分

で
は
な
い
」
と
判
示
し
た
。
そ
し
て
、
州
法
の
規
制
対
象
に
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
が
入
っ
て
い
な
い
の
で
、
そ
も
そ
も
同
州
法
は
目
的
達
成
の
た
め

に
適
合
的
な
法
律
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
を
処
罰
す
る
州
法
を
違
憲
と
し
た
の
で
あ
（紀

。

さ
ら
に
連
邦
最
高
裁
は
、
被
害
者
報
道
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
が
、　
一
九
八
九
年
の
日
Ｆ

コ
９
】』
”
ｒ
曽

く
。
”
』
』
・判
決

（以
下
、

フ
ロ
リ
ダ
ス
タ
ー
判
決
と
言
う
）
に
お
い
て
、
ス
ミ
ス
判
決
に
全
面
的
に
依
拠
し
て
、
報
道
に
対
す
る
規
制
が
許
さ
れ
る
た
め
の
基
準
に
つ
い
て

詳
細
に
判
示
し（理
。

本
件
の
事
案
は
、
上
訴
人
弓
Ｆ

『
】９
中一
ｐ
Ｆ
Ｒ
新
聞
社
が
、
公
式
に
発
表
さ
れ
た
警
察
の
報
告
か
ら
得
た
強
姦
事
件
の
被
害
者
の
氏
名
を
報

道
し
た
こ
と
が
、
性
犯
罪
の
被
害
者
の
氏
名
を

「
い
か
な
る
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
も
…
…
報
道
し
、
出
版
し
、
あ
る
い
は
放
送
す
る
こ
と
」
を
禁

じ
た
フ
ロ
リ
ダ
州
法
に
違
反
す
る
と
し
て
、
民
事
責
任
を
問
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
連
邦
最
高
裁
は
、
ス
ミ
ス
判
決
の
法
理
を
本
件
に
当

て
は
め
る
形
で
検
討
を
行
い
、
民
事
責
任
を
否
定
す
る
結
論
を
導
き
だ
し
た
。

判
決
は
ま
ず
、
上
訴
人
が

「公
共
の
関
心
事
に
関
す
る
真
実
の
情
報
を
合
法
的
に
入
手
」
し
た
か
ど
う
か
を
検
討
し
、
こ
れ
を
肯
定
し
た
上
で
、

続
い
て
、
上
訴
人
に
民
事
責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
が

「最
高
次
の
州
の
利
益
を
促
進
す
る
必
要
」
に
適
う
か
ど
う
か
の
判
断
に
進
ん
だ
。
こ
こ
で

判
決
は
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
は
高
度
に
重
要
な
利
益
で
あ
り
、
「強
姦
の
被
害
者
の
氏
名
の
報
道
に
対
し
て
民
事
的
制
裁
を
科
す
こ
と



が
、
ス
ミ
ス
判
決
の
基
準
を
満
た
す
ほ
ど
に
こ
れ
ら
の
利
益
を
促
進
す
る
た
め
に
圧
倒
的
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
と
い
う
可
能
性
を
排

除
し
な
い
」
と
し
つ
つ
、
本
件
の
状
況
の
も
と
で
は
、
そ
の

「必
要
性
」
を
満
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
判
断
し（池
。

判
決
が
、
民
事
制
裁
の
必
要
性
を
否
定
す
る
根
拠
と
し
て
挙
げ
た

「状
況
」
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第

一
に
、
当
局
は
、
事
件
の
公
式
の
報

告
の
な
か
で
被
害
者
の
フ
ル
ネ
ー
ム
を
明
ら
か
に
し
な
い
と
い
う
方
法
が
取
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
せ
ず
に
、
真
実
の
表
現
に
制
裁
を
科

す
と
い
う
極
端
な
手
段
を
取
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
規
定
で
は
、
被
害
者
の
氏
名
の
報
道
か
ら
自
動
的
に

（罵
『

８
）
民
事
責
任
が
導
か
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
、
被
害
者
の
身
元
が
す
で
に
共
同
体
全
体
に
知
ら
れ
て
い
る
場
合
や
、
被
害
者
自
ら
が
犯
罪
に
つ
い

て
の
公
衆
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
た
場
合
、
あ
る
い
は
被
害
者
の
身
元
が
合
理
的
な
公
衆
の
関
心
事
に
な
る
場
合
―
例
え
ば
、
被
害
者
に
よ
る
で
っ

ち
あ
げ
の
疑
い
が
生
じ
た
場
合
―
に
も
報
道
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
規
制
の
範
囲
が
広
す
ぎ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
マ
ス
コ
ミ

に
よ
る
公
表
の
み
が
禁
止
さ
れ
、
個
人
が
ロ
コ
ミ
に
よ
っ
て
被
害
者
の
身
元
を
広
め
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
フ
ロ
リ
ダ
州
法
の
規

制
が
犯
罪
被
害
者
の
利
益
を
保
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
疑
間
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
（紀

。

以
上
の
よ
う
な
連
邦
最
高
裁
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
、
い
く
つ
か
の
州
裁
判
所
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
、
情
報
の
公
表
禁
上
を
認
め
な
い
判
断

が
な
さ
れ
て
い
る（だ
、　
一
方
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
対
し
て
は
、
連
邦
最
高
裁
内
部
に
お
い
て
も
異
論
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
ス
ミ
ス
判
決
に
お
い
て
、
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
は
、
新
聞
だ
け
が
規
制
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
が
目
的
適
合
的
で
な
い
と
い
う
理
由

で
、
結
果
的
に
は
法
廷
意
見
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
少
年
犯
罪
者
の
匿
名
性
を
保
護
す
る
州
の
利
益
の
重
要
性
及
び
、
少
年
犯
罪
者
の
氏
名
の
報

道
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
る
報
道
の
自
由
の
侵
害
の
程
度
に
つ
い
て
、
法
廷
意
見
と
は
異
な
る
評
価
を
し
て
い
る
。

レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
は
、
少
年
の
氏
名
の
報
道
は
、
「社
会
復
帰
と
い
う
少
年
司
法
制
度
の
目
標
を
深
刻
に
そ
こ
な
い
、
社
会
と
折
り
合
い
を

つ
け
、
公
衆
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
対
す
る
少
年
の
期
待
に
ハ
ン
デ
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
、
と
く
に
雇
用
主
が
少
年

の
前
歴
に
つ
い
て
の
情
報
を
地
方
の
新
聞
社
の
資
料
室
を
訪
れ
る
だ
け
で
検
索
で
き
る
と
い
う
雇
用
面
で
の
弊
害
を
指
摘
す
る
。

一
方
で
、
レ
ン

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
〇
七
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〇
八

キ
ス
ト
裁
判
官
は
、
「少
年
犯
罪
者
の
氏
名
の
報
道
の
禁
止
は
、
報
道
の
自
由
に
対
す
る
最
小
限
度
の
規
制
に
し
か
相
当
し
な
い
」
と
主
張
す
る
。

す
な
わ
ち
、
「報
道
機
関
に
は
犯
罪
の
詳
細
を
記
述
し
、
共
同
体
に
少
年
に
対
す
る
手
続
に
つ
い
て
知
ら
せ
る
自
由
が
あ
る
。
少
年
の
氏
名
の
ど

の
よ
う
な
報
道
が
、
な
ん
ら
か
の
点
で
報
道
機
関
の

『番
犬

（■
８

，

一
ｏ
し
』
と
し
て
の
役
割
の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
の
か
理
解
し
が
た
い
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
利
益
状
況
を
比
較
し
、
少
年
犯
罪
者
の
匿
名
性
を
保
護
す
る
と
い
う
最
優
先
の
利
益
は
、
少
年
の
氏

名
の
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
最
小
限
度
規
制
さ
れ
る
報
道
の
自
由
の
利
益
を
は
る
か
に
上
回
る
と
主
張
し
て
は
湿
。

さ
ら
に
、
フ
ロ
リ
ダ
ス
タ
ー
判
決
に
お
い
て
も
、
ホ
ワ
イ
ト
裁
判
官
な
ど
三
人
の
裁
判
官
か
ら
、
立
法
者
の
意
図
を
汲
み
取
る
と
い
う
形
で
、

フ
ロ
リ
ダ
州
法
を
違
憲
と
し
た
法
廷
意
見
に
反
対
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。

反
対
意
見
は
ま
ず
、
被
害
者
の
氏
名
の
報
道
か
ら
自
動
的
に
民
事
責
任
が
導
か
れ
る
点
に
つ
い
て
、
立
法
者
が
国
民
の
意
見
を
反
映
し
つ
つ

「あ
る
人
が
強
姦
さ
れ
た
と
い
う
事
実
の
開
示
は
範
疇
的
に

（Ｓ
ｅ出
９
いＳ
【ぞ
）
合
理
的
な
人
が
不
快
と
感
じ
る
暴
露
で
あ
る
」
と
決
定
し
た
こ

と
の
帰
結
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
フ
ロ
リ
ダ
州
が
マ
ス
コ
ミ
だ
け
を
規
制
し
、
個
人
の
回
コ
ミ
に
よ
る
公
表
を
規
制

し
て
い
な
い
点
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
フ
ロ
リ
ダ
州
議
会
が
近
所
の
人
の
噂
話
は

「
マ
ス
コ
ミ
」
ほ
ど
強
姦
の
被
害
者
に
対
し
て
危
険
あ
る
い
は

権
利
侵
害
を
及
ぼ
さ
な
い
と
判
断
し
た
結
果
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
だ
と
一
が
。
し
か
も
ヽ
反
対
意
見
に
よ
る
と
、
近
所
の
人
の
噂
話
も
法
的
責

任
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
フ
ロ
リ
ダ
州
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
法
を
全
体
と
し
て
み
る

と
、
州
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
基
づ
く
不
法
行
為
責
任
を
認
め
、
過
失
に
よ
る
私
的
事
実
の
公
表
が
不
法
行
為
に
あ
た
る
こ
と
を
認
め
て
い

る
か
ら
、
近
所
の
人
の
噂
話
は
法
的
責
任
を
免
れ
る
と
い
う
法
廷
意
見
の
認
識
は
誤
り
で
、
近
所
の
人
の
噂
話
も
上
訴
人

（フ
ロ
リ
ダ
ス
タ
ー
社
）

が

「負
担
を
負
わ
さ
れ
た
の
と
同
じ

（あ
る
い
は
同
種
の
）
民
事
責
任
の
枠
組
み
の
も
と
に
置
か
れ
得
る
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
（裡

。

以
上
の
ア
メ
リ
カ
の
議
論
状
況
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第

一
に
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
出
版
協
会
判
決
に
お
い
て
、
連
邦
最
高
裁
は
、
事
前
抑
制
と
い
う
手
法
に
よ
る
報
道
規
制
に
対
し
て
き
わ
め
て
厳
し
い

態
度
を
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
政
府
自
ら
が
報
道
機
関
に
対
し
て
い
っ
た
ん
開
示
し
た
情
報
あ
る
い
は
、
報
道
機
関
が
独
自
の
取
材
を
合
法
的
に



行

っ
て
入
手
し
た
情
報
の
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
は
、
最
高
次
の
利
益
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
許
さ
れ
な
い
と
の
法
理
が
導
か
れ
た
。
そ
し
て
、

少
年
の
社
会
復
帰
に
対
す
る
利
益
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
必
ず
し
も
最
高
次
の
利
益
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
少
年

の
社
会
復
帰
の
利
益
を
よ
り
重
視
す
る
論
者
も
い
る
。

第
二
に
、
事
前
抑
制
に
対
し
て
厳
格
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
す
る
帰
結
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
州
の
側
に
高
度
の
保
護
す
べ
き
利
益
が

あ
る
場
合
も
、
州
は
、
ま
ず
、
自
ら
保
有
す
る
情
報
を
開
示
し
な
い
と
い
う
方
法
で
そ
の
保
護
を
は
か
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
手
段
を
尽
く
さ

ず
に
真
実
の
表
現
行
為
に
対
し
て
制
裁
を
科
す
と
い
う
極
端
な
手
段
を
用
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
解
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
ん
合
法
的
に
報

罐
脚
卸
¨
肝
馘
阿

関 っ
は
螂
嗣
詢
』
蒔
は
同
期
機
釧
け
崚
い
〔
一
型
け
ｒ
罐
嘲
¨
嘲
嘲
数
り
す
る
よ
り
強
度
の
規
制
と
み
な
さ
れ
る
根
拠
は
、
か
か

第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
は
、
報
道
に
対
す
る
規
制
が
必
要
最
小
限
度
を
越
え
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
有
効
な
規
制
と
な
つ
て
い
る
か

に
つ
い
て
も
、
厳
し
く
吟
味
す
る
と
い
う
態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
本
人
特
定
報
道
の
一
律
禁
止
や
マ
ス
コ
ミ
だ
け
を
対
象
と
す
る
規

制
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

３
。
小
括

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
の
禁
止
に
対
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
も
含
め
て
、
多
く

の
問
題
点
が
提
起
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
批
判
は
大
き
く
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第

一
に
、
少
年
本
人
特
定
事
実
が
公
的
関
心
の
対
象
で
あ
る
場
合
が
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
少
年
の
氏
名
に
公
共
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る

と
い
う
批
判
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
少
年
の
本
人
特
定
事
実
に
公
共
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
合
の
少
年
の
氏
名
の
報
道
は
、
市
民

の
知
る
権
利
の
対
象
と
し
て
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
は
じ
め
と
し
た
少
年
側
の
利
益
を
侵
害
す
る
結
果
と
な
っ
て
も
な
お
正
当
化
さ
れ
る
と

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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〇

い
う
結
論
を
導
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
先
に
挙
げ
た
堺
女
児
等
殺
傷
事
件
大
阪
高
裁
判
決
は
、
こ
の
論
理
を
用
い
て
、
少

年
側
の
報
道
側
に
対
す
る
損
害
賠
償
請
求
を
否
定
し
た
。
す
な
わ
ち
、
大
阪
高
裁
判
決
は
、
「表
現
の
自
由
と
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
等
の
侵
害
と
の

調
整
に
お
い
て
は
、
表
現
行
為
が
社
会
の
正
当
な
関
心
事
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
表
現
内
容

・
方
法
が
不
当
な
も
の
で
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
表
現

行
為
は
違
法
性
を
欠
き
、
違
法
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
等
の
侵
害
と
は
な
ら
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
、
報
道
さ
れ
る
事
実
に
公

共
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

・
名
誉
等
の
侵
害
が
あ
っ
て
も
表
現
の
自
由
、
報
道
の
自
由
の
方
が
優
先
す
る
と
い
う
判
断
を
し
た
う

え
で
、
「犯
罪
容
疑
者
に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
内
容

・
性
質
に
も
よ
る
が
、
犯
罪
行
為
と
の
関
連
に
お
い
て
そ
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
社
会
の
正
当

な
関
心
事
と
な
り
得
る
」
と
述
べ
て
、
本
人
特
定
事
実
が
公
共
性
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
報
道
が
正
当
化
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め

た
。
そ
し
て
、
こ
の
論
理
を
具
体
的
事
案
に
当
て
は
め
、
「本
件
事
件
は
、
…
…
社
会

一
般
に
大
き
な
不
安
と
衝
撃
を
与
え
た
事
件
で
あ
り
、
社

会

一
般
の
者
に
と

っ
て
も
い
か
な
る
人
物
が
右
の
よ
う
な
犯
罪
を
犯
し
、
ま
た
い
か
な
る
事
情
か
ら
こ
れ
を
犯
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
か
に
つ
い

て
強
い
関
心
が
あ

っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
判
示
し
て
、
本
件
に
お
け
る
少
年
の
実
名
報
道
は
違
法
な
権
利
侵
害
と
は
な
ら
な
い
と
結
論
付

け
た
の
で
あ
（紀

。

第
二
に
、
少
年
側
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
越
え
て
報
道
の
自
由
を
規
制
し
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら

の
批
判
は
多
岐
に
亘
る
が
、
そ
の
う
ち
、
少
年
の
氏
名
が
公
知
で
あ
る
場
合
や
少
年
が
自
ら
名
乗
り
出
た
場
合
に
つ
い
て
規
制
が
過
剰
で
あ
る
と

す
る
趣
旨
は
、
少
年
の
側
の
保
護
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
少
年
が
公
判
に
付
さ
れ
た
場
合

や
報
道
機
関
が
独
自
の
取
材
で
少
年
の
氏
名
を
入
手
し
た
場
合
に
つ
い
て
規
制
が
過
剰
で
あ
る
と
す
る
趣
旨
は
、
保
護
す
べ
き
少
年
側
の
利
益
は

存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
低
下
し
つ
つ
も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
規
制
手
段
の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
度
が
強
す
ぎ
る
と
い
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

後
者
は
、
ア
メ
リ
カ
の
事
前
抑
制
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
、
す
な
わ
ち
、
事
前
抑
制
は
、
最
高
次
の
利
益
保
護
の
場
合
に
限
つ
て
、
政
府
保
有
情

報
の
非
開
示
等
の
他
の
手
段
を
尽
く
し
た
あ
と
で
、
は
じ
め
て
使
う
こ
と
が
許
容
さ
れ
得
る
と
い
う
考
え
方
が
参
考
に
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。



第
三
に
、
い
わ
ゆ
る
過
少
包
摂
を
理
由
と
す
る
批
判
で
あ
る
。
新
聞
あ
る
い
は
マ
ス
コ
ミ
だ
け
を
規
制
の
対
象
と
し
て
、
そ
の
他
の
媒
体

（例

え
ば
ロ
コ
ミ
）
を
規
制
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
規
制
の
や
り
方
で
は
、
少
年
の
利
益
保
護
と
い
う
目
的
は
達
成
で
き
な
い
と
い
Ｐ
Ｉ
判
で
あ
る
。

以
上
の
論
点
の
整
理
を
踏
ま
え
て
、
以
下
で
は
、
少
年
法
六

一
条
は
、
こ
れ
ら
の
表
現
の
自
由
、
知
る
権
利
の
観
点
か
ら
の
批
判
に
果
た
し
て

本
当
に
耐
え
得
な
い
の
か
を
検
証
し
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
少
年
法
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
各
々

の
批
判
は
、
表
現
の
自
由
、
知
る
権
利
を
憲
法
上
保
障
す
る
た
め
に
確
立
し
て
き
た
原
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
本
稿

の
考
察
も
、
そ
れ
ら
の
原
則
か
ら
全
体
と
し
て
形
造
ら
れ
る
表
現
の
自
由
偽
障
０
構
造
、
す
な
わ
ち
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
が
憲
法
上
認

め
ら
れ
る
基
準
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
と
す
る
。

〓
一　
考
察

１
．
表
現
の
自
由
規
制
の
あ
り
方

表
現
の
自
由
、
知
る
権
利
は
、
民
主
主
義
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
。
民
主
主
義
プ
ロ
セ
ス
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
単
に
、
民
主
的
統
治
、
社
会
の
民
主
的
発
展
に
と

っ
て
必
要
、
有
益
な
情
報
の
自
由
な
流
通
が
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う

だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
情
報
の
質
を
問
わ
ず
あ
ら
ゆ
る
情
報
が
自
由
に
流
通
し
て
い
る
状
態
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
、
民
主
主
義
プ
ロ
セ
ス

の
一
環
と
し
て
不
可
欠
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
含
む
も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
の
内
容
と
は
無
関
係
に
、
表
現

の
自
由
に
対
す
る
国
家
に
よ
る
干
渉
は
極
力
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
表
現
の
自
由
に

「優
越
的
地
位
」
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
て
い
る
考
え
方
は
、
表
現
の
自
由
の
意
義
に
対
す
る
以
上
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
よ（だ
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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し
か
し
、　
一
方
で
、
表
現
の
自
由
の
行
使
は
、
他
の
人
の
権
利
や
重
大
な
公
益
を
侵
害
し
て
し
ま
う
場
合
が
あ
る
か
ら
、
ま
っ
た
く
制
限
な
く

認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
表
現
の
自
由
を
最
大
限
保
障
し
つ
つ
、
表
現
行
為
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
得
る
権
利

・
利
益

の
保
護
も
は
か
る
た
め
の
調
整
の
方
法
と
し
て
、
表
現
内
容
に
基
づ
く
規
制
は
、
表
現
に
含
ま
れ
る
情
報
の
性
質
を
問
わ
ず
、
や
む
に
や
ま
れ
な

い
ほ
ど
重
要
な
政
府
利
益

（以
下
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
と
言
う
）
を
守
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
制
約
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と

い
う
基
準
が
確
立
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
な
型
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
判
断
枠
組
み
は
、
あ
る
内
容
の
表
現
を
規
制
す
る
法
律
が
守
ろ
う
と
し
て
い
る
利
益
が
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
で
あ
る

か
ど
う
か
を
そ
の
都
度
判
断
し
て
、
表
現
規
制
立
法
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
現
の
な
か
に
は
、
規
制
す
べ
き

こ
と
が
明
ら
か
、
す
な
わ
ち
、
保
護
す
べ
き
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
表
現
類
型
が
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
類
型
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
厳
格
な
違
憲
審
査
を
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
表
現
類
型
を
定
義

す
る
際
に
、
表
現
の
規
制
を
正
当
化
す
る
利
益
と
憲
法
上
の
表
現
の
自
由
ど
の
衡
量
が
す
で
に
す
ま
さ
れ
て
い
る
と
理
解
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
規
制
の
合
憲
性
審
査
は
、
「問
題
と
な
っ
た
規
制
が
、
そ
の
行
為
類
型
の
定
義
に
該
当
す
る
も
の
の
み
を
規
制

の
対
象
と
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
」
こ
と
に
な（だ
。
そ
し
て
ヽ
こ
の
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
性
が
典
型
的
に
認
め
ら
れ
る
類
型

の

一
つ
に
、
少
年
法
六

一
条
が
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
利
益
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
名
誉

ｏ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
（“

。
し
か
し
な
が
ら
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
い
か
に
保
護
す
べ
き
重
要
な
利
益
で
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
名
誉
毀
損
的
表

現
行
為
を
す
べ
て
規
制
で
き
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
社
会
に
お
け
る
不
正
を
指
摘
し
、
社
会
の
民
主
的
な
発
展

を
促
そ
う
と
す
る
情
報
の
公
表
は
、
時
に
、
結
果
と
し
て
個
人
の
名
誉
を
毀
損
し
た
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
侵
害
し
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
活
動
は
、
優
越
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
表
現
の
自
由
の
ま
さ
に
中
核
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
他
人
の
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
侵
害
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
ら
の
表
現
活
動
を
規
制
す
れ
ば
、
表
現
の
自
由
の
保
障
の
意
義
を
無

〓
一
一
二



意
味
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
右
の
よ
う
な
公
共
性
の
あ
る
表
現
活
動
に
つ
い
て
は
、
名
誉

ｏ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
う
や
む

に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
結
果
的
に
侵
害
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
な
お
、
原
則
と
し
て
表
現
の
自
由
を
優
先
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
（“

。
表
現
の
自
由
の
保
障
構
造
に
対
す
る
以
上
の
理
解
に
し
た
が
つ
た
と
き
、
先
に
整
理
を
行

っ
た
少
年
法
六

一
条
に
対
す
る
批
判
を
超
え
て
、
少

年
法
六

一
条
の
合
憲
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
同
条
を
民
事
賠
償
請
求
等
の
根
拠
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

順
次
検
討
し
て
い
こ
う
。

２
．
保
護
す
べ
き
利
益
の
重
要
性
と
侵
害
の
定
型
性

表
現
規
制
立
法
が
合
憲
で
あ
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
規
制
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
す
る
利
益
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な
利
益
で
あ

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る

（保
護
利
益
の
重
要
性
）。
ま
た
、
表
現
を
規
制
し
な
い
と
当
該
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
関
係
が
ほ
と
ん
ど
常
に
成

り
立
つ
こ
と
も
必
要
で
あ
る

（利
益
侵
害
の
定
型
性
）。
つ
ま
り
、
同
等
の
状
況
の
も
と
で
表
現
行
為
を
し
た
場
合
に
、
他
の
あ
る
利
益
を
侵
害

す
る
と
き
も
あ
る
が
、
侵
害
し
な
い
と
き
も
あ
る
と
い
う
の
で
は
、
当
該
表
現
行
為
の
規
制
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
問
題
と
し
て
い
る
利
益
侵
害
の
定
型
性
は
、
先
の
批
判
で
指
摘
さ
れ
て
い
た

「表
現
に
対
す
る
規
制
の
過
剰
性
」
の
問
題
と
は
質
的
に
異
な

る
こ
と
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
「規
制
の
過
剰
性
」
の
指
摘
は
、
利
益
侵
害
を
常
に
も
た
ら
す
状
況
下
で
行
わ
れ
る
表
現
行
為
だ
け
で

な
く
、
利
益
侵
害
を
全
く
も
た
ら
さ
な
い
状
況
下
で
の
表
現
行
為
を
も
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
、
必
然
的
に
利
益
侵
害

を
も
た
ら
す
状
況
下
の
表
現
行
為
の
み
を
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
が
、
制
裁
の
程
度
が
強
す
ぎ
る
こ
と
を
問
題
と
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

少
年
法
六

一
条
と
の
関
係
で
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
大
阪
高
裁
判
決
に
お
い
て
少
年
の
成
長
発
達
権
と
結
び
つ
い
た
社
会
復
帰
の
利
益
に
対
し

て
出
さ
れ
た
疑
義
、
す
な
わ
ち
、
実
名
報
道
に
よ
っ
て
現
実
に
社
会
復
帰
の
利
益
が
侵
害
さ
れ
る
の
か
と
い
う
疑
間
が
、
こ
こ
で
言
う

「利
益
侵

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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害
の
定
型
性
」
の
問
題
に
相
当
す
る
。

三

一
四

０
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー

さ
て
、
少
年
法
六

一
条
の
場
合
、
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
権
利

・
利
益
は
、
名
誉
ｒ
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
お
よ
び
、
少
年
の
成
長
発
達
権
と
結
び

つ
い
た
社
会
復
帰
に
対
す
る
利
益
で
あ
（型

。
こ
の
う
ち
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
表
現
の
自
由
の
規
制
構
造
を
確
認
し
た

際
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
利
益
が
憲
法

一
三
条
の
人
格
権
に
基
礎
を
も
つ
権
利
で
あ
っ
て
、
保
護
に
値
す
る
重
要
な
利
益
で
あ
る
こ
と
は

広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、
犯
罪
報
道
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
に
よ
っ
て
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
が
定
型

的
に
発
生
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
学
説

・
判
例
に
照
ら
し
て
肯
定
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
、
犯
罪
報
道

一
般
の
問
題
に

つ
い
て
論
じ
た
平
川
論
文
は
、
「元
来
、
犯
罪
行
為
は
、
人
の
悪
行
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
不
名
誉
な
事
実
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
報
道

に
よ
っ
て
そ
れ
を
公
然
と
摘
示
す
る
こ
と
は
、
当
然
に
本
人
の
名
誉
を
野
損
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
お（嘘
ヽ
少
年
の
本
人
特
定
報
道
に
つ

い
Ｘ
輸
け
燎
罐
制
輸
は
い

れ 「〔
は
¨
嘲
赫
れ
）
卿
脚
は
嘲
卸
け
機
『
攀

一
『
「
¨
“
一
一
［
一
「
中
一
一

カヽ お の
一
¨
¨
¨
¨
］
一
一
仲
憔
¨
¨
¨
仲

が
強
調
さ
れ
、
被
害
者
が
善
、
加
害
者
が
悪
と
い
う
構
図
が
作
ら
れ
て
一

い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
前
科
照
会
事
件
判
決
に
お
い
て
最
高
裁
は
、
「前
科
お
よ
び
犯
罪
経
歴
は
人
の
名
誉
、
信
用
に
直
接
関
わ
る
事
項
で
あ

（る
と

晟剛嚇れは一］ｒ肇れ」「“われ辞いな謳け鋤鰤嗜い物嗜徴̈
律』瑯はい協辞畔̈
颯嘲勧請賠肛囃醐講臓謝薦諄力ヽぉ潮“嘲組

こ
と
自
体
が
、
個
人
を
特
定
し
た
犯
罪
報
道
と
名
誉
権
侵
害
と
の
直
接
的
な
結
び
つ
き
を
前
提
と
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



②
社
会
復
帰
の
利
益

問
題
は
、
社
会
復
帰
の
利
益
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
利
益
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な
利
益
で
あ
る
と
言
え
る
か
ど
う
か
検
討
し
よ
う
。

非
行
を
犯
し
た
少
年
に
と

つ
て
、
そ
の
後
、
周
囲
の
人
を
は
じ
め
と
し
た
社
会
が
自
分
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
ち
、
ど
の
よ
う

に
接
し
て
く
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
社
会
の
対
応
は
、
少
年
の
人
格
の
発
達
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い

ほ
ど
大
き
な
要
素
と
な
り
う
る
。
も
し
、
社
会
が
少
年
を
異
端
視
し
、
社
会
生
活
に
お
い
て
そ
の
少
年
が
社
会
的
な
役
割
を
持
つ
こ
と
を
拒
み
、

少
年
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
拒
否
す
る
ど
し
た
ら
、
そ
の
少
年
は
、
他
の
人
と
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
実
現
可
能
な
人
格
の
健
全
な

発
達
を
行
う
機
会
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
、
社
会
生
活
を
営
む
な
か
で
自
ら
主
体
的
に
判
断
す
る
力
を
養
い
、
様
々
な
選
択
肢
の
な

か
か
ら
自
分
の
生
き
る
道
を
選
ぶ
機
会
を
失
わ
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
我
々
の
生
活
は
、
他
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
個
人

的
な
人
間
関
係
を
形
成
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
広
げ
て
い
く
こ
と
で
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
他
の
人
と
の
相

互
関
係
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
我
々
は
、
自
己
の
人
格
を
日
々
形
成
、
修
正
し
て
い
く
の
で
あ
（把

。
し
た
が
つ
て
、
社
会
復
帰

（社
会

へ
再
統
合
さ
れ
る
こ
と
）
は
、
人
格
の
自
由
な
発
達
に
と

っ
て
必
須
不
可
欠
の
条
件
で
あ
り
、　
一
般
的
人
格
権
の
重
要
な

一
要
素
を
な
す
と
言
え

る
。
実
際
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
社
会
復
帰
の
か
か
る
重
要
性
が
認
識
さ
れ
、
犯
罪
を
犯
し
た
者
の
社
会
復
帰
を
妨
げ
ら
れ
な
い
利
益
は
、　
一

般
的
人
格
権
の
特
別
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
保
護
さ
れ
る
に
至
っ
て
は
犯
。
ま
た
ヽ
ア
メ
リ
カ
の
判
例
も
、
す
で
に
報
道
機
関
の
手
元
に
あ
る
情
報

の
公
表
を
制
限
す
る
と
い
う
規
制
方
法
や
制
裁
の
苛
酷
さ
に
照
ら
し
た
場
合
に
は
、
少
年
の
社
会
復
帰
の
利
益
は
規
制
を
正
当
化
す
る
ほ
ど
の
利

益
と
は
い
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
現
に
、
規
制
方
法
を
変
え
れ
ば
正
当
化
さ
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
必
ず

し
も
社
会
復
帰
の
利
益
そ
れ
自
体
の
重
要
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
の
意
見
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
復
帰
の
利
益
の
重
要
性
を
正
面
か
ら
主
張
す
る
論
者
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
社
会
復

帰
の
利
益
を
保
護
す
べ
き
重
要
な
利
益
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

と
り
わ
け
、
少
年
の
場
合
は
、
近
年
、
少
年
に
対
す
る
烙
印
押
し
に
つ
な
が
る
少
年
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
か
ら
の
保
護
を
少
年
の
成
長
発

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
一
五



法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）

達
権
と
い
う
観
点
か
ら
根
拠
付
け
よ
う
と
す
る
注
目
す
べ
き
議
論
が
出
さ
れ
て
」
犯
。
こ
の
考
え
方
に
よ
る
と
、
「成
長
発
達
権
と
は
、
い
ま
ま

さ
に
成
長
発
達
の
途
上
の
段
階
に
あ
る
人
格
が
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
、
将
来
成
人
と
し
て
完
全
な
自
己
決
定
主
体
と
な
る
こ
と
が
援
助

ｏ
保
障
さ

れ
る
少
年
固
有
の
権
利
で
あ
り
」
、
「非
公
開
原
則
は
、
未
熟
で
、
か
つ
成
長
発
達
途
上
の
存
在
で
あ
る
少
年
が
、
少
年
で
あ
る
が
ゆ
え
に
享
受
す

る
利
益
で
あ
り
、
あ
り
の
ま
ま
の
未
熟
な
存
在
を

一
般
社
会
の
干
渉
を
排
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
り
、
成
長
発
達
権
保
障
の
前
提
条
件

で
も
あ
る
」
と
さ
な
♂
。
そ
し
て
ヽ
こ
の
よ
う
な
成
長
発
達
権
は
、
憲
法

一
三
条
の
内
在
的
要
請
で
あ
る
と
と
も
に
、
国
連
子
ど
も
の
権
利
条
約

五
条
、
六
条
、　
〓

一条
や
少
年
司
法
運
営
に
関
す
る
国
連
最
低
基
準
規
則

（北
京
ル
ー
ル
ズ
）
規
則
人
に
よ
っ
て
国
際
的
に
も
確
認
さ
れ
て
い
る

と
す
る
の
で
あ
（裡

。

ば
琳
獅
い
」
¨
舜
裁
働
嶽
罐
琳
榊
無
御
爬
¨
時
議
摯
舜
韓
』
げ
砂
獅
抑
制
に
膨
回
は
回
綺
』
］
喘
神
莉
爆
晴
雌
嚇

少 ヵ、
一
嘲
脚
制
御
膨
】
』
泄
け
榊

は
成
人
の
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
利
益
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
本
人
特
定
報
道
が
社
会
復
帰
の
利
益
の
侵
害
を
定
型
的
に
も
た
ら
す
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
見
る
。
こ
の
点
、
ま
ず
、
犯
罪
発
生
前
か

ら
少
年
を
知

っ
て
い
た
人
に
と

っ
て
は
、
自
分
と
少
年
あ
る
い
は
少
年
の
家
族
と
の
個
人
的
つ
な
が
り
か
ら
、
犯
罪
報
道
に
接
し
た
と
き
に
受
け

る
印
象
が
通
常
の
情
報
の
受
け
手
よ
り
も
強
く
な
り
、
記
憶
に
留
め
ら
れ
が
ち
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
当
該
少
年
が

生
活
し
て
い
た
生
活
圏
に
お
い
て
は
、
報
道
が
な
さ
れ
な
く
て
も
、
噂
話
や
捜
査
機
関
の
証
拠
収
集
活
動
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
通
じ
て
少
年
が

犯
罪
を
犯
し
た

（こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
）
と
い
う
情
報
が
共
有
さ
れ
る
可
能
性
も
高
い
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
当
該
報
道
で
は
じ
め
て
そ
の
少

年
の
身
元
を
知

っ
た
人
は
、
そ
の
う
ち
忘
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
。
し
た
が
っ
て
、　
一
見
す
る
と
、
少
年
の
地
元
で
の
社
会
復
帰
は
報
道
が
な

さ
れ
よ
う
と
な
さ
れ
ま
い
と
も
と
も
と
困
難
で
あ
り
、
地
元
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
、　
一
定
の
期
間
が
経
過
す
れ
ば
、
報
道
に
よ
る
社
会
復
帰
の
阻

害
は
生
じ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
方
が
成
り
立
つ
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え

な
い
。

〓
一
一　
ユハ



第

一
に
、
少
年
に
と

っ
て
は
、
多
く
の
人
が
忘
れ
て
し
ま
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
た
い
し
た
慰
め
に
は
な
ら
な
い
。
大
半
の
人
が
忘
れ
て
い

る
と
し
て
も
、
も
し
か
し
た
ら
自
分
の
目
の
前
に
い
る
人
は
覚
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
し
ま
つ
た
ら
、
積
極
的
に
社
会
と
関
わ
っ
て

い
く
意
欲
は
失
せ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
第
二
に
、
大
規
模
に
報
道
さ
れ
る
よ
う
な
重
大
事
件
の
場
合
、
社
会
は
、
行
為
者
が
少
年
で
あ
る
と
い
う

そ
の
属
性
か
ら
、
少
年
に
対
し
て
成
人
よ
り
も
強
い
烙
印
付
け
を
行
う
傾
向
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
多
く
の
人
は
、
子
供
は
純
真
で
無
垢
で

凶
悪
な
犯
罪
な
ど
犯
さ
な
い
は
ず
だ
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

（幻
想
）
を
抱
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
凶
悪
犯
罪
を
犯
し
た
者
が
少
年
で
あ
っ
た
場
合
、

そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
裏
切
ら
れ
た
こ
と
に
対
す
る
反
発
や
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
守
る
た
め
の
当
該
少
年
の
例
外
化
、
理
解
拒
否
の
感
情

（子
供
な
の
に
あ
ん
な
凶
悪
な
犯
罪
を
起
こ
す
な
ん
て
信
じ
ら
れ
な
い
、
と
ん
で
も
な
い
ノ
）
が
、
鮮
明
に
表
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
少

年
の
場
合
、
い
っ
た
ん
重
大
犯
罪
を
起
こ
す
と
成
人
よ
り
も
目
立
っ
て
し
ま
い
、
し
か
も
社
会
に
戻
っ
て
く
る
ま
で
の
期
間
が
成
人
に
比
し
て
短

い
彗
詢
」
´
Ｍ
な
い
蒙
¨
０

あ
（
年

黎
「
い
〓
嘲
Ⅷ
匁
制
わ
け
脚
猜
碗
レ
樹
嚇
」
ｒ
朦
脚
喘
観
け
導
い
樹
議
い
』
刺
耕
〔
¨
一
剌
に
彰
「
一
瑚
察
は
』

人
生
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
重
大
な
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
も
つ
と
も
深
刻
で
も

っ
と
も
起
こ
り
得
る
の
が
、
就
職
、
進

梓さ（、商瑚洵嘲”郊利な陽柔ぽ〓詢』けにけ伸同詢と‐こ一̈
“凋る（、曲瑯翡哺嘲津〔庫倒嗽̈
”″一仁〔嘲岬哺̈
哺期にはさっな酬

ら
、
社
会
復
帰
が
ま
ま
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
指
摘
し
た
と
こ
ろ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
は
、
現
実
に
社
会
復
帰
の
利
益
を
侵
害
す
る
こ
と
が
定
型
的
に
認
め
ら
れ

る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義

三

一
七
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３
．
規
制
の
過
剰
性
、
過
少
性
に
関
す
る
問
題

少
年
法
六

一
条
は
、
規
制
の
過
剰
性
あ
る
い
は
過
少
性
と
い
う
観
点
か
ら
も
批
判
を
受
け
て
い
る
。

三

一
人

０
少
年
が
公
開
の
刑
事
裁
判
を
受
け
て
い
る
場
合

少
年
は
、
家
庭
裁
判
所
の
調
査
の
結
果
、
刑
事
処
分
が
相
当
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
家
庭
裁
判
所
か
ら
検
察
官
に
送
致
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

そ
の
少
年
は
成
人
と
同
様
に
起
訴
さ
れ
、
公
開
の
刑
事
裁
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
公
開
の
法
廷
で
あ
る
か
ら
、
国
民
は
自
由
に
裁
判
を
傍
聴

で
き
、
被
告
人
で
あ
る
少
年
の
身
元
の
特
定
も
可
能
に
な
る
。
そ
こ
か
ら
、
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
の
公
表
が
認
め
ら
れ
な
い
の
は
不
合
理
で
あ

る
と
い
う
意
見
が
出
て
く
る
。
し
か
し
、
憲
法
八
二
条
の
裁
判

「公
開
」
の
意
義
と
目
的
、
そ
し
て
少
年
に
対
す
る
手
続
で
求
め
ら
れ
る
適
正
手

続
の
内
容
に
照
ら
し
て
考
え
る
と
、
「公
開
す
れ
ど
も
公
表
せ
ず
」
と
い
う
考
え
方
は
決
し
て
不
合
理
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

裁
判
を

一
般
に
公
開
す
る
目
的
は
、
裁
判
の
過
程
を
国
民

一
般
の
眼
に
晒
し
、
専
断
的

・
恣
意
的
な
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
防
ぐ
と
こ
ろ
に

あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
民
が
裁
判
を
傍
聴
す
る
意
義
は
、
裁
判
を
監
視
し
、
不
当
な
裁
判
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
場

合
に
は
こ
れ
を
批
判
し
、
以
て
公
正
な
裁
判
、
適
正
手
続
を
確
保
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
適
正
手
続
の
保
障
と
い

う
重
要
な
意
義
を
有
す
る
が
ゆ
え
に
、
裁
判
傍
聴
に
は
強
い
権
利
性
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
（裡

。
つ
ま
り
ヽ
国
民
の
裁
判
傍
聴
の
権
利
は

ざ

螺

』饂

鑢

慶

髪

震

性
『な

け
つ な

期
脚
汁
薇
一
詢
『
料
御
『
¨
酬
嘲
「
獅
脚
聰

義
が
適
正
手
続
の
保
障
と
い
う
点
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
被
告
人
は
自
ら
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
犠
牲
に
し
て
も
な
お
、
「公
開
裁
判
を
求
め
る
権
利
」

を
行
使
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
裁
判
公
開
の
意
義
を
踏
ま
え
れ
ば
、
適
正
手
続
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
る
情
報
の
流
通
は
裁
判
公
開
原
則
に
よ
っ
て



は
正
当
化
さ
れ
ず
、
原
則
に
立
ち
戻

っ
て
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
規
制
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い

う
結
論
に
至
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
少
年
の
手
続
は
、
「少
年
の
自
由
の
強
制
的
剥
奪
に
関
す
る
決
定
を
行
う
と
い
う
消
極
的
側
面
だ

け
で
な
く
、
少
年
の
主
体
的
な
非
行
克
服
を
適
切
に
援
助
す
る
た
め
の
手
続
と
い
う
積
極
的
側
面
を
有
」
す
る
か
ら
、
少
年
の
適
正
手
続
は
、
単

計
詢
帥
師
中
は
師
観
螂
脚
彙
“
凛
［
剣
『

続 ．
疇
騰
日
時
嚇
“
馴
潮
】
際
社
「
け
り
は
「
一
諷
一
【
蔵
可
醸
赳
脚
製
紳
Ⅷ
♂
“
押
剌
麒
疇
蒙
野
秘
『

少
年
が
手
続
に
主
体
的
に
参
加
し
て
、
自
己
の
意
見
を
自
由
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
雰
囲
気
の
な
か
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
適
正
手
続

の
内
容
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
公
開
の
法
廷
に
お
い
て
少
年
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
自
体
が
、
少
年
の
適
正
手
続
の
侵
害
に
結

び
つ
く
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
（犯

。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
少
年
の
場
合
、
公
開
の
法
廷
に
連
れ
出
す
こ
と
自
体
、
き
わ
め
て
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ま
し
て
や
、
本
人
特
定
事
実
を
法
廷
外
で
流
通
さ
せ
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

少
年
の
適
正
手
続
を
保
障
す
る
た
め
に
、
本
人
特
定
事
実
の
公
表
が
必
要
と
な
る
場
合
が
ご
く
稀
に
は
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が

（例
え
ば
、
ア

リ
バ
イ
証
人
を
探
す
よ
う
な
場
合
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
も
、
マ
ス
コ
ミ
を
通
じ
て
探
す
と
い
う
の
は
最
終
手
段
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
ほ
と
ん

ど
あ
り
え
な
い
事
態
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
本
来
、
刑
事
手
続
は
、
検
察
官
に
全
面
的
な
立
証
責
任
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、

被
告
人

・
少
年
側
が
証
拠
探
し
に
奔
走
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
は
な
お
さ
ら
想
定
し
が
た
い
。
）、
そ
の
場
合
も
公
表
の
判
断
は
弁
護
人
の
援

助
を
受
け
つ
つ
少
年
側
が
行
う
こ
と
で
、
報
道
機
関
が
行
う
こ
と
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
な
本
稿
の
主
張
に
対
し
て
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ど
う
い
う
目
的
で
あ
れ
、
い
つ
た
ん
公
式
に
公
に
さ
れ
、
報
道
機
関
の
手
に
渡
っ

た
情
報
の
公
表
を
禁
止
す
る
の
は
、
報
道
の
自
由
に
対
す
る
強
す
ぎ
る
規
制
で
あ
っ
て
、
許
さ
れ
な
い
と
い
う
反
論
が
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
松
井

論
文
や
田
島
論
文
に
お
い
て
出
さ
れ
て
い
る
批
判
の
要
点
も
む
し
ろ
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
批
判
は
、
少
年
法
六

一
条
が
、
報
道

機
関
が
正
当
な
取
材
を
通
じ
て
独
自
に
入
手
し
た
情
報
の
報
道
を
も
禁
じ
て
い
る
点
に
対
し
て
も
出
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
で
、
次
項
で

ま
と
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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②
報
道
機
関
が
独
自
に
情
報
を
入
手
し
た
場
合

報
道
機
関
が
合
法
的
な
方
法
で
独
自
に
入
手
し
た
情
報
の
報
道
を
禁
止
す
る
と
い
う
規
制
手
段
が
、
表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
の
程
度
と
し

て
非
常
に
強
い
と
い
う
理
解
は
、
ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
論
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

す
で
に
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
表
現
の
自
由
論
に
よ
る
と
、
報
道
機
関
に
対
し
て
報
道
禁
止
と
い
う
強
い
規

制
を
か
け
る
前
に
代
替
手
段
の
可
能
性
を
探
る
べ
き
だ
と
さ
れ
、
代
替
手
段
の
一
つ
と
し
て
、
報
道
機
関
に
情
報
を
提
供
し
な
い
よ
う
に
す
る
方

法
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
現
に
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
ネ
ブ
ラ
ス
カ
放
送
協
会
判
決
以
降
、
同
じ
く
裁
判
の
公
正
を
侵
害
す
る
惧

れ
の
あ
る
犯
罪
報
道
に
対
す
る
規
制
の
あ
り
方
が
問
題
と
な
っ
た
∽
Ｆ
●
●
闘
』
メ

〓
，
ｘ
■
ｏ〓
牲
滅
に
お
い
て
言
及
さ
れ
た
手
段
、
す
な
わ
ち
、

手
続
関
係
者
が
手
続
内
で
明
ら
か
に
な
っ
た
情
報
を
手
続
外
で
公
表
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
い
う
手
段
の
使
用
が
模
索
さ
れ
は
じ
め
た
の
で

あ
（型

。
し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
報
道
機
関
へ
の
情
報
の
流
入
の
遮
断
の
方
が
、
報
道
機
関
か
ら
の
情
報
の
流
出
の
遮
断
よ
り
も
常
に
表
現
の
自
由

に
対
す
る
緩
や
か
な
規
制
手
段
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
公
開
裁
判
に
お
い
て
少
年
本
人
が
特
定
で
き
な
い
よ
う
な
措

置
を
施
す
こ
と
が
仮
に
理
論
上
、
あ
る
い
は
現
実
に
も
可
能
で
あ
る
と
し
て

（も
ち
ろ
ん
、
裁
判
公
開
を
定
め
た
憲
法
八
二
条
と
抵
触
し
な
い
か

ど
う
か
と
い
う
点
は
別
途
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）、
そ
の
場
合
、
報
道
機
関
が
裁
判
に
関
し
て
報
道
で
き
る
情
報
の
範
囲
は
、
本
人
特

定
報
道
禁
上
の
場
合
と
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
捜
査
機
関
に
よ
る
少
年
本
人
特
定
情
報
の
公
表
を
禁
止
す
る
場
合
は
、
事
件
の

背
景
を
探
り
、
犯
罪
に
よ
っ
て
社
会
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
問
題
を
議
論
す
る
た
め
の
情
報
を
、
特
定
さ
れ
た
身
元
を
手
が
か
り
に
し
て
収
集
す
る

こ
と
が
困
難
と
な
る
場
合
が
生
じ
て
、
少
年
本
人
特
定
事
実
の
報
道
だ
け
が
禁
止
さ
れ
る
場
合
よ
り
も
、
む
し
ろ
報
道
可
能
な
範
囲
が
狭
ま
る
危

険
性
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
報
道
禁
止
と
い
う
手
段
に
は
、
萎
縮
効
果
の
問
題
が
付
き
ま
と
う
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
が
こ
の
手
段
に
対
し
て
厳
し

い
姿
勢
を
取
る
こ
と
に
は
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
萎
縮
効
果
の
問
題
は
、
本
来
、
規
制
の
範
囲
の
明
確
性
の
問
題
で
あ
る
。
萎



縮
効
果
を
生
ま
な
い
よ
う
に
規
制
の
範
囲
を
十
分
明
確
に
限
界
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
ら
ば
、
特
定
の
事
項
の
報
道
禁
止
の
方
が
報
道
機
関
に
対

す
る
情
報
の
流
入
の
遮
断
よ
り
も
常
に
表
現
の
自
由
に
対
す
る
強
い
規
制
で
あ
る
と
い
う
前
提
は
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
、
報
道
機
関
が
う
ま
く
取
材
を
し
て
身
元
を
特
定
で
き
た
場
合
は
、
報
道
機
関
に
対
す
る
情
報
の
流
入
を
防
ぐ
規
制
の
方
が
、
報
道
可
能
な

事
項
は
、
実
名
の
分
だ
け
広
が
る
。
し
か
し
、
流
入
型
規
制
の
も
と
で
い
つ
も
首
尾
よ
く
身
元
を
特
定
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

特
定
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、
報
道
機
関
に
対
し
て
本
人
特
定
事
実
は
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
そ
の
報
道
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
規
制
に

比
べ
て
、
報
道
可
能
な
範
囲
が
狭
ま
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
表
現
の
自
由
論
に
対
す
る
以
上
の
検
討
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
特
定
事
項
の
報
道
禁
止
と
い
う
手
段
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
強

い
規
制
と
位
置
付
け
る
ア
メ
リ
カ
の
考
え
方
を
そ
の
ま
ま
日
本
に
受
け
入
れ
る
こ
と
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
表
現
の
自
由
、
知
る
権
利
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
は
、
む
し
ろ
捜
査
機
関
か
ら
報
道
機
関
へ
の
本

人
特
定
情
報
の
伝
達
を
規
制
し
て
い
る
犯
罪
捜
査
規
範
等
の
妥
当
性
の
検
討
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
指
摘
は
、
本
稿
が
、
犯
罪
捜
査
規
範
等
の
規
制
の
見
直
し
が
必
要
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
こ

と
に
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
規
制
の
見
直
し
が
必
要
か
ど
う
か
に
答
え
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
犯
罪
捜
査
規
範
等
の
存
在
に
よ

り
、
と
り
わ
け
後
述
す
る
公
共
的
情
報
の
ア
ウ
ト
プ
ツ
ト
に
対
し
て
現
実
に
ど
の
程
度
の
圧
迫
が
あ
り
得
る
の
か
、
逆
に
規
制
を
撤
廃
し
た
と
き

に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
等
の
少
年
側
の
保
護
す
べ
き
利
益
が
き
ち
ん
と
守
ら
れ
る
の
か
、
犯
罪
報
道
に
関
す
る
問
題
全
体
の
な
か
で
捜
査
機
関
の
情
報

提
供
の
規
制
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
、
そ
の
全
体
的
枠
組
み
の
な
か
で
少
年
に
つ
い
て
の
情
報
を
い
か
に
扱
う
べ
き
か
、
と
い
つ
た
諸
々
の
点

は
“
い
な
昼
』
脇
れ
赫
岬
［
』
姜
「
れ
卿
［
御
れ
れ
時
¨
｝
瑚
暉
岬
な
囃
´
郷
湘
働
「
も
と
ょ
り
、
客
観
的
に
も
、
か
か
る
検
討
が
十
分
に
行
わ

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義

一一一一
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０
そ
の
他
の
問
題

規
制
の
過
剰
性
あ
る
い
は
過
少
性
に
関
し
て
提
起
さ
れ
て
い
た
そ
の
他
の
問
題
に
つ
い
て
、
簡
単
に
検
討
し
て
お
こ
う
。

第

一
に
、
少
年
に
よ
る
匿
名
の
利
益
の
放
棄
は
、
先
に
述
べ
た
適
正
手
続
の
保
障
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
場
合
の
例
外
を
除
い
て
、
認

め
ら
れ
な
い
と
解
す
る
。
少
年
の
身
元
の
非
公
表
に
よ
っ
て
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
社
会
復
帰
を
求
め
る
利
益
は
、

組
螂
脚
闘
袖
¨
場
報
】
測
昴
』
庫
り
臓
締
同
燎
』
』
だ
聟
【
韓
ｒ
Ｍ
識
勁
働
】
構
わ
』
刹
満
脚
に
く
に
は
最
暦
狐
剛
慶
肺
特
喘
」
響
舛
”
ぽ
剛
諄
獅

達
権
と
結
び
つ
い
て
人
格
の
自
由
な
発
展
を
保
障
す
る
基
礎
を
な
す
利
益
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
っ
た
ん
少
年
が
身
元
を
特
定
さ

れ
、
犯
罪
を
犯
し
た
者
ど
し
て
社
会
に
認
知
さ
れ
て
し
ま

っ
た
ら
、
社
会
は
少
年
に
否
定
的
な
社
会
的
烙
印
を
押
し
、
少
年
の
更
正
、
社
会
復
帰

を
著
し
く
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
少
年
が
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
社
会
と
正
常
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
切
り

結
べ
な
い
と
し
た
ら
、
少
年
は
自
分
の
生
き
る
道
を
主
体
的
に
選
び
取
り
、
人
格
を
自
由
に
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
成
長
発
達
権
と
結
び
つ
い
た
社
会
復
帰
の
利
益
は
、
少
年
個
人
の
尊
厳
を
保
障
し
、
人
格
の
自
由
な
発
展
を
可
能
に

す
る
た
め
の
前
提
条
件
で
あ
り
、
放
棄
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
考
た
£
。

第
二
に
、
少
年
法
六

一
条
の
規
制
は
、
成
人
後
に
も
及
ぶ
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
少
年
が
成
人
に
達
し
た
時
点
か
ら
実
名
報
道
が
許
さ
れ
る

と
い
う
の
で
は
、
単
に
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
や
社
会
復
帰
の
利
益
に
対
す
る
侵
害
の
発
生
が
早
い
か
遅
い
か
だ
け
の
違
い
で
、
侵
害
が
発
生
す

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
い
う
帰
結
を
も
た
ら
し
、
少
年
に
つ
い
て
本
人
特
定
報
道
を
禁
じ
た
意
味
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
や
む

に
や
ま
れ
な
い
利
益
の
侵
害
の
発
生
を
遅
ら
せ
る
こ
と
が
利
益
を
保
護
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
成
人
後

の
本
人
特
定
報
道
の
禁
上
を
含
ん
だ
規
制
こ
そ
が
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
保
護
す
る
た
め
の
最
小
限
度
の
制
約
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
つヽ
。

第
三
に
、
現
在
の
少
年
法
六

一
条
が
遵
守
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
少
年
が
公
知
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
法
律
が
、
自
ら
の
定
め
た
規
範



が
破
ら
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

第
四
に
、
少
年
法
成
立
時
の
メ
デ
ィ
ア
の
形
態
と
そ
の
後
の
発
展
を
考
え
あ
わ
せ
れ
ば
、
「新
聞
紙
そ
の
他
の
出
版
物
」
と
い
う
文
言
を

「
要

す
る
に
、
不
特
定
多
数
の
者
が
知
り
得
る
媒
体
を
計
味
ヽ
型
」
と
解
し
て
も
、
特
段
不
合
理
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

少
年
の
成
長
発
達
権
に
結
び
つ
い
た
社
会
復
帰
の
利
益
の
侵
害
が
発
生
す
る
状
況
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
利
益
侵

害
の
及
ぶ
範
囲
、
程
度
お
よ
び
危
険
性
は
、
ロ
コ
ミ
に
よ
る
場
合
よ
り
も
報
道
に
よ
る
場
合
の
方
が
は
る
か
に
大
き
い
。
社
会
復
帰
の
利
益
の
侵

害
は
、
報
道
を
通
じ
て
生
活
圏
を
越
え
て
情
報
が
広
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
在
化
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
報
道
に
よ
る
侵
害

の
方
が
ロ
コ
ミ
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
く
、
深
刻
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
し

か
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
ロ
コ
ミ
に
よ
る
少
年
の
本
人
特
定
事
実
の
公
表
も
法
的
責
任
か
ら
ま
つ
た
く
自
由
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
報
道
機
関
を
対
象
と
し
た
少
年
法
六

一
条
の
規
制
は
、
少
年
の
利
益
保
護
に
と

っ
て
十
分
効
果
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

４
口
少
年
の
本
人
特
定
事
実
の
公
共
性

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
少
年
法
六

一
条
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
守
る
た
め
に
必
要
な
最
小
限
度
の
規
制
で
あ
る
こ
と

は
示
し
え
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
こ
の
点
の
論
証
が
成
功
し
て
い
る
と
し
て
も
、
表
現
の
自
由
の
規
制
構
造
か
ら
見
る
と
、
規

制
の
正
当
化
と
し
て
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
報
道
の
対
象
と
な
る
情
報
が
公
共
性
を
も
つ
場
合
に
は
、
当
該
情
報
の
報
道
は
表
現

の
自
由
の
中
核
と
し
て
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
が
結
果
的
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
な
お
制
限
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
場
合
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
（犯

。
し
た
が
つ
て
、
少
年
の
本
人
特
定
事
実
が
公
共
性
を
持
つ
か
ど
う
か
が
さ
ら
に
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

少
年
の
本
人
特
定
事
実
の
公
共
性
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に

一
連
の
葛
野
論
文
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
の（迎
、
以
下
で
は
こ
の
葛
野
論
文

の
論
理
を
追

っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
〓
二
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三
二
四

葛
野
論
文
は
、
大
要
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
知
る
権
利
、
報
道
の
自
由
の
特
別
に
強
い
保
障
が
及
ぶ
公
共
的
事
実
と
は
、
市
民
自

治
な
い
し
社
会
の
民
主
的
発
展
の
た
め
に
人
々
が
知
る
必
要
の
あ
る
事
実
の
こ
と
を
言
う
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
と
き
、
犯
罪
報
道
の
公
共
性

は
、
適
正
な
刑
事
司
法
の
監
視
の
た
め
に
必
要
な
事
実
お
よ
び
犯
罪
が
提
起
し
た
問
題
の
解
決
に
よ
っ
て
社
会
が
自
省
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め

に
必
要
な
事
実
に
つ
い
て
報
道
す
る
点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
た
と
き
、
本
人
特
定
事
実
が
公
共
性
を
有
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
な
い
。

し
か
し
、
社
会
的
地
位
に
基
づ
い
て
公
共
的
な
責
任
を
負
う

「公
人
」
の
場
合
は
、
犯
罪
報
道
に
お
け
る
本
人
特
定
も
広
い
意
味
で
の
政
治
的
報

道
と
し
て
公
共
性
を
有
す
る
。
逆
に

「私
人
」
の
場
合
は
、
公
共
性
は
な
い
。
し
か
し
、
成
人
の
場
合
、
「公
人
」
と

「私
人
」
と
の
区
別
は
微

妙
で
あ
る
か
ら
、
公
人
の
場
合
の
み
を
名
誉
毀
損
等
の
法
的
責
任
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
て
も
、
報
道
す
る
側
に
と
っ
て
見
れ
ば
、
法
的
責
任
を

負
わ
さ
れ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
公
人
か
私
人
か
曖
味
な
場
合
は
私
人
に
分
類
し
て
報
道
す
る
こ
と
を
差
し
控
え
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な

萎
縮
効
果
の
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
、
成
人
の
場
合
は
公
人
、
私
人
を
問
わ
ず
、
本
人
特
定
事
実
を
公
共
的
事
実
と
し
て
扱
い
、
法
的
責
任
か
ら

切
り
離
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
年
の
場
合
は
、
「公
人
」
で
あ
る
こ
と
は
お
よ
そ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
の
本
人
特
定
事
実
は
公
共

性
を
有
し
な
い
。
公
人
か
私
人
か
を
区
別
す
る
必
要
も
な
い
か
ら
、
萎
縮
効
果
を
考
慮
す
る
必
要
も
な（祀
。

本
稿
は
、
以
上
の
考
え
方
に
基
本
的
に
賛
成
す
る（櫂
、
以
下
で
は
、
本
人
特
定
事
実
の
公
共
性
に
関
し
て
松
井
論
文
等
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て

い
る
問
題
も
含
め
て
、
若
干
の
点
に
つ
い
て
補
足
的
に
意
見
を
述
べ
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

第

一
に
、
少
年
が
逃
亡
し
て
い
る
場
合
に
も
、
少
年
の
本
人
特
定
事
実
に
公
共
性
が
な
い
と
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
現
段
階
で
は
決
め
が

た
い
。
た
し
か
に
、
日
本
新
聞
協
会
も
求
め
て
い
る
こ
の
例
外
が
現
実
に
問
題
と
な
つ
た
例
は
皆
無
で
あ
り
、
学
説
の
な
か
に
も
、
逃
亡
の
場
合

の
例
外
を
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
意
見
も
見
ら
れ
る（漣
、
被
疑
者
の
身
柄
を
緊
急
に
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
本
人
を
特
定
す
る

必
要
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
も
成
り
立
た
な
く
は
な
い
よ
う
に
思
わ
な
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
仮
に
逃
亡
の
場
合
の
例
外
を
認
め
る
と
し
て
も
、

そ
の
例
外
は
、
例
え
ば
逮
捕
状
の
発
付
の
有
無
に
よ
っ
て
明
確
に
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
萎
縮
効
果
を
考
え
て
本
人
特
定
報
道
を
全
面

的
に
解
禁
す
る
必
要
は
な
い
。



第
二
に
、
犯
罪
に
関
す
る
公
共
性
あ
る
事
実
が
本
人
特
定
に
結
び
つ
く
性
質
を
持
っ
て
い
る
場
合
を
考
え
な
く
て
よ
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
少
年
法
六

一
条
は
本
人

「推
知
」
事
実
の
報
道
を
禁
上
し
て
お
り
、
仮
に
公
共
的
な
犯
罪
関
連
事
実
が
本
人

を
推
知
さ
せ
る
惧
れ
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
萎
縮
効
果
を
考
慮
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
（絶

。
し
か
し
ヽ
結
論
か
ら
言
う
と
、
公
共
性
の
あ

る
犯
罪
関
連
事
実
が
少
年
法
六

一
条
に
い
う
推
知
事
実
に
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
少
年
法
が

「報
道
前
に
少
年
を
知

っ
て
い
た
人
」
で
あ
れ
ば
少
年
の
身
元
を
推
知
で
き
る
よ
う
な
情
報
の
報
道
ま
で
も
禁
上
し
て

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
人
は
公
共
性
あ
る
犯
罪
関
連
事
実
か
ら
少
年
本
人
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
、
犯
罪

に
関
連
す
る
公
共
的
事
実
ま
で
も
禁
止
の
対
象
と
な
る
惧
れ
が
あ
り
、
し
た
が
つ
て
、
少
年
法
六

一
条
の
規
制
は
表
現
の
自
由
を
侵
害
し
て
い
る

こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
少
年
法
は
、
本
人
特
定
情
報
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
に
と
ど
ま
ら
ず
社
会

一
般

に
流
通
し
た
場
合
に
侵
害
が
現
実
化
す
る
よ
う
な
利
益
を
保
護
の
対
象
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
少
年
法
が
禁
止

し
て
い
る
推
知
報
道
の
範
囲
を
考
え
る
際
に
、
推
知
の
主
体
を

「報
道
前
に
少
年
を
知

っ
て
い
た
人
」
に
置
く
必
要
は
な
い
と
い
つ
こ
と
に
な
る
。

推
知
の
主
体
が

「
一
般
の
読
者
」
な
ら
ば
、
公
共
性
あ
る
犯
罪
関
連
事
実
が
本
人
特
定
事
実
と
し
て
の
性
質
を
あ
わ
せ
持
つ
こ
と
は
な
い
と
言
え

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
に
、
少
年
の
本
人
特
定
事
実
に
は
公
共
性
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
名
誉
毀
損
に
お
け
る
免
責
法
理

（刑
法
二
三
〇
条
の
二
）
は
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
人
特
定
事
実
の
公
表
に
よ
っ
て
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
実
際
に
生
じ
た
場
合
に
は
、
公
表
者

は
法
的
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な（池
。
報
道
機
関
、
報
道
関
係
者
が
侵
害
主
体
に
な
り
う
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
侵
害
主
体
は
そ
れ
ら
の

け租剛れ脚葬わけは御舞いぽ詢いい離けれはれ膨猜〔″砂時畔赤り一は数「螂籠一韓いけ貯疇卿制嘲疇̈
中酔れ『韓れ【蠅翻

誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
あ
る
い
は
社
会
復
帰
の
利
益
の
侵
害
と
の
関
係
が
、
少
年
法
六

一
条
違
反
の
法
的
効
果
の
点
に
か
か
わ

つ
て
問
題
と
な
る

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
結
論
の
と
こ
ろ
で
整
理
す
る
こ
と
と
す
る
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
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５
．
結
論

０
少
年
の
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
合
憲
性

以
上
、
検
討
し
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
少
年
法
六

一
条
は
表
現
の
自
由
に
対
す
る
規
制
に
求
め
ら
れ
る
基
準
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
と
結
論
付
け

る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。
少
年
の
本
人
特
定
事
実
が
報
道
さ
れ
る
と
、
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
お
よ
び
成
長
発
達
権
と
結
び
つ
い
た
社
会
復

帰
に
対
す
る
利
益
と
い
っ
た
や
む
に
や
ま
れ
な
い
ほ
ど
重
要
な
利
益
が
定
型
的
に
侵
害
さ
れ
る
。
規
制
の
範
囲
、
手
段
も
過
剰
、
あ
る
い
は
過
少

と
は
言
え
な
い
。
そ
し
て
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
に
は
、
身
柄
確
保
の
必
要
の
場
合
の
例
外
を
認
め
る
場
合
を
除
い
て
、
公
共
性
が
あ
る
こ
と

は
な
い
。
ま
た
、
身
柄
確
保
の
必
要
の
場
合
の
例
外
を
認
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
の
公
共
性
の
有
無
は
明
確
に
区
別
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、

少
年
の
本
人
特
定
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
は
合
憲
で
あ
る
。

②
本
人
特
定
報
道
を
行

っ
た
場
合
の
法
的
効
果

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
は
、
も

っ
ば
ら
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
当
て
て
論
じ
、
禁
上
が

認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
が
、
報
道
を
禁
止
す
る
こ
と
自
体
の
合
憲
性
が

一
応
説
明
で
き
た
以
上
、
禁
上
の
方
法
、
す
な

わ
ち
、
禁
止
の
効
果
の
問
題
を
さ
ら
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
少
年
の
本
人
特
定
報
道
の
禁
上
自
体
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

禁
上
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的
効
果
の
定
め
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
強
す
ぎ
る
規
制
と
判
断
さ
れ
う
る
。

禁
上
の
効
果
に
つ
い
て
、
少
年
法
六

一
条
は
規
定
し
て
い
な
い
が
、
今
ま
で
の
論
証
か
ら
、
私
は
少
年
法
六

一
条
の
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
の

効
果
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
は
公
共
性
や
萎
縮
効
果
の
問
題
に
抵
触
す
る
こ
と
な
く
定
型
的
に
権
利

・
利
益
の
侵
害
を
も

た
ら
す
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
年
の
本
人
特
定
報
道
が
な
さ
れ
れ
ば
、
少
年
の
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
あ
る
い
は
成
長
発
達
権
と
結

〓
〓
一エハ



び
つ
く
社
会
復
帰
の
利
益
は
侵
害
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
し
か
し
、
定
型
的
に
侵
害
を
も
た
ら
す
と
い
う
事
情
は
立
法
を
正
当
化
す
る
も
の

で
は
あ

っ
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
侵
害
が
発
生
し
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
こ
と
な
く
、
法
律
上
の
禁
止
に
外
形
的
に
違
反
す
れ
ば

自
動
的
に
侵
害
が
発
生
し
た
と
み
な
す
こ
と
ま
で
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
は
い
つ
て
も
、
通
常
は
侵
害
が
現
実
に
発

生
す
る
わ
け
だ
か
ら

（だ
か
ら
こ
そ
、
利
益
侵
害
の
定
型
性
が
認
め
ら
れ
る
で

侵
害
の
発
生
を
推
定
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

少
年
の
本
人
特
定
報
道
は
名
誉
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
あ
る
い
は
成
長
発
達
権
と
結
び
つ
く
社
会
復
帰
の
利
益
の
侵
害
の
発
生
を
推
定
さ
せ
る
。
少
年

法
六

一
条
は
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
規
定
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
推
定
が
可
能
な
の
は
、
民
事
上
の
責
任
を
問
う
場
合
に
限
ら
れ
る
。
刑
事
上
の
責
任
に
つ
い
て
は
訴
追
側
が
全
面
的
な

立
証
責
任
を
負
う
以
上
か
か
る
推
定
が
及
ば
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
事
上
の
責
任
に
少
年
法
六

一
条
は
ま
っ
た
く
関
与
し
な

い
。
報
道
機
関
が
少
年
の
本
人
特
定
報
道
に
よ
っ
て
刑
事
法
上
の
責
任
に
問
わ
れ
る
か
ど
う
か
は
、
も

っ
ば
ら
、
刑
法
の
名
誉
毀
損
罪
が
、
通
常

の
刑
事
法
上
の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
立
証
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る

（た
だ
し
、
刑
法
二
三
〇
条
の
二
の
免
責
規
定
の
適
用
は
な
い
）。

以
上
の
法
的
効
果
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
ふ
ま
え
て
、
最
後
に
、
報
道
機
関
の
被
報
道
者
に
対
す
る
民
事
責
任
の
成
立
に
つ
い
て
、
報
道
す
る

側
の
視
点
か
ら
確
認
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
第

一
に
、
少
年
本
人
の
実
名
報
道
、
顔
写
真
報
道
は
、
少
年
法
六

一
条
に
よ
り
民
事
責
任
が
推
定

さ
れ
る
。
報
道
機
関
が
損
害
が
現
実
に
発
生
し
て
い
な
い
こ
と
を
反
証
し
な
い
か
ぎ
り
、
民
事
責
任
は
免
れ
な
い
。
第
二
に
、
公
共
的
事
実
を
報

道
し
て
い
く
な
か
で
、
少
年
を
以
前
か
ら
知

っ
て
い
た
人
な
ど
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
の
狭
い
範
囲
の
人
に
少
年
本
人
が
特
定
さ
れ
て
し
ま
つ
た
場
合

は
、
か
か
る
報
道
は
少
年
法
六

一
条
の
禁
上
の
射
程
に
は
入
ら
ず
、
公
共
性
あ
る
事
実
と
し
て
名
誉
毀
損
等
に
も
問
わ
れ
な
い
か
ら
、
民
事
責
任

を
負
う
こ
と
は
な
い
。
で
は
、
い
わ
ゆ
る
仮
名
報
道
は
ど
う
か
。
ま
ず
、
仮
名
が
匿
名
と
同
視
で
き
る
よ
う
な
場
合

（例
え
ば
、
渕
野
貴
生
の
こ

と
を
青
葉
太
郎

〔仮
名
〕
と
記
述
す
る
よ
う
な
場
合
）
は
、
そ
も
そ
も
仮
名
報
道
に
よ
っ
て
少
年
が
特
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
報
道
側
が

民
事
責
任
を
負
う
こ
と
は
な
い
。
次
に
、
仮
名
が
実
名
と
同
視
で
き
、　
一
般
の
受
け
手
に
も
容
易
に
本
人
が
特
定
で
き
る
よ
う
な
場
合

含卿
え
ば
、

渕
野
貴
生
を
測
野
貴
男

〔仮
名
〕
と
記
述
す
る
よ
う
な
場
合
）
は
、
実
名
報
道
と
質
的
に
異
な
ら
な
い
か
ら
、
民
事
責
任
が
推
定
さ
れ
る
。
問
題

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬
一七



法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）

三
二
八

は
、
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
と
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
典
型
的
に
は
、
仮
名
報
道
に
よ
っ
て
少
年
を
以
前
か
ら
知

っ
て
い
た
人
に
は
本
人
が
特
定

さ
れ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
少
年
の
実
名
に
公
共
性
が
な
い
こ
と
の
必
然
的
な
帰
結
と
し
て
仮
名
に
も
公
共
性
が
あ
る
こ
と
は
な

い
か
ら
、
少
年
法
が
予
定
し
て
い
る
推
知
の
主
体
を
公
共
性
あ
る
事
実
の
報
道
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
疑
間
に
思
わ
な

い
点
が
な
い
で
は
な
い
。
た
だ
、
公
共
性
の
な
い
事
実
に
基
づ
き
少
年
本
人
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
者
の
範
囲
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
に
限
ら

れ
る
と
い
う
状
況
は
、
少
年
法
六

一
条
の
射
程
に
は
含
ま
れ
な
い
ロ
コ
ミ
に
よ
る
実
名
の
流
布
の
場
合
に
類
似
し
て
お
り
、
ロ
コ
ミ
の
場
合
と
同

じ
く
、
利
益
侵
害
の
定
型
性
を
疑
わ
し
め
る
要
素
で
は
あ
り
得
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
仮
名
報
道
は
利
益
侵
害
の
推
定
機
能
を
持
つ
少
年
法
六

一

条
の
禁
上
に
は
該
ら
な
い
と
考
え
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
民
事
責
任
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
。
あ
く
ま
で
少
年
法
六

一
条
の
民
事
責
任
の
推
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
報
道
に
よ
っ
て
名
誉
毀
損
等
の
権

利

ｏ
利
益
が
実
際
に
侵
害
さ
れ
て
い
れ
ば
、
民
事
責
任
は
免
れ
な
い
。
そ
の
判
断
は
、
通
常
の
名
誉
毀
損
等
の
成
立
要
件
の
有
無
に
し
た
が
っ
て

行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
結
語
―
少
年
法
六

一
条
の
意
義

厳
罰
化

「改
正
」
少
年
法
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
現
在
、
今
度
は
、
少
年
法
六

一
条
が
槍
玉
に
あ
げ
ら
れ
そ
う
な
気
配
が
あ
る
。
す
で
に
、

岬
罐

毅

颯

″稀

糞

匈

無
し亜薔

又

羹

要

蒻

輝

し
か
し
、
少
年
本
人
特
定
報
道
が
、
社
会
復
帰
や
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
と
い
っ
た
少
年
の
人
間
の
尊
厳
、
人
格
の
自
由
な
発
展
に
関
わ
る
重
大

な
権
利

・
利
益
の
定
型
的
な
侵
害
を
も
た
ら
し
、
か
つ
、
公
共
的
事
実
を
広
く
市
民
に
知
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
市
民
自
治
あ
る
い
は
社
会
の
民
主



的
発
展
を
促
す
と
い
う
役
割
に
奉
仕
す
る
も
の
で
も
な
い
以
上
、
か
か
る
報
道
を
法
的
責
任
か
ら
解
放
す
る
こ
と
は
、
理
論
的
に
許
さ
れ
な
い
。

現
在
の
少
年
法
六

一
条
が
、
報
道
機
関
に
よ
る
報
道
の
自
由
の
行
使
と
報
道
さ
れ
る
少
年
の
人
格
権
保
護
と
の
絶
妙
な
バ
ラ
ン
ス
の
う
え
に
成
り

立

っ
て
い
る
以
上
、
こ
の
利
益
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
、
報
道
の
自
由
の
範
囲
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
は
、
報
道
さ
れ
る
少
年
の
人
格
権
の
過
少
保

護
を
も
た
ら
す
。
国
家
に
は
、
そ
の
よ
う
な
状
態
を
作
り
出
さ
な
い
義
務
、
す
な
わ
ち
、
基
本
権
保
護
義
務
が
課
さ
れ
編
は
犯
。

（１
）
平
場
安
治

『少
年
法

〔新
版
ご

（有
斐
閣
、　
一
九
八
七
）
七
八
頁
、
日
宮
裕
＝
廣
瀬
健
二
編

『注
釈
少
年
法
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
八
）
三
六
〇
頁
。

（２
）
澤
登
俊
雄

『少
年
法
入
門
』
（有
斐
閣
、　
一
九
九
四
）

一
三
二
頁
。

（３
）
日
本
新
聞
協
会

『取
材
と
報
道
　
新
聞
編
集
の
基
準

〔改
訂
二
版
こ

（日
本
新
聞
協
会
、　
一
九
九
三
）
二
九
頁
。

（４
）
参
照
、
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
―
表
現
の
自
由
と
少
年
の
人
権
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）

一
四
二
頁
以
下
、
森
田
宗

一

「少

年
犯
罪

『実
名
報
道
制
限
』
の
歴
史
と
論
理
」
東
京
弁
護
士
会
編

『報
道
さ
れ
る
側
の
権
利
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
〇
）
一
八

一
頁
以
下
。

（５
）
実
名
報
道
を

「犯
人
」
を
制
裁
す
る
意
図
で
行
な
う
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
刑
罰
権
は
適
正
な
手
続
を
踏
ん
だ
う
え
で
国
家
だ

け
が
発
動
で
き
る
の
が
、
近
代
社
会
の
大
原
則
で
あ
る
。
し
か
も
、
犯
罪
報
道
に
お
い
て
、
報
道
さ
れ
る
彼
あ
る
い
は
彼
女
ら
の
多
く
は
、
ま
だ

「
犯
人
」

で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
参
照
、
葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
立
命
館
法
学
二
七

一
＝
二
七
二
号

（
二
〇
〇

一
）
三

一
八
頁
以
下
、
葛
野
尋
之

「少
年
事
件
報
道
と
人
権
―
な
ぜ
、
実
名

・
顔
写
真
を
報
道
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
―
」
団
藤
重
光
＝
村
井
敏
邦
＝
斉

藤
豊
治
ほ
か

『「改
正
」
少
年
法
を
批
判
す
る
』
（日
本
評
論
社
、
三
〇
〇
〇
）

一
二
〇
頁
以
下
。
な
お
、
参
照
、
酒
井
安
行
＝
村
山
裕

「少
年
事
件
報
道
」

法
律
時
報
六
三
貫

一
二
号

（
一
九
九

一
）
五
三
頁
以
下
。

（６
）
参
照
、
例
え
ば
、
朝
日
新
聞

一
九
九
八
年
二
月

一
九
日
付
社
説

（７
）
大
阪
高
判
平
成

一
二
年

（
二
〇
〇
〇
年
）
二
月
二
九
日

・
判
例
時
報

一
七

一
〇
号

一
二

一
頁
。
こ
の
大
阪
高
裁
判
決
は
、
少
年
側
の
上
告
取
下
に
よ
り
、

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一壬

一九



法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
〇

確
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
な
お
、
原
審
は
報
道
に
よ
る
違
法
な
権
利
侵
害
を
肯
定
し
て
い
た
。
参
照
、
大
阪
地
判
平
成

一
一
年

（
一
九
九
九
年
）
六
月

九
日

・
判
例
時
報

一
六
七
九
号
五
四
頁
。

松
井
茂
記

「少
年
事
件
と
報
道
の
自
由
」
民
商
法
雑
誌

一
二
〇
巻
二
号

（
一
九
九
九
）

一
頁
以
下
。

松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

・
二
頁
。

松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

・
三
八
頁
以
下
。

松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

・
三
九
頁
以
下
。

葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

。
三
三
三
頁
、
服
部
朗

「少
年
事
件
報
道
と
人
権
」
澤
登
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

『少
年
法
の
展
望
』
（現
代
入
文
社
、
二
〇
〇
〇
）
二
六

一
頁
。

松
井
茂
記

『少
年
事
件
の
実
名
報
道
は
許
さ
れ
な
い
の
か
―
少
年
法
と
表
現
の
自
由
―
』
（日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
）。

松
井
茂
記

。
前
掲
註

一
三

。
一
四
二
頁
、　
一
五

一
頁
。

松
井
茂
記

。
前
掲
註

一
三

。
一
三
三
頁
。

田
島
泰
彦

「少
年
事
件
と
表
現
の
自
由
」
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
八
頁
以
下
。
同
旨
、
田
島
泰
彦

「少
年
事
件
報
道
の

″自
由
と
規
律
″
―
表
現
の
自
由
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
」
マ
ス

・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
五
四
号

（
一
九
九
九
）
六
七
頁
以
下
。

田
島
泰
彦

「少
年
事
件
と
表
現
の
自
由
」
。
前
掲
註

一
六

。
一
〇
頁
。
な
お
、
参
照
、
田
島
泰
彦

「少
年
の
実
名
掲
載
と
少
年
法
六

一
条
」
法
律
時
報
七
二

巻
九
号

（
二
〇
〇
〇
）
九
六
頁
。

（
‐８
）
田
島
泰
彦

「少
年
事
件
と
表
現
の
自
由
」
。
前
掲
註

一
六

。
一
二
頁
以
下
。
津
山
昭
英

「
『推
知
報
道
の
禁
上
』
判
決
と
報
道
倫
理
」
新
聞
研
究
五
八
〇
号

（
一
九
九
九
）
五
三
頁
以
下
も
、
少
年
法
六

一
条
が
、
社
会
党
委
員
長
刺
殺
事
件
や
連
続
ビ
ス
ト
ル
射
殺
事
件
な
ど
の
歴
史
的
な
事
件
の
場
合
に
も
実
名
報

道
を
禁
上
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
憲
法
二

一
条
に
違
反
し
て
い
る
疑
い
が
濃
厚
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
・９
）
大
阪
高
判
平
成

一
二
年

（二
〇
〇
〇
年
）
二
月
二
九
日

・
判
例
時
報

一
七

一
〇
号

一
二

一
頁
。

（
２０
）
松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

・
三
八
頁
以
下
。
な
お
、
参
照
、
松
井
茂
記

。
前
掲
註

一
三

。
九
二
頁
以
下
。
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（
２．
）
辻
脇
葉
子

「
ア
メ
リ
カ
少
年
裁
判
所
の
刑
事
裁
判
化
と
非
公
開

。
匿
名
報
道
原
則
の
変
容
」
明
治
大
学
短
期
大
学
紀
要
六
五
号

（
一
九
九
九
）
三
二
頁
以

下
、
斉
藤
豊
治

「少
年
審
判
の
非
公
開
と
少
年
事
件
報
道
の
匿
名
性
―
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ー
ナ

・
グ
ラ
ン
ト
事
件
を
素
材
に
―
」
澤
登
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀

論
文
集

『少
年
法
の
展
望
』
（現
代
入
文
社
、
二
〇
〇
〇
）
四

一
三
頁
以
下
、
紙
谷
雅
子
＝
正
木
祐
史

「
『少
年
事
件
報
道
と
法
』
の
国
際
的
動
向
―
ア
メ

リ
カ
ー
」
田
島
泰
彦
――
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
九
二
頁
以
下
。
松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

。
二
一
頁
も
こ
の
点
を

指
摘
し
て
い
る
。

（
２２

）

Ｏ
Ｆ
Ｈ
ｐ
Ｆ
９
日
”

り
‘
げ
〓
∽
Ｆ
い
口
”

０
０
。
メ

∪
い
り
一
『
い
ｏ
一

〇
〇
暉
『
Ｆ

卜
ω
ｏ

Ｃ

・
∽
・
ω
ｏ
∞

（
い
０
「
『
γ

（２３
）
∽
日
ぃ一Ｆ
く
。
∪
”
〓
Ч
〓
”
〓
「
‘
げ
］お
〓
●
”
ｏ
ｏ
〓

卜ヽ
Ｎ
Ｃ
・
∽
・
０「
貧
０「ｏ
〉

（
２４
）
Ｚ
Φ
げ
『
”
り
Ｆ
”

り
『
ｏ
∽
∽

＞
り
∽
ｏ
魚
”
〓
ｏ
口

く
。
∽
一‘
”
『
Ｆ

ヽ
Ｎ
Ｎ
Ｃ
。
∽
・
ｍ
い
０

貧
０
「
一
Ｙ

（
２５

）

Ｏ

ｏ
Ｘ

”

『
Ｏ
ｐ
●
ｏ

，
０
〓

口
”

Ｏ

Ｏ
『
り
。

く
。

Ｏ

Ｏ
Ｆ
目

・

卜
Ｎ
ｏ

Ｃ

・

∽

・

卜
ｏ
Ｏ

（
Ｈ
ｏ
『
ｕ
Ｙ

（
２６
）
Ｚ
３
８
∽Ｆ
ｐ
り
８
８

＞
協
８
い盟
いｏ
口
Ｆ

∽
言
”
『Ｆ
橙
も

ｏヽ
●
９
ｏ
×
・
盟

Ы
Ｐ

器
Ｆ

一３
。
な
お
、
こ
の
判
決
に
つ
い
て
詳
細
は
、
参
照
、
拙
稿

「犯
罪
報
道
と
適
正
手
続
と
の
交
錯
―
共
生
モ
デ
ル
構
築
へ
向
け
て
の
序
論
的
考
察
―
」
法
学
六
〇
巻
三
号

（
一
九
九
六
）
一
四
二
頁
以
下
。

（
２７

）

Ｏ
ｏ
Ｈ

”
弓
０

，
●
ｏ
”
ｏ
〓
口
”

０
０
『
●
・

く
。　
Ｏ
Ｏ
Ｆ
口
・

∽
Ｓ
ヽ
、
０

目
０
一
Ｏ

Ｎ
一

”
Ｆ

卜
ｏ
Ｏ

。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
２８

）

Ｏ
Ｆ
］
”
口
ｏ
日
ｒ”

「
Ｃ
げ
〓
∽
Ｆ
い
口
”

Ｏ
Ｏ
・

く
。

∪

い
ｏ
一
『
い
０
”

０

０
Ｃ
『
Ｆ

∽
ξ
「
ヽ
ｏ

●
〇
一
〇

Ｎ
Ｎ

・

”
一

∞
日
〇
‐
∞
【
Ｎ

・

（
２９
）
∽
目
Ｆ諄
Ｆ

く
。
∪
ｐ
出
Ч

宣
Ｆ
〓

「
暉
げ
〓
∽
Ｆ
口̈
”

Ｏ
Ｏ
〓

∽
Ｓ
ｏ
「
０

●
０
一Ｏ
Ｎ
∞
・

，
い
い
〇
ヽ
■
ｏ
Ｐ

（
３０
）
弓
口
Φ
『
【ｏ
『い０

，
∽
一”
『
く
。
”
・
』
。
『
〓
か０
日
Ｃ
・
∽
・
ｏＮ卜
（い０∞０
）

（
３．
）
ミ
〓
盟

田
０‐釧ωが

（
３２
）
』
卜
・
”
一
ｏω”
飢ヽ
９

（
３３
）
パ
０
日
く

Ｏ
Ｆ
”
目
目
ε

Ｈ
ｏ
Ｆ

∽
暉
づ
Φ
目
。ｏ

『
Ｏ
ｏ
ｒ
『
Ｆ

ω
Ｎ
Ｏ
ｐ
ｒ

”
ｕ
導
・
Ｎ
ヽ

卜
∞
日

（
０
”
ｒ

＞
Ｕ
り
・
卜
∪
Ｆ
す
。
」
Φ
Ｏ
ト
ン

∽
一”
お

い●

Ｈ目
ざ
『
Φ
降

ｏ
』
口
・
Ｚ
〓

ｏ
ｏ
Ｎ

＞
。
Ｎい
０∞『
（Ｐ

』
・
∽
‘
ｕ
ｏＦ

＞
・
∪
〓
いＯｏω
γ

（
３４

）

∽
【目
津
Ｆ

く
・
Ｕ

”
〓
Ч

】≦
ｐ
〓

”
暉
げ
〓
ｏ
Ｆ
い
口
¨

Ｏ
Ｏ
‥

∽
Ｓ
ヽ
「
ｏ

●
０
一
Ｏ

Ｎ
ω

・
”
一

Ｈ
Ｏ
ミ
‐
【
０
０

・

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一三
二
一



法
政
研
究
五
巻
三

。
四
号

含
一〇
〇

一
年
）

日
ぽ
ｏ
一『
ＨＯ
『
一ヽ
”
∽
一”
『
く
。　
］口
。　
Ｌ
。
『
〓
　
∽
Ｓ
ヽ
「
０
口
〇
一〇
〇
０
　ヽ
”
一
一で
な
▼
ｕ
卜
０
。

」
ヽ
・・　
”
一　
ｕ
卜
０
‐ｏ
ｏ
Ｏ
・

Ｏ
ｏ
Ｘ
一∞
『
Ｏ
ｐ
●
ｏ

，
り
一̈
口
”
（Ｏ
Ｏ
『
●
・　
く
・　
０
０
Ｆ
●
・　
∽
ぶ
ヽ
「
ｏ
口
〇
一Ｏ
Ｎ
ｕ
・　

，
一
一
〇
０
・

大
阪
高
判
平
成

一
二
年

（
二
〇
〇
〇
年
）
二
月
二
九
日

・
判
例
時
報

一
七

一
〇
号

一
二

一
頁
以
下
。

松
井
茂
記

『
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門

〔第
二
版
ご

（
日
本
評
論
社
、　
一
九
九
八
）
四
四
頁
以
下
、
長
谷
部
恭
男

『憲
法
』
（新
世
社
、　
一
九
九
六
）

一
九

五
頁
以
下
。

長
谷
部
恭
男

。
前
掲
註
三
九

・
二
〇

一
頁
以
下
。

本
稿
が
の
ち
に
行
な
う
利
益
侵
害
の
定
型
性
と
規
制
の
過
剰
性
の
検
討
が
こ
の
審
査
に
該
当
す
る
と
言
え
よ
う
。

長
谷
部
恭
男

。
前
掲
註
三
九

・
二
〇
二
頁
以
下
。

参
照
、
村
井
敏
邦

「少
年
事
件
と
情
報
公
開
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
二
七
号

（
一
九
九
八
）
六
人
頁
、
葛
野
尋
之

「少
年
事
件
報
道
と
人
権
」
。
前
掲
註
五

・

一
二
三
頁
、
葛
野
尋
之

「
犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

・
三
三
〇
頁
。

（
４４
）
松
井
茂
記

。
前
掲
註
八

・
三
八
頁
、
自
取
祐
司

「少
年
事
件
の
報
道
と
少
年
法
」
法
律
時
報
七
〇
巻
八
号

（
一
九
九
八
）
三
〇
頁
、
山
田
健
太

「
『少
年
の

保
護
』
と
表
現
の
自
由
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
一
三
六
号

（
一
九
九
八
）
四
八
頁
、
大
沼
和
子
＝
中
村
秀

一
「少
年
事
件
報
道
に
つ
い
て
」
自
由
と
正
義
五

一

巻
三
号

（二
〇
〇
〇
）

一
一
一
頁
、
後
藤
弘
子

「推
知
報
道
の
禁
上
は
社
会
の
利
益
」
新
聞
研
究
五
七
七
号

（
一
九
九
九
）
二
三
頁
な
ど
。

（
４５
）
平
川
宗
信

「犯
罪
報
道
と
人
権
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
名
古
屋
大
学
法
政
論
集

一
二
三
号

（
一
九
八
八
）
三
五
七
頁
。

（
４６
）
葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

・
三
二
九
頁
。

（
４７
）
大
庭
絵
里

「少
年
事
件
と
犯
罪
報
道
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五

一
七
号

（
一
九
九
八
）
六
五
頁
。

（
４８
）
最
判
昭
和
五
六
年

（
一
九
八

一
年
）
四
月

一
四
日

・
民
集
三
五
巻
三
号
六
二
〇
頁
。

（
４９
）
参
照
、
拙
稿

「犯
罪
報
道
と
適
正
手
続
の
理
念

（
一
と

法
学
六
三
巻
二
号

（
一
九
九
九
）
七
五
頁
以
下
。

（
５０
）
参
照
、
長
谷
部
恭
男

『憲
法
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
（岩
波
書
店
、　
一
九
九
九
）

一
一
五
頁
以
下
。
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（
５．
）
拙
稿

・
前
掲
註
四
九

・
五
三
頁
以
下
。
　
・

（
５２
）
山
口
直
也

「少
年
事
件
と
被
害
者
の
権
利
」
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
六
四
頁
以
下
、
服
部
朗

。
前

掲
註

一
二

・
二
四
九
頁
以
下
、
羽
倉
佐
知
子

「実
名
報
道
と
子
ど
も
の
人
権
」
ジ
ュ
リ
ス
ト

一
一
六
六
号

（
一
九
九
九
）

一
九
頁
以
下
、
静
岡
県
弁
護
士

会
編

『情
報
化
時
代
の
名
誉
毀
損

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
め
ぐ
る
法
律
と
実
務
』
（ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
〇
〇
〇
）
三
二
七
頁
、
一
〓
〓
一頁
。
逆
に
、
こ
の

考
え
方
に
否
定
的
な
意
見
と
し
て
、
参
照
、
飯
室
勝
彦

「妥
当
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
論
と
法
律
論
の
分
離
」
新
聞
研
究
五
八
六
号

（
二
〇
〇
〇
）
三
八
頁

以
下
。

（
５３
）
山
口
直
也

。
前
掲
註
五
二

・
六
六
頁
。

（
５４
）
山
口
直
也

。
前
掲
註
五
二

・
六
六
頁
、
山
口
直
也

「少
年
司
法
運
営
に
関
す
る
国
連
最
低
基
準
規
則

（北
京
ル
ー
ル
ズ
）
の
解
説
０
」
山
梨
学
院
大
学
法

学
論
集
四
〇
号

（
一
九
九
八
）

一
五
八
頁
。
な
お
、
参
照
、
岡
田
悦
典

「
『少
年
事
件
報
道
と
法
』
の
国
際
的
動
向
―
国
際
準
則
―
」
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修

編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）

一
三

一
頁
以
下
、
自
取
祐
司

。
前
掲
註
四
四

・
三
四
頁
。

葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

・
三
二
五
頁
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
大
庭
絵
里

。
前
掲
註
四
七

・
六
六
頁
か
ら
多
く
の
示
唆
を
得
た
。

∽
目
〕い一Ｆ
く
，　
Ｈ）
”
出
ヽ
〓
”
】【
”
暉
げ
【い∽Ｆ
いり
”
（０
０
〓
　
∽
ぶ
ヽ
■０
●
０
一Ｏ
Ｎ
”
　ヽ
ｐ
一
ＨＯ
∞
・

参
照
、
斉
藤
豊
治

。
前
掲
註
二

一
・
四
〇
七
頁
以
下
。

葛
野
尋
之

「刑
事
裁
判
の
公
開
と
少
年
審
判
の
非
公
開
」
澤
登
俊
雄
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集

『少
年
法
の
展
望
』
（現
代
入
文
社
、
二
〇
〇
〇
）
三
二
七
頁

以
下
。

小
田
中
聰
樹

「裁
判
と
国
民
」
福
島
至
編
著

『
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
確
定
訴
訟
記
録
法
』
（現
代
入
文
社
、　
一
九
九
九
）
二
一
二
頁
。

葛
野
尋
之

・
前
掲
註
五
九

・
三
三
四
頁
。

葛
野
尋
之

「少
年
事
件
報
道
と
人
権
」
。
前
掲
註
五

。
一
二
五
頁
以
下
。

∽
，

Ｏｏ
「
”
『
●
Ｆ

〓
，
図
１
２
Ｆ
ω
曽
一
Ｃ
・
∽
・
一∞Ｎ
貧
０
一３

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
止
の
意
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一≡
壬
二
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法
政
研
究
五
巻
三

・
四
号

含
一〇
〇

一
年
）

詳
し
く
は
、
参
照
、
拙
稿

。
前
掲
註
二
六

。
一
二
九
頁
以
下
。

三
二
四

（
６４
）

（
６５
）

犯
罪
捜
査
規
範
等
に
よ
る
捜
査
機
関
の
報
道
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
の
制
限
に
批
判
的
な
意
見
と
し
て
、
例
え
ば
、
参
照
、
新
倉
修

「少
年
事
件
報
道

と
少
年
の
人
権
」
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
三
五
頁
、
飯
田
正
剛

「少
年
事
件
と
情
報
公
開
」
田
島

泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）
五
九
頁
以
下
。

（
６６
）
山
口
直
也

。
前
掲
註
五
二

・
六
六
頁
。

（
６７
）
同
旨
、
山
口
直
也

。
前
掲
註
五
二

・
六
六
頁
。

（
６８
）
田
宮
裕
＝
廣
瀬
健
二

。
前
掲
註

一
。
三
六
二
頁
。

（
６９
）
絶
対
に
制
限
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
対
抗
利
益
が
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
で
あ
る
場
合
は
、
公
共
性
あ
る
事
実
の
報
道
も
制
限

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。

（７０
）
葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

。
三

一
七
頁
以
下
。
葛
野
尋
之

「少
年
事
件
報
道
と
人
権
」
。
前
掲
註
五

。
一
一
五
頁

以
下
。

葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

・
三
二
人
頁
以
下
。

ア
メ
リ
カ
で
も
ス
ミ
ス
判
決
に
お
い
て
レ
ン
キ
ス
ト
裁
判
官
が

「少
年
の
氏
名
の
ど
の
よ
う
な
報
道
が
、
な
ん
ら
か
の
点
で
報
道
機
関
の

『番
犬
』
と
し

て
の
役
割
の
遂
行
に
必
要
で
あ
る
の
か
理
解
し
が
た
い
」
と
述
べ
て
い
た
の
が
注
目
さ
れ
る
。
な
♪

∽
ヨ
い多

く
。
Ｕ
Ｒ
ぞ

〓
ュ
Ｈ
”
‘
匡
ぃり〓
目
的
ｏ
９
・

∽
ぶ
ヽ
「０
　
●
０
一ｏ　
Ｎω
・　
ｐ
一　
ＨＯ
∞‐い０
０
・

山
田
健
太

。
前
掲
註
四
四

・
五
二
頁
。

自
取
祐
司

。
前
掲
註
四
四

。
三

一
頁
。

公
共
的
事
実
の
報
道
が
本
人
特
定
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
原
寿
雄

「
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
商
業
主
義
と
少
年

審
判
の
閉
鎖
主
義
―
少
年
事
件
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
問
題
点
」
田
島
泰
彦
＝
新
倉
修
編

『少
年
事
件
報
道
と
法
』
（日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
）

五
〇
頁
以
下
、
松
井
茂
記

。
前
掲
註

一
三

。
一
四
二
頁
以
下
。
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（
７６
）
葛
野
尋
之

「犯
罪
報
道
の
公
共
性
と
少
年
事
件
報
道
」
。
前
掲
註
五

。
三
三
五
頁
。

（
７７
）
報
道
禁
止
立
法
と
伝
統
的
な
名
誉

・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
規
定
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
二
重
構
造
的
な
理
解
は
、
フ
ロ
リ
ダ
ス
タ
ー
判
決
の
反
対
意
見

に

お

い

て

も
魚

Ｔ

Ｊ

ル
て

い

た

。

∽
Ｑ
♪

↓
ｒ
Φ

『
Ｈ
Ｏ
目
．ヽ

”

∽
一
”
『

Ｆ

”
・
『

『
〓

∽
ｃ
づ
『
ｐ

●
ｏ
ぉ

”
Ｐ

，
一

輌
ヽ
９

ｕ
釧
Ｐ

（
７８
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
〇
年
九
月
二
二
日
付
。

（
７９
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇
〇
年

一
二
月
九
日
付
。

（
８０
）
基
本
権
保
護
義
務
論
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
小
山
剛

『基
本
権
保
護
の
法
理
』
（成
文
堂
、　
一
九
九
八
）、
拙
稿

「犯
罪
報
道
と
適
正
手
続
の
理
念

（
二

・

一こ
」
法
学
六
三
巻
三
号

（
一
九
九
九
）

一
二
七
頁
以
下
。

（
８．
）
そ
も
そ
も
、
今
回
の
合
意
は
、
報
道
の
自
由
と
報
道
さ
れ
る
少
年
の
人
格
権
と
の
利
益
衡
量
を
憲
法
上
の
人
権
論
の
枠
組
み
を
踏
ま
え
て

「
最
適
化
」
し

よ
う
と
す
る
意
図
で
な
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
人
権
論

（報
道
の
自
由
、
犯
罪
被
害
者
の
人
権
）
の
仮
面
の
下
に
、
被
疑
者

・
被
告
人
、
受
刑
者
、

非
行
少
年
の
刑
事
上
の
人
権
行
使
に
対
す
る
嫌
悪
の
情
を
煽
り
、
刑
事
上
の
人
権
抑
制
に
対
す
る
市
民
の
お
墨
付
き
を
得
て
、
警
察
、
検
察
に
よ
る
市
民

生
活
の
統
制
を
拡
大
、
容
易
に
し
よ
う
と
す
る
擬
似
的

「市
民
主
義
的
」
治
安
政
策
と
い
う
真
の
貌
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
参
照
、
小
田
中

聰
樹

『人
身
の
自
由
の
存
在
構
造
』
（信
山
社
、　
一
九
九
九
）
と
り
わ
け
、　
一
頁
以
下
、
二
〇
八
頁
以
下
、
内
田
博
文

『刑
法
学
に
お
け
る
歴
史
研
究
の
意

義
と
方
法
』
（九
州
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
七
）

一
一
三
頁
以
下
、
内
田
博
文

「
『市
民
的
治
安
主
義
』
の
拡
大
」
法
の
科
学
二
九
号

（
二
〇
〇
〇
）
九
五

頁
以
下
。

少
年
事
件
に
お
け
る
本
人
特
定
報
道
禁
上
の
意
義

三
三
五


