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公
道
に
お
け
る
一
般
的
な
所
持
品
検
査
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て

位

田　

央

〔
目
次
〕

は
じ
め
に

第
一
章　

日
本
に
お
け
る
所
持
品
検
査
の
法
的
根
拠

第
二
章　

米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
所
持
品
検
査
と
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項

お
わ
り
に

は
じ
め
に

二
〇
二
〇
年
四
月
、
国
土
交
通
省
は
東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
た
テ
ロ
対
策
と
し
て
、
鉄
道
会
社
に
よ
る
乗
客
の
所
持

品
検
査
の
権
限
を
明
確
化
す
る
た
め
に
鉄
道
運
行
に
関
す
る
省
令
を
改
正
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
た（1
（

。
そ
の
後
、
実
際
に
同
省
令
で
あ

る
鉄
道
運
輸
規
程
に
新
た
に
第
二
五
条
の
二（（
（

が
設
け
ら
れ
、
列
車
内
で
の
所
持
品
検
査
が
法
令
上
明
文
化
さ
れ
た
。
所
持
品
検
査
は
テ
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ロ
対
策
と
し
て
有
効
な
手
段
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る（3
（

。

こ
こ
で
、
所
持
品
検
査
と
は
、「
警
察
官
が
相
手
方
に
そ
の
所
持
品
の
提
示
や
開
示
を
求
め
、
ま
た
は
警
察
官
が
自
ら
こ
れ
を
開
披

し
て
調
べ
る
行
為
」（

（
（

と
さ
れ
、「
捜
索
」
と
は
異
な
り
令
状
無
し
で
実
施
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
公
道
で
行

う
所
持
品
検
査
を
規
定
す
る
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
は
、
日
本
に
は
存
在
し
な
い（5
（

。
こ
の
よ
う
な
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
規
定
な
し
に

行
わ
れ
て
い
る
公
道
で
の
一
般
的
な
所
持
品
検
査
は
法
治
主
義
に
反
し
違
法
で
は
な
い
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
本
論
文
で
検
討
し
て

い
く
。

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
、
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
が
あ
る
場
合
と
、
具
体
的
な
根
拠
規
定
は
な
い
も
の
の
、
警

察
官
職
務
執
行
法
（
以
下
、
警
職
法
と
略
す
（
第
二
条
第
一
項
に
規
定
さ
れ
て
い
る
職
務
質
問
（
以
下
、
職
質
と
略
す
（
と
の
関
連
で
実

施
す
る
場
合
、
も
し
く
は
任
意
性
と
比
例
原
則
が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
、
憲
法
の
令
状
主
義
に
反
せ
ず
可
能
と
さ
れ
て
き
た
。
前
者
の
法

律
上
の
明
文
の
根
拠
が
あ
る
場
合
と
は
、
警
職
法
第
二
条
第
四
項
、
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
以
下
、
銃
刀
法
と
略
す
（
第
二
四

条
の
二
第
一
項
、
航
空
法
第
八
六
条
、
及
び
前
述
の
鉄
道
運
輸
規
程
第
二
五
条
の
二
第
一
項
に
よ
る
場
合
の
四
つ
で
あ
る
。
こ
の
内
、

既
に
鉄
道
運
輸
規
程
に
基
づ
く
場
合
は
述
べ
て
い
る
の
で
、
残
り
の
三
つ
の
場
合
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。

一
つ
目
の
警
職
法
第
二
条
第
四
項（（
（

は
、
刑
事
訴
訟
法
に
基
づ
い
て
逮
捕
さ
れ
て
い
る
者
、
す
な
わ
ち
現
行
犯
逮
捕
か
令
状
に
基
づ
い

て
逮
捕
さ
れ
て
い
る
者
に
対
し
て
、
そ
の
者
が
凶
器
を
所
持
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
を
認
め
た
も
の
で
あ
り
、
逮
捕
が

前
提
と
な
り
、
い
つ
で
も
、
誰
に
対
し
て
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
二
つ
目
の
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項（7
（

は
、
銃

刀
法
に
よ
っ
て
取
り
締
ま
り
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
殺
傷
能
力
の
あ
る
銃
砲
刀
剣
類
を
所
持
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
者
に
対
し
て
の
み
、

か
つ
、
他
人
の
生
命
ま
た
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
合
理
的
に
判
断
で
き
る
場
合
に
お
い
て
の
み
適
用
さ
れ
る
。
三

つ
目
の
航
空
法
第
八
六
条（（
（

は
、
飛
行
機
に
搭
乗
す
る
直
前
と
い
う
限
定
さ
れ
た
場
面
に
つ
い
て
の
み
所
持
品
検
査
（
通
常
、「
保
安
検
査
」
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と
呼
ば
れ
て
い
る
（
を
行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
行
法
制
度
上
は
、
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
が
あ
っ
て
令
状
な
し
に
実
施
す
る
所
持
品
検
査
が
可
能
な
の
は
四
つ

の
場
面
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
警
察
官
は
こ
の
四
つ
の
場
面
以
外
に
お
い
て
も
所
持
品
検
査
を
公
道
で
実
施

し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
所
持
品
検
査
の
法
的
根
拠
は
何
か
に
つ
い
て
、
第
一
章
で
検
討
す
る
。

次
に
、
令
状
の
無
い
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
米
国
連
邦
行
政
法
の
考
え
方
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
合
衆
国

憲
法
修
正
第
四
条
に
関
す
る
判
例
と
「
Ｆ
Ｂ
Ｉ
特
別
捜
査
官
の
た
め
の
法
的
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」（
以
下
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（（

（
（

を
取

り
上
げ
て
検
討
す
る
。
こ
の
米
国
連
邦
行
政
法
と
日
本
の
考
え
方
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
日
本
に
お
け
る
今
後
の
公
道
に
お
け
る
一
般

的
な
所
持
品
検
査
の
法
的
根
拠
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得
て
い
く
。

第
一
章　

日
本
に
お
け
る
所
持
品
検
査
の
法
的
根
拠

第
一
節　

所
持
品
検
査
に
関
す
る
判
例

⑴　

米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
一
九
七
八
年
六
月
二
〇
日
判
決

米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
一
九
七
八
年
六
月
二
〇
日
判
決
は
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
さ
れ
て
い
る
。

同
事
件
の
事
実
と
最
高
裁
判
旨
を
概
観
す
る
。

岡
山
県
総
社
警
察
署
Ａ
巡
査
部
長
は
、
一
九
七
一
年
七
月
二
三
日
午
後
二
時
過
ぎ
、
同
県
警
察
本
部
指
令
室
か
ら
の
無
線
に
よ
り
、

米
子
市
内
に
お
い
て
猟
銃
と
ナ
イ
フ
を
所
持
し
た
四
人
組
に
よ
る
銀
行
強
盗
事
件
が
発
生
し
、
犯
人
は
銀
行
か
ら
六
〇
〇
万
円
余
を
強
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奪
し
て
逃
走
中
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
同
日
午
後
一
〇
時
三
〇
分
頃
、
二
人
の
男
が
同
県
吉
備
郡
附
近
を
う
ろ
つ
い
て
い
た
と
い
う

情
報
が
も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
を
受
け
た
Ａ
巡
査
部
長
は
、
同
日
午
後
一
一
時
頃
か
ら
、
同
署
員
の
Ｂ
巡
査
長
ら
四
名
を
指
揮
し
て
緊
急

配
備
検
問
を
行
つ
た
。
翌
二
四
日
午
前
〇
時
一
〇
分
こ
ろ
、
白
い
乗
用
車
に
運
転
者
の
ほ
か
手
配
人
相
の
う
ち
の
二
人
に
似
た
若
い
男

達
が
乗
っ
て
い
た
の
で
職
務
質
問
を
始
め
た
が
、
そ
の
乗
用
車
の
後
部
座
席
に
ア
タ
ツ
シ
ユ
ケ
ー
ス
と
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ツ
グ
が
あ
つ
た
。

こ
の
二
人
は
職
務
質
問
に
対
し
黙
秘
し
た
の
で
容
疑
を
深
め
た
警
察
官
ら
は
、
両
名
を
強
く
促
し
て
下
車
さ
せ
、
住
所
、
氏
名
を
質
問

し
た
が
二
人
は
返
答
を
拒
否
し
た
。
警
察
官
ら
は
二
人
が
持
っ
て
い
た
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ツ
グ
と
ア
タ
ツ
シ
ユ
ケ
ー
ス
の
開
披
を
求
め
た

が
、
こ
れ
も
二
人
か
ら
は
拒
否
さ
れ
、
そ
の
後
警
察
官
ら
は
二
人
に
対
し
繰
り
返
し
右
バ
ツ
グ
と
ケ
ー
ス
の
開
披
を
要
求
し
、
二
人
が

こ
れ
を
拒
み
続
け
る
と
い
う
状
況
が
続
い
た
。
同
日
午
前
一
時
四
〇
分
こ
ろ
、
二
人
の
承
諾
の
な
い
ま
ま
、
Ｂ
巡
査
長
が
そ
の
場
に
あ

つ
た
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ツ
グ
の
チ
ャ
ッ
ク
を
開
け
る
と
大
量
の
紙
幣
が
無
造
作
に
は
い
つ
て
い
る
の
が
見
え
、
引
き
続
い
て
ア
タ
ツ
シ
ユ

ケ
ー
ス
を
開
け
よ
う
と
し
た
が
鍵
の
部
分
が
開
か
ず
、
ド
ラ
イ
バ
ー
を
差
し
込
ん
で
右
部
分
を
こ
じ
開
け
る
と
中
に
大
量
の
紙
幣
が
は

い
つ
て
お
り
、
被
害
銀
行
の
帯
封
の
し
て
あ
る
札
束
も
見
え
た
。
そ
こ
で
、
二
人
は
強
盗
被
疑
事
件
で
緊
急
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
場
で
ボ

ー
リ
ン
グ
バ
ツ
ク
、
ア
タ
ツ
シ
ユ
ケ
ー
ス
、
帯
封
一
枚
、
現
金
等
を
差
し
押
え
ら
れ
た
。
二
人
は
起
訴
さ
れ
た
。

被
告
人
は
明
示
の
意
思
に
反
し
て
ボ
ー
リ
ン
グ
バ
ツ
グ
を
開
披
し
た
Ｂ
巡
査
長
の
行
為
を
職
務
質
問
附
随
行
為
と
し
て
適
法
で
あ
る

と
し
た
原
判
決
の
判
断
は
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
解
釈
を
誤
り
、
ひ
い
て
は
憲
法
第
三
五
条
第
一
項
に
違
反
し
、
違
法
収
集
証
拠

を
本
件
の
証
拠
と
し
た
点
に
お
い
て
憲
法
第
三
一
条
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。

最
高
裁
は
、「
所
持
品
の
検
査
は
、
口
頭
に
よ
る
質
問
と
密
接
に
関
連
し
、
か
つ
、
職
務
質
問
の
効
果
を
あ
げ
る
う
え
で
必
要
性
、

有
効
性
の
認
め
ら
れ
る
行
為
で
あ
る
か
ら
、
同
条
項
に
よ
る
職
務
質
問
に
附
随
し
て
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
と
解
す

る
の
が
、
相
当
で
あ
る
。」
と
し
て
、
明
文
の
根
拠
規
定
が
な
く
て
も
所
持
品
検
査
が
可
能
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
最
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高
裁
は
「
所
持
品
検
査
は
、
任
意
手
段
で
あ
る
職
務
質
問
の
附
随
行
為
と
し
て
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
所
持
人
の
承
諾
を
得
て
、

そ
の
限
度
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。」
と
し
、
所
持
品
検
査
は
警
職
法
第
二
条
第
一
項
に

基
づ
く
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
所
持
人
の
承
諾
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
原
則
と
し
て
要
件
と
な
る
と

指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
続
け
て
、「
職
務
質
問
な
い
し
所
持
品
検
査
は
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
等
を
目
的
と
す
る
行
政

警
察
上
の
作
用
で
あ
つ
て
、
流
動
す
る
各
般
の
警
察
事
象
に
対
応
し
て
迅
速
適
正
に
こ
れ
を
処
理
す
べ
き
行
政
警
察
の
責
務
に
か
ん
が

み
る
と
き
は
、
所
持
人
の
承
諾
の
な
い
限
り
所
持
品
検
査
は
一
切
許
容
さ
れ
な
い
と
解
す
る
の
は
相
当
で
な
く
、
捜
索
に
至
ら
な
い
程

度
の
行
為
は
、
強
制
に
わ
た
ら
な
い
限
り
、
所
持
品
検
査
に
お
い
て
も
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
し
た
。

⑵　

米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
一
九
七
八
年
六
月
二
〇
日
判
決
に
つ
い
て

米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
一
九
七
八
年
六
月
二
〇
日
判
決
は
、
法
律
の
明
文
の
根
拠
規
定
が
な
い
一
般
的
な
所
持
品
検
査
に
つ
い

て
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
こ
で
同
判
決
が
言
う
「
捜
索
に
至
ら
な
い

程
度
の
行
為
は
、
強
制
に
わ
た
ら
な
い
限
り
」
と
は
ど
の
程
度
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、「
例
え
ば
、
バ
ッ
グ
を
開
け
て
ち

ら
っ
と
中
を
見
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、
捜
索
の
よ
う
に
権
利
・
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
（
こ
の
程
度
の
一
時

的
制
約
は
、
法
律
の
根
拠
を
要
す
る
『
権
利
・
自
由
の
制
限
』
に
は
当
た
ら
な
い
。（
か
ら
、
個
別
の
法
律
の
根
拠
が
な
く
と
も
許
さ
れ
る
場

合
が
あ
る
。」（

（1
（

と
す
る
見
解
が
あ
る
。
こ
の
見
解
は
バ
ッ
グ
を
開
け
る
こ
と
ま
で
許
容
し
て
い
る
が
、
チ
ャ
ッ
ク
を
し
て
い
た
り
、
ボ

タ
ン
を
か
け
て
い
る
バ
ッ
グ
を
所
持
人
の
承
諾
な
く
開
披
す
る
の
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
の
度
合
い
が
高
く
、「
権
利
・
自
由
の
制

限
」
に
該
当
す
る
と
言
え
る
た
め
、
や
は
り
令
状
が
無
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る（（（
（

。

と
こ
ろ
で
、
本
件
は
猟
銃
等
の
武
器
を
用
い
た
銀
行
強
盗
犯
人
が
逃
走
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
緊
急
配
備
検
問
中
で
起
き
て
お
り
、
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緊
急
配
備
活
動（（1
（

中
の
事
件
だ
と
言
え
る
。
本
件
は
強
盗
事
件
に
お
け
る
逃
走
中
の
犯
人
と
疑
う
に
足
り
る
二
人
に
対
し
て
行
わ
れ
た
職

務
質
問
と
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
所
持
品
検
査
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
公
道
で
行
わ
れ
る
所
持
品
検
査
と
は
状
況
が
か
な
り
異
な
る
事

件
だ
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
考
え
る
と
、
本
件
を
従
来
の
よ
う
に
一
般
的
な
所
持
品
検
査
の
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
し

て
認
め
て
良
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
銀
行
強
盗
犯
人
が
猟
銃
や
ナ
イ
フ
を
所
持
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
も
事
前
に
警
察
官
た
ち
は
理
解
し
て
い
た
。

そ
こ
か
ら
「
本
件
対
象
者
ら
に
は
持
凶
器
の
疑
い
も
あ
る
と
し
て
、
危
険
防
止
の
観
点
か
ら
承
諾
な
し
の
バ
ッ
グ
等
の
点
検
を
許
容
す

る
余
地
も
あ
っ
た
」（

（1
（

と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
件
は
警
職
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
の
所

持
品
検
査
の
事
案
と
い
う
よ
り
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
所
持
品
検
査
と
し
て
位
置
付
け
た
方
が
よ
り
妥
当
だ
と
言

え
る
。
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
は
銃
砲
刀
剣
類
に
関
す
る
所
持
品
検
査
を
明
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
に
つ
い
て
は
、「
強
制
的
に
物
を
取
り
上
げ
た
り
、
勝
手
に
物
を
開
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
っ
て
、
要
求
に
応
じ
な
い
相
手
に
は
、
あ
く
ま
で
任
意
の
範
囲
で
強
く
求
め
、
説
得
す
る
必
要
が
あ
る
。」（

（1
（

と
さ
れ
て
い

る
。
同
条
項
は
即
時
強
制
を
定
め
た
も
の
で
は
な
く
、
職
務
質
問
よ
り
も
よ
り
強
く
説
得
す
る
と
い
う
態
様
を
取
る
任
意
手
段
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
同
様
に
「
こ
れ
は
、
警
察
官
に
所
持
品
検
査
を
行
う
即
時
強
制
権
限
を
与
え
た
も
の
で

は
な
く
、
承
諾
の
な
い
所
持
品
検
査
が
当
然
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
要
件
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

法
律
で
特
に
そ
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
強
い
態
様
に
よ
っ
て
提
示
・
開
示
を
説
得
す
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
、

承
諾
な
し
に
行
う
こ
と
に
つ
い
て
の
公
益
と
私
益
と
の
比
較
等
に
お
い
て
も
公
益
上
の
必
要
性
の
重
大
性
が
反
映
さ
れ
る
（
中
を
の
ぞ

く
と
い
っ
た
行
為
の
相
当
性
が
、
他
の
場
合
に
比
べ
て
認
め
ら
れ
や
す
い
。（
も
の
と
解
さ
れ
る
。」（

（1
（

と
の
指
摘
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
銃
刀

法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
は
あ
く
ま
で
も
警
職
法
第
二
条
第
一
項
よ
り
強
い
態
様
に
よ
っ
て
相
手
方
を
説
得
す
る
こ
と
を
許
容
す
る
に
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止
ま
る
が
、
そ
れ
で
も
所
持
品
検
査
の
要
件
を
法
律
上
明
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
法
律
の
留
保
の
原
則
の
観
点
か
ら
は
大
き
い
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節　

所
持
品
検
査
に
関
す
る
学
説
の
対
立

⑴　

学
説
の
対
立

戦
後
に
廃
止
さ
れ
た
旧
行
政
執
行
法
第
一
条
一
項
で
は
所
持
品
検
査
を
認
め
て
い
た
の
に
対
し
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
警
職
法
で
は

「
戦
前
の
行
政
執
行
法
に
よ
る
警
察
権
の
濫
用
を
反
省
し
、
こ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
経
緯
に
よ
れ
ば
、
所
持
品
検
査
に

関
す
る
規
定
を
設
け
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
趣
旨
と
も
解
し
う
る
」（

（1
（

と
さ
れ
、
警
職
法
制
定
当
時
は
、
職
務
質
問
の
一
環

と
し
て
は
所
持
品
検
査
を
認
め
な
い
と
す
る
見
解
が
一
般
的
だ
っ
た（（1
（

。
ま
た
、
一
九
五
八
年
に
は
、
警
職
法
第
二
条
第
三
項
案
と
し
て

「
警
察
官
は
、
第
一
項
の
質
問
に
際
し
、
異
常
な
挙
動
そ
の
他
周
囲
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
何
ら
か
の
犯
罪
を
犯
し
又
は
犯

そ
う
と
し
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
あ
る
者
が
、
凶
器
そ
の
他
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
加
え
る
こ
と
の
で
き
る

物
件
を
所
持
し
て
い
る
と
き
は
、
一
時
保
護
す
る
た
め
こ
れ
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
又
、
こ
れ
を
所
持
し
て
い
る
と
疑
う
に
足

り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
そ
の
も
の
が
身
に
つ
け
、
又
は
携
え
て
い
る
所
持
品
を
提
示
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。」
と
い
う
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る（（1
（

。
こ
の
条
項
案
は
職
務
質
問
と
は
別
個
に
所
持
品
検
査
を
規
定
し
よ
う
と
す

る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
警
職
法
改
正
提
案
は
廃
案
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
提
案
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
廃

案
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
後
、
一
九
六
二
年
に
前
述
の
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
所
持

品
検
査
を
行
う
に
は
職
務
質
問
と
は
別
個
の
条
項
が
必
要
で
あ
り
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
は
所
持
品
検

査
を
行
え
な
い
す
る
の
が
妥
当
な
考
え
方
で
あ
る
。
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一
方
、
旧
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
二
五
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則（（1
（

四
号
（
第
八
一
条
で
は
「
職
務
質
問
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
携
帯
品
の
点
検
、
身
体
被
服
の
捜
検
等
を
行
う
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
抵
抗
又
は
逃
走
を
抑
制
す
る
に
足
り
る
適
切
な
方
法
を
と
る
と
と
も
に
、
凶
器
、
贓
物
等
の
未
発

見
に
終
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
入
念
な
検
査
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
規
定
は
明
ら
か
に
「
職

務
質
問
に
附
随
す
る
も
の
と
し
て
、
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
」（

11
（

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
犯
罪
捜
査
規
範
は
行

政
規
則
で
あ
り
法
令
で
は
な
い
も
の
の
、
同
規
範
で
は
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
の
所
持
品
検
査
は
認
め
ら
れ
る
と
明
示
し
て
お
り
、

警
察
実
務
は
所
持
品
検
査
を
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
き
た
。

「
か
つ
て
は
、
本
人
が
承
諾
し
な
い
限
り
、
所
持
品
検
査
は
一
切
許
さ
れ
な
い
と
す
る
説
も
有
力
で
あ
っ
た
が
、『
一
定
範
囲
で
許

さ
れ
る
』
と
す
る
の
が
多
数
と
な
っ
た
」（

1（
（

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
の
法
律
上
の
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か

に
つ
い
て
は
、「
法
的
根
拠
及
び
許
容
限
度
に
つ
い
て
は
明
文
の
規
定
が
な
い
こ
と
か
ら
、
説
が
分
れ
」（

11
（

て
き
た
。
所
持
品
検
査
を
許

容
す
る
学
説
は
以
下
の
三
つ
に
な
り
、
こ
れ
に
対
し
、
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
規
定
が
な
い
所
持
品
検
査
の
実
施
を
否
定
す
る
学
説
が

現
在
で
も
あ
る
。

所
持
品
検
査
を
許
容
す
る
学
説
は
、
第
一
に
、
警
察
法
第
二
条
説
で
あ
る（11
（

。「
警
察
法
二
条
は
、
組
織
体
と
し
て
の
警
察
が
そ
の
責

務
と
す
べ
き
事
務
の
範
囲
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
警
察
官
の
行
う
警
察
活
動
の
一
般
的
な
権
限
を
も
付
与
し
て
い
る
と
解
さ
れ

る
」（

11
（

と
し
、
所
持
品
検
査
は
「
ま
さ
に
、
本
条
を
根
拠
と
し
て
行
わ
れ
る
活
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（

11
（

と
し
て
い
る
。
こ
の
警
察
法
第
二

条
説
に
つ
い
て
は
、「
警
察
法
は
、
警
察
組
織
に
つ
い
て
定
め
る
警
察
活
動
の
基
本
法
で
あ
り
、
捜
査
の
方
法
な
ど
、
刑
事
警
察
を
念

頭
に
お
い
た
も
の
で
は
な
い
。」（

11
（

と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
相
手
方
の
任
意
性
を
確
保
で
き
れ
ば
行
政
指
導
の
よ
う
に
組
織
法
で
も
可
能

と
捉
え
る
こ
と
で
き
な
く
は
な
い（11
（

が
、「
警
職
法
が
、
人
身
の
自
由
、
財
産
の
保
護
に
関
す
る
警
察
活
動
に
つ
い
て
は
、
任
意
手
段
で
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あ
っ
て
も
特
に
規
定
を
設
け
た
趣
旨
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
所
持
品
検
査
の
よ
う
に
国
民
の
基
本
的
人
権
に
直
接
か
か
わ
る
作
用
に
つ
い

て
は
、
任
意
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
個
々
の
権
限
規
定
を
要
す
る
」（

11
（

と
の
批
判
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
警
察
法
第
二
条

説
は
ほ
と
ん
ど
支
持
さ
れ
て
い
な
い
。

所
持
品
検
査
を
許
容
す
る
学
説
の
第
二
は
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
務
質
問
の
一
環
と
し
て
認
め
る
、
あ
る
い
は
一
定
の
限
定

を
行
っ
た
う
え
で
、
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
こ
れ
を
認
め
る
説
で
あ
る
。
第
三
は
、
法
律
上
の
根
拠
な
く
、
ま
た
、
任
意
性
や

比
例
原
則
が
確
保
さ
れ
て
い
な
く
て
も
こ
れ
を
認
め
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
学
説
に
つ
い
て
は
以
下
で
紹
介
し
、
検
討

す
る
。

⑵　

警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
質
と
の
関
連
で
可
能
、
ま
た
は
、
任
意
性
が
あ
れ
ば
警
職
法
第
二
条
第
一
項
と
か
か
わ
り
な
く
所
持

品
検
査
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
比
例
原
則
が
満
た
さ
れ
れ
ば
任
意
性
も
不
要
と
す
る
説
（
米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
判
決
と
通
説
の

立
場
）

田
村
正
博
教
授
は
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、「
職
務
質
問
に
附
随
し
て
行
わ
れ
る
も
の
は
、
不
審
点
の
解
明
に
所
持
品
を
調
べ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
限
り
、
公
益
上
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
、
承
諾
を
得
る
た
め
の
説
得
活
動
を
行
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

適
法
な
職
務
質
問
に
附
随
し
、
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
な
さ
れ
る
通
常
の
所
持
品
検
査
（
相
手
方
が
提
出
し
た
物
を
調
べ
る
と
い
う
形
態

の
も
の
（
は
、
職
務
質
問
の
目
的
達
成
上
で
不
必
要
・
不
相
当
で
あ
っ
た
り
、
説
得
が
強
要
に
な
っ
た
り
し
た
場
合
を
除
き
、
適
法
に

行
う
こ
と
が
で
き
る
」（

11
（

と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
那
須
修
教
授
も
前
述
の
米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
判
決
を
基
に
、
所
持
品
検
査
を

「
法
律
上
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
職
務
質
問
に
密
接
に
関
連
し
、
そ
の
効
果
を
上
げ
る
上
で
必
要
性
、
有
効
性
の
認
め
ら
れ
る
行
為

で
あ
り
、
原
則
と
し
て
職
務
質
問
に
付
随
す
る
不
審
点
解
明
の
手
段
と
し
て
、
相
手
の
承
諾
を
得
て
行
わ
れ
る
」（

11
（

と
定
義
付
け
て
い
る
。
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ま
た
、
金
山
泰
介
教
授
も
、
所
持
品
検
査
と
は
「
職
務
質
問
の
相
手
に
対
し
て
、
任
意
で
の
所
持
品
の
提
示
を
求
め
る
こ
と
で
す
。」（

1（
（

と
し
、
や
は
り
米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
判
決
を
例
に
挙
げ
て
い
る
。
更
に
、
古
谷
洋
一
教
授
も
「
質
問
に
附
随
し
て
、
不
審
点
を

解
明
す
る
た
め
、
一
定
の
範
囲
で
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」（

11
（

と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
警
職
法
第

二
条
第
一
項
の
職
質
の
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
職
質
の
一
環
と
し
て
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
の
が
最

有
力
説
だ
と
言
え
る
。

た
だ
、
田
村
教
授
は
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
質
と
の
関
連
が
無
く
て
も
所
持
品
検
査
を
可
能
と
す
る
見
解
も
示
し
て
い
る
。
田

村
教
授
は
「
警
職
法
等
に
規
程
は
な
い
が
、
相
手
方
に
所
持
品
の
提
示
や
開
示
を
求
め
、
又
は
相
手
方
の
明
示
若
し
く
は
黙
示
の
承
諾

を
得
て
、
こ
れ
を
調
べ
る
こ
と
は
、
国
民
の
権
利
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
個
別
の
法
律
の
根
拠
が
な
く
て
も
、
公
益

上
の
必
要
性
の
程
度
に
応
じ
、
任
意
活
動
と
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。」（

11
（

と
し
、
所
持
品
検
査
は
、
①
相
手
方
の
任
意
性
が
確
保
さ

れ
、
②
国
民
の
権
利
自
由
を
制
限
す
る
方
法
で
は
な
く
、
③
公
益
上
の
必
要
性
が
あ
る
、
と
い
う
三
つ
の
要
件
の
下
で
許
さ
れ
る
と
し

て
い
る
。
②
は
手
段
を
表
し
、
と
③
は
目
的
を
表
し
て
お
り
、
②
と
③
は
あ
わ
せ
て
比
例
原
則（11
（

を
意
味
し
て
い
る
と
言
え
る
。

田
村
教
授
は
こ
の
三
要
件
が
そ
ろ
っ
て
い
る
場
合
は
、
警
職
法
第
二
条
一
項
の
職
質
の
要
件
が
無
く
て
も
所
持
品
検
査
を
可
能
と
し

て
い
る
。
さ
ら
に
、
田
村
教
授
は
「
所
持
品
検
査
は
相
手
方
の
承
諾
を
得
て
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
が
、
相
手
方
の
承
諾
が
な
け
れ
ば

所
持
品
検
査
が
一
切
許
さ
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
検
査
の
態
様
が
強
制
に
わ
た
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、
個
別
の
法
律
の
根
拠
が
な
く

て
も
、
そ
の
実
施
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
も
と
よ
り
、
承
諾
の
な
い
所
持
品
検
査
は
、
そ
の
態
様
に
よ
っ
て
は
相
手
方
に

大
き
な
事
実
上
の
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
適
法
と
さ
れ
る
場
合
は
限
ら
れ
る
。」（

11
（

と
指
摘
し
、
①
が
確
保
さ
れ
て
い
な

く
て
も
、
②
と
③
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
適
法
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
田
村
教
授
は
、
①
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、

「
相
手
方
の
承
諾
を
受
け
な
い
で
行
わ
れ
る
所
持
品
検
査
は
、
権
利
・
自
由
の
制
限
に
わ
た
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
法
律
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の
規
定
が
な
い
以
上
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
バ
ッ
グ
を
開
け
て
ち
ら
っ
と
中
を
見
る
と
い
っ
た
程
度
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

捜
索
の
よ
う
に
権
利
・
自
由
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
」（

11
（

か
ら
許
さ
れ
る
と
し
、「
承
諾
な
し
に
さ
れ
る
所
持
品
検
査
は
、
相
手
方

の
国
民
に
大
き
な
不
利
益
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
高
度
の
公
益
的
必
要
性
が
な
け
れ
ば
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」（

11
（

と
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
田
村
教
授
は
米
子
銀
行
強
盗
事
件
最
高
裁
判
決
を
基
に
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
場
面
で
は
あ
る
が
、
②
と
③
の
要

件
で
あ
る
比
例
原
則
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
①
の
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
く
て
も
良
い
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。

職
務
質
問
と
は
関
係
な
く
所
持
品
検
査
を
行
え
る
と
す
る
点
に
つ
い
て
、
那
須
教
授
も
同
様
に
「
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
は
、
職
務

質
問
の
要
件
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
相
手
方
の
承
諾
の
下
で
一
定
の
限
度
で
行
い
得
る
と
き
が
あ
る
ほ
か
、
相
手
方
の
承
諾
の
な

い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
限
定
的
な
場
合
に
お
い
て
、
具
体
的
状
況
の
下
で
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
行
い
得
る
。」（

11
（

と
主

張
し
、
事
例
を
提
示（11
（

し
て
い
る
。
こ
の
那
須
教
授
の
主
張
も
前
述
の
田
村
教
授
と
同
様
に
、
①
の
任
意
性
が
無
く
て
も
、
②
と
③
の
比

例
原
則
が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
所
持
品
検
査
は
可
能
な
場
合
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
金
山
教
授
も
相
手
方
の
承
諾
の
無
い
所
持
品

検
査
に
つ
い
て
「
こ
う
し
た
所
持
品
検
査
は
、
比
例
原
則
に
よ
り
被
疑
者
が
凶
器
等
を
所
持
し
て
い
る
高
度
の
蓋
然
性
が
あ
る
場
合
に

限
定
的
に
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
」
と
し
、
①
の
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
凶
器
等
の
所
持
の
可
能
性
が
高
い
場
合
、

要
件
②
と
③
の
比
例
原
則
が
満
た
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
所
持
品
検
査
が
可
能
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
所
持
品
検
査
は
職
質
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
が
、
先
の
①
～
③
の
条
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
場
合
、

更
に
は
①
の
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
②
と
③
が
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
所
持
品
検
査
は
可
能
だ
と
の
主
張
が
有
力
に

唱
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
金
山
教
授
が
指
摘
す
る
よ
う
な
、
被
疑
者
が
凶
器
等
を
所
持
し
て
い
て
比
例
原
則
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
場
面
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
が
適
用
さ
れ
る
場
面
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
説
は
米
子
銀

行
強
盗
事
件
最
高
裁
判
決
を
基
に
し
て
い
る
が
、
同
事
件
は
猟
銃
な
ど
の
凶
器
を
所
持
し
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
人
物
を
相
手
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に
し
た
緊
急
配
備
検
問
に
お
け
る
事
例
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
銃
刀
法
の
活
用
を
前
提
と
す
れ
ば
良
い
例
外
的
な
場
面
で
あ
る
。

「
職
務
質
問
の
要
件
を
備
え
ず
、
な
お
か
つ
、
所
持
品
検
査
を
行
う
必
要
性
・
緊
急
性
が
高
い
事
態
と
い
う
の
は
、
通
常
想
定
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
極
め
て
例
外
的
な
事
態
を
想
定
し
て
、
一
般
的
に
権
限
を
広
げ
る
解
釈
を
と
る
必
要
は
な
い
」（

11
（

と
言

え
る
。

⑶　

法
的
根
拠
や
任
意
性
や
比
例
原
則
に
か
か
わ
り
な
く
、
所
持
品
検
査
を
で
き
る
と
す
る
説

少
数
派
で
は
あ
る
が
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
の
職
務
質
問
と
の
関
連
や
任
意
性
の
有
無
と
は
関
係
な
く
、
公
道
に
お
け
る
一
般
的

な
所
持
品
検
査
を
認
め
る
見
解
が
あ
る
。

こ
の
見
解
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
現
場
の
警
察
官
の
長
年
の
経
験
は
も
っ
と
尊
重
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。」（

1（
（

と
し
た
う

え
で
、「
所
持
品
検
査
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
昭
和
三
三
年
に
警
察
官
職
務
執
行
法
の
法
改
正
を
使
用
と
し
て
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と

が
、
今
日
で
も
否
定
論
の
大
き
な
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
依
然
と
し
て
、
所
持
品
検
査
を
新
た
に
緊
急
捜
索
・
押
収
を
認
め
る

こ
と
に
な
る
の
で
許
さ
れ
な
い
と
の
見
解
も
あ
る
。
だ
が
、
警
職
法
改
正
が
諮
ら
れ
た
の
は
今
か
ら
四
七
年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
時
代

は
変
遷
し
て
い
る
。
ま
た
、
緊
急
捜
索
・
押
収
は
、
憲
法
解
釈
と
し
て
充
分
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
は
お
飾
り
で
は
な
く
、
具

体
的
な
法
規
範
で
あ
り
、
こ
れ
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
し
か
も
、
合
衆
国
で
も
、
判
例
上
、
捜
索
・
押
収
に
令
状

の
原
則
化
が
行
わ
れ
て
も
な
お
、
様
々
な
令
状
原
則
の
例
外
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
れ
ば
、
我
国
で
緊
急
捜
索
・
押
収
を
認
め

る
こ
と
は
、
令
状
主
義
原
則
の
例
外
を
認
め
る
憲
法
解
釈
と
し
て
、
充
分
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
我
国
の
学
説
は
な
ぜ
か
、
憲
法

三
五
条
に
例
外
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
。
基
本
権
保
障
に
も
様
々
な
例
外
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
捜
索
に
当
た
ろ
う
と

も
、
所
持
品
検
査
は
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
。」（

11
（

と
主
張
す
る
。
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こ
の
主
張
の
前
提
は
「
警
察
官
の
長
年
の
経
験
」
を
尊
重
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
か
な
り
主
観
的
な
前
提
だ
と
言
え
る
。
公
道
に
お

け
る
所
持
品
検
査
を
何
度
も
受
け
て
き
た
筆
者
か
ら
す
る
と
、
個
人
的
に
は
な
ぜ
自
分
自
身
が
所
持
品
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
だ

と
警
察
官
が
判
断
さ
れ
た
か
が
よ
く
分
か
ら
な
い
た
め
、
素
直
に
「
警
察
官
の
長
年
の
経
験
」
を
尊
重
す
る
気
持
ち
に
は
な
れ
な
い
。

さ
ら
に
、
た
と
え
そ
れ
を
尊
重
す
る
に
し
て
も
、
公
道
で
の
所
持
品
検
査
は
相
手
方
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
で
あ
り
、
少
な
く
と
も

相
手
方
の
任
意
性
の
確
保
と
比
例
原
則
の
適
用
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
見
解
で
は
、
緊
急
捜
索
・
押
収
が
必
要
と
な
る
特
殊
な
場
面
を
、
一
般
的
な
公
道
で
の
所
持
品
検
査
と
混
同
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
、
こ
の
見
解
は
根
本
的
に
法
治
主
義
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
を
軽
視
し
過
ぎ
て
い
る
と
言
え
る
。

⑷　

法
律
の
留
保
の
原
則
を
徹
底
す
る
説

所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
に
基
づ
く
職
質
と
は
別
個
の
も
の
と
位
置
付
け
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
と
は
別

に
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
と
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
阿
部
泰
隆
神
戸
大
学
名
誉
教
授
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。「
少
な
く
と

も
、
所
持
品
検
査
は
本
来
質
問
と
は
別
個
の
行
為
で
あ
り
、
独
立
の
法
的
根
拠
を
置
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
銃
砲
刀
剣
類
の

所
持
の
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
一
定
の
要
件
の
も
と
で
所
持
品
検
査
が
許
さ
れ
て
い
る
。」（

11
（

銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
が
所
持

品
検
査
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
条
件
下
で
質
問
と
は
別
個
の
行
為
で
あ
る
所
持
品
検
査
を
行

う
こ
と
は
逆
に
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
阿
部
名
誉
教
授
は
職
質
自
体
「
単
な
る
質
問
の
よ
う
な
全
く
の
任
意
手
段
で
は
な

く
、
停
止
さ
せ
て
質
問
で
き
る
の
で
、
判
例
で
は
停
止
さ
せ
る
た
め
に
軽
微
な
実
力
行
使
が
認
め
ら
れ
て
い
る
」（

11
（

と
し
、「
現
場
で
は

ど
こ
ま
で
が
職
務
執
行
に
あ
た
る
か
、
つ
ま
り
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
が
許
さ
れ
な
い
も
の
か
が
明
確
で
は
な
く
、
警
察
官
の
執
拗
な

質
問
な
ど
を
振
り
切
ろ
う
と
し
て
、
か
え
っ
て
公
務
執
行
妨
害
罪
に
問
わ
れ
る
リ
ス
ク
の
あ
る
点
が
問
題
で
あ
る
」（

11
（

と
指
摘
さ
れ
て
い
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る
。
こ
れ
は
職
質
と
そ
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
所
持
品
検
査
が
い
ず
れ
も
ど
こ
ま
で
本
当
に
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
か
が
法
律

上
は
明
確
に
は
分
か
ら
ず
、
加
え
て
公
務
執
行
妨
害
罪
も
背
景
に
控
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
態
様
に
せ
よ
一
定

の
強
制
力
が
働
く
の
で
、
所
持
品
検
査
に
は
明
確
な
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
に
な
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。

ま
た
、
曽
和
俊
文
関
西
学
院
大
学
名
誉
教
授
は
「
任
意
調
査
と
し
て
の
質
問
で
さ
え
、
発
動
要
件
を
限
定
し
、『
目
的
の
た
め
必
要

な
最
小
の
限
度
に
お
い
て
用
い
る
べ
き
』
こ
と
、『
い
や
し
く
も
そ
の
濫
用
に
わ
た
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
』
こ
と
を

定
め
て
い
る
の
が
警
職
法
の
趣
旨
で
あ
る
か
ら
、
職
務
質
問
の
限
界
も
こ
の
よ
う
な
法
律
の
趣
旨
・
目
的
に
忠
実
に
理
解
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
職
務
質
問
や
そ
れ
に
付
随
す
る
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
任
意
手
段
と
言
い
な
が
ら
一
定
の
有

形
力
の
行
使
を
認
め
る
最
高
裁
判
所
判
例
の
立
場
に
は
疑
問
を
感
じ
る
。」（

11
（

と
し
た
う
え
で
、「
①
警
職
法
二
条
四
項
は
逮
捕
者
に
つ
い

て
凶
器
の
有
無
の
検
査
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
の
反
対
解
釈
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
以
外
の
場
合
に
お
け
る
所
持
品
検
査

を
否
定
し
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
、
②
要
件
を
定
め
て
所
持
品
検
査
を
授
権
す
る
警
職
法
改
正
案
が
不
成
立
に
な
っ
た
経
過
も
あ

る
こ
と
、
な
ど
に
照
ら
せ
ば
、
現
行
警
職
法
は
、
純
粋
に
任
意
の
手
段
に
と
ど
ま
る
場
合
を
別
と
し
て
、
所
持
人
の
承
諾
な
し
の
所
持

品
検
査
を
授
権
し
て
い
な
い
と
み
る
の
が
素
直
な
解
釈
で
は
な
か
ろ
う
か
。
最
高
裁
は
、
職
務
質
問
に
お
い
て
も
、
任
意
性
の
大
枠
を

維
持
し
つ
つ
、
個
別
的
状
況
に
照
ら
し
て
の
『
必
要
性
』『
緊
急
性
』『
相
当
性
』
判
断
に
基
づ
き
一
定
の
有
形
力
の
行
使
を
認
め
て
い

こ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
警
職
法
二
条
一
項
を
そ
の
立
法
趣
旨
に
反
し
て
『
即
時
強
制
』
を
授
権
し
た
規
定
と
し

て
読
み
込
ん
で
い
く
、
条
文
解
釈
の
形
を
と
っ
た
新
立
法
と
言
え
る
」（

11
（

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
警
職
法
第
二
条
第
四
項
の
規
定

の
反
対
解
釈
、
及
び
所
持
品
検
査
を
授
権
す
る
警
職
法
改
正
案
が
不
成
立
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
、
所
持
品
検
査
に
は
明
文
の
根
拠
規
定

が
必
要
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
警
職
法
第
二
条
第
一
項
は
行
政
調
査
の
規
定
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
所
持
品
検

査
と
い
う
即
時
強
制
の
分
野
の
手
法
を
読
み
込
も
う
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
阿
部
名
誉
教
授
や
曽
和
名
誉
教
授
は
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
や
警
職
法
第
二
条

第
四
項
の
反
対
解
釈
か
ら
、
明
文
の
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
阿
部
名
誉
教
授
は
職
質
も
所
持
品
検
査

も
公
務
執
行
妨
害
罪
を
背
景
と
し
た
そ
れ
な
り
の
強
制
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
そ
う
で
あ
れ
ば
個
別
の
法
律
上
の
根
拠

が
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
曽
和
名
誉
教
授
も
「
純
粋
に
任
意
の
手
段
」
で
は
な
い
か
ぎ
り
、
所
持
品
検
査
に
は
一
定
の
強

制
力
を
認
め
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
所
持
品
検
査
は
行
政
調
査
で
は
な
く
即
時
強
制
の
分
野
に
属
す
る
行
政
活
動
と
な
り
、
そ
こ
に
は
明

文
の
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
る
が
、
現
状
そ
の
よ
う
な
法
律
が
無
い
と
し
て
い
る
。
職
質
で
す
ら
相
手
方
を
止
め
て
行
わ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
純
粋
に
任
意
」
で
あ
る
と
は
言
い
難
く
、
ま
し
て
や
所
持
品
検
査
は
た
と
え
相
手
方
が
同
意
を
し
て
も
、
そ
こ

に
は
強
い
物
理
的
な
強
制
力
が
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
公
務
執
行
妨
害
罪
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
心
理
的
な
も
の
も
含
め
て

何
ら
か
の
強
制
が
な
け
れ
ば
、
通
常
、
一
般
的
に
は
公
道
で
の
所
持
品
検
査
に
応
じ
る
こ
と
は
無
い
と
言
え
る
。
弱
い
な
が
ら
も
何
ら

か
の
強
制
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
所
持
品
検
査
に
は
や
は
り
明
文
の
法
律
上
の
根
拠
規
定
が
必
要
と
さ
れ
る
と
考
え
る
方
が
、
法
治
主

義
、
法
律
の
留
保
の
原
則
に
適
合
す
る
と
言
え
る
。

第
二
章　

米
国
連
邦
行
政
法
に
お
け
る
所
持
品
検
査
と
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項

第
一
節　

米
国
に
お
け
る
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
（Stop and Frisk

）
に
つ
い
て

公
道
で
の
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
米
国
で
は
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
こ
れ
はT

erry v. O
hio

（
11
（

に

お
け
る
最
高
裁
判
決
に
よ
っ
て
打
ち
出
さ
れ
た
。
同
最
高
裁
判
決
は
「
米
国
で
は
、
連
邦
最
高
裁
判
所
の
判
例
法
（T

erry v. O
hio 
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（（
に
よ
っ
て
、
周
囲
の
状
況
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
疑
わ
し
い
（Reasonable suspicion

（
者
を
一
時
的
に
拘
束

（D
etention

（
し
て
質
問
を
し
、
着
衣
の
上
か
ら
触
れ
て
（Pat

（
凶
器
を
検
索
す
る
こ
と
は
、
逮
捕
、
捜
索
の
令
状
主
義
を
定
め
た

合
衆
国
憲
法
修
正
第
四
条
に
は
反
し
な
い
と
し
て
い
ま
す
。」（

11
（

と
日
本
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
のT

erry v. O
hio

で
争
わ
れ
た
の
は
、
強
盗
事
件
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
い
る
人
物

に
つ
い
て
武
器
の
所
持
の
有
無
を
令
状
無
し
に
検
査
し
た
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
日
本
の
公
道
で
の
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
そ
の
ま
ま

参
考
に
な
る
事
例
で
は
な
い
。
同
事
件
に
お
い
て
、
合
衆
国
最
高
裁
所
は
、
刑
事
が
正
に
犯
罪
が
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
場
で
、

「
相
当
の
理
由
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
捜
索
対
象
物
が
実
際
に
犯
罪
と
結
び
付
け
ら
れ
る
こ
と
」（

11
（

を
証
明
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
同

最
高
裁
判
決
は
、
対
象
を
武
器
に
限
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
武
器
を
用
い
た
強
盗
な
ど
の
凶
悪
犯
罪
が
正
に
行
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る

と
疑
え
る
状
況
に
あ
る
中
で
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
を
認
め
た
の
で
あ
り
、
一
般
的
に
公
道
で
の
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
を

認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
た
、
逆
に
米
国
と
異
な
り
日
本
に
は
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
が
あ
る
た
め
、
同
条
項
に
基
づ
い
て
武
器
の
類
に
つ
い
て
は
、

令
状
無
く
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
の
よ
う
な
規
定
が
米
国
に
は
な

い
た
め
に
、
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
が
令
状
主
義
を
定
め
る
修
正
第
四
条（1（
（

に
違
反
す
る
か
否
か
がT

erry v. O
hio

で
は
争
わ
れ

た
の
で
あ
り
、
こ
の
前
提
を
欠
い
た
ま
まT

erry v. O
hio

を
日
本
に
紹
介
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
。

第
二
節　

Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
と
犯
罪
捜
査
規
範
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項

日
本
に
お
け
る
公
道
で
の
一
般
的
な
所
持
品
検
査
に
関
す
る
事
項
の
よ
う
な
規
定
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
は
存
在
し
な
い
。

し
か
し
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
の
五
‐
三
に
は
「
導
入
：
逮
捕
令
状
が
必
要
と
さ
れ
る
場
合
の
例
外
」（

11
（

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
五
‐
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三
の
冒
頭
で
、「
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
捜
査
官
ら
に
可
能
な
限
り
捜
査
令
状
を
得
る
よ
う
求
め
る
。
令
状
の
無
い
捜
査
を
行
う
場
合
、
捜
査
官
は

適
用
さ
れ
る
例
外
を
政
府
に
証
明
す
る
責
任
が
あ
る
こ
と
、
及
び
、
例
外
の
許
さ
れ
る
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
記

憶
に
と
ど
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
」（

11
（

と
規
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
例
外
の
一
つ
と
し
て
「
同
意
が
あ
る
こ
と
」（

11
（

を
挙
げ
て
い
る
。
相

手
方
の
同
意
が
あ
れ
ば
、
例
外
と
し
て
捜
査
に
お
い
て
令
状
が
不
要
に
な
る
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
の
所
持
品
検
査
に
関
す
る
通
説

で
あ
る
、
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
て
、
か
つ
、
比
例
原
則
が
守
ら
れ
て
い
れ
ば
所
持
品
検
査
が
可
能
だ
と
い
う
考
え
方
に
通
じ
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。

Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
、
更
に
五-

四.

五
「
任
意
性
」（

11
（

に
お
い
て
、
こ
の
同
意
が
相
手
方
の
任
意
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る

必
要
を
強
調
し
、「
同
意
を
得
て
行
う
捜
査
に
お
け
る
重
要
な
問
題
は
、
そ
の
同
意
が
自
発
的
な
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
同
意
が
自
由
で
、
束
縛
さ
れ
な
い
選
択
の
結
果
で
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。
当
該
同
意
が
強
制
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を

証
明
す
る
責
任
が
政
府
に
は
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
由
な
選
択
よ
り
は
む
し
ろ
捜
査
官
の
権
威
に
従
う
こ
と
を
誘
引
す
る
よ
う
な
言

動
を
、
捜
査
官
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
任
意
性
を
決
定
す
る
に
は
一
つ
の
基
準
だ
け
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
の
状
況
全
体
を

用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
例
え
ば
、
臨
場
し
た
捜
査
官
の
人
数
、
捜
査
の
時
刻
、
要
求
の
態
様
、
武
器
の
提
示
、
当
該
同
意
を
行
う
人
物

の
身
体
と
感
情
面
の
状
況
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
。」（

11
（

と
し
、「
身
体
へ
の
圧
力
や
脅
迫
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
意
は
任
意

性
が
な
く
な
る
。
同
様
に
、
だ
ま
し
た
り
、
偽
っ
た
り
、
不
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
同
意
は
汚
染
さ
れ
る
。」（

11
（

と
規
定
し

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
米
国
連
邦
行
政
法
の
考
え
方
は
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
よ
る
と
、
令
状
捜
査
が
基
本
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

例
外
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
任
意
性
の
確
保
を
厳
密
に
求
め
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
犯
罪
捜
査
規
範
第
九
九
条（11
（

で
は
、
犯
罪
捜
査
は
な
る
べ
く
任
意
で
行
う
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
犯
罪
捜
査
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規
範
第
一
〇
〇
条（11
（

で
任
意
捜
査
に
お
け
る
相
手
方
の
承
諾
を
取
る
際
の
注
意
事
項
と
し
て
、
強
制
的
な
方
法
を
と
ら
な
い
と
い
っ
た
注

意
事
項
は
出
て
い
る
。
し
か
し
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
が
令
状
主
義
の
下
で
の
捜
査
を
原
則
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
日
本
の
犯
罪

捜
査
規
範
は
任
意
捜
査
を
原
則
と
し
て
い
る
点
が
大
き
く
異
な
る
。
任
意
性
を
前
提
と
す
る
所
持
品
検
査
を
日
本
で
は
捜
査
の
第
一
歩

と
し
て
捉
え
る
の
に
対
し
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
例
外
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

ま
た
、
米
国
と
異
な
り
、
日
本
に
お
い
て
は
前
述
の
通
り
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
が
あ
り
、
同
規
定
に
よ
り
公
道
で
の
所

持
品
検
査
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
銃
刀
法
の
趣
旨
は
「
銃
砲
及
び
刀
剣
類
が
人
の
殺
傷
機
能
を
備
え
、
犯
罪
の
凶
器
と
し
て
使
用
さ
れ
、

あ
る
い
は
誤
射
、
暴
発
等
に
よ
っ
て
人
の
死
傷
を
伴
う
事
故
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
危
険
性
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
所
持
等
に
つ
い

て
の
規
制
が
行
わ
れ
る
。」（

11
（

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
銃
刀
法
の
趣
旨
を
貫
徹
す
る
に
は
、
銃
砲
刀
剣
類
が
犯
罪
に
用
い
ら
れ
る
前
に
、

そ
の
所
持
を
確
認
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
は
こ
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
。
銃
砲
刀
剣
類
の
所

持
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
は
、
一
定
の
範
囲
で
、
公
道
で
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
、
所
持
品
検
査
を
行
っ
て
得
ら
れ
た

武
器
所
持
に
関
す
る
証
拠
は
違
法
収
集
証
拠
に
な
ら
な
い
。
逆
に
、
銃
刀
法
で
規
制
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
所
持
品

検
査
で
得
ら
れ
た
証
拠
は
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る（1（
（

。

銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
、
田
村
教
授
は
「
強
制
で
は
な
い
が
、『
提
示
さ
せ
』『
開
示
さ

せ
』
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
強
く
説
得
し
、
拒
否
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
者
を
一
時
的
に
止
め
る
よ
う
な
任
意
の
範
囲
で
の
実
力
行

使
も
認
め
ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
。
危
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
提
出
さ
せ
、
一
時
保
管
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
提
出
は
相
手
の
任
意
で
は
あ
る
が
、
提
出
さ
れ
た
物
は
警
察
署
長
に
引
き
継
が
れ
、
一
時
保
管
の
必
要
が
な
く
な
れ
ば
返
却
さ
れ

る
。
い
ず
れ
の
権
限
に
つ
い
て
も
、
銃
砲
刀
剣
類
等
に
お
る
危
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
で
用
い
る
べ
き
も
の
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。」（

11
（

と
さ
れ
る
。
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
に
基
づ
く
警
察
官
の
所
持
品
検
査
は
、
田
村
教
授
に
よ
る
と
「
強
制
で
は
な
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い
」
が
、「
拒
否
し
て
立
ち
去
ろ
う
と
す
る
者
を
一
時
的
に
止
め
る
よ
う
な
任
意
の
範
囲
で
の
実
力
行
使
も
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
お

り
、
こ
れ
は
任
意
と
し
な
が
ら
も
実
質
的
に
は
あ
る
程
度
の
強
制
力
を
持
た
せ
て
お
り
、
弱
い
方
法
で
は
あ
る
が
令
状
無
き
捜
索
を
認

め
る
趣
旨
だ
と
言
え
る
。
公
道
で
の
所
持
品
検
査
を
し
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
武
器
に
つ
い
て
は
裁
判
所
に
お
い
て
有
罪
と
し
て
の
証

拠
と
し
て
採
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

お
わ
り
に

現
在
の
通
説
的
見
解
は
、
警
職
法
第
二
条
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
任
意
性
と
比
例
原
則
が
保
持
さ
れ
て
い
れ

ば
、
公
道
で
の
所
持
品
検
査
と
い
う
行
政
活
動
自
体
は
適
法
と
し
て
き
た
。
こ
の
任
意
性
が
無
い
状
態
で
の
所
持
品
検
査
は
、
比
例
原

則
の
要
件
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
そ
の
よ
う
な
所
持
品
検
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
証
拠
は
違
法
収
集
証
拠
と
な
り
、
裁
判
に
お
け

る
証
拠
と
し
て
は
排
除
さ
れ
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
般
的
な
所
持
品
検
査
は
侵
害
行
政
に
な
る
の
か
。
侵
害
行
政
で
あ
れ
ば
、
法
律
の
留
保
の
原
則
に
お
け
る
侵
害
留
保

説
か
ら
、
所
持
品
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
自
体
に
法
律
上
の
明
文
の
根
拠
を
必
要
す
る
。
侵
害
行
政
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
阿

部
・
曽
和
両
名
誉
教
授
が
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
職
質
と
は
別
個
の
法
律
上
の
規
定
が
必
要
と
な
る
。
こ
こ
で
、
公
道
で
の
所
持

品
検
査
は
公
道
を
利
用
す
る
利
益
と
比
較
し
て
も
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
度
合
い
は
高
い
。
公
道
で
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
は
プ

ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
観
点
か
ら
、
や
は
り
侵
害
行
政
に
該
当
す
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
曽
和
名
誉
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
純
粋
に
任
意
手
段
」
で
は
な
い
所
持
品
検
査
は
即
時
強
制
の
分
野
の
行
政
活
動
だ
と
言
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
阿
部
名
誉
教
授

は
職
質
や
所
持
品
検
査
は
背
景
に
公
務
執
行
妨
害
罪
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
所
持
品
検
査
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が
「
純
粋
に
任
意
手
段
」
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
無
い
と
言
え
る
。
以
上
か
ら
、
一
般
的
に
公
道
で
行
う
所
持
品
検
査
は
明
文

の
法
律
上
の
根
拠
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
無
い
中
で
所
持
品
検
査
が
実
施
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
自
体
が
違
法
に
な
る
。

更
に
、
阿
部
・
曽
和
両
名
誉
教
授
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
警
職
法
第
二
条
第
四
項
や
銃
刀
法
、
航
空
法
、
あ
る
い
は
新
た
に

規
定
さ
れ
た
鉄
道
運
輸
規
程
第
二
五
条
の
二
と
い
っ
た
、
所
持
品
検
査
に
関
す
る
明
文
の
規
定
が
あ
る
以
上
、
逆
に
明
文
の
規
定
が
な

い
分
野
に
お
い
て
は
法
律
の
根
拠
が
や
は
り
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

通
説
的
見
解
を
支
持
す
る
中
で
、
米
国
の
ス
ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
の
考
え
方
を
援
用
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
米
国
の
ス

ト
ッ
プ
ア
ン
ド
フ
リ
ス
ク
を
認
め
る
判
例
で
あ
るT
erry v. O

hio

は
、
強
盗
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
極

め
て
強
い
場
面
だ
っ
た
。「
相
当
の
理
由
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
捜
索
対
象
物
が
実
際
に
犯
罪
と
結
び
付
け
ら
れ
る
」（

11
（

場
面
で
あ
り
、

一
般
的
な
公
道
で
の
所
持
品
検
査
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
拳
銃
と
い
う
武
器
に
限
定
さ
れ
て
の
フ
リ
ス
ク
だ
っ
た
。T

erry v. 

O
hio

は
必
ず
し
も
一
般
的
な
公
道
で
の
所
持
品
検
査
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
事
件
が
日
本
で
起
き
る

な
ら
、
そ
れ
は
銃
刀
法
の
適
用
対
象
と
な
る
場
面
で
あ
る
。
米
国
と
異
な
り
日
本
で
は
、
銃
刀
法
が
一
般
的
に
公
道
で
所
持
品
検
査
を

行
う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、T

erry v. O
hio

を
持
ち
出
す
こ
と
な
く
、
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
を
活
用
す
べ

き
で
あ
る
。

公
道
に
お
け
る
所
持
品
検
査
を
明
文
で
規
定
し
て
い
る
の
は
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
以
外
に
な
く
、
同
条
項
の
要
件
に
該
当

し
な
い
場
合
は
、
た
と
え
そ
れ
が
任
意
性
と
比
例
原
則
を
保
っ
た
状
況
で
あ
っ
て
も
、
公
道
に
お
け
る
所
持
品
検
査
そ
れ
自
体
が
許
さ

れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
銃
刀
法
を
用
い
れ
ば
、
一
般
的
に
公
道
で
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
。
違
法
な
銃
砲
刀

剣
類
を
所
持
し
て
い
る
疑
い
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
法
に
よ
り
所
持
品
検
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
銃
刀
法
で
禁
止
さ
れ

て
い
る
武
器
の
類
以
外
が
同
法
に
基
づ
く
所
持
品
検
査
で
見
つ
か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
後
の
裁
判
で
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
排
除
さ
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れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
覚
醒
剤
取
締
法
や
爆
発
物
取
締
罰
則
に
は
銃
刀
法
の
よ
う
な
所
持
品
検
査
の
規
定
が
な
い
。

も
し
テ
ロ
対
策
や
覚
せ
い
剤
所
持
対
策
で
所
持
品
検
査
が
必
要
で
あ
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
個
別
法
に
銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
の

よ
う
な
明
文
の
規
定
を
置
く
法
改
正
が
必
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
相
手
方
に
任
意
の
協
力
を
求
め
て
自
発
的
に
所
持
品
検
査
を
受
け
て
も
ら
う
と
い
う
捜
査
方
法
に
依
存
し
て
い
て
良
い
の

か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
は
令
状
捜
査
が
原
則
で
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
例
外
と
し
て
相
手
方
の
任
意
に
基
づ
く
捜
査
を
行
え
る
が
、
そ
の
任
意
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
十
分
注
意
を
払
う
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
一
方
、
日
本
で
は
犯
罪
捜
査
規
範
が
任
意
捜
査
を
原
則
と
す
る
と
し
て
い
る
。
公
務
執
行
妨
害
罪
が
背
景
に
あ
り
、
純
粋

な
任
意
性
の
確
保
が
難
し
い
中
で
、
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
等
の
捜
査
を
任
意
性
を
前
提
と
し
た
職
質
と
所
持
品
検
査
で
行
う
の
は
、
法

律
の
根
拠
が
で
き
た
と
し
て
も
、
や
は
り
問
題
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

 

以
上

注（
（
（　
「
東
京
五
輪
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
向
け
た
テ
ロ
対
策
と
し
て
、
国
土
交
通
省
は
、
鉄
道
会
社
に
よ
る
乗
客
の
所
持
品
検
査
の
権
限
を
明
確
化
し
よ

う
と
、
鉄
道
運
行
に
関
す
る
省
令
を
改
正
す
る
方
針
を
固
め
た
。
爆
発
物
探
知
犬
や
、
危
険
物
を
検
知
で
き
る
『
ボ
デ
ィ
ー
ス
キ
ャ
ナ
ー
』
が
反
応
し
た

客
が
、
荷
物
の
詳
し
い
点
検
に
応
じ
な
い
場
合
、
乗
車
拒
否
で
き
る
よ
う
に
す
る
。
関
係
者
へ
の
取
材
で
二
四
日
、
分
か
っ
た
。
同
省
は
鉄
道
各
社
へ
の

説
明
を
既
に
始
め
て
お
り
、
近
く
改
正
手
続
き
に
着
手
す
る
。
鉄
道
で
の
所
持
品
検
査
は
、
国
内
で
は
成
田
空
港
の
駅
で
検
問
が
実
施
さ
れ
て
い
た
ケ
ー

ス
を
除
き
例
が
な
い
。
鉄
道
会
社
に
反
対
意
見
が
強
か
っ
た
が
、
自
国
開
催
の
五
輪
で
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
」
共
同
通
信
二
〇
二
〇
年
二
月

二
四
日
（
月
（
二
一
時
一
五
分
配
信
参
照
。

（
1
（　

鉄
道
運
輸
規
程
第
二
五
条
の
二
第
一
項
「
鉄
道
係
員
ハ
旅
客
ガ
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
乃
至
第
三
号
ニ
掲
グ
ル
物
品
ヲ
客
車
内
ニ
持
込
ム
コ
ト

其
ノ
他
危
害
ヲ
他
ニ
及
ボ
ス
ベ
キ
虞
ア
ル
行
為
ヲ
防
止
ス
ル
為
特
ニ
必
要
ア
リ
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
旅
客
又
ハ
公
衆
ノ
立
会
ヲ
以
テ
其
ノ
携
帯
ス
ル
物
品
ヲ
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点
検
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
此
ノ
場
合
ニ
於
テ
ハ
鉄
道
係
員
ハ
旅
客
又
ハ
公
衆
ニ
対
シ
当
該
点
検
ニ
必
要
ナ
ル
協
力
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
が
二
〇
二
一
年
七
月

一
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
。
同
規
程
に
基
づ
く
所
持
品
検
査
を
拒
ん
だ
場
合
、
同
第
二
項
「
旅
客
又
ハ
公
衆
ガ
前
項
ノ
点
検
又
ハ
協
力
ノ
求
ヲ
拒
ミ
タ

ル
ト
キ
ハ
鉄
道
係
員
ハ
当
該
旅
客
又
ハ
公
衆
ニ
対
シ
車
外
又
ハ
鉄
道
地
外
ニ
退
去
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ル
コ
ト
ヲ
得
」
に
よ
り
列
車
よ
り
退
去
を
求
め
ら
れ

る
こ
と
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
1
（　

二
〇
二
三
年
五
月
一
日
、
谷
公
一
国
家
公
安
委
員
長
は
「
Ｇ
1
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
警
備
に
つ
い
て
も
、
警
備
に
あ
た
る
警
察
官
の
配
置
の
強
化
や
、

所
持
品
検
査
と
職
務
質
問
の
徹
底
を
指
示
し
た
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
中
国
放
送
二
〇
二
三
年
五
月
一
日1（:（1

配
信
参
照
。
こ
の
よ
う
に
、
所
持
品
検

査
は
広
島
サ
ミ
ッ
ト
の
警
備
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

（
1
（　

田
村
正
博
『
現
場
警
察
官
権
限
解
説　

第
三
版　

上
巻
』
立
花
書
房
、
二
〇
一
四
年
、
二
八
頁
参
照
。

（
1
（　

公
道
で
一
般
的
に
行
わ
れ
る
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
は
、
法
律
だ
け
で
な
く
、
政
省
令
や
通
達
も
存
在
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
警
察
官
に

よ
る
拳
銃
使
用
に
つ
い
て
は
、
武
器
使
用
に
つ
い
て
規
定
し
た
警
職
法
第
七
条
に
加
え
て
「
警
察
官
等
け
ん
銃
使
用
及
び
取
扱
い
規
範
」（
昭
和
三
七
年

五
月
一
〇
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
（
が
あ
り
、
更
に
通
達
と
し
て
「
警
察
官
け
ん
銃
警
棒
等
取
扱
規
範
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
制
定
に
つ

い
て
（
依
命
通
達
（」（
警
察
庁
乙
官
発
第
二
四
号
平
成
一
三
年
一
一
月
九
日
（、
な
ら
び
に
「
警
察
官
等
け
ん
銃
使
用
及
び
取
扱
規
範
の
解
釈
及
び
運
用

に
つ
い
て
」（
警
察
庁
丙
人
発
第
三
八
五
号
平
成
一
三
年
一
一
月
九
日
（
が
あ
る
。
拳
銃
使
用
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
に
明
文
の
法
律
の
規
定
に
加
え
て

行
政
立
法
も
あ
る
が
、
公
道
で
の
一
般
的
な
所
持
品
検
査
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
規
定
が
何
も
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

（
1
（　

警
職
法
第
二
条
第
四
項
で
は
「
警
察
官
は
、
刑
事
訴
訟
に
関
す
る
法
律
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
身
体
に
つ
い
て
凶
器
を
所

持
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
規
定
は
相
手
方
の
逮
捕
が
前
提
で
あ
り
、
逮
捕
の
前
の
所
持
品
検
査
を

認
め
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1
（　

銃
刀
法
第
二
四
条
の
二
第
一
項
で
は
、「
警
察
官
は
、
銃
砲
刀
剣
類
等
を
携
帯
し
、
又
は
運
搬
し
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
の
あ
る
者

が
、
異
常
な
挙
動
そ
の
他
周
囲
の
事
情
か
ら
合
理
的
に
判
断
し
て
他
人
の
生
命
又
は
身
体
に
危
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い

て
は
、
銃
砲
刀
剣
類
等
で
あ
る
と
疑
わ
れ
る
物
を
提
示
さ
せ
、
又
は
そ
れ
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
物
を
開
示
さ
せ
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。」

と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
規
定
は
銃
砲
刀
剣
類
を
そ
の
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
対
象
と
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1
（　

航
空
法
第
八
六
条
第
一
項
で
は
、「
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

物
件
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
航
空
機
で
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
、
同
条
第（

項
で
は
「
何
人
も
、
前
項
の
物
件
を
航
空
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機
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
条
は
航
空
機
へ
の
持
ち
込
み
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

（
1
（　See, Legal H

andbook for FBI Special A
gents, Published on: （010/03/1（, Last M

odified on: （015/03/1（.　

See, http://vault.fbi.
gov/Legal%

（0H
andbook%

（0for%
（0FBI%

（0Special%
（0A

gents/Legal%
（0H

andbook%
（0for%

（0FBI%
（0Special%

（0A
gents%

（0
Part%

（01%
（0of%

（01.　

同
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
法
律
顧
問
室
（O

ffice of General Counsel

（
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
捜
査
官

た
ち
は
こ
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
に
基
づ
い
て
逮
捕
等
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
日
本
に
お
け
る
警
察
庁
か
ら
出
さ
れ
る
通
達
に
匹
敵
す
る
も
の
と

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
Ｆ
Ｂ
Ｉ
法
律
顧
問
室
は
Ｆ
Ｂ
Ｉ
副
長
官
の
下
に
お
か
れ
て
い
る
組
織
で
あ
る
。See, http://w

w
w

.fbi.gov/about-
us/nsb/org_chart.

（
（1
（　

田
村
正
博
『
全
訂　

警
察
行
政
法
解
説
〔
第
三
版
〕』
東
京
法
令
出
版
二
〇
二
二
年
、
二
一
五
頁
参
照
。

（
（（
（　

最
高
裁
一
九
七
八
年
九
月
七
日
判
決
（
刑
集
第
三
二
巻
第
六
号
一
六
七
二
頁
以
下
（
で
は
、
警
察
官
が
相
手
方
の
承
諾
を
得
ず
に
そ
の
上
衣
の
左
側

内
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
、
注
射
針
等
の
所
持
品
を
取
り
出
し
た
行
為
は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
の
程
度
が
高
く
、
職
務
質
問
に
附
随
す
る
所
持
品
検

査
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
行
為
だ
と
し
て
、
違
法
と
判
断
し
て
い
る
。

（
（1
（　
「
犯
罪
が
発
生
し
、『
そ
ち
ら
の
方
に
車
で
逃
走
し
た
』
と
い
う
通
報
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
行
わ
れ
る
、
犯
人
の
検
挙
及
び
情
報
収
集
の
た
め
に

停
止
を
求
め
る
高
い
必
要
性
が
存
在
す
る
。
特
定
の
犯
罪
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
警
職
法
二
条
一
項
を
根
拠
に
許
さ
れ
る
」
検
問
を
緊

急
配
備
活
動
と
呼
ぶ
。
池
田
修
・
前
田
雅
英
『
刑
事
訴
訟
法
講
義
〔
第
六
版
〕』
東
京
大
学
出
版
会
二
〇
一
八
年
、
一
〇
五
頁
参
照
。

（
（1
（　

長
沼
範
良
「
所
持
品
検
査
─
米
子
銀
行
強
盗
事
件
」
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
一
〇
版
〕、
一
一
頁
参
照
。

（
（1
（　

那
須
修
『
実
務
の
た
め
の
警
察
行
政
法
』
立
花
書
房
二
〇
一
一
年
、
四
七
頁
参
照
。

（
（1
（　

田
村
前
注
（
（1
（、
二
一
八
頁
参
照
。

（
（1
（　

渡
辺
咲
子
担
当
部
分
、
田
宮
裕
・
川
上
和
雄
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル　

警
察
官
職
務
執
行
法
』
青
林
書
院
一
九
九
三
年
、
一
五
八
頁
参
照
。

（
（1
（　

同
前
、
一
六
〇
頁
参
照
。

（
（1
（　

同
前
、
一
五
八
、
一
五
九
頁
参
照
。

（
（1
（　
「
国
家
公
安
委
員
会
は
、
国
家
公
安
委
員
会
規
則
と
い
う
形
式
で
、
警
察
職
員
の
活
動
等
の
基
準
を
示
し
て
い
る
。
行
政
規
則
の
一
種
で
あ
る
」（
田

村
前
注
一
〇
、
三
九
九
頁
参
照
。（

（
11
（　

渡
辺
前
注
（
（1
（、
一
五
八
頁
参
照
。
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（
1（
（　

前
田
雅
英
「
警
察
官
の
た
め
の
刑
事
基
本
判
例
講
座　

第
二
五
講　

所
持
品
検
査
の
限
界
」
警
察
学
論
集
第
六
四
巻
一
〇
号
、
一
六
七
頁
参
照
。
同

旨
、
池
田
・
前
田
前
注
（
（1
（、
一
〇
一
頁
。

（
11
（　

渡
辺
前
注
（
（1
（、
一
六
二
頁
参
照
。

（
11
（　

大
倉
馨
「
所
持
品
検
査
の
際
に
お
け
る
実
力
の
行
使
」
警
察
学
論
集
三
〇
巻
一
〇
号
、
八
二
頁
参
照
。

（
11
（　

渡
辺
前
注
（
（1
（、
一
六
三
頁
参
照
。

（
11
（　

渡
辺
同
前
参
照
。

（
11
（　

前
田
前
注
（
1（
（、
一
六
七
頁
参
照
。

（
11
（　

行
政
手
続
法
第
二
条
六
号
は
「
行
政
機
関
が
そ
の
任
務
又
は
所
掌
事
務
の
範
囲
内
に
お
い
て
一
定
の
行
政
目
的
を
実
現
す
る
た
め
特
定
の
者
に
一
定

の
作
為
又
は
不
作
為
を
求
め
る
指
導
、
勧
告
、
助
言
そ
の
他
の
行
為
で
あ
っ
て
処
分
に
該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。」
と
規
定
し
、
組
織
法
の
規
定
が
あ

れ
ば
行
政
指
導
を
実
施
で
き
る
と
し
て
い
る
。
更
に
同
法
第
三
二
条
第
一
項
は
「
行
政
指
導
に
あ
っ
て
は
、
行
政
指
導
に
携
わ
る
者
は
、
い
や
し
く
も
当

該
行
政
機
関
の
任
務
又
は
所
掌
事
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
及
び
行
政
指
導
の
内
容
が
あ
く
ま
で
も
相
手
方
の
任
意
の
協
力
に
よ
っ
て
の

み
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
規
定
し
、
行
政
指
導
は
相
手
方
の
任
意
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
。

（
11
（　

渡
辺
前
注
（
（1
（、
一
六
三
頁
参
照
。

（
11
（　

田
村
前
注
（
（1
（、
二
一
三
頁
参
照
。

（
11
（　

那
須
修
『
実
務
の
た
め
の
警
察
行
政
法
』
立
花
書
房
二
〇
一
一
年
、
四
〇
頁
参
照
。

（
1（
（　

金
山
泰
介
『
新
版　

警
察
行
政
概
論
』
立
花
書
房
二
〇
一
九
年
、
七
四
頁
参
照
。

（
11
（　

古
谷
洋
一
編
著
『
注
釈　

警
察
官
職
務
執
行
法
〔
五
訂
版
〕』
立
花
書
房
二
〇
二
一
年
、
一
二
八
頁
参
照
。

（
11
（　

田
村
前
注
（
1
（、
二
八
頁
参
照
。

（
11
（　

比
例
原
則
と
は
、
一
般
的
に
、「
事
実
と
処
分
と
の
均
衡
を
要
求
す
る
原
則
で
あ
る
。
行
政
権
力
の
過
大
な
行
使
を
抑
制
す
る
た
め
に
有
用
で
あ
っ

て
、
も
と
も
と
警
察
関
係
の
行
政
処
分
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
、
裁
量
濫
用
の
一
態
様
」
で
あ
る
。
阿
部
泰
隆
『
行
政
法
解
釈
学
Ⅰ　

実
質
的
法
治
国
家
を

創
造
す
る
変
革
の
法
理
論
』
有
斐
閣
二
〇
〇
八
年
三
九
四
頁
以
下
参
照
。

（
11
（　

田
村
前
注
（
1
（、
二
九
頁
参
照
。
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（
11
（　

田
村
前
注
（
（1
（、
二
一
五
頁
参
照
。

（
11
（　

田
村
同
前
参
照
。

（
11
（　

那
須
前
注
（
11
（、
四
一
頁
参
照
。

（
11
（　

那
須
同
前
、
四
一

－

四
七
頁
参
照
。

（
11
（　

渡
辺
前
注
（
（1
（、
一
六
四
頁
参
照
。

（
1（
（　

香
川
喜
八
朗
「
所
持
品
検
査
の
限
界
」
法
学
新
報
第
一
一
二
巻
第
一
・
二
号
渥
美
東
洋
先
生
退
職
記
念
論
文
集
二
〇
〇
五
年
、
一
三
一
頁
参
照
。

（
11
（　

香
川
同
前
参
照
。

（
11
（　

阿
部
泰
隆
『
行
政
法
再
入
門　

上　

第
二
版
』
信
山
社
二
〇
一
六
年
、
三
七
八
頁
参
照
。

（
11
（　

阿
部
同
前
参
照
。

（
11
（　

阿
部
同
前
、
三
七
八
、
三
七
九
頁
参
照
。

（
11
（　

曽
和
俊
文
『
行
政
調
査
の
法
的
統
制
』
弘
文
堂
二
〇
一
九
年
、
二
九
〇
頁
参
照
。

（
11
（　

曽
和
同
前
、
二
九
一
頁
参
照
。

（
11
（　T

erry v. O
hio 3（（ U

.S. 1 

（1（（（
（.
こ
の
事
件
は
、
ク
リ
ー
ブ
ラ
ン
ド
市
の
一
人
の
刑
事
が
、
街
角
の
あ
る
店
の
前
を
合
計
二
四
回
も
行
き
来
し

て
い
る
二
人
組
を
見
て
、
彼
等
が
店
に
強
盗
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
後
、
こ
の
二
人
組
が

近
く
の
通
り
で
さ
ら
に
も
う
一
人
と
合
流
す
る
の
を
見
た
同
刑
事
が
こ
の
三
人
に
近
づ
き
、
職
務
質
問
（Stop

（
を
行
っ
た
。
こ
の
時
、
刑
事
は
こ
の
三

人
が
武
器
を
所
持
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
彼
ら
の
上
衣
を
上
か
ら
手
で
叩
い
た
（Frisk

（
と
こ
ろ
、
こ
の
三
人
の
内
の
二
人
の
上
衣
の
ポ

ケ
ッ
ト
に
拳
銃
ら
し
き
も
の
が
あ
る
の
が
確
認
さ
れ
た
た
め
、
同
刑
事
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
、
装
填
さ
れ
た
拳
銃
を
取
り
出
し
た
。
こ
の
拳
銃
が
証

拠
の
一
つ
と
さ
れ
、
三
人
は
起
訴
さ
れ
た
。
下
級
審
は
、
同
刑
事
は
被
告
人
た
ち
が
武
器
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
信
じ
る
に
足
る
合
理
的
な
理

由
を
有
し
て
お
り
、
被
告
人
た
ち
の
外
衣
を
た
た
く
権
利
が
同
刑
事
に
は
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。
上
訴
裁
判
所
も
こ
の
下
級
審
の
判
断
を
支
持
し
、
合
衆

国
最
高
裁
判
所
は
「
実
質
的
な
憲
法
上
の
問
題
が
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
り
上
告
を
退
け
て
い
る
。

（
11
（　

金
山
前
注
（
1（
（、
七
四
、
七
五
頁
参
照
。

（
11
（　PIERCE,Jr. , SH

A
PIRO

, V
ERK

U
IL,  A

D
M

IN
IST

RA
T

IV
E LA

W
 A

N
D

 PRO
CESS  （th Edition, （01（, at 3（1.

（
1（
（　

合
衆
国
憲
法
修
正
第
四
条
で
は
、「
不
合
理
な
捜
索
・
押
収
・
抑
留
の
禁
止
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、「
国
民
が
、
不
合
理
な
捜
索
お
よ
び
押
収
ま
た
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は
抑
留
か
ら
身
体
、
家
屋
、
書
類
お
よ
び
所
持
品
の
安
全
を
保
障
さ
れ
る
権 

利
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
い
か
な
る
令
状
も
、
宣
誓
ま
た
は

宣
誓
に
代
る
確
約
に
も
と
づ
い
て
、
相
当
な
理
由
が
示
さ
れ
、
か
つ
、
捜
索
す
る
場
所
お
よ
び
抑
留
す
る
人
ま
た
は
押
収
す
る
物
品
が
個
別
に
明
示
さ
れ

て
い
な
い
限
り
、
こ
れ
を
発
給
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
11
（　Legal H

andbook for F
B

I Special A
gents, 5-3  IN

T
R

O
D

U
C

T
IO

N
: E

X
C

E
PT

IO
N

S T
O

 T
H

E
 SE

A
R

C
H

 W
A

R
R

A
N

T
 

REQ
U

IREM
EN

T
, at 1（.

（
11
（　Id.

（
11
（　Id.

（
11
（　Id, at 1（.

（
11
（　Id.

（
11
（　Id.

 

　

こ
の
よ
う
に
任
意
性
の
確
保
を
重
視
し
て
い
る
Ｆ
Ｂ
Ｉ
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
で
は
あ
る
が
、
但
し
、
諜
報
活
動
は
こ
の
例
外
と
し
て
い
る
。
Ｆ
Ｂ
Ｉ
は
テ
ロ

活
動
の
防
止
や
防
諜
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
分
野
は
例
外
と
さ
れ
て
い
る
。

（
11
（　

犯
罪
捜
査
規
範
第
九
九
条
「
捜
査
は
、
な
る
べ
く
任
意
捜
査
の
方
法
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
参
照
。

（
11
（　

犯
罪
捜
査
規
範
第
一
〇
〇
条
「
任
意
捜
査
を
行
う
に
当
り
相
手
方
の
承
諾
を
求
め
る
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。（
一
（
承
諾
を
強
制
し
、
ま
た
は
そ
の
疑
を
受
け
る
お
そ
れ
の
あ
る
態
度
も
し
く
は
方
法
を
と
ら
な
い
こ
と
。（
二
（
任
意
性
を
疑
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
に
、
必
要
な
配
意
を
す
る
こ
と
。」
参
照
。

（
11
（　

田
村
前
注
（
（1
（、
二
七
四
頁
参
照
。

（
1（
（　

地
方
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
、
覚
醒
剤
の
所
持
に
つ
い
て
所
持
品
検
査
か
ら
得
ら
れ
た
証
拠
は
違
法
収
集
証
拠
と
し
て
排
除
さ
れ
た
と
の
ニ
ュ
ー

ス
が
あ
る
。「
警
察
の
違
法
な
所
持
品
検
査
を
認
定
、
覚
醒
剤
の
所
持
は
無
罪
…
使
用
は
実
刑
判
決　

東
京
都
足
立
区
で
覚
醒
剤
を
所
持
し
た
な
ど
と
し

て
、
覚
醒
剤
取
締
法
違
反
（
所
持
、
使
用
（
に
問
わ
れ
た
被
告
の
公
判
で
、
東
京
地
裁
（
赤
松
亨
太
裁
判
官
（
が
『
警
察
官
に
よ
る
違
法
な
所
持
品
検
査

が
あ
っ
た
』
と
認
定
し
、
所
持
罪
を
無
罪
と
す
る
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
二
六
日
付
の
地
裁
判
決
に
よ
る
と
、
被
告
（
三
二
（
は

二
〇
一
九
年
四
月
、
足
立
区
内
の
駐
車
場
で
警
察
官
の
職
務
質
問
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
注
射
器
が
見
つ
か
り
、
被
告
は
逃
走
。
路
上
で
転
倒
し
た
と
こ

ろ
を
警
視
庁
西
新
井
署
の
警
察
官
ら
一
〇
人
超
に
取
り
囲
ま
れ
、
改
め
て
所
持
品
検
査
を
受
け
た
。
注
射
器
の
中
身
か
ら
は
覚
醒
剤
の
成
分
が
検
出
さ
れ
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た
。
判
決
は
、
検
査
の
経
緯
に
つ
い
『
裁
判
所
の
令
状
が
必
要
と
な
る
強
制
力
の
行
使
が
あ
っ
た
』
と
指
摘
。
同
署
員
が
被
告
の
体
を
押
さ
え
込
む
様
子

を
撮
影
し
た
捜
査
報
告
書
を
作
成
し
て
い
な
が
ら
、
検
察
官
に
提
出
せ
ず
隠
し
続
け
る
な
ど
し
た
と
し
、『
事
実
を
糊
塗
こ
と
し
よ
う
と
し
た
と
評
価
さ

れ
て
も
仕
方
が
な
い
』
と
批
判
し
た
。
一
方
、
覚
醒
剤
の
使
用
に
つ
い
て
は
有
罪
と
し
、
被
告
に
懲
役
二
年
二
月
（
求
刑
・
懲
役
三
年
（
の
実
刑
を
言
い

渡
し
た
。」
読
売
新
聞
オ
ン
ラ
イ
ン
二
〇
二
一
年
三
月
三
〇
日
二
一
時
三
一
分
配
信
参
照
。

（
11
（　

田
村
前
注
（
（1
（、
二
七
九
頁
参
照
。

（
11
（　PIERCE, Jr., SH

A
PIRO

, V
ERK

U
IL, supra note 50, at 3（1.


