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は
じ
め
に

わ
が
国
の
刑
訴
法
二
一
二
条
は
現
行
犯
人
（
準
現
行
犯
人
を
含
む
─
以
下
同
じ
）
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
二
一
三
条
は
「
現
行
犯
人
は
、
何
人
で
も
、

逮
捕
状
な
く
し
て
こ
れ
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す
る
。
憲
法
三
三
条
が
現
行
犯
逮
捕
を
令
状
主
義
の
例
外
と
す
る
理
由
は
、
犯
罪
と
犯
人

の
結
び
つ
き
が
明
白
で
誤
認
逮
捕
の
お
そ
れ
が
な
く
、
ま
た
、
そ
の
場
で
逮
捕
す
る
必
要
性
と
緊
急
性
が
高
い
こ
と
に
あ
る）

（
（

。

現
行
犯
逮
捕
は
法
令
行
為
な
い
し
社
会
的
相
当
行
為
で
あ
る
か
ら
、
刑
訴
法
に
よ
っ
て
適
法
と
さ
れ
る
逮
捕
は
、
刑
罰
法
規
に
触
れ
る
行
為
で
あ
っ
て

も
正
当
行
為
（
刑
法
三
五
条
）
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
犯
罪
と
犯
人
の
明
白
性
が
認
め
ら
れ
、
逮
捕
の
必
要
性
と
緊
急
性
が
高
い
場
合
に
は
、
官
憲
の
み

な
ら
ず
私
人
も
現
行
犯
人
を
逮
捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
行
為
が
暴
行
罪
・
逮
捕
罪
等
の
構
成
要
件
に
該
当
し
て
も
、
逮
捕
時
の
状
況
か

ら
み
て
社
会
通
念
上
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
内
の
実
力
行
使
で
あ
れ
ば
、
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（
（

。
そ
の
場
合
に
は
、
被
逮
捕

者
は
適
法
な
逮
捕
行
為
に
対
し
て
正
当
防
衛
（
刑
法
三
六
条
）
を
理
由
に
反
撃
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
適
法
な
逮
捕
に
よ
っ
て
危
殆
化
さ
れ
る
法

益
は
保
護
に
値
し
な
い
の
で
、
被
逮
捕
者
の
反
撃
は
緊
急
避
難
（
刑
法
三
七
条
一
項
）
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
被
逮
捕
者
に
は
通
常
、

自
己
の
行
為
に
よ
っ
て
生
じ
た
自
由
に
対
す
る
危
険
を
甘
受
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
期
待
可
能
性
の
不
存
在
に
よ
る
責
任
阻
却
も
認
め
ら
れ
な



五
六
〇

い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
現
行
犯
人
の
逮
捕
と
い
う
緊
迫
し
た
状
況
に
直
面
し
た
逮
捕
者
に
と
っ
て
、
逮
捕
の
是
非
を
正
確
に
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
と
り

わ
け
私
人
に
よ
る
現
行
犯
逮
捕
（
以
下
「
私
人
逮
捕
」
と
い
う
）
に
お
い
て
は
、
逮
捕
に
つ
い
て
専
門
的
な
教
育
を
受
け
、
警
察
比
例
の
原
則
に
従
う
義

務
を
負
っ
て
い
る
警
察
官
と
は
異
な
り
、
逮
捕
要
件
の
判
断
に
過
誤
が
生
じ
や
す
い
状
況
が
あ
る
の
で
、
警
察
官
と
同
様
の
判
断
を
求
め
る
の
は
過
大
な

要
求
と
い
う
べ
き
で
あ
る）

（
（

。
こ
う
し
た
事
情
に
よ
り
、
と
り
わ
け
私
人
逮
捕
の
場
面
に
お
い
て
逮
捕
者
と
被
逮
捕
者
の
対
抗
関
係
が
先
鋭
化
す
る
こ
と
か

ら
、
両
者
の
罪
責
を
め
ぐ
っ
て
い
く
つ
か
の
問
題
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、
窃
盗
の
被
害
者
Ｘ
が
、
犯
行
現
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
Ａ
を
犯
人
と
思
っ
て
追
跡
し
、
Ａ
を
殴
打
し
て
逮
捕
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
Ａ
も
こ

れ
に
反
撃
し
て
Ｘ
を
殴
打
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
警
察
の
捜
査
に
よ
り
、
Ａ
が
無
実
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
と
し
よ
う
（
い
わ
ゆ
る
「
誤
認

逮
捕
」
の
事
例
）。
こ
こ
で
は
、
Ａ
は
刑
訴
法
に
い
う
「
現
行
犯
人
」
で
あ
る
か
、
Ａ
が
現
行
犯
人
で
な
け
れ
ば
Ｘ
の
逮
捕
は
違
法
と
な
る
か
、
Ａ
が
現
行

犯
人
で
あ
っ
た
と
し
て
も
Ｘ
の
逮
捕
行
為
を
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
Ｘ
と
Ａ
の
罪
責
は
ど
う
か
、

等
の
多
様
な
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
か
な
る
条
件
の
下
で
現
行
犯
逮
捕
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
逮
捕
者
の
み
な
ら
ず
、
被
逮
捕
者

に
生
じ
う
る
罪
責
に
と
っ
て
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
ま
た
、
事
案
に
よ
っ
て
は
、
逮
捕
者
に
現
行
犯
逮
捕
と
正
当
防
衛
（
な
い
し
過
剰
防
衛
）
が
競
合

し
て
成
立
す
る
場
合
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
両
者
の
関
係
も
問
題
と
な
る
。

そ
こ
で
本
稿
は
、現
行
犯
逮
捕
を
め
ぐ
る
刑
法
解
釈
論
の
問
題
の
い
く
つ
か
を
、ド
イ
ツ
法
の
状
況
を
参
照
し
つ
つ
考
え
て
み
た
い
。
本
論
に
お
い
て
は
、

ま
ず
、「
現
行
犯
人
」
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
（
一
）、
次
に
、
逮
捕
者
に
生
じ
う
る
問
題
と
し
て
、
現
行
犯
人
で
な
い
者
を
逮
捕
し
た
場
合
と
、
逮
捕
の

手
段
が
社
会
通
念
上
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え
た
場
合
の
罪
責
を
論
じ
（
二
（
（
））、
続
い
て
、
被
逮
捕
者
に
生
じ
う
る
問
題
と
し
て
、

違
法
な
逮
捕
に
対
し
て
反
撃
し
た
こ
と
に
つ
い
て
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
を
検
討
し
（
二
（
（
））、
最
後
に
、
現
行
犯
逮
捕
と
正
当

防
衛
の
競
合
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
た
い
と
思
う
（
二
（
（
））。
こ
れ
に
よ
っ
て
刑
訴
法
と
刑
法
が
交
錯
す
る
複
雑
な
問
題
領
域
を
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一　
「
現
行
犯
人
」
の
意
義

わ
が
国
で
は
一
般
に
、
刑
訴
法
二
一
二
条
に
い
う
「
罪
」
は
特
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
い
か
な
る
刑
罰
法
規
に
該
当
す
る
か
と
い

う
厳
格
な
擬
律
ま
で
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
違
法
性
阻
却
事
由
・
責
任
阻
却
事
由
の
存
在
が
疑
わ
れ
る
事
情
が
な
い
限
り
、
構
成
要
件
に

該
当
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
違
法
性
と
責
任
が
事
実
上
推
定
さ
れ
る
の
で
、そ
の
行
為
を
現
行
犯
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る）

（
（

。さ
ら
に
、

そ
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
逮
捕
当
時
の
状
況
に
基
づ
い
て
客
観
的
、
合
理
的
に
判
断
す
れ
ば
足
り
、
の
ち
に
犯
罪
の
嫌
疑
が
十
分
で
な
い
こ
と
が
判
明
し

て
も
、
逮
捕
自
体
が
違
法
で
あ
っ
た
と
の
評
価
を
受
け
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

他
方
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
は
、
わ
が
国
の
現
行
犯
逮
捕
に
当
た
る
「
仮
逮
捕
」（vorläufige Festnahm

e

）
の
制
度
を
定
め
る
が
、
現
行
犯
人
の
意
義
を

定
め
た
条
文
を
も
た
ず
、
一
二
七
条
一
項
に
お
い
て
、
何
び
と
も
「
現
行
犯
に
当
た
る
と
さ
れ
、
ま
た
は
現
行
犯
と
し
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
者
」
を
仮
逮

捕
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
に
と
ど
ま
る）

（
（

。
そ
の
た
め
、「
現
行
犯
」
の
意
義
に
つ
い
て
、
わ
が
国
と
は
異
な
り
多
様
な
学
説
が
主
張
さ
れ
て
お

り
、
判
例
の
立
場
も
一
律
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
学
説
を
概
観
す
る
と
、
次
の
四
説
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
説
が
支
配
的
学
説
、
第
四
説
が
有
力
説
と
さ
れ
て
い
る）

（
（

。

第
一
説
に
よ
れ
ば
、「
現
行
犯
」
と
は
、
事
後
的
な
（ex post

）
判
断
に
よ
り
、
実
体
法
上
の
犯
罪
成
立
要
件
を
充
足
し
た
者
を
い
う
（
本
稿
で
は
こ

れ
を
「
厳
格
な
実
体
法
説
」
と
い
う
）。
し
た
が
っ
て
、
仮
逮
捕
は
、
構
成
要
件
に
該
当
し
、
違
法
か
つ
有
責
な
行
為
を
行
っ
た
真
犯
人
に
対
し
て
の
み
許

さ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
無
実
の
被
逮
捕
者
の
自
由
を
手
厚
く
保
護
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
被
逮
捕
者
は
誤
認
逮
捕
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
も
っ
て
対
抗
で

き
る
と
す
る）

（
（

。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

刑
訴
法
一
二
七
条
は
、
一
項
で
「
現
行
犯
」
を
規
定
し
、
こ
れ
と
は
別
に
二
項
で
、「
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
」（dringend verdächtig

）
た
め
に
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勾
留
が
認
め
ら
れ
る
被
疑
者
（
一
一
二
条
）
に
つ
い
て
、
検
事
局
ま
た
は
警
察
の
職
務
を
行
う
公
務
員
に
よ
る
仮
逮
捕
を
規
定
し
て
い
る
。
後
述

の
嫌
疑
説
を
前
提
に
す
れ
ば
、
二
項
の
適
用
を
官
憲
に
よ
る
仮
逮
捕
に
限
定
し
た
こ
と
の
意
味
が
失
わ
れ
、
同
項
は
空
文
に
帰
す
る
こ
と
に
な
る
。

②　

た
と
え
ば
、
窃
盗
の
現
場
で
窃
盗
犯
人
で
は
な
く
そ
の
被
害
者
を
逮
捕
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
「
現
行
犯
」
逮
捕
と
す
る
の
は
許
さ
れ

る
文
言
解
釈
の
限
界
を
超
え
て
い
る
。

③　

仮
逮
捕
の
規
定
は
、
本
来
は
国
家
が
担
う
べ
き
機
能
を
例
外
的
に
私
人
に
委
ね
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
解
釈
は
厳
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④　

私
人
逮
捕
に
お
い
て
は
、
他
人
が
実
際
に
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
を
確
信
し
え
な
い
者
は
、
そ
の
者
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
必

要
な
措
置
を
官
憲
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
。

⑤　

嫌
疑
の
有
無
の
判
断
に
不
慣
れ
な
私
人
に
そ
の
判
断
を
求
め
る
の
は
適
切
で
な
い
。

⑥　

私
人
に
は
仮
逮
捕
の
権
限
が
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、官
憲
に
は
そ
の
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る（
刑
訴
法
一
六
〇
条
一
項
、一
六
三
条
）の
で
、

誤
認
逮
捕
の
リ
ス
ク
を
、
前
者
に
お
い
て
は
逮
捕
者
が
負
担
し
、
後
者
に
お
い
て
は
被
逮
捕
者
が
負
担
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

⑦　

市
民
は
原
則
と
し
て
官
憲
に
よ
る
誤
認
逮
捕
の
リ
ス
ク
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
私
人
逮
捕
に
お
い
て
は
、
無
実
の
被
逮
捕
者
は
国
家

の
権
威
に
反
抗
し
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
逮
捕
に
従
う
義
務
は
な
い
。

第
二
説
は
、
基
本
的
に
第
一
説
を
妥
当
と
す
る
が
、
仮
逮
捕
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
被
逮
捕
者
の
行
為
が
構
成
要
件
に
該
当
し
て
違
法
で
あ
れ

ば
足
り
、
有
責
で
あ
る
こ
と
（
た
と
え
ば
責
任
能
力
が
あ
る
こ
と
）
は
必
要
で
な
い
と
す
る
（
こ
れ
を
「
制
限
さ
れ
た
実
体
法
説
」
と
い
う
））

（
（

。
そ
の
理
由

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

刑
訴
法
一
二
七
条
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
犯
行
が
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
必
要
と
す
る
が
、
同
条
は
被
逮
捕
者
の
一
身
的
事
情
に
つ
い
て
は

特
段
の
区
別
を
し
て
い
な
い
の
で
、
責
任
な
き
者
を
逮
捕
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
。

②　

責
任
無
能
力
者
に
対
し
て
も
、
た
と
え
ば
精
神
病
院
へ
の
収
容
（
刑
法
六
三
条
以
下
）
や
保
安
手
続
（
刑
訴
法
四
一
三
条
以
下
）
の
よ
う
に
、
一
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定
の
手
続
が
進
行
す
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
た
め
の
捜
査
を
尽
く
す
必
要
が
あ
る
の
で
、
責
任
無
能
力
者
に
対
す
る
仮
逮
捕
を
認
め
る
こ
と
に
は

意
味
が
あ
る
。

③　

被
逮
捕
者
の
責
任
能
力
等
を
逮
捕
の
時
点
で
正
確
に
判
断
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
か
ら
、
有
責
性
の
要
件
を
除
外
す
る
べ
き
で
あ
る
。

第
三
説
は
、
仮
逮
捕
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
被
逮
捕
者
の
行
為
が
、
実
体
法
的
に
は
客
観
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
の
み
を
必
要
と
し
、

そ
の
他
の
す
べ
て
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
（
す
な
わ
ち
逮
捕
者
の
立
場
に
あ
る
一
般
人
か
ら
み
て
）「
濃
厚
な
嫌
疑
」

（dringender V
erdacht

）
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
（
こ
れ
を
「
実
体
法
説
・
嫌
疑
説
の
折
衷
説
」
と
い
う
））

（（
（

。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お

り
で
あ
る
。

①　

一
二
七
条
一
項
の
適
用
を
真
犯
人
に
限
定
す
る
の
は
原
則
的
に
は
正
し
い
が
、
そ
の
認
定
に
お
い
て
は
、
同
項
の
適
用
の
基
礎
と
な
る
具
体
的
な

状
況
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

②　

あ
る
者
が
刑
罰
法
規
の
客
観
的
構
成
要
件
を
実
現
し
た
こ
と
は
、
客
観
的
な
諸
事
情
か
ら
比
較
的
容
易
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
、
あ
る
い
は
認

識
さ
れ
た
諸
事
情
か
ら
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
主
観
的
構
成
要
件
・
違
法
性
・
責
任
に
つ
い
て
は
、
仮
逮
捕
の
客
観
的
状
況
か
ら

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
多
い
の
で
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
「
濃
厚
な
嫌
疑
」
が
あ
れ
ば
足
り
る
。

第
四
説
に
よ
れ
ば
、「
現
行
犯
」
と
は
、
事
前
的
な
（ex ante

）
判
断
に
よ
り
、
罪
を
犯
し
た
と
疑
わ
れ
る
「
濃
厚
な
嫌
疑
」
が
認
め
ら
れ
る
者
を
い
う
。

こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
濃
厚
な
嫌
疑
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
換
言
す
れ
ば
、
逮
捕
者
が
義
務
に
適
っ
た
検
討
を
し
て
犯
人
で
あ

る
と
確
信
し
た
場
合
に
は
、
被
逮
捕
者
が
実
際
に
は
真
犯
人
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
逮
捕
は
正
当
化
さ
れ
る
（
こ
れ
を
「
嫌
疑
説
」
と
い
う
））

（（
（

。
そ

の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①　

刑
訴
法
一
二
七
条
は
刑
事
手
続
上
の
規
範
で
あ
る
か
ら
、
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
後
の
刑
事
手
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続
の
端
緒
と
な
る
仮
逮
捕
の
際
に
、
手
続
の
最
終
段
階
で
認
定
さ
れ
る
べ
き
客
観
的
な
犯
人
性
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
、

客
観
的
に
定
式
化
さ
れ
た
同
条
の
要
件
を
手
続
面
に
反
映
さ
せ
、「
嫌
疑
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
こ
れ
を
具
体
化
す
る
べ
き
で
あ
る
。

②　

私
人
逮
捕
は
、
犯
人
を
特
定
・
確
保
し
、
適
正
か
つ
迅
速
な
刑
事
訴
追
を
可
能
に
す
る
と
い
う
公
的
な
機
能
を
担
う
の
で
、
誤
認
逮
捕
の
リ
ス
ク

を
逮
捕
者
に
負
担
さ
せ
る
の
は
適
切
で
な
い
。

③　

と
り
わ
け
私
人
は
、
被
逮
捕
者
の
反
撃
に
よ
っ
て
死
傷
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
濃
厚
な
嫌
疑
の
あ
る
被
逮
捕
者
は
短
時
間
の

拘
束
を
甘
受
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④　

厳
格
な
実
体
法
説
に
よ
れ
ば
、
真
犯
人
で
あ
る
と
確
実
に
認
識
で
き
な
け
れ
ば
逮
捕
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
仮
逮
捕
の

み
な
ら
ず
、
道
徳
的
に
推
奨
さ
れ
る
べ
き
緊
急
救
助
（
他
人
の
た
め
の
正
当
防
衛
）
を
も
委
縮
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
四
説
を
具
体
例
に
よ
っ
て
敷
衍
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る）

（（
（

。

〔
事
例
（
〕　

Ａ
は
、森
の
中
で
、密
猟
者
が
人
目
に
つ
か
な
い
所
に
仕
掛
け
た
わ
な
4

4

を
見
つ
け
た
と
こ
ろ
、散
歩
中
の
Ｘ
が
そ
の
場
を
通
り
か
か
っ
た
の
で
、

Ｘ
を
密
猟
者
だ
と
思
い
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
ろ
う
と
し
た
。
そ
の
様
子
を
見
た
Ｘ
は
、
密
猟
者
を
発
見
し
た
も
の
と
誤
信
し
、
Ａ
に
暴
行

を
加
え
て
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
る
の
を
阻
止
し
た
。

こ
の
事
例
で
は
、
厳
格
な
実
体
法
説
、
制
限
さ
れ
た
実
体
法
説
、
お
よ
び
実
体
法
説
・
嫌
疑
説
の
折
衷
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
は
密
猟
罪
（
刑
法
二
九
二
条
）

の
客
観
的
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
Ｘ
の
暴
行
を
仮
逮
捕
と
し
て
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
の
可
罰
性
は
錯
誤
論
に

よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
嫌
疑
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
が
人
目
に
つ
か
な
い
わ
な

4

4

の
近
く
に
い
て
、
Ｘ
を
見
て
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
ろ
う

と
し
た
こ
と
か
ら
、
Ａ
に
は
密
猟
者
と
推
認
さ
れ
る
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
の
で
、
Ｘ
の
暴
行
は
仮
逮
捕
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
。
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〔
事
例
（
〕　

Ａ
が
人
通
り
の
少
な
い
道
路
上
で
、Ｂ
の
顔
面
を
手
拳
で
殴
打
し
て
傷
害
を
負
わ
せ
た
の
で
、Ｂ
が
叫
び
声
を
あ
げ
て
そ
の
場
か
ら
走
り
去
っ

た
。
た
ま
た
ま
そ
の
場
を
通
り
か
か
っ
た
Ｘ
は
、
そ
の
様
子
を
目
撃
し
、
Ａ
を
傷
害
の
犯
人
と
思
い
、
警
察
に
通
報
す
る
と
と
も
に
、
暴
行

を
加
え
て
Ａ
の
身
体
を
拘
束
し
た
。
し
か
し
、
警
察
の
事
情
聴
取
の
結
果
、
Ａ
は
Ｂ
か
ら
財
物
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
防
衛
の
た

め
の
行
為
と
し
て
Ｂ
を
殴
打
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
は
、
厳
格
な
実
体
法
説
お
よ
び
制
限
さ
れ
た
実
体
法
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
の
行
為
は
傷
害
罪
（
刑
法
二
二
三
条
）
の
構
成
要
件
に
該
当
す
る
が
、

正
当
防
衛
が
成
立
す
る
の
で
、
Ｘ
の
仮
逮
捕
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
実
体
法
説
・
嫌
疑
説
の
折
衷
説
に
よ
れ
ば
、
Ａ
の
行
為
は
傷
害
罪

の
客
観
的
構
成
要
件
に
該
当
し
、
ま
た
、
逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
み
れ
ば
（
す
な
わ
ち
Ｂ
が
強
盗
犯
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
な
い
Ｘ
の
立
場
に
あ

る
一
般
人
か
ら
み
れ
ば
）、
Ａ
の
正
当
防
衛
を
推
認
さ
せ
る
事
情
は
な
い
の
で
、
そ
の
違
法
性
に
つ
い
て
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
Ｘ
の
仮
逮
捕
は
正
当
化
さ
れ
る
。
嫌
疑
説
か
ら
も
、
Ａ
の
仮
逮
捕
は
正
当
化
さ
れ
る
。

ド
イ
ツ
の
判
例
に
は
、
厳
格
な
実
体
法
説
に
立
っ
た
も
の
と
嫌
疑
説
に
従
っ
た
も
の
が
み
ら
れ
る）

（（
（

。

前
者
に
属
す
る
裁
判
例
と
し
て
、
た
と
え
ばO

LG H
am

m
 N

JW
 （（（（, （（（（ （U

rt. v. （. （. （（（（

─（ Ss （（（/（（

）
は
、
仮
逮
捕
の
た
め
の
措
置
は

「
そ
れ
が
実
際
の
犯
人
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
場
合
に
限
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
」
と
し
、O

LG H
am

m
 N

JW
 （（（（, （（0 （U

rt. v. （（. （（. （（（（

─（ Ss 

（（（/（（

）
は
、
仮
逮
捕
が
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
被
逮
捕
者
の
行
為
が
「
少
な
く
と
も
そ
の
客
観
的
な
前
提
条
件
に
照
ら
し
て
実
際
に
行
わ
れ
、
あ
る
い

は
未
遂
に
至
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
た
も
の
で
あ
る）

（（
（

。

こ
れ
に
対
し
て
、
嫌
疑
説
に
従
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
た
と
え
ばBGH

 N
JW

 （（（（, （（（ （U
rt. v. （（. （（. （（（0

─Ⅳ
ZR （（（/（（ 

民
事
判
例
）
は
、

刑
訴
法
一
二
七
条
に
基
づ
く
逮
捕
な
い
し
追
跡
は
、
被
逮
捕
者
が
犯
罪
構
成
要
件
を
完
全
に
充
足
し
た
こ
と
を
必
要
と
せ
ず
、「
認
識
し
う
る
客
観
的
事

情
に
よ
り
濃
厚
な
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
に
は
正
当
化
さ
れ
る
」
と
し
、O

LG H
am

m
 N

StZ （（（（, （（0 （Beschl. v. （. （. （（（（

─（ Ss 
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（（（（/（（

）
は
、「
行
為
時
に
お
い
て
認
識
し
う
る
す
べ
て
の
客
観
的
事
情
を
総
合
的
に
み
て
、
生
活
経
験
に
よ
り
、
逮
捕
者
の
判
断
に
お
い
て
［
被
逮
捕

者
の
］
違
法
な
行
為
を
合
理
的
な
疑
い
な
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
足
り
る
」
と
し
た）

（（
（

。

で
は
、
い
ず
れ
の
説
を
も
っ
て
妥
当
と
す
べ
き
か
。
対
極
的
な
立
場
に
あ
る
厳
格
な
実
体
法
説
と
嫌
疑
説
に
つ
い
て
、
そ
の
実
質
的
な
理
由
を
検
討
し

て
み
よ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
強
制
処
分
は
、
一
般
に
対
象
者
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
近
代
国
家
に
お
い
て
は
、

原
則
と
し
て
権
限
あ
る
訴
追
機
関
が
裁
判
所
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
も
と
で
独
占
的
に
行
使
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
緊
急
や
む
を
え
な
い

場
合
に
は
（
国
家
は
常
在
し
な
い
）、
そ
の
権
限
が
補
充
的
な
緊
急
権
と
し
て
私
人
に
委
ね
ら
れ
る
。
現
行
犯
逮
捕
（
仮
逮
捕
）
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ

の
権
限
を
行
使
す
る
私
人
は
、
権
限
あ
る
当
局
に
代
わ
っ
て
（pro m

agistratu

）
公
共
の
利
益
に
奉
仕
す
る
役
割
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

私
人
逮
捕
は
、
本
来
的
に
は
逮
捕
者
の
利
益
を
保
全
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
適
正
か
つ
迅
速
な
刑
事
訴
追
を
可
能
に
す
る
と
い
う
公

共
の
利
益
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
る
（
私
人
逮
捕
の
公
的
性
質
））

（（
（

。

こ
の
よ
う
な
規
範
目
的
を
み
れ
ば
、
厳
格
な
実
体
法
説
が
あ
げ
る
理
由
の
う
ち
、
現
行
犯
逮
捕
の
要
件
を
厳
格
に
解
釈
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
指
摘

は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
被
逮
捕
者
の
犯
罪
性
を
確
信
し
え
な
い
者
は
必
要
な
措
置
を
官
憲
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
無
実
の
被
逮
捕
者
は

私
人
逮
捕
に
従
う
義
務
は
な
い
と
い
う
主
張
も
当
を
得
た
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
両
説
が
重
視
す
る
逮
捕
者
と
被
逮
捕
者
の
リ
ス
ク
分
配
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
厳
格
な
実
体
法
説
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
同
説

に
よ
れ
ば
、
私
人
が
誤
認
逮
捕
し
た
こ
と
に
つ
い
て
無
過
失
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
錯
誤
論
に
よ
る
救
済
の
余
地
が
あ
る
と
は
い
え
、
誤
認
逮
捕
に
伴
う

処
罰
の
リ
ス
ク
が
原
則
的
に
逮
捕
者
に
帰
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
正
当
化
を
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
被
逮
捕
者
の
利
益
が
一
面
的

に
保
護
さ
れ
、
右
の
規
範
目
的
に
反
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
で
、
被
逮
捕
者
が
逮
捕
者
に
対
し
て
そ
の
誤
認
を
指
摘
し
、
誤
解
を
解
く
た
め

の
説
明
を
尽
く
す
こ
と
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
。
そ
の
時
間
的
余
裕
が
あ
る
な
ら
ば
、
濃
厚
な
嫌
疑
の
あ
る
被
逮
捕
者
に
そ
う
し
た
軽
度
の
負
担
を
課
し
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て
も
、
市
民
社
会
に
お
け
る
公
平
の
理
念
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
逮
捕
者
が
被
逮
捕
者
の
反
撃
に
よ
る
死
傷
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と

も
考
慮
す
れ
ば
、
逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
濃
厚
な
嫌
疑
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
れ
ば
、
や
は
り
現
行
犯
逮
捕
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（
リ

ス
ク
分
配
の
公
平
性
））

（（
（

。

加
え
て
、
嫌
疑
の
存
在
を
考
慮
せ
ず
に
刑
事
手
続
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
嫌
疑
説
の
指
摘
に
も
意
味
が
あ
る）

（（
（

。
厳
格
な
実
体
法
説
に

よ
る
な
ら
ば
、
犯
罪
成
立
要
件
が
合
理
的
な
疑
い
を
超
え
る
程
度
に
立
証
さ
れ
る
ま
で
は
、
現
行
犯
逮
捕
に
よ
る
正
当
化
の
判
断
を
留
保
せ
ざ
る
を
え
ず
、

不
安
定
な
法
律
状
態
が
続
く
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い）

（（
（

。
さ
ら
に
、
緊
急
救
助
を
委
縮
さ
せ
る
効
果
が
生
じ
る
と
い
う
指
摘
も
無
視
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
嫌
疑
説
が
も
っ
と
も
合
理
的
で
説
得
力
の
あ
る
理
由
を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
説
は
、
現
行
犯
性
を
逮

捕
当
時
の
状
況
に
基
づ
い
て
客
観
的
、
合
理
的
に
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と
す
る
わ
が
国
の
通
説
的
な
理
解
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
い
え
よ
う）

（（
（

。

二　

逮
捕
者
と
被
逮
捕
者
の
対
抗
関
係

（
（
）　

逮
捕
者
の
罪
責

逮
捕
者
は
、
行
為
時
に
お
い
て
客
観
的
に
現
行
犯
逮
捕
を
な
し
う
る
状
況
が
あ
れ
ば
、
社
会
通
念
上
必
要
か
つ
相
当
な
限
度
で
逮
捕
行
為
に
出
る
こ
と

が
で
き
る）

（（
（

。

で
は
、
客
観
的
に
は
現
行
犯
逮
捕
を
な
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
（
逮
捕
者
）
が
な
し
う
る
も
の
と
誤
信
し
て
逮
捕
し
た
場
合
を
ど
の
よ

う
に
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
嫌
疑
説
に
よ
れ
ば
、
逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
は
犯
罪
と
犯
人
の
明
白
性
（
濃
厚
な
嫌
疑
）
が
認
め
ら
れ
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
行
為
者
が
逮
捕
し
う
る
も
の
と
誤
信
し
て
逮
捕
し
た
場
合
が
問
題
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
行
為
者
が
、
そ
の
明
白
性
を
基
礎
づ

け
る
事
実
が
存
在
す
る
も
の
と
誤
信
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
を
誤
認
し
た
場
合
に
は
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
故
意

を
阻
却
す
る
が
、
そ
う
し
た
事
実
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
逮
捕
し
う
る
と
誤
信
し
た
場
合
、
す
な
わ
ち
違
法
性
阻
却
事



五
六
八

由
の
範
囲
な
い
し
限
界
を
誤
認
し
た
場
合
に
は
、
違
法
性
の
錯
誤
と
し
て
故
意
を
阻
却
し
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
、
誤
想
防
衛
を
典
型
と
す
る
「
違
法
性
阻
却
事
由
の
錯
誤
」
な
い
し
「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
」
に
つ
い
て
、
故
意
説
と

責
任
説
の
根
本
的
な
対
立
が
あ
る
が
、
違
法
性
の
意
識
な
い
し
そ
の
可
能
性
は
、
そ
れ
が
あ
る
ゆ
え
に
行
為
者
を
非
難
す
る
こ
と
が
で
き
る
責
任
要
素
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
、
基
本
的
に
後
説
を
妥
当
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
厳
格
責
任
説
が
そ
の
論
拠
と
す
る
「
構
成
要
件
的
故
意
の
提

訴
機
能
」
の
理
解
に
は
疑
問
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
を
誤
認
し
た
行
為
者
は
、
そ
の
者
の
認
識
に
よ
れ
ば
許
さ

れ
る
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
自
己
の
認
識
の
前
提
と
な
っ
た
事
実
を
確
認
す
べ
き
契
機
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
厳
格

責
任
説
は
故
意
と
過
失
の
質
的
差
異
を
看
過
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
周
知
の
批
判
に
は
、
も
っ
と
も
な
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
む
し
ろ
、
違
法
性

阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
を
誤
認
し
た
行
為
者
に
は
法
敵
対
的
な
意
思
が
な
く
、
不
注
意
に
よ
り
誤
認
し
た
点
に
心
情
無
価
値
が
認
め
ら
れ
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
、
故
意
不
法
（
故
意
犯
の
違
法
性
）
が
阻
却
さ
れ
、
そ
の
錯
誤
は
価
値
的
に
み
て
構
成
要
件
的
錯
誤
（
事
実
の
錯
誤
）
と
同
視
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
（
い
わ
ゆ
る
「
故
意
不
法
を
否
定
す
る
制
限
責
任
説
」））

（（
（

。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
あ
げ
た
「
誤
認
逮
捕
」
の
事
例
に
お
い
て
、
Ｘ
の
立
場
に
あ
る
一
般
人
か
ら
み
て
Ａ
が
窃
盗
犯
人
で
あ
る
と
明
白

に
認
め
ら
れ
る
状
況
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
が
そ
の
よ
う
な
状
況
が
あ
る
も
の
と
誤
信
し
て
逮
捕
し
た
と
す
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
前

提
と
な
る
事
実
の
錯
誤
と
し
て
暴
行
罪
な
い
し
逮
捕
罪
の
故
意
不
法
を
阻
却
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ
は
こ
れ
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
も
っ
て
反
撃
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
暴
行
罪
の
責
を
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
が
な
い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な

お
Ａ
を
逮
捕
し
う
る
も
の
と
誤
信
し
て
逮
捕
し
た
場
合
に
は
、
違
法
性
の
錯
誤
と
し
て
同
罪
の
故
意
不
法
を
阻
却
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
Ａ
は
こ
れ

に
対
し
て
正
当
防
衛
を
も
っ
て
反
撃
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
そ
の
他
の
要
件
を
充
た
せ
ば
不
可
罰
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
逮
捕
の
手
段
が
社
会
通
念
上
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え
た
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
行
犯
逮
捕

に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
厳
密
な
相
当
性
は
要
求
さ
れ
ず
、
と
り
わ
け
私
人
逮
捕
に
お
い
て
は
、
そ
の
限
度
を
多
少
超
え
た
と
し
て
も
直
ち
に
違
法
と
は
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い
え
な
い
と
す
る
説
が
多
い）

（（
（

。
そ
の
判
断
に
お
い
て
は
、
被
逮
捕
者
の
抵
抗
の
程
度
・
態
様
と
逮
捕
者
の
実
力
行
使
の
程
度
・
態
様
が
判
断
の
中
心
と
な

る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
被
逮
捕
者
の
犯
し
た
犯
罪
の
軽
重
・
態
様
、
被
逮
捕
者
の
凶
器
等
の
所
持
の
有
無
、
被
逮
捕
者
と
逮
捕
者
の
体
格
差
、
被
逮
捕

者
と
逮
捕
者
の
人
数
、
さ
ら
に
は
逮
捕
者
が
被
害
者
的
立
場
に
あ
る
か
第
三
者
的
立
場
に
あ
る
か
等
の
諸
事
情
が
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る）

（（
）（
（（
（

。

で
は
、
現
行
犯
逮
捕
の
手
段
が
そ
の
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
違
法
と
な
っ
た
場
合
に
、
逮
捕
者
と
被
逮
捕
者
の
対
抗
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る

べ
き
か
。

〔
事
例
（
〕　

窃
盗
の
被
害
者
Ｘ
は
、
犯
行
現
場
か
ら
盗
品
を
持
た
ず
に
逃
走
し
た
Ａ
を
、
警
察
に
引
き
渡
す
た
め
に
追
跡
し
て
逮
捕
し
た
が
、
そ
の
際
に

興
奮
の
あ
ま
り
、
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
る
程
度
の
傷
害
を
Ａ
に
負
わ
せ
た）

（（
（

。

こ
こ
で
は
、
Ａ
は
盗
品
を
持
た
ず
に
逃
走
し
て
い
る
の
で
、
Ｘ
の
所
有
権
に
対
す
る
侵
害
の
現
在
性
が
認
め
ら
れ
ず
、
正
当
防
衛
も
過
剰
防
衛
も
成
立

し
な
い
。
ま
た
、
逮
捕
の
手
段
が
許
さ
れ
る
限
度
を
超
え
て
い
る
の
で
、
現
行
犯
逮
捕
に
よ
る
正
当
化
も
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
興
奮
の
あ
ま
り
過

剰
な
逮
捕
行
為
に
出
た
こ
と
に
つ
い
て
過
剰
防
衛
と
類
似
の
状
況
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
過
剰
逮
捕
」
す
な
わ
ち
「
過
剰
正
当
行
為
」
と
も
い
う
べ
き
類
型

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る）

（（
（

。

思
う
に
、
正
当
行
為
は
本
来
、
侵
害
法
益
と
保
全
法
益
が
二
者
択
一
の
衝
突
状
況
に
あ
る
「
緊
急
行
為
」
で
は
な
い
が
、
現
行
犯
逮
捕
の
場
面
に
お
い

て
は
、
現
行
犯
人
を
逮
捕
す
る
と
い
う
公
共
の
利
益
と
被
逮
捕
者
の
身
体
の
安
全
な
い
し
自
由
と
い
う
利
益
が
衝
突
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
緊
急
行
為
に

類
似
す
る
状
況
が
あ
る
。
ま
た
、
相
当
性
の
限
度
内
の
逮
捕
行
為
で
あ
れ
ば
正
当
化
さ
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
超
え
て
も
違
法
性
の
減
少
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、〔
事
例
（
〕
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
の
傷
害
行
為
に
違
法
減
少
も
責
任
減
少
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
刑
法
三
六
条
二
項
の
準
用
を
認

め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る）

（（
（

。
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（
（
）　

被
逮
捕
者
の
罪
責

続
い
て
、
被
逮
捕
者
に
生
じ
う
る
問
題
と
し
て
、
違
法
な
現
行
犯
逮
捕
に
対
し
て
反
撃
し
た
被
逮
捕
者
に
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
か
否
か
を
考
え
て
み

た
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
興
味
深
い
ド
イ
ツ
の
裁
判
例
が
二
件
あ
る）

（（
（

。

〔
裁
判
例
（
〕　O

LG Celle （U
rt. v. （（. （（. （0（（

─（（ Ss （（（/（（

）［
刑
事
判
例
］

〔
事
実
の
概
要
〕

被
告
人
Ｘ
は
、
あ
る
晩
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
入
口
ド
ア
の
外
側
に
数
分
間
と
ど
ま
っ
て
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
た
が
、
そ
の
際
に
同
人
が
何

ら
か
の
可
罰
的
な
行
為
を
行
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
同
じ
時
刻
に
、
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
中
で
、
氏
名
不
詳
の
窃
盗
犯
人
が
テ
レ

ビ
二
台
を
盗
み
、Ｘ
が
立
っ
て
い
た
入
口
ド
ア
を
通
っ
て
逃
走
し
た
。そ
の
ド
ア
は
外
側
か
ら
の
み
開
け
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
り
、窃
盗
犯
人
が
通
っ

た
と
き
に
は
開
い
て
い
た
こ
と
か
ら
、
Ｘ
が
窃
盗
犯
人
の
逃
走
を
助
け
る
た
め
に
そ
の
ド
ア
を
開
け
て
い
た
疑
い
が
生
じ
た
。
そ
こ
で
、
レ
ジ
係
の
女
性

が
こ
れ
に
気
づ
き
、
Ｘ
を
指
さ
し
て
「
あ
の
男
も
仲
間
だ
」
と
叫
ん
だ
の
で
、
レ
ジ
に
い
た
買
い
物
客
の
Ａ
女
が
、
そ
の
場
か
ら
立
ち
去
ろ
う
と
し
て
い

た
Ｘ
を
追
い
か
け
、
同
人
の
上
着
の
う
し
ろ
を
摑
も
う
と
し
た
。
Ｘ
は
こ
れ
を
免
れ
、
Ａ
女
や
そ
の
場
に
駆
け
つ
け
た
レ
ジ
係
の
女
性
二
人
と
数
人
の
買

物
客
に
対
し
て
大
声
を
あ
げ
、
駐
輪
場
の
方
へ
行
き
か
け
た
と
こ
ろ
、
Ａ
女
が
Ｘ
の
左
腕
を
つ
か
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
Ｘ
は
、
Ａ
女
を
後
方
へ
押
し
返

し
た
が
、
同
女
が
さ
ら
に
つ
か
ん
だ
た
め
、「
放
せ
、
お
れ
は
関
係
な
い
。」
と
言
っ
て
か
ら
、
拳
を
振
り
回
し
て
同
女
を
二
、三
回
殴
打
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
Ａ
女
の
上
腕
に
青
あ
ざ
が
で
き
た
。

Ａ
Ｇ
（
区
裁
判
所
）
は
、
故
意
の
傷
害
と
強
要
未
遂
の
所
為
単
一
に
よ
り
Ｘ
に
四
月
の
自
由
刑
を
言
渡
し
た
が
、
Ｌ
Ｇ
（
ラ
ン
ト
裁
判
所
）
は
こ
れ
を

破
棄
し
、
Ｘ
を
無
罪
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
が
上
告
し
た
が
、
Ｏ
Ｌ
Ｇ
（
上
級
ラ
ン
ト
裁
判
所
）
は
そ
の
上
告
を
棄
却
し
た
。
Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
判
決

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
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〔
判
決
要
旨
〕

法
の
文
言
と
、
無
実
の
者
の
自
由
を
制
限
す
る
私
人
の
侵
害
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
政
策
的
考
慮
か
ら
は
、
仮
逮
捕
が

認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
被
逮
捕
者
が
実
際
に
犯
罪
行
為
を
行
っ
た
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
す
る
説
が
支
持
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
に
は
正
当
防
衛

権
が
認
め
ら
れ
、
Ａ
女
の
傷
害
に
つ
い
て
正
当
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
嫌
疑
説
に
立
っ
た
と
し
て
も
、
Ｘ
の
窃
盗
幇
助
に
つ
い
て
濃
厚
な

嫌
疑
が
あ
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
、
Ｘ
の
正
当
防
衛
権
は
否
定
さ
れ
な
い
。
Ｘ
に
対
す
る
嫌
疑
は
、
Ｘ
を
窃
盗
の
共
犯
者
だ
と
思
っ
た
レ
ジ
係

の
女
性
の
叫
び
声
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
た
の
で
あ
り
、
Ａ
女
自
身
が
Ｘ
の
行
動
を
見
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
刑
訴
法

一
二
七
条
一
項
の
「
現
行
犯
」
の
解
釈
い
か
ん
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
い
ず
れ
の
見
解
に
立
っ
て
も
、
Ｘ
を
仮
逮
捕
す
る
Ａ
女
の
権
限
は
認
め
ら
れ
な
い
。

原
判
決
の
認
定
に
よ
れ
ば
、
Ｘ
は
、
最
初
は
大
声
を
あ
げ
て
Ａ
女
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
、
次
に
同
女
を
後
方
へ
押
し
返
し
て
離
れ
よ
う
と
し
、
そ
れ
が

奏
功
し
な
か
っ
た
の
で
同
女
を
殴
打
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
が
自
由
に
な
る
た
め
に
、
そ
れ
以
外
に
も
っ
と
穏
や
か
な
手
段
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
た

と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

侵
害
さ
れ
る
法
益
と
侵
害
行
為
と
の
耐
え
が
た
い
不
均
衡
が
あ
れ
ば
、
例
外
的
に
、
正
当
防
衛
が
要
請
さ
れ
た
（geboten

）
行
為
と
は
い
え
ず
、
Ｘ
に

そ
の
逮
捕
を
甘
受
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
Ｘ
は
そ
の
行
為
の
際
に
、
段
階
を
つ
け
て
き
わ
め
て
穏
健
に
、
傷
害
を
負
う
こ
と
に
な
る

相
手
方
の
客
観
的
に
違
法
な
態
度
に
対
し
て
身
を
守
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
不
均
衡
も
特
に
認
め
ら
れ
な
い
。

〔
裁
判
例
（
〕　O
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am
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）〔
民
事
判
例
〕

〔
事
実
の
概
要
〕

警
備
会
社
の
従
業
員
で
あ
っ
た
被
告
Ａ
（
三
一
歳
）
は
、午
後
一
一
時
こ
ろ
、あ
る
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
敷
地
内
で
警
備
中
に
、同
セ
ン
タ
ー
の
近
く
で
、

原
告
Ｘ
（
五
四
歳
）
と
そ
の
同
伴
者
を
見
か
け
た
が
、
Ｘ
が
液
体
用
の
缶
を
持
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
同
人
が
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
物
資
を
盗
ん
だ
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
念
を
も
っ
た
。
Ａ
は
、
Ｘ
の
車
の
中
に
同
じ
よ
う
な
缶
が
数
個
あ
る
の
を
見
た
が
、
物
資
を
盗
ん
だ
こ
と
の
確
認
は
で
き
な
か
っ
た
。
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そ
こ
で
Ａ
が
警
察
に
通
報
し
た
と
こ
ろ
、Ｘ
が
そ
の
場
か
ら
離
れ
る
た
め
に
車
に
乗
り
込
も
う
と
し
た
の
で
、Ａ
が
車
の
ド
ア
を
閉
め
て
こ
れ
を
阻
止
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
Ｘ
が
Ａ
の
顔
面
を
手
拳
で
殴
打
し
た
の
で
、
今
度
は
Ａ
が
Ｘ
の
顔
面
を
手
拳
で
殴
打
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｘ
に
顔
面
骨
折
の
傷
害
を
負

わ
せ
た
。
の
ち
に
明
ら
か
に
な
っ
た
事
情
に
よ
れ
ば
、Ｘ
は
そ
の
時
に
有
効
な
運
転
免
許
証
を
携
帯
し
て
お
ら
ず
、そ
の
車
に
は
保
険
が
付
さ
れ
て
お
ら
ず
、

虚
偽
の
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
が
取
り
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、Ａ
は
そ
れ
ら
の
事
情
を
知
ら
な
か
っ
た
。Ｘ
は
、Ａ
の
不
当
な
逮
捕
行
為
に
よ
っ
て
傷
害
を
負
っ

た
と
し
て
、
慰
謝
料
を
含
む
四
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
損
害
賠
償
（
民
法
八
二
三
条
二
項
）
を
請
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
Ａ
は
、
正
当
防
衛
を
理
由
に
そ
の

支
払
い
を
拒
否
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
Ｌ
Ｇ
も
Ｏ
Ｌ
Ｇ
も
Ｘ
の
請
求
を
棄
却
し
た
。
Ｏ
Ｌ
Ｇ
の
決
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

〔
決
定
要
旨
〕

被
告
Ａ
は
、
原
告
Ｘ
と
の
殴
り
合
い
が
始
ま
る
前
に
、
Ｘ
が
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
物
資
を
盗
ん
で
い
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
Ａ
に
刑

訴
法
一
二
七
条
に
基
づ
く
仮
逮
捕
の
権
利
は
認
め
ら
れ
な
い
。
Ｘ
の
道
路
交
通
法
上
の
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
も
、
Ａ
は
こ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
、
そ
の
逮
捕
は
正
当
化
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
警
察
の
到
着
を
待
つ
間
に
行
わ
れ
た
、
Ｘ
の
違
法
な
殴
打
に
対
す
る
Ａ
の
殴
打
は
、
正
当
防
衛
で
あ
る
。
Ａ
に
逮
捕
権
が
認
め
ら
れ
る
か
否

か
に
か
か
わ
ら
ず
、い
ず
れ
に
せ
よ
Ａ
は
、本
件
の
諸
事
情
か
ら
み
て
、Ｘ
が
財
産
犯
の
現
行
犯
に
当
た
る
と
思
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
責
任
は
な
い
。
Ｘ
は
、

警
察
に
連
絡
し
た
の
で
警
察
が
す
ぐ
に
到
着
す
る
こ
と
を
Ａ
か
ら
告
げ
ら
れ
た
時
点
で
、
自
分
に
財
産
犯
の
現
行
犯
の
疑
い
が
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
、
Ｘ
は
そ
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
疑
い
を
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
Ｘ
は
、
Ａ
の
権
限
の
な
い

逮
捕
に
対
し
て
、
そ
の
顔
面
を
殴
打
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
防
衛
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
行
為
は
必
要
な
防
衛
行
為
で
は
な
か
っ
た
。
Ｘ
は
、
誤
解

を
解
く
た
め
に
警
察
の
到
着
を
待
つ
こ
と
が
で
き
た
。
彼
が
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、
警
察
の
事
情
聴
取
に
よ
っ
て
、
の
ち
に
有
罪
と
な
る
〔
道
路
交
通

法
の
〕
犯
罪
行
為
が
露
見
す
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
Ｘ
の
違
法
な
殴
打
に
対
し
て
Ａ
が
そ
の
顔
面
を
殴
打
し
て
防
衛
す
る
こ

と
は
許
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
Ａ
は
正
当
防
衛
と
し
て
行
為
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
Ｘ
の
請
求
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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捕
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論
の
諸
問
題
（
鈴
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右
の
二
つ
の
裁
判
例
は
、
い
ず
れ
も
違
法
な
仮
逮
捕
に
対
す
る
被
逮
捕
者
の
反
撃
が
正
当
防
衛
に
当
た
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

結
論
は
異
な
っ
て
い
る
。〔
裁
判
例
（
〕
は
、「
現
行
犯
人
」
の
意
義
に
つ
い
て
い
か
な
る
立
場
に
立
っ
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
Ｘ
に
は
濃
厚
な

嫌
疑
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
Ａ
女
に
は
Ｘ
を
仮
逮
捕
す
る
権
限
が
な
か
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
に
反
撃
し
た
Ｘ
に
正
当
防
衛
を
認
め
た
。
そ
こ
で
は
、

Ｘ
が
「
段
階
を
つ
け
て
き
わ
め
て
穏
健
に
」
防
衛
行
為
を
行
い
、「
そ
れ
以
外
に
も
っ
と
穏
や
か
な
手
段
を
選
択
で
き
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
い
う
事

情
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。〔
裁
判
例
（
〕
は
、Ａ
は
濃
厚
な
嫌
疑
を
基
礎
づ
け
る
事
実
が
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、仮
逮
捕
の
権
限
が
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
と
し
た
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
Ｘ
の
殴
打
は
必
要
な
防
衛
行
為
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
対
す
る
Ａ
の
殴
打
は
正
当
防

衛
と
し
て
適
法
で
あ
る
と
し
た
。
Ｘ
の
殴
打
が
防
衛
行
為
の
必
要
性
を
欠
く
と
し
た
理
由
と
し
て
、
Ｘ
は
誤
解
を
解
く
た
め
に
警
察
の
到
着
を
待
つ
こ
と

が
で
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
、
違
法
な
仮
逮
捕
に
対
す
る
被
逮
捕
者
の
正
当
防
衛
が
否
定
な
い
し
制
限
さ
れ
う
る

こ
と
を
認
め
た
点
で
注
目
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
裁
判
所
の
指
摘
は
、
わ
が
国
の
解
釈
論
に
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
人
逮
捕
に
お
い
て
逮
捕
者
が
逮
捕
状
況
を

誤
認
し
た
事
例
で
は
、
逮
捕
者
の
判
断
に
落
ち
度
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
被
逮
捕
者
が
そ
の
錯
誤
に
つ
い
て
共
同
の
責
を
負
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
逮

捕
者
が
嫌
疑
あ
り
と
誤
信
し
た
の
は
、
逮
捕
者
か
ら
み
て
し
か
る
べ
き
嫌
疑
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
通
常
は
そ
の
嫌
疑
の
発
生
に
被
逮
捕
者
が
関
与
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
何
ら
か
の
嫌
疑
だ
け
で
逮
捕
権
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、「
無
実
の
」
被
逮
捕
者
の
正
当
防
衛
権
を
否
定
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
れ
ば
、
被
逮
捕
者
は
反
撃
に
際
し
て
抑
制
的
な
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
し
た
事
情
の
な
い
正
当
防
衛

と
同
程
度
の
反
撃
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
相
手
方
（
逮
捕
者
）
が
錯
誤
に
よ
り
自
分
を
現
行
犯
人
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
被

逮
捕
者
が
知
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
の
時
間
的
余
裕
が
あ
る
な
ら
ば
、
被
逮
捕
者
は
ま
ず
も
っ
て
、
逮
捕
者
に
対
し
て
そ
の
誤
認
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
誤
解
を
解
消
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
奏
功
す
れ
ば
両
者
の
対
抗
関
係
は
容
易
に
解
消
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
被
逮
捕
者
が
誤
解

を
解
く
た
め
の
努
力
を
尽
く
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
逮
捕
者
が
そ
の
説
明
に
留
意
す
る
こ
と
な
く
逮
捕
行
為
に
出
た
場
合
に
は
じ
め
て
、
被
逮
捕
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者
は
必
要
な
防
衛
行
為
に
出
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。〔
裁
判
例
（
〕
の
Ｘ
に
は
、
不
十
分
で
あ
っ
て
も
Ａ
女
の
誤
解
を
解
く
た
め
の
言

動
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
反
撃
が
「
段
階
を
つ
け
て
」
行
わ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、〔
裁
判
例
（
〕
の
Ｘ
は
、
Ａ

の
誤
解
を
解
く
努
力
を
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ
ち
に
殴
打
に
よ
っ
て
反
撃
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
防
衛
行
為
の
必
要
性
な
い
し
相

当
性
を
欠
く
も
の
と
し
て
、
正
当
防
衛
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る）

（（
（

。

（
（
）　

現
行
犯
逮
捕
と
正
当
防
衛
の
競
合

最
後
に
、
現
行
犯
逮
捕
と
正
当
防
衛
（
な
い
し
過
剰
防
衛
）
が
競
合
す
る
場
合
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
簡
単
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
こ
う
し
た
正
当

化
事
由
の
競
合
は
、
た
と
え
ば
、
窃
盗
の
被
害
者
が
、
現
場
か
ら
逃
走
し
た
犯
人
を
追
跡
し
て
逮
捕
す
る
場
合
に
生
じ
う
る
。

両
者
の
正
当
化
要
件
を
対
比
し
て
要
約
す
れ
ば
、
現
行
犯
逮
捕
に
お
い
て
は
、
①
被
逮
捕
者
が
「
現
行
犯
人
」
で
あ
る
こ
と
、
②
行
為
者
が
逮
捕
の
意

思
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
③
逮
捕
行
為
に
つ
い
て
必
要
性
と
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
正
当
防
衛
に
お
い
て
は
、
①
「
急
迫
不
正
の

侵
害
」
が
あ
る
こ
と
、
②
行
為
者
が
防
衛
の
意
思
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
③
防
衛
行
為
に
つ
い
て
必
要
性
と
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
要
す
る）

（（
（

。

そ
こ
で
ま
ず
、
①
現
行
犯
逮
捕
の
要
件
も
正
当
防
衛
の
要
件
も
す
べ
て
充
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
両
者
が
重
畳
的
に
成
立
す
る
の
で
、
い
ず
れ
の
正
当
化

も
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
窃
盗
の
被
害
者
が
、
犯
行
現
場
か
ら
盗
品
を
持
っ
て
逃
走
し
た
犯
人
を
、
盗
品
を
取
り
戻
し
て
犯
人
を
警
察
に
引
き
渡
す

た
め
に
追
跡
し
て
逮
捕
し
た
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。

次
に
、
両
者
の
要
件
を
そ
れ
ぞ
れ
検
討
し
て
一
方
の
み
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
成
立
し
た
事
由
に
よ
り
正
当
化
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
②
現
行
犯
逮
捕

は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
正
当
防
衛
が
成
立
す
る
類
型
と
し
て
、
た
と
え
ば
右
の
例
で
、
逮
捕
の
手
段
が
現
行
犯
逮
捕
の
相
当
性
を
超
え
て
い
た
が
、
な
お

防
衛
行
為
の
相
当
性
の
範
囲
内
に
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
（
た
だ
し
そ
の
他
の
要
件
は
す
べ
て
充
た
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
る
─
以
下
同
じ
）
と
、

③
現
行
犯
逮
捕
は
認
め
ら
れ
る
が
、
正
当
防
衛
が
成
立
し
な
い
類
型
と
し
て
、
先
の
〔
事
例
（
〕
の
よ
う
に
、
現
行
犯
逮
捕
を
な
し
う
る
状
況
は
あ
る
が
、

侵
害
の
現
在
性
が
失
わ
れ
た
場
合
や
、
被
逮
捕
者
に
つ
い
て
犯
罪
と
犯
人
の
明
白
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
者
が
真
犯
人
で
な
か
っ
た
場
合
が
こ
れ
で
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あ
る
。

さ
ら
に
、
④
現
行
犯
逮
捕
も
正
当
防
衛
も
認
め
ら
れ
な
い
類
型
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
現
行
犯
逮
捕
は
認
め
ら
れ
な
い
が
過
剰
防
衛
が
成
立
す
る
場
合

に
は
、
当
然
に
後
者
に
よ
る
刑
の
減
免
が
可
能
と
な
る
。
そ
の
例
と
し
て
、
東
京
高
判
平
成
二
五
年
三
月
二
七
日
判
タ
一
四
一
五
号
一
八
〇
頁
は
、
私
人

が
防
衛
行
為
と
と
も
に
現
行
犯
逮
捕
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
途
中
か
ら
手
段
の
相
当
性
を
欠
く
に
至
り
、
相
手
方
を
死
亡
さ
せ
た
と
い
う
傷
害
致
死
の

事
案
に
つ
い
て
、
一
連
の
行
為
を
全
体
的
に
評
価
し
て
、
現
行
犯
逮
捕
と
し
て
許
さ
れ
る
実
力
行
使
の
程
度
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
か
ら
法
令
行
為
に
当

た
ら
な
い
と
し
、
過
剰
防
衛
の
成
立
を
認
め
た
。
そ
こ
で
は
、
一
連
の
行
為
の
全
体
を
対
象
と
し
て
、
現
行
犯
逮
捕
の
相
当
性
と
防
衛
行
為
の
相
当
性
を

そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
に
即
し
て
判
断
し
て
お
り
、
妥
当
な
判
断
方
法
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る）

（（
（

。
な
お
、
私
見
は
「
過
剰
逮
捕
」
に
刑
法
三
六
条
二
項
の
準
用

を
認
め
る
の
で
、「
過
剰
逮
捕
」
の
み
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
も
刑
の
減
免
を
な
し
う
る
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。

む　

す　

び

本
稿
で
は
、
刑
訴
法
と
刑
法
が
交
錯
す
る
問
題
の
一
つ
と
し
て
議
論
の
多
い
現
行
犯
逮
捕
を
と
り
あ
げ
、
刑
法
解
釈
上
の
諸
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
と

企
て
た
。
と
は
い
え
、
論
ず
べ
き
問
題
が
多
岐
に
わ
た
る
こ
と
か
ら
、
逮
捕
者
と
被
逮
捕
者
の
対
抗
関
係
が
先
鋭
化
し
や
す
い
私
人
逮
捕
を
中
心
に
、
両

者
に
生
じ
う
る
正
当
防
衛
（
な
い
し
過
剰
防
衛
）
の
成
否
を
中
心
に
検
討
し
た
。
そ
の
要
旨
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

ま
ず
、「
現
行
犯
人
」
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
私
人
逮
捕
の
公
的
性
質
と
リ
ス
ク
分
配
の
公
平
性
を
考
慮
し
て
、
逮
捕
時
に
お
い
て
客
観
的
に
濃
厚
な
嫌

疑
が
認
め
ら
れ
れ
ば
足
り
、
被
逮
捕
者
が
真
犯
人
で
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
の
逮
捕
の
効
力
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
ド
イ
ツ
の
「
嫌
疑
説
」

を
支
持
す
る
。
こ
の
説
は
、
わ
が
国
の
通
説
・
判
例
の
立
場
と
ほ
ぼ
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
、
逮
捕
者
に
生
じ
う
る
問
題
に
つ
い
て
、
客
観
的
に
は
現
行
犯
逮
捕
を
な
し
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
逮
捕
者
が
な
し
う
る
も
の
と
誤
信
し
て

逮
捕
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
逮
捕
者
が
犯
罪
と
犯
人
の
明
白
性
を
基
礎
づ
け
る
事
実
を
誤
認
し
た
と
き
は
、
事
実
の
錯
誤
と
し
て
故
意
不
法
を
阻
却
す



五
七
六

る
（
し
た
が
っ
て
被
逮
捕
者
は
こ
れ
に
対
し
て
正
当
防
衛
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
）
が
、
逮
捕
者
が
そ
の
よ
う
な
事
実
を
認
識
し
つ
つ
、

そ
れ
で
も
な
お
逮
捕
し
う
る
と
誤
信
し
た
と
き
は
、
違
法
性
の
錯
誤
と
し
て
故
意
不
法
を
阻
却
し
な
い
（
し
た
が
っ
て
被
逮
捕
者
は
こ
れ
に
対
し
て
正
当

防
衛
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
）。
ま
た
、
逮
捕
の
手
段
が
社
会
通
念
上
必
要
か
つ
相
当
と
認
め
ら
れ
る
限
度
を
超
え
た
場
合
に
つ
い
て
は
、「
過

剰
逮
捕
」
す
な
わ
ち
「
過
剰
正
当
行
為
」
と
も
い
う
べ
き
類
型
を
考
え
て
、
刑
法
三
六
条
二
項
の
準
用
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
被
逮
捕
者
に
生
じ
う
る
問
題
と
し
て
、
違
法
な
現
行
犯
逮
捕
に
対
し
て
反
撃
し
た
被
逮
捕
者
に
正
当
防
衛
が
成
立
し
う
る
こ
と
を
認
め
る
が
、

被
逮
捕
者
が
逮
捕
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
共
同
の
責
を
負
っ
て
い
る
場
合
、
す
な
わ
ち
逮
捕
者
の
錯
誤
に
つ
い
て
被
逮
捕
者
に
も
落
ち
度
が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
は
、
被
逮
捕
者
は
そ
の
反
撃
に
際
し
て
抑
制
的
な
態
度
を
と
る
べ
き
で
あ
り
、
逮
捕
者
の
誤
解
を
解
消
す
る
た
め
の
努
力
を
尽
く
さ
な
か
っ

た
場
合
に
は
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
が
否
定
さ
れ
、
過
剰
防
衛
と
し
て
取
り
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

な
お
、
現
行
犯
逮
捕
と
正
当
防
衛
（
な
い
し
過
剰
防
衛
）
の
競
合
に
つ
い
て
は
、
想
定
さ
れ
る
類
型
を
示
し
、
そ
の
取
り
扱
い
の
梗
概
を
述
べ
る
に
と

ど
め
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
と
思
う
。

（
（
）
椎
橋
隆
幸
編
『
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
刑
事
訴
訟
法
〔
第
五
版
〕』（
不
磨
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
六
五
頁
以
下
〔
柳
川
重
規
〕
参
照
。

（
（
）
最
判
昭
和
五
〇
年
四
月
三
日
刑
集
二
九
巻
四
号
一
三
二
頁
参
照
。
な
お
、
現
行
犯
逮
捕
に
は
、
通
常
逮
捕
に
お
け
る
「
明
ら
か
に
逮
捕
の
必
要
が
な
い
」
と
き
の
規

定
（
刑
訴
法
一
九
九
条
二
項
た
だ
し
書
、
刑
訴
規
則
一
四
三
条
の
三
）
が
な
い
こ
と
か
ら
、
逮
捕
の
必
要
性
が
要
件
と
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
る
が
、
任
意

捜
査
を
原
則
と
す
る
刑
事
手
続
の
趣
旨
に
照
ら
し
て
、
明
ら
か
に
必
要
性
を
欠
く
現
行
犯
逮
捕
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
現
行
犯
に
お
い
て
は

通
常
、
逮
捕
の
必
要
性
が
強
く
推
認
さ
れ
る
の
で
、
原
則
と
し
て
個
々
の
必
要
性
を
逐
一
検
討
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
通
説
）。
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、

三
浦
正
充
「
現
行
犯
逮
捕
と
逮
捕
の
必
要
性
（
東
京
高
裁
昭
和
四
一
年
一
月
二
七
日
判
決
）」
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
警
察
実
務
判
例
解
説
（
任
意
同
行
・
逮
捕
篇
）』
別

冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
八
頁
以
下
、
滝
沢
誠
「
現
行
犯
逮
捕
（
（
）
─
必
要
性
（
大
阪
高
裁
昭
和
六
〇
年
一
二
月
一
八
日
判
決
）」
井
上
正
仁

ほ
か
編
『
刑
事
訴
訟
法
判
例
百
選
〔
第
九
版
〕』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
（
）
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
刑
事
訴
訟
法
〔
第
二
版
〕
第
四
巻
』（
青
林
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
五
一
八
頁
〔
渡
辺
咲
子
〕
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、

私
人
逮
捕
に
お
け
る
有
形
力
の
行
使
に
つ
い
て
、
警
察
官
に
対
す
る
と
同
様
の
判
断
基
準
に
よ
る
の
は
相
当
で
な
い
と
指
摘
す
る
。
東
京
高
判
昭
和
三
七
年
二
月
二
〇

日
下
刑
集
四
巻
一=

二
号
三
一
頁
も
、
現
行
犯
人
を
逮
捕
す
る
際
の
実
力
行
使
に
つ
い
て
、
一
般
人
に
は
、
司
法
警
察
職
員
等
逮
捕
の
職
責
を
有
す
る
者
に
要
求
さ
れ



五
七
七

現
行
犯
逮
捕
を
め
ぐ
る
刑
法
解
釈
論
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

る
節
度
の
期
待
で
き
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
す
る
。
な
お
、
犯
罪
捜
査
規
範
（
昭
和
三
二
年
七
月
一
一
日
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号
）
一
二
六
条
一
項
、
逮

捕
術
教
範
（
昭
和
四
三
年
三
月
二
一
日
警
察
庁
訓
令
第
三
号
）
一
条
参
照
。

（
（
）
京
都
地
判
平
成
二
四
年
六
月
七
日LEX

/D
B（（（（（（（（

は
、
警
察
官
に
よ
る
現
行
犯
逮
捕
の
事
案
に
つ
い
て
、
現
行
犯
逮
捕
に
お
い
て
は
「
違
法
性
阻
却
事
由
の
有

無
を
正
確
に
判
断
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
…
特
定
の
犯
罪
構
成
要
件
に
該
当
す
る
行
為
が
あ
れ
ば
、
基
本
的
に
犯
罪
の
明
白
性
は
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
が
、
違
法
性
を
欠
く
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
や
違
法
性
阻
却
事
由
の
存
在
す
る
疑
い
が
認
め
ら
れ
る
積
極
的
な
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
犯
罪
の
明
白
性
を
欠
き
、
現

行
犯
逮
捕
は
許
さ
れ
な
い
」
と
し
、
現
行
犯
逮
捕
の
要
件
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
逮
捕
当
時
の
具
体
的
状
況
に
基
づ
い
て
客
観
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
具
体

的
状
況
と
は
、
犯
罪
行
為
自
体
及
び
犯
行
に
接
着
す
る
時
点
に
お
け
る
諸
状
況
も
含
め
て
、
逮
捕
者
が
〔
逮
捕
当
時
〕
認
識
し
又
は
認
識
し
え
た
も
の
を
基
準
と
す
べ

き
で
あ
る
」、
と
判
示
し
た
。
な
お
、
河
上
和
雄
ほ
か
編
・
前
掲
書（
注（
（
））四
八
六
頁
以
下
〔
渡
辺
咲
子
〕
参
照
。

（
（
）
最
決
昭
和
四
一
年
四
月
一
四
日
判
時
四
四
九
号
六
四
頁
は
、
現
行
犯
逮
捕
の
理
由
と
な
っ
た
銃
刀
法
違
反
事
件
が
事
後
的
に
無
罪
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
現

行
犯
逮
捕
を
行
っ
た
時
点
に
お
い
て
、客
観
的
に
み
て
被
告
人
が
同
法
違
反
の
現
行
犯
人
と
認
め
ら
れ
る
十
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、警
察
官
の
逮
捕
は
適
法
で
あ
り
、

こ
れ
を
免
れ
る
た
め
の
暴
行
は
公
務
執
行
妨
害
罪
を
構
成
す
る
、
と
す
る
原
判
決
を
維
持
し
た
。

（
（
）
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
二
七
条
〔
仮
逮
捕
〕

①　

現
行
犯
（auf frischer T

at

）
に
当
た
る
と
さ
れ
、
ま
た
は
現
行
犯
と
し
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
者
が
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
が
逃
亡
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま

た
は
そ
の
者
の
身
許
が
直
ち
に
特
定
で
き
な
い
と
き
は
、
何
び
と
も
、
裁
判
官
の
命
令
が
な
く
と
も
、
そ
の
者
を
仮
逮
捕
す
る
権
限
を
有
す
る
。
検
事
局
ま
た
は
警

察
の
職
務
を
行
う
公
務
員
に
よ
る
人
の
身
許
の
特
定
は
、
第
一
六
三
ｂ
条
第
一
項
に
よ
っ
て
定
め
る
。

②　

検
事
局
ま
た
は
警
察
の
職
務
を
行
う
公
務
員
は
、
危
険
が
迫
っ
て
い
る
と
き
は
、
勾
留
命
令
ま
た
は
収
容
命
令
の
要
件
が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
仮
逮
捕
す

る
権
限
を
有
す
る
。

（
以
下
略
）

ド
イ
ツ
で
は
一
般
に
、
仮
逮
捕
が
適
法
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
①
被
逮
捕
者
が
「
現
行
犯
に
当
た
る
と
さ
れ
、
ま
た
は
現
行
犯
と
し
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
、

②
逃
亡
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
ま
た
は
た
だ
ち
に
そ
の
者
の
身
許
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
あ
る
こ
と
、
③
逮
捕
者
が
被
逮
捕
者
を
逮
捕
し
て
訴
追
す
る
目

的
を
も
っ
て
い
る
こ
と
（
主
観
的
正
当
化
要
素
）、
④
逮
捕
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
手
段
が
相
当
で
あ
る
（verhältnism

äßig

）
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
学
説
・
判
例
の
状
況
に
つ
い
てH

K
-StPO

/Posthoff, （（0（（

）,§（（（ Rn. （ff.; LK
-StGB/Rönnau, （（. A

ufl., （（00（

）, V
or§

（（ Rn. （（（ff.; M
eyer-Goßner/

Schm
itt, StPO

, （（. A
ufl., （（0（（

）,§
（（（ Rn. （ff.; M

K
-StPO

/Böhm
/W

erner, （. A
ufl. （（0（（

）,§
（（（ Rn. （ff.; Satzger/Schluckenbier/ W

idm
aier, StPO

, 
（. A

ufl., （（0（（

）,§
（（（ Rn.（（ff.; SK

-StPO
/Paeffgen,（.A

ufl., （（0（0

）,§
（（（ Rn. （ff.  

参
照
。

（
（
）
こ
の
説
の
主
張
者
と
し
て
（
文
献
の
筆
者
名
の
み
記
載
す
る
。
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
注（
（
）の
注
釈
書
を
参
照
─
以
下
同
じ
）Baum

ann/W
eber/M

itsch; 
Jescheck/W

eigend; K
ühl; Lackner/K

ühl; M
aurach/Zipf; M

eyer-Goßner/Schm
itt 

〔
注（
（
）〕（
た
だ
し
、
認
識
し
え
な
い
正
当
化
事
由
な
い
し
責
任
阻
却



五
七
八

事
由
が
あ
っ
て
も
逮
捕
権
に
影
響
し
な
い
と
す
る
）; O

tto; Schönke/Schröder/Lenckner/Sternberg-Lieben; Schlüchter; W
elzel; W

essels/Beulke.
（
（
）
こ
の
説
の
主
張
者
と
し
てJakobs; Joecks; K

indhäuser; K
leinknecht; K

rey.
（
（0
）
こ
の
説
の
主
張
者
と
し
てGropp; H

K
-StPO

/Posthoff 〔
注（
（
）〕.

（
（（
）
こ
の
説
の
主
張
者
と
し
てM

K
-StPO

/Böhm
/W

erner 

〔
注（
（
）〕; Freund; Gössel; H

einrich; Satzger/Schluckenbier/W
idm

aier 

〔
注（
（
）〕/H

errm
ann; 

Jäger; K
öhler; K

ühne; SK
-StPO

/Paeffgen 〔
注（
（
）〕; Pfeifer; Putzke/Scheinfeld; Rengier; LK

-StGB/Rönnau 〔
注（
（
）〕; Roxin.  

た
だ
し
、
嫌
疑
の
程

度
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
り
、「
濃
厚
な
嫌
疑
」
の
ほ
か
、
嫌
疑
の
存
在
に
つ
い
て
「
確
信
が
あ
る
こ
と
」、「
合
理
的
な
疑
い
が
な
い
こ
と
」、「
高
い
蓋
然
性
が

あ
る
こ
と
」、「
義
務
に
適
っ
た
検
討
を
し
て
い
る
こ
と
」、「
過
失
が
な
い
こ
と
」
等
の
基
準
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
（（
）
〔
事
例
（
〕
と
〔
事
例
（
〕
はH

illenkam
p, （（ Problem

e aus dem
 Strafrecht, （（. A

ufl. （（0（（

）, （. Problem
 

に
掲
げ
ら
れ
た
設
例
を
筆
者
が
改
変
し
た
も

の
で
あ
る
。

（
（（
）
た
だ
しO

LG Jena JW
 （（（（, （（（（ （U

rt. v. （（. （. （（（（

）
は
、
実
体
法
説
・
嫌
疑
説
の
折
衷
説
に
従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
厳
格
な
実
体
法
説
に
従
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
ほ
か
にRGSt （（, （（（, （（（ （U

rt. v. （（. （. （（（（

─（ StR （（（/（（

）; RG （（, （0（, （0（ （U
rt. v. （. （. （（（（

─（ StR 
（（（/（（

）; O
LG D

üsseldorf N
JW

 （（（（, （（（（ （Beschl. v. （（. （. （（（（

─（ Ss （（（/（（

）
等
が
あ
る
。

（
（（
）
嫌
疑
説
に
従
っ
た
裁
判
例
と
し
て
、
ほ
か
にO

LG Zw
eibrücken N

JW
 （（（（, （0（（ （Beschl. v. （（. （. （（（（

─（ Ss （（/（0

）; BayO
bLG JR （（（（, （（（ （U

rt. v. 
（0. （. （（（（

─（ St （（/（（

）; A
G Grevenbroich N

JW
 （00（, （0（0 （U

rt. v. （（. （. （000

─（ D
s （ Js （（（/00

）
等
が
あ
る
。

（
（（
）SK

-StPO
/Paeffgen 

〔
注（
（
）〕§
（（（, Rn. （; K

rey/Esser, D
eutsches Strafrecht, A

T
, （. A

ufl. （（0（（

）, Rn.（（0.  

現
行
犯
逮
捕
の
歴
史
と
規
範
目
的
に
つ

い
て
詳
し
く
はBülte,§

（（（ A
bs. （ Satz （ StPO

 als Eingriffsbefugnis für den Bürger und als Rechtfertigungsgrund, ZStW
 （（（ （（00（

）, S. （（（ff.

参
照
。

（
（（
）M

K
-StPO

/Böhm
/W

erner 〔
注（
（
）〕,§

（（（ Rn. （0; LK
-StGB/Rönnau 〔

注（
（
）〕, V

or§
（（ Rn. （（（.

（
（（
）
団
藤
重
光
『
新
刑
事
訴
訟
法
綱
要
〔
七
訂
版
〕』（
創
文
社
、
一
九
六
七
年
）
一
四
二
頁
、
一
九
四
頁
は
、
刑
事
手
続
に
お
け
る
実
体
形
成
は
嫌
疑
と
と
も
に
発
展
的

に
推
移
す
る
性
質
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
す
る
（
訴
訟
状
態
説
）。

（
（（
）LK

-StGB/Rönnau 〔
注（
（
）〕,V

or§
（（ Rn. （（（.

（
（0
）
嫌
疑
説
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
刑
訴
法
一
二
七
条
一
項
に
い
う
「
現
行
犯
に
当
た
る
と
さ
れ
」
と
は
、
濃
厚
な
嫌
疑
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
、
可
罰
的
な
未
遂
に
至
っ

た
時
点
で
犯
行
の
現
場
ま
た
は
そ
の
直
近
の
場
所
に
い
る
こ
と
を
い
い
、「
現
行
犯
と
し
て
追
跡
さ
れ
て
い
る
」
と
は
、
そ
の
者
が
す
で
に
犯
行
の
現
場
か
ら
離
れ
た
が
、

な
お
継
続
的
に
追
跡
さ
れ
て
い
る
状
況
を
さ
す
。

（
（（
）
逮
捕
者
の
適
法
な
現
行
犯
逮
捕
に
対
し
て
被
逮
捕
者
が
抵
抗
し
、
さ
ら
に
は
激
し
い
攻
撃
を
加
え
る
こ
と
が
往
々
に
し
て
あ
る
が
、
そ
の
際
に
逮
捕
者
は
、
被
逮
捕

者
に
対
し
て
一
定
の
限
度
で
逮
捕
を
容
易
に
す
る
た
め
の
実
力
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
い
っ
た
ん
現
行
犯
逮
捕
が
完
了
し
た
の
ち
に
、
被
逮
捕
者
が



五
七
九

現
行
犯
逮
捕
を
め
ぐ
る
刑
法
解
釈
論
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

逮
捕
を
免
れ
よ
う
と
し
て
加
え
た
暴
行
等
に
対
し
て
は
、
逮
捕
者
は
正
当
防
衛
を
も
っ
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
面
で
の
正
当
化
は
現
行
犯
逮

捕
で
は
な
く
、
新
た
な
暴
行
等
に
対
す
る
正
当
防
衛
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
際
に
逮
捕
者
が
興
奮
・
狼
狽
等
に
よ
り
防
衛
行
為
の
相
当
性
を
超
え

た
な
ら
ば
、
過
剰
防
衛
（
刑
法
三
六
条
二
項
）
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

（
（（
）
「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
」
を
め
ぐ
る
わ
が
国
と
ド
イ
ツ
の
学
説
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
誤
想
防
衛
に
つ
い
て
─
ド
イ
ツ
の
理
論
状
況
を
み
て
─
」
比
較
法
雑
誌
四
六
巻
三

号
（
二
〇
一
二
年
）
一
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
こ
れ
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
正
当
化
事
情
の
錯
誤
と
共
犯
の
成
否
」
日
本
法
学
八
二
巻
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
一
八
九
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
な
お
付
言
す
れ
ば
、
制
限
責
任
説
に
よ
れ
ば
、
違
法
性
阻
却
事
由
の
前
提
と
な
る
事
実
を
誤
認
し
た
こ
と
に
つ
い
て
行
為
者
に
過
失
が
あ
れ
ば
─
処
罰
規
定
が
存
在

す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
─
過
失
犯
が
成
立
し
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
「
誤
認
逮
捕
」
の
事
例
に
お
い
て
、
Ｘ
が
逮
捕
の
際
に
Ａ
に
傷
害
を
負
わ
せ
、
Ｘ
に
過
失

傷
害
罪
が
成
立
す
る
な
ら
ば
、
Ａ
に
は
Ｘ
の
過
失
行
為
に
対
す
る
正
当
防
衛
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
（（
）
仲
屋
暢
彦
「
私
人
に
よ
る
現
行
犯
逮
捕
の
際
の
実
力
行
使
の
限
度
（
東
京
高
裁
昭
和
三
七
年
二
月
二
〇
日
）」
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
警
察
実
務
判
例
解
説
（
任
意
同

行
・
逮
捕
篇
）』
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
一
〇
七
頁
は
、
私
人
は
、
逮
捕
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
・
経
験
が
な
く
、
逮
捕
の
た
め
の
訓
練
を
受

け
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
現
行
犯
逮
捕
の
場
に
直
面
し
て
興
奮
・
狼
狽
し
、
状
況
判
断
や
対
応
策
に
過
誤
を
生
じ
が
ち
で
あ
り
、
ま
た
、
現
行
犯
人
に
対
す
る

報
復
感
情
や
懲
罰
感
情
が
混
入
す
る
こ
と
も
あ
る
程
度
避
け
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
法
が
私
人
に
現
行
犯
人
を
逮
捕
す
る
権
限
を
付
与
す
る
以
上
、
逮
捕
の
た
め

の
実
力
行
使
に
多
少
の
行
き
過
ぎ
が
出
て
く
る
こ
と
を
容
認
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
（（
）
裁
判
例
も
一
般
に
、
逮
捕
者
が
警
察
官
等
で
あ
る
か
私
人
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
許
容
さ
れ
る
実
力
行
使
の
限
度
に
差
異
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
限
度

に
つ
い
て
、
大
野
市
太
郎
「
現
行
犯
逮
捕
の
た
め
の
実
力
行
使
と
刑
法
三
五
条
（
最
高
裁
昭
和
五
〇
年
四
月
三
日
第
一
小
法
廷
判
決
）」
河
上
和
雄
ほ
か
編
『
警
察
実
務

判
例
解
説
（
任
意
同
行
・
逮
捕
篇
）』
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
一
号
（
一
九
九
〇
年
）
九
六
頁
以
下
、
人
見
信
男
「
現
行
犯
逮
捕
の
た
め
の
実
力
行
使
（
最
高
裁
昭
和

五
〇
年
四
月
三
日
第
一
小
法
廷
判
決
）」
佐
々
木
史
朗
ほ
か
編
『
警
察
関
係
基
本
判
例
解
説
』
別
冊
判
例
タ
イ
ム
ズ
九
号
（
一
九
八
五
年
）
一
四
九
頁
以
下
参
照
。

（
（（
）
ド
イ
ツ
法
で
は
、
許
さ
れ
る
私
人
逮
捕
の
範
囲
と
手
段
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
適
法
な
仮
逮
捕
は
、
被
逮
捕
者
の
自
由
の
制
限
、
し
た
が
っ

て
自
由
は
く
奪
の
罪
（
二
三
九
条
）
と
強
要
罪
（
二
四
〇
条
）
を
正
当
化
す
る
が
、
そ
の
他
の
法
益
の
侵
害
を
正
当
化
し
な
い
。
と
り
わ
け
傷
害
罪
（
二
二
三
条
以
下
）、

器
物
損
壊
罪
（
三
〇
三
条
）、
ま
し
て
や
殺
人
（
二
一
一
条
以
下
）
は
、
原
則
と
し
て
仮
逮
捕
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
な
い
。
被
逮
捕
者
に
重
い
傷
害
を
加
え
う
る
武
器

そ
の
他
の
危
険
物
を
使
用
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
警
察
官
に
対
す
る
教
育
や
医
師
の
臨
場
を
必
要
と
す
る
危
険
な
技
術
を
私
人
が
用
い
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。

例
外
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
逮
捕
に
必
然
的
に
伴
う
比
較
的
軽
度
の
身
体
の
傷
害
と
器
物
（
た
と
え
ば
被
逮
捕
者
の
着
衣
）
の
損
壊
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
逮
捕
の
た

め
の
自
由
は
く
奪
と
同
様
に
仮
逮
捕
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
。
そ
の
際
に
、
被
逮
捕
者
の
逃
走
を
阻
止
し
う
る
物
（
手
錠
、
縛
縄
等
）
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
逮
捕
者
が
そ
の
限
度
を
超
え
る
手
段
を
用
い
た
な
ら
ば
、
そ
の
逮
捕
は
違
法
と
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
てH

K
-StPO

/Posthoff 

〔
注（
（
）〕,§

（（（ Rn. （（ff.; 
M

eyer-Goßner/Schm
itt 

〔
注（
（
）〕,§

（（（ Rn.（（ff.; M
K

-StPO
/Böhm

/W
erner 

〔
注
（
〕,§

（（（ Rn. （（f.; Satzger/Schluckenbier/W
idm

aier 

〔
注（
（
）〕,



五
八
〇

§
（（（ Rn. （（ff.; SK

-StPO
/Paeffgen 〔

注（
（
）〕,§

（（（ Rn. （0ff.  

参
照
。

（
（（
）
〔
事
例
（
〕
はSickor, D

as Festnahm
erecht nach§

（（（Ⅰ
（ StPO

 im
 System

 der Rechtfertigungsgründe, JuS （0（（, S. （0（（ff., S. （0（（  

の
設
例
を

筆
者
が
改
変
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）M

itsch, V
orläufige Festnahm

e und N
otw

ehr, JA
 （0（（, S. （（（ff., （（（f. 

は
、「
過
剰
逮
捕
」
に
は
─
過
剰
防
衛
に
倣
っ
て
─
逮
捕
行
為
が
そ
の
当
初
か
ら
相

当
性
の
限
度
を
超
え
て
い
た
「
質
的
過
剰
逮
捕
」（intensiver Festnahm

eexzess

）
と
い
う
類
型
と
、
逮
捕
し
う
る
状
況
が
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
逮

捕
行
為
を
継
続
し
た
「
量
的
過
剰
逮
捕
」（extensiver Festnahm

eexzess

）
と
い
う
類
型
が
あ
る
と
す
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
二
つ
を
併
せ
て
「
過
剰
逮
捕
」
と
し

て
論
ず
る
。

（
（0
）
西
田
典
之
『
刑
法
総
論
〔
第
二
版
〕』（
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
）
一
三
九
頁
は
、
二
者
択
一
の
利
益
衝
突
が
な
い
「
通
常
行
為
」
に
つ
い
て
も
刑
の
減
免
の
余
地
が

あ
り
、
立
法
論
と
し
て
三
五
条
二
項
（
過
剰
正
当
行
為
）
を
新
設
す
る
こ
と
も
十
分
考
慮
に
値
す
る
と
い
う
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、「
過
剰
逮
捕
」
に
刑
法
三
三
条

［
過
剰
防
衛
に
よ
る
免
責
］
を
準
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
肯
定
説
と
否
定
説
が
あ
る
。
肯
定
説
はJakobs, Strafrecht, A

T
, （. A

ufl. （（（（（

）, （（/（（; O
tto, Grenzen 

der straflosen Ü
berschreitung der N

otw
ehr,§

（（

─BGH
 N

StZ （（（（, （0

─, Jura （（（（, S. （0（.  

否
定
説
は M

K
-StGB/Erb, （. A

ufl. （（0（（

）,§
（（ Rn. 

（（; Sickor 〔
注（
（（
）〕, S. （0（（.

（
（（
）
〔
裁
判
例
（
〕
は BeckRS （0（（, 000（=https://w

w
w

.jurion.de/U
rteile/O

LG-Celle/（0（（-（（-（（/（（-Ss-（（（_（（;Jahn, JuS （0（（, （（（

に
、〔
裁
判
例
（
〕

はhttps://w
w

w
.justiz.nrw

.de/JM
/Presse/presse_w

eitere/PresseO
LGs/archiv/（0（（_0（_A

rchiv/0（_0（_（0（（_/index.php=http://rsw
.beck.de/ 

cm
s/m

ain.docid=（（0（（（

に
よ
る
。〔
事
実
の
概
要
〕
と
〔
判
決
要
旨
〕〔
決
定
要
旨
〕
は
筆
者
が
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
（（
）
私
見
は
、
防
衛
行
為
の
相
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
の
で
過
剰
防
衛
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
の
場
合
に
、
正
当
防
衛
の
「
相
当
性
」

を
否
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
「
正
当
防
衛
の
社
会
倫
理
的
制
限
」
の
一
つ
と
し
て
刑
法
三
二
条
一
項
の
「
要
請
さ
れ
た
」（geboten

）
防
衛
行
為
と
は
い
え
な
い
と
す

る
の
か
議
論
が
あ
り
、
後
者
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
（（
）Sickor 〔
注（
（（
）〕, S. （0（（ 

は
、
両
者
を
比
較
し
て
、
た
と
え
ば
盗
品
を
持
た
ず
に
逃
走
し
た
犯
人
を
追
跡
し
て
逮
捕
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
正
当
防
衛
状
況
が
失

わ
れ
て
も
な
お
現
行
犯
逮
捕
が
認
め
ら
れ
る
状
況
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
た
と
え
ば
現
行
犯
逮
捕
の
相
当
性
（
比
例
原
則
）
が
否
定
さ
れ
て
も
な
お
正
当
防
衛
の
相
当

性
が
認
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
論
と
し
て
、
①
の
正
当
化
の
客
観
的
状
況
に
つ
い
て
は
現
行
犯
逮
捕
が
よ
り
広
く
、
③
の
行
為
の
必
要
性
・
相
当
性

に
つ
い
て
は
正
当
防
衛
が
よ
り
緩
や
か
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
（（
）
な
お
、
本
田
稔
「
最
新
判
例
演
習
室 

刑
法
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
七
三
二
号
（
二
〇
一
六
年
一
月
号
）
一
一
五
頁
参
照
。



五
八
一
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行
犯
逮
捕
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ぐ
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刑
法
解
釈
論
の
諸
問
題
（
鈴
木
）

本
稿
は
、「
法
学
新
報　

椎
橋
隆
幸
先
生
退
職
記
念
号
」
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
く
た
め
に
執
筆
し
た
も
の
で
す
。
あ
ら
た
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
も
な

く
、
椎
橋
先
生
は
、
わ
が
国
の
刑
事
法
学
の
進
展
に
ご
尽
力
さ
れ
た
の
み
な
ら
ず
、
本
学
に
お
い
て
も
要
職
を
歴
任
さ
れ
、
そ
の
発
展
に
も
多
大
の
貢
献

を
さ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
長
年
に
わ
た
り
「
中
央
大
学
刑
事
判
例
研
究
会
」
を
主
宰
さ
れ
、
私
た
ち
後
進
の
研
究
者
に
貴
重
な
勉
強
の
機
会
を
提
供
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

本
稿
が
相
変
わ
ら
ず
の
拙
稿
に
と
ど
ま
っ
た
こ
と
に
は
内
心
忸
怩
た
る
思
い
が
あ
り
ま
す
が
、
先
生
の
ま
す
ま
す
の
ご
健
勝
を
祈
念
し
つ
つ
献
呈
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
二
〇
一
六
年
九
月
五
日
脱
稿
）

（
本
学
法
学
部
教
授
）


