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Ⅰ　

は
じ
め
に

　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
実
質
的
警
察
概
念
は
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
、
警
察
法
理
論
の
中
核
に

位
置
す
る
概
念
と
し
て
重
要
な
意
味
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
概
念
を
基
軸
と
し
て
警
察
権
を
統
制
す
る
た
め
の
様
々
な
法
理
が
つ
く
ら

れ
て
き
た
。
実
質
的
警
察
概
念
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
の
行
政
裁
判
所
の
判
例
お
よ
び
学
説
を
中
心
に
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
が
、
美

濃
部
達
吉
、
佐
々
木
惣
一
な
ど
の
戦
前
の
公
法
学
者
の
手
に
よ
っ
て
わ
が
国
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
、
戦
後
も
、
田
中
二
郎

等
の
行
政
法
学
者
に
よ
っ
て
行
政
法
（
警
察
法
）
理
論
の
体
系
化
の
た
め
の
道
具
概
念
と
し
て
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
、
今
日
の
両
国
の
行
政
法
（
警
察
法
）
学
に
お
い
て
は
、
実
質
的
警
察
概
念
お
よ
び
同
概
念
を
起
点
と
し
て
つ
く
ら
れ
て

き
た
警
察
権
の
統
制
法
理
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か
ら
批
判
的
な
見
解
が
だ
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
実
質
的
警
察
概
念
が
戦
後
の
両
国
の
行
政
法
（
警
察
法
）
学
に
継
受
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
経
緯
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
今
日
の
わ
が
国
の
警
察
法
の
理
論
的
考
察
に
お
い
て
こ
の
概
念
の
有
す
る
意
味
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
た 
い 
。
さ
ら
に
、
こ
の
検
討
の
結
果
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
実
質
的
警
察
概
念
を
基
軸
と
す
る
伝
統
的
な
警
察
法
理

（
１
）

論
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
新
た
な
法
理
論
の
展
開
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

実
質
的
警
察
概
念
の
意
義
と
問
題
点

１　

実
質
的
警
察
概
念
と
他
の
警
察
概
念
と
の
関
連

一　

戦
後
ド
イ
ツ
の
警
察
法
関
係
の
文
献
に
お
い
て
実
質
的
警
察
概
念
（d

er
m
aterielle

P
o
lizeib

eg
riff

 
    
           
 
      
  
    
）
が
扱
わ
れ
る
と
き
し

ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
の
は
、
一
九
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
一
項
の
規
定
で
あ
る
。
こ
の
規
定
で
は
、
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「
警
察
官
庁
は
、
現
行
法
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
公
共
の
安
全
ま
た
は
秩
序
に
た
い
す
る
危
険
か
ら
公
共
ま
た
は
個
人
を
防
御
す
る

た
め
に
必
要
な
措
置
を
義
務
適
合
的
な
裁
量
に
従
っ
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
た
い

す
る
危
険
の
防
除
と
い
う
消
極
的
な
警
察
任
務
の
設
定
と
、
こ
の
警
察
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
措
置
の
包
括
的
な
授
権
（
警
察
概
括

的
授
権
）
が
、
と
も
に
同
規
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ 
る 
。
（
２
）

　

一
方
、
わ
が
国
で
も
、
警
察
法
理
論
の
体
系
化
の
際
に
実
質
的
警
察
概
念
が
重
視
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
、
ド

イ
ツ
と
異
な
ら
な
い
。
田
中
二
郎
や
田
上
穣
治
が
著
し
た
行
政
法
あ
る
い
は
警
察
法
の
体
系
書
で
は
消
極
目
的
の
権
力
作
用
と
し
て

警
察
作
用
が
捉
え
ら
れ
、
こ
の
概
念
を
基
軸
と
し
て
警
察
法
理
論
の
体
系
が
組
み
立
て
ら
れ
て
き 
た 
。
（
３
）

　

実
質
的
警
察
概
念
は
、「
危
険
（
障
害
）
防
除
」
と
い
う
目
的
的
契
機
と
「
権
力
作
用
」
と
い
う
手
段
的
契
機
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲

が
画
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
特
定
の
行
政
作
用
を
意
味
す
る
。
誰
が
こ
の
権
力
行
政
を
担
う
か
と
い
う
主
体
的
・
組
織
的
契
機
は
実
質

的
警
察
概
念
に
と
っ
て
本
質
的
な
要
素
で
は
な
い
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
や
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
実
質
的
警
察
概
念
は
、「
警
察
権
は
本

来
的
に
国
家
に
帰
属
す
る
」
と
い
う
考
え
方
、
す
な
わ
ち
「
国
家
警
察
権
の
論
理
」
と
密
接
な
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
て
き
た
が
、

こ
の
理
論
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
警
察
概
念
を
実
質
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

実
質
的
警
察
概
念
は
、
純
粋
に
行
政
作
用
（
機
能
）
上
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

二　

実
質
的
警
察
概
念
に
は
「
形
式
的
警
察
概
念
（d

er
fo
rm
elle

P
o
lizeib

eg
riff

 
     
  
      
 
      
  
    
）」
の
語
が
対
置
さ
れ
る
。
形
式
的
警
察
概
念
は
、

実
質
的
警
察
概
念
の
よ
う
に
、
行
政
の
目
的
お
よ
び
手
段
の
要
素
に
着
目
し
て
「
警
察
作
用
」
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
行
政
作
用
の
内

容
を
確
定
す
る
機
能
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
概
念
が
提
示
す
る
の
は
、
実
定
法
に
よ
っ
て
警
察
組
織
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

た
特
定
の
行
政
組
織
に
帰
属
す
る
権
限
の
総
体
で
あ
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
二
項
は
、
警
察
官
庁
が
、
法
律
の
授
権
に
基
づ
い
て
、
危
険
防
除
以
外
の
任
務
を
行
う
こ
と
を
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認
め
て
い
る
。
同
法
の
立
法
者
は
、
ま
ず
、
第
一
四
条
一
項
に
お
い
て
、
警
察
官
庁
の
任
務
と
し
て
危
険
防
除
の
任
務
を
掲
げ
る
と

と
も
に
、
こ
の
任
務
の
遂
行
に
必
要
な
手
段
に
関
し
て
包
括
的
な
授
権
を
承
認
し
た
。
そ
し
て
、
同
条
二
項
に
お
い
て
、
法
律
に
よ

る
個
別
の
授
権
が
あ
れ
ば
、
警
察
官
庁
の
任
務
が
危
険
防
除
の
枠
を
超
え
る
こ
と
も
承
認
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
実

質
的
警
察
概
念
の
立
法
化
の
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
の
で
き
る
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
に
あ
っ
て
も
、
形
式
的
警
察
概
念
を

設
定
す
る
意
義
は
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

形
式
的
警
察
概
念
は
、
警
察
組
織
が
危
険
防
除
以
外
の
任
務
の
遂
行
の
た
め
に
法
令
に
よ
っ
て
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
る
と
き
、

そ
れ
も
「
警
察
作
用
」
と
し
て
捉
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
形
式
的
警
察
概
念
は
、
行
政
作
用
で
は
な
く
特
定
の
行
政
組
織
の

権
限
に
着
目
し
た
概
念
で
あ
る
と
い
え
、「
危
険
防
除
」
や
「
権
力
作
用
」
と
い
う
行
政
作
用
の
目
的
や
手
段
の
概
念
的
契
機
に
よ
る

内
容
の
限
定
を
伴
わ
な
い
。
積
極
目
的
の
活
動
も
、
法
令
が
そ
の
権
限
を
警
察
組
織
に
付
与
す
れ
ば
、
形
式
的
警
察
概
念
の
領
域
に

入
れ
ら
れ
、
ま
た
、
犯
罪
捜
査
な
ど
の
司
法
警
察
上
の
作
用
も
、
そ
れ
が
警
察
組
織
の
権
限
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
同
概
念
の
範
疇
の

な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
。
ま
た
、
形
式
的
警
察
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
行
政
活
動
の
範
囲
を
判
断
す
る
た
め
の
基
準
は
、
こ
の

概
念
の
内
容
か
ら
導
く
こ
と
は
で
き
ず
、
結
局
、
立
法
者
の
政
策
的
判
断
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
形
式
的
警

察
概
念
は
、「
警
察
」
と
称
さ
れ
る
特
定
の
行
政
組
織
に
た
い
し
て
立
法
者
が
付
与
し
た
権
限
の
総
体
を
示
す
記
述
的
概
念
と
し
て
の

意
味
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
制
度
的
警
察
概
念
（d

er
in
stitu
tio
n
elle

P
o
lizeib

eg
riff

 
     
     
   
 
      
 
      
  
    
）」
あ
る
い
は
「
組
織
法
的
警
察
概
念
（d

er
o
rg
an
isatio

n
s

 
    
  
  
      
 
 -  

rech
tlich
e
P
o
lizeib

eg
riff

  
  
     
   
 
      
  
    
）」
と
呼
ば
れ
る
警
察
概
念
は
、
警
察
組
織
の
任
務
と
権
限
に
着
目
し
た
概
念
で
あ
る
点
に
お
い
て
形
式

的
警
察
概
念
と
共
通
す
る
側
面
を
有
す
る
。
し
か
し
、
形
式
的
警
察
概
念
は
、
警
察
組
織
が
有
す
る
権
限
の
範
囲
を
認
識
し
記
述
す

る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
警
察
組
織
の
権
限
の
総
体
を
示
す
概
念
に
す
ぎ
ず
、
実
質
的
警
察
概
念
と
の
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間
で
矛
盾
・
対
立
の
関
係
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
制
度
的
（
組
織
的
）
警
察
概
念
は
、
警
察
作
用
の
実

質
的
定
義
を
行
う
も
の
で
は
な
い
点
で
は
形
式
的
警
察
概
念
と
同
じ
で
あ
る
が
、
単
に
警
察
組
織
の
権
限
の
総
体
を
描
き
出
す
た
め

の
記
述
的
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
実
質
的
警
察
概
念
に
た
い
す
る
否
定
的
・
対
抗
的
要
素
を
内
在
さ
せ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お

い
て
形
式
的
警
察
概
念
と
は
異
な
る
。

三　

実
質
的
警
察
概
念
と
形
式
的
警
察
概
念
を
区
別
す
る
意
味
は
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ド
レ
フ
ス
の
警
察
法
理
論
を
継
受
し
た
ヴ
ァ
ッ

ケ
、
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
美
濃
部
達
吉
の
行
政
法
理
論
を
継
受
し
た
田
中
二
郎
が
強
調
し
た
論
点
で
あ
る
。
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
プ
ロ
イ

セ
ン
警
察
法
の
伝
統
を
継
受
す
る
観
点
か
ら
、
ま
た
、
田
中
二
郎
は
行
政
作
用
法
の
理
論
的
体
系
化
の
観
点
か
ら
実
質
的
警
察
概
念

の
意
義
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
と
も
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
占
領
軍
当
局
の
主
導
の
も
と
に
実
施
さ
れ
た
警
察
制
度
改
革
の

影
響
を
組
織
法
の
レ
ベ
ル
に
留
め
る
こ
と
を
試
み
た
。
実
質
的
警
察
概
念
と
形
式
的
警
察
概
念
と
の
峻
別
論
は
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ

警
察
法
理
論
の
体
系
と
、
英
米
法
的
な
思
考
を
強
く
反
映
し
た
戦
後
の
警
察
実
定
法
制
度
と
の
関
係
を
統
合
す
る
方
向
に
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
の
理
論
と
制
度
の
間
に
存
在
す
る
原
理
的
思
考
の
違
い
を
認
め
た
う
え
で
、
伝
統
的
な
ド
イ
ツ
法
的
警
察
法
理
論
の
体
系
に

た
い
す
る
英
米
法
的
警
察
制
度
改
革
の
影
響
を
極
力
排
除
し
、
よ
っ
て
戦
前
と
戦
後
の
警
察
法
理
論
の
体
系
的
継
続
性
を
確
保
す
る

方
向
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し 
た 
。
（
４
）

　

他
方
、
実
質
的
警
察
概
念
と
制
度
的
警
察
概
念
の
対
立
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
理
論
を
批
判
す
る
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
学
派
の

論
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
の
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
個
別
的
授
権
論
を
継
承
し
た
Ｆ
・
マ
イ

ヤ
ー
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
理
論
が
採
る
概
括
的
授
権
論
を
批
判
す
る
と
と
も
に
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
英
米
法

的
な
警
察
法
制
度
の
導
入
を
肯
定
的
に
評
価
し
た
だ
け
で
な
く
、
当
該
制
度
改
革
の
趣
旨
を
反
映
し
つ
つ
、
実
質
的
警
察
概
念
に
替

わ
る
新
た
な
警
察
概
念
の
創
設
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
が
制
度
的
警
察
概
念
で
あ
る
。
た
だ
し
、
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
等
の
バ
イ
エ
ル
ン
警
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察
法
学
派
の
論
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
制
度
的
警
察
概
念
の
設
定
の
試
み
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
伝
統
で
あ
る
警
察
概
括
的
授

権
の
原
則
の
批
判
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
一
九
世
紀
後
期
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
か
け
て
ド
イ
ツ
の
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論

の
骨
格
を
形
成
し
て
き
た
実
質
的
警
察
概
念
と
は
異
な
り
、
理
論
的
に
体
系
化
さ
れ
た
警
察
法
理
を
提
示
す
る
段
階
に
ま
で
至
る
こ

と
は
な
か
っ 
た 
。
（
５
）

２　

実
質
的
警
察
概
念
の
継
受

一　

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、「
警
察
」
と
い
う
語
を
冠
し
た
国
家
作
用
の
内
容
を
如
何
な
る
も
の
と
し

て
捉
え
る
か
は
、
侵
害
行
政
法
理
論
に
お
い
て
極
め
て
重
要
な
課
題
と
さ
れ
、
こ
の
テ
ー
マ
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
扱
う
モ
ノ

グ
ラ
フ
ィ
ー
も
数
多
く
公
に
さ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
有
名
な
の
は
、
美
濃
部
達
吉
と
佐
々
木
惣
一
の
行
政
法
理
論
に
み
ら
れ
る
警

察
概
念
の
定
義
の
相
違
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
一
九
世
紀
か
ら
警
察
概
念
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
見
解
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

　

一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
警
察
概
念
、
特
に
ク
ロ
イ
ツ
ベ
ル
ク
判
決
（
一
八
八
二
年
）
が
現
れ
た
時
期
に
唱
え
ら
れ
た
警
察
概

念
に
つ
い
て
は
、
目
的
の
要
素
を
先
行
さ
せ
る
か
、
そ
れ
と
も
権
力
（
強
制
）
の
要
素
を
先
行
さ
せ
る
か
に
つ
い
て
学
説
上
の
対
立

が
あ
っ
た
も
の
の
、
結
局
、
一
九
世
紀
後
期
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
消
極
目
的
の
権
力
的
作
用
と
し
て
両
要
素
が
統
一
的
に
把
握

さ
れ
、
さ
ら
に
国
家
的
必
須
性
と
授
権
原
則
の
特
殊
性
が
当
該
行
政
作
用
を
他
の
行
政
作
用
か
ら
峻
別
す
る
実
質
的
要
素
と
し
て
警

察
概
念
の
な
か
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ 
た 
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
立
憲
君
主
制
的
憲
法

（
６
）

構
造
下
で
つ
く
ら
れ
た
実
質
的
警
察
概
念
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
に
止
ま
ら
ず
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ボ
ン
基
本
法
下
に
お
い

て
も
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
伝
統
を
高
く
評
価
す
る
ヴ
ァ
ッ
ケ
等
の
論
者
に
よ
っ
て
、
そ
の
継
受
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
一
九
三
一
年
に
制
定
さ
れ
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
お
よ
び
ド
レ
フ
ス
の
警
察
法
理
論
を
戦
後
ド
イ
ツ
警
察
法
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の
展
開
の
礎
石
に
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
そ
の
際
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
課
題
を
克
服
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
た
。
そ
の
一
は
、
一

九
世
紀
後
半
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
理
論
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
新
し
い
民
主
的
憲
法
秩

序
の
も
と
で
も
妥
当
性
を
有
す
る
こ
と
を
如
何
に
論
証
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
は
、
占
領
国
で
あ
る
英
米
の
警
察
法
思
想

の
影
響
を
強
く
受
け
た
新
た
な
警
察
法
制
度
と
、
ド
イ
ツ
の
伝
統
的
な
警
察
法
理
論
の
関
係
を
如
何
に
整
合
的
に
捉
え
る
の
か
、
と

い
う
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
実
質
的
警
察
概
念
と
形
式
的

警
察
概
念
を
使
い
分
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し
た
。
他
方
、
前
者
の
課
題
に
つ
い
て
い
え
ば
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政

法
と
ナ
チ
ス
警
察
法
の
関
係
か
ら
み
て
比
較
的
容
易
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二　

ヘ
ー
ン
な
ど
の
ナ
チ
ス
警
察
法
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
、
自
由
主
義
的
な
要
素
を
有
し
て
い
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
に
た
い

す
る
敵
意
を
顕
に
し
、
そ
の
徹
底
的
な
排
除
を
主
張
す
る
と
と
も
に
、
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
を
中
心
と
す
る
民
族
主
義
的
・
中
央
集
権
的

国
家
体
制
の
確
立
と
い
う
政
治
目
標
の
実
現
の
手
段
と
し
て
警
察
を
位
置
づ
け
た
。
そ
こ
で
の
警
察
法
は
、
権
力
統
制
法
と
し
て
の

性
格
を
著
し
く
後
退
さ
せ
、
も
っ
ぱ
ら
治
安
警
察
活
動
の
正
当
化
法
と
し
て
の
性
格
の
み
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
た
。
ま
た
、
消
極

目
的
原
則
、
比
例
原
則
、
警
察
義
務
者
の
法
理
な
ど
の
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
が
取
り
入
れ
た
自
由
主
義
的
な
警
察
権
の
統
制

法
理
は
、
そ
の
価
値
を
尽
く
否
定
さ
れ
、
民
族
共
同
体
の
維
持
・
発
展
と
い
う
ナ
チ
ス
の
政
治
理
念
の
実
現
に
障
害
に
な
る
と
判
断

さ
れ
た
市
民
の
活
動
の
す
べ
て
が
警
察
に
よ
る
取
締
り
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　

ナ
チ
ス
警
察
法
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
が
伝
統
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
た
の
か
は
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政

法
に
た
い
す
る
彼
ら
の
評
価
を
み
れ
ば
容
易
に
理
解
で
き
る
。
ヘ
ー
ン
に
代
表
さ
れ
る
ナ
チ
ス
警
察
法
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
は
、
こ
の

法
律
の
自
由
主
義
的
側
面
を
厳
し
く
批
判
し
、
そ
の
法
律
と
し
て
の
機
能
の
停
止
に
至
る
道
筋
を
つ
く
り
あ
げ
た
。
ナ
チ
ス
政
権
下

に
お
い
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
は
形
式
的
に
は
存
続
し
て
い
た
が
、
実
質
的
に
は
廃
止
同
然
の
状
況
に
お
か
れ
た
。
同
法
一
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四
条
一
項
の
「
公
共
の
秩
序
（d

ie
ö
ffen
tlich
e
O
rd
n
u
n
g

 
    
    
     
   
  
 
 
 
 

）」
概
念
の
拡
張
解
釈
を
通
じ
て
ナ
チ
ス
警
察
の
活
動
の
正
当
性
を
承
認

し
よ
う
と
し
た
ド
レ
フ
ス
の
試
み
も
ナ
チ
ス
の
警
察
実
務
や
警
察
法
学
説
に
よ
っ
て
拒
否
さ
れ
た
。
も
し
、
同
法
を
ナ
チ
ス
の
「
一

般
警
察
法
」
と
し
て
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
ド
レ
フ
ス
の
試
み
が
成
功
裡
に
実
現
し
て
い
た
な
ら
ば
、
終
戦
後
、
占
領
軍
当
局
は
同

法
の
廃
止
を
決
定
し
て
い
た
か
も
し
れ
な 
い 
。
（
７
）

三　

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
占
領
軍
当
局
に
よ
る
警
察
制
度
改
革
が
、
ナ
チ
ス
の
警
察
法
思
想
の
存
続
を
全
面
的
に
否
定
し
た
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
占
領
軍
当
局
は
、
ナ
チ
ス
の
警
察
法
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
過
去
の
責
任
を
追
及
す
る
と
と
も

に
、
彼
ら
が
公
的
な
場
に
お
い
て
活
動
す
る
機
会
を
奪
っ
た
。
ま
た
、
ナ
チ
ス
の
警
察
組
織
を
解
体
し
、
そ
の
活
動
の
根
拠
法
令
の

廃
止
を
決
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
占
領
軍
当
局
は
、
ナ
チ
ス
警
察
法
の
思
想
や
制
度
に
つ
い
て
は
徹
底
し
て
排
除
し
た
が
、
戦
前

の
伝
統
的
な
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
の
存
続
の
可
否
に
つ
い
て
は
特
に
関
心
を
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
占
領
軍
当
局
は
、
ナ
チ

ス
警
察
法
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
公
的
活
動
の
機
会
を
奪
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
に
替
わ
る
新
た
な
警
察
法
理
論
の
形
成
・
普
及
に
は
関

与
す
る
こ
と
な
く
、
一
九
三
三
年
以
前
の
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
の
復
活
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
否
定
す
る
意
思
を
示
す
こ
と
は

な
か
っ
た
。
占
領
軍
当
局
に
と
っ
て
関
心
が
あ
っ
た
の
は
、
ナ
チ
ス
時
代
の
全
体
主
義
的
な
警
察
制
度
と
思
想
の
排
除
で
あ
っ
て
、

ナ
チ
ス
政
権
以
前
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
理
論
の
復
活
に
つ
い
て
は
特
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
は
、
消
極
目
的
原
則
、
比
例
原
則
、
警
察
義
務
者
の
法
理
な
ど
、
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
判

例
理
論
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
自
由
主
義
的
な
警
察
権
統
制
法
理
を
内
包
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
同
法
は
、
こ
の
よ
う
に
、
自
由

主
義
的
な
警
察
権
統
制
法
理
を
内
包
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
存
続
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
り
、
戦
後
警
察
法
の
理
論
と
制
度
に
た
い
す
る
影
響
力
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

四　

国
家
権
力
の
濫
用
か
ら
国
民
の
権
利
・
自
由
を
擁
護
す
る
と
い
う
自
由
主
義
的
な
視
点
の
重
視
は
、
ナ
チ
ス
の
政
治
的
支
配
を
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経
験
し
た
戦
後
の
ド
イ
ツ
警
察
法
学
に
と
っ
て
特
に
強
く
意
識
さ
れ
る
べ
き
憲
法
規
範
上
の
要
請
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
憲
法

規
範
上
の
要
請
は
、
制
度
面
で
は
、
警
察
の
組
織
改
革
お
よ
び
そ
の
活
動
領
域
の
縮
小
並
び
に
実
定
法
に
よ
る
警
察
活
動
の
規
範
的

統
制
の
強
化
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
が
、
法
理
論
に
関
し
て
い
え
ば
、
伝
統
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
思
想
と
理
論
の
復
活
よ
っ

て
、
そ
の
実
現
が
図
ら
れ
た
。

　

他
方
、
戦
前
の
わ
が
国
で
は
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
イ
セ
ン
上
級
行
政
裁
判
所
の
よ
う
に
、
自
由
主
義
的
な
警
察
法
判
例
の
形
成
を
行

え
る
司
法
制
度
の
基
盤
が
欠
如
し
て
お
り
、
わ
が
国
の
行
政
裁
判
所
か
ら
は
警
察
法
理
論
の
体
系
化
の
基
礎
と
な
る
よ
う
な
判
例
理

論
も
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
国
家
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
の
実
定

法
化
を
試
み
た
ド
レ
フ
ス
の
よ
う
な
人
物
も
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
明
治
政
府
が
そ
の
と
き
ど
き
の
必
要
性
か
ら
発
し
た
様
々
な
前

近
代
的
な
形
式
と
内
容
を
有
す
る
法
令
が
整
理
さ
れ
な
い
ま
ま
の
状
態
で
有
効
な
も
の
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
き
た

の
で
あ 
る 
。
（
８
）

五　

こ
の
よ
う
な
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
法
状
況
の
相
違
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
お
け
る
警
察
法
の
継
受
の
面
に
お
い

て
も
一
定
の
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
戦
後
ド
イ
ツ
で
は
、
一
九
五
〇
年
代
初
頭
ま
で
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政

法
が
大
き
な
影
響
力
を
も
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
に
お
い
て
は
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
直
接
の
適
用

が
認
め
ら 
れ 
、
ま
た
、
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
州
に
属
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
占
領
地
区
以
外
の
地
区
に
お
い
て
も
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法

（
９
）

の
規
定
が
直
接
ま
た
は
補
充
的
に
用
い
ら
れ 

　

ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
こ
の
よ
う
な
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
法
状
況
を
考
慮
に
入
れ
た
う
え
で
、
戦
後
ド
イ
ツ
の
警
察
実
定

法
秩
序
の
中
心
に
位
置
す
る
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
で
あ
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
基
本
的
に
は
、
一
九
三
三
年
の
ナ
チ
ス

政
権
の
成
立
以
前
の
法
状
況
と
変
わ
ら
な
い
、
と
主
張
し 

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
と
同
様
、
戦
前
の
自
由
主
義
的
な
警

（　

）
１０た
。

（　

）
１１た
。
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察
法
理
論
の
戦
後
へ
の
継
受
を
試
み
た
田
中
二
郎
は
、
実
質
的
警
察
概
念
の
根
拠
を
実
定
法
に
求
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
か
り
に

田
中
が
、
佐
々
木
惣
一
が
自
ら
の
警
察
法
理
論
の
実
定
法
上
の
根
拠
を
行
政
警
察
規
則
に
求
め
た
よ
う
に
、
実
質
的
警
察
概
念
の
実

定
法
上
の
根
拠
と
な
る
法
令
を
戦
後
の
新
た
な
制
定
法
の
な
か
に
求
め
た
と
し
て
も
、
そ
の
試
み
が
成
功
裡
に
実
現
す
る
可
能
性
は

極
め
て
低
か
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
よ
う
な
体
系
的
な
警
察
法
律
は
わ
が
国
に
は
な
く
、
ま
た

行
政
警
察
規
則
も
戦
後
に
な
っ
て
廃
止
さ
れ
た
。
一
九
四
七
年
の
旧
警
察
法
お
よ
び
一
九
五
四
年
の
現
行
警
察
法
の
任
務
規
定
は
、

犯
罪
捜
査
等
の
司
法
警
察
作
用
も
警
察
任
務
の
な
か
に
入
れ
て
お
り
、
行
政
警
察
上
の
概
念
で
あ
る
実
質
的
警
察
概
念
に
対
応
す
る

規
律
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
警
察
行
政
活
動
の
基
本
法
で
あ
る
警
察
官
職
務
執
行
法
も
即
時
対
応
的
な
執
行
警
察
的
権

限
を
中
心
に
規
律
す
る
法
律
で
あ
っ
て
、
実
質
的
意
義
の
警
察
作
用
に
対
応
し
た
法
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

六　

戦
前
の
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
は
、
ド
イ
ツ
で
は
ド
レ
フ
ス
か
ら
ヴ
ァ
ッ
ケ
へ
、
わ
が
国
で
は
美
濃
部
達
吉
や
佐
々
木
惣
一

か
ら
田
中
二
郎
へ
と
受
け
継
が
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
法
理
論
の
継
受
の
面
だ
け
に
限
っ
て
い
う
と
、
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
で
は
同
じ
よ

う
な
現
象
が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
で
は
、
ナ
チ
ス
政
権
下
に
お
い
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
遺
物
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き

た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
再
評
価
さ
れ
、
戦
後
の
警
察
法
制
度
の
基
点
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

の
に
た
い
し
て
、
わ
が
国
で
は
、
戦
前
の
警
察
法
令
は
戦
後
に
な
っ
て
悉
く
改
廃
さ
れ
、
そ
の
継
受
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ヴ
ァ
ッ
ケ
も
田
中
二
郎
も
、
警
察
概
念
を
実
質
的
意
味
と
形
式
的
意
味
の
両
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
英
米
法
的
警
察
制
度

改
革
の
警
察
作
用
法
の
理
論
体
系
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
点
で
は
、
二
人
の
所
論
に
共
通
す
る
点
を

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
占
領
軍
当
局
に
よ
る
警
察
制
度
改
革
の
評
価
に
関
し
て
は
、
両
者
は
異
な
る
立
場
を
採
っ
た
。

す
な
わ
ち
、
英
米
占
領
軍
当
局
に
よ
る
警
察
制
度
改
革
を
、
ド
イ
ツ
警
察
法
の
歴
史
へ
の
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
く
不
当
な
改
革
で
あ

る
と
批
判
的
に
評
価
す
る
ヴ
ァ
ッ
ケ
に
比
べ
る
と
、
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
当
局
に
よ
る
警
察
制
度
改
革
に
た
い
す
る
田
中
二
郎
の
評
価
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は
冷
静
か
つ
中
立
的
で
あ
る
。
田
中
は
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
新
た
な
警
察
実
定
法
制
度
が
つ
く
ら
れ
た
こ
と
を
一
つ
の
歴
史
的
事

実
と
し
て
受
け
入
れ
、
こ
れ
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
戦
前
の
自
由
主
義
的
な
警
察
法
理
論
の
体
系
を
如
何
に
戦
後
社
会
に
継
受
し

発
展
さ
せ
る
の
か
と
い
う
課
題
だ
け
に
関
心
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

七　

こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
英
米
法
的
警
察
制
度
改
革
に
た
い
す
る
評
価
の
面
に
着
目
す
る
と
き
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
と
田
中
二
郎
の
所
見

に
は
一
定
の
違
い
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
そ
の
理
由
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
プ
ロ
イ
セ
ン

警
察
行
政
法
の
よ
う
な
自
由
主
義
的
警
察
法
の
基
本
を
形
づ
く
る
実
定
法
が
ド
イ
ツ
で
は
存
在
し
て
、
わ
が
国
に
は
存
在
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
主
要
な
理
由
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ァ
ッ
ケ
に
と
っ
て
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行

政
法
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
あ
っ
て
も
、
ナ
チ
ス
政
権
が
成
立
す
る
以
前
の
ド
イ
ツ
と
同
様
に
、
警
察
法
理
論
の
基
礎
と
な
る

実
定
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
英
米
占
領
軍
当
局
の
主
導
の
も
と
に
つ
く
ら
れ
た
戦
後
ド
イ
ツ
の
警
察
法
律
は
、

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
伝
統
を
継
受
す
る
も
の
で
は
な
い
。
プ
ロ
イ
セ
ン
の
伝
統
的
な
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
の
成
果
と
も
い
う

べ
き
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
と
執
行
警
察
の
任
務
と
権
限
を
中
心
に
規
律
す
る
戦
後
の
英
米
法
的
警
察
実
定
法
制
度
と
は
お
互
い

に
相
容
れ
な
い
側
面
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
こ
の
よ
う
な
、
戦
後
の
警
察
実
定
法
制
度
の
混
乱
し

た
状
況
を
前
に
し
て
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
を
中
心
と
す
る
警
察
実
定
法
秩
序
の
統
一
の
必
要
性
を
確
信
し
、
こ
の
観
点
か
ら

戦
後
の
警
察
制
度
改
革
＝
脱
警
察
化
を
批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
戦
前
と
戦
後
の
警
察
実
定
法
の
間
で
緊
張
状
況
が
生
じ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
わ
が
国
で
は
、
警
察
法

の
継
受
は
も
っ
ぱ
ら
学
説
の
範
囲
に
止
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
美
濃
部
達
吉
や
佐
々
木
惣
一
の
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
は
、
田
中

二
郎
等
の
行
政
法
学
者
に
よ
っ
て
部
分
的
な
修
正
を
加
え
ら
れ
た
う
え
で
、
戦
後
の
行
政
法
理
論
の
一
部
と
し
て
継
受
さ
れ
た
。
多

様
な
国
家
作
用
の
な
か
か
ら
「
消
極
目
的
」
と
「
権
力
作
用
」
の
概
念
を
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し
て
警
察
行
政
作
用
を
定
義
づ
け
、
そ
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れ
に
固
有
な
法
理
を
解
明
す
る
と
い
う
実
質
的
警
察
概
念
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
学
説
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
講
学
上
の
警
察
概
念
論
と

し
て
戦
前
か
ら
戦
後
へ
と
受
け
継
が
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

３　

戦
後
警
察
法
学
に
お
け
る
実
質
的
警
察
概
念
へ
の
批
判

　

⑴　

実
質
的
警
察
概
念
に
た
い
す
る
批
判

一　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
や
わ
が
国
で
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
つ
く
ら
れ
た
実
質
的
警
察
概
念
が
、
そ
の
範
囲
や

形
態
を
異
に
し
つ
つ
も
、
戦
後
の
警
察
法
学
に
継
受
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
伝
統
的
な
実
質
的
警
察
概

念
の
戦
後
へ
の
継
受
に
た
い
し
て
は
様
々
な
観
点
か
ら
批
判
も
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
以
下
で
は
、
戦
後
に
な
っ
て
両
国
に

現
れ
た
実
質
的
警
察
概
念
へ
の
批
判
的
見
解
を
整
理
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
の
内
容
や
相
互
の
関
連
を
検
討
す
る
。

　

ま
ず
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
現
れ
た
、
法
実
証
主
義
（
ガ
レ
ッ
テ
）、
法
治
主
義
（
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
）、
脱
警
察
化
（
ゲ
ッ
ツ
）

と
い
う
三
つ
の
観
点
か
ら
の
実
質
的
警
察
概
念
に
た
い
す
る
批
判
論
を
取
り
上
げ
る
。

　
（
ア
）　

法
実
証
主
義
の
観
点
か
ら
の
批
判

　

ガ
レ
ッ 

、
警
察
実
定
法
の
内
容
と
立
法
者
の
意
思
を
重
視
す
る
。
彼
に
と
っ
て
警
察
概
念
の
設
定
に
何
ら
か
の
意
味
を
求
め

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
警
察
組
織
の
職
務
の
範
囲
を
画
し
、
そ
の
作
用
の
特
色
を
明
確
に
す
る
こ
と
に
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
危
険
防
除
の
任
務
は
、
確
か
に
警
察
の
職
務
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
ガ
レ
ッ
テ
は
、
そ
れ
は
警
察
の
任
務
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
警
察
組
織
は
、
そ
れ
以
外
の
作
用
を
行
う
こ
と
も
実
定
法
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
強
調

し
た
。

　

ガ
レ
ッ
テ
が
そ
の
具
体
例
と
し
て
挙
げ
た
の
は
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
規
定
で
あ
る
。
同
法
一
四
条
一
項
で
は
危
険
防
除
の

（　

）
１２テ
は
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任
務
が
警
察
官
庁
の
任
務
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
同
条
二
項
に
お
い
て
は
「
法
律
に
よ
っ
て
特
別
に
委
ね
ら
れ
た
任
務
」
の

遂
行
も
ま
た
警
察
官
庁
の
責
務
に
な
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
規
定
は
、
個
別
法
律
に
よ
っ
て
委
ね
ら
れ
た
任
務
が
警
察

官
庁
の
任
務
に
な
る
こ
と
を
明
記
す
る
だ
け
で
、
そ
の
任
務
の
範
囲
を
限
定
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
福
祉
目
的
＝
積
極
目
的

の
行
政
作
用
で
あ
っ
て
も
、
立
法
者
の
判
断
に
よ
っ
て
警
察
官
庁
の
任
務
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

　

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
一
四
条
二
項
と
同
様
の
規
定
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
新
た
に
制
定
さ
れ
た
各
州
の
警
察
実
定
法
に

も
み
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ガ
レ
ッ
テ
は
、
警
察
組
織
の
任
務
と
権
限
の
内
容
・
範
囲
等
は
、
そ
の
時
々
の
立
法
者
の
判
断
に

よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
社
会
的
・
政
治
的
状
況
の
違
い
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
こ
ざ
る
を
得
ず
、

時
代
を
超
え
て
妥
当
す
る
固
定
的
・
普
遍
的
な
警
察
概
念
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
帰
結
に
至
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
、
警
察
組
織
の
任
務
と
こ
れ
に
帰
属
す
る
権
限
に
着
目
す
る
ガ
レ
ッ
テ
の
見
解
は
、
結
局
、
形
式
的
警
察
概
念
の
内

容
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
以
上
の
意
味
を
警
察
概
念
に
求
め
る
こ
と
を
拒
否
す
る
立
場
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ガ
レ
ッ
テ
に

と
っ
て
、
警
察
活
動
を
規
範
的
に
統
制
す
る
の
は
、
警
察
実
定
法
に
お
か
れ
た
任
務
お
よ
び
権
限
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
実
質
的

警
察
概
念
で
は
な
い
。
ガ
レ
ッ
テ
の
主
張
す
る
法
実
証
主
義
的
・
機
能
主
義
的
警
察
概
念
論
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
実
質
的
警
察
概

念
の
実
定
法
化
の
試
み
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
で
す
ら
、
同
法
が
立
法
者
の
判
断
に
よ
っ
て
危
険
防
除

以
外
の
任
務
を
警
察
官
庁
が
行
え
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
以
上
、
警
察
組
織
の
任
務
と
権
限
の
範
囲
を
示
す
概
念
と
し
て
実
質
的

警
察
概
念
を
取
り
入
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
イ
）　

法
治
主
義
の
観
点
か
ら
の
批
判

　

戦
後
の
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
学
派
に
お
い
て
中
心
的
な
存
在
で
あ
っ
た
Ｆ
・
マ
イ
ヤ 

、
ガ
レ
ッ
テ
と
同
様
、
実
質
的
警
察
概

念
に
た
い
す
る
批
判
論
を
積
極
的
に
展
開
し
た
論
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
実
質
的
警
察
概
念
に
た
い
す
る
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
の
批
判
は
、

（　

）
１３ー
も



論　　　説

（ ）１４（甲南法学’ １６）５７─１・２─１４

ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
南
ド
イ
ツ
に
お
い
て
唱
え
ら
れ
た
個
別
的
授
権
論
に
そ
の
立
脚
点
を
お
い
て
お
り
、
ガ
レ
ッ
テ
の
よ
う
な
法
実
証

主
義
的
お
よ
び
機
能
主
義
的
な
視
点
は
、
そ
れ
ほ
ど
重
視
さ
れ
て
い
な
い
。

　

伝
統
的
な
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
警
察
概
念
論
と
警
察
権
限
の
授
権
論
と
の
密
接
な
関
係
に
お
い
て
捉
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
ま
ず
、
一
九
世
紀
の
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
法
か
ら
継
受
さ
れ
て
き
た
概
括
的
授
権
論
の
反
法
治

国
的
性
格
に
照
準
を
合
わ
せ
て
批
判
論
を
展
開
し
、
当
該
授
権
論
は
、
基
本
権
の
保
護
を
重
視
す
る
ボ
ン
基
本
法
の
も
と
で
は
到
底

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
の
よ
う
に
、
戦
後
の
憲
法
秩
序
と
伝
統
的
な
警
察
概
括
的
授

権
論
と
の
間
の
矛
盾
に
つ
い
て
批
判
を
加
え
た
う
え
で
、
警
察
概
念
に
つ
い
て
も
、
実
質
的
概
念
か
ら
制
度
的
・
組
織
的
概
念
に
変

更
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

　

ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
実
質
的
警
察
概
念
の
重
要
な
機
能
は
、
包
括
的
・
一
般
的
な
要
件
で
の
授
権
が
認
め
ら
れ
る
国
家
作
用

の
範
囲
を
画
定
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
警
察
作
用
に
固
有
な
授
権
原
則
が
戦
後
憲
法
秩
序
に
よ
っ
て
否
定

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
質
的
警
察
概
念
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
保
持
す
べ
き
か
否
か
が
改
め
て
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
は
、
こ
の
問
に
つ
い
て
否
定
の
立
場
を
採
り
、
実
質
的
警
察
概
念
の
存
在
意
義
を
認
め
ず
、
こ
れ
を
放
棄
す
る
こ
と

を
主
張
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
に
替
わ
る
新
た
な
警
察
概
念
を
、
戦
後
改
革
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
新
た
な
警
察
実
定
法
秩
序
に

求
め
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
、
概
括
的
授
権
原
則
と
の
関
係
が
否
定
さ
れ
た
警
察
概
念
は
一
つ
の
空
容
器
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
を

機
能
的
・
実
体
法
的
内
容
で
満
た
す
替
わ
り
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
行
わ
れ
た
警
察
制
度
改
革
の
方
針
に
従
っ
て
、
特
定
の
行

政
組
織
と
そ
の
作
用
を
指
し
示
す
概
念
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
。

　
（
ウ
）　

脱
警
察
化
の
観
点
か
ら
の
批
判

　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
占
領
軍
当
局
に
よ
る
警
察
制
度
改
革
＝
脱
警
察
化
を
も
っ
ぱ
ら
警
察
組
織
の
レ
ベ
ル
で
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の
改
革
と
し
て
位
置
づ
け
、
そ
の
実
体
法
へ
の
影
響
を
制
限
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ゲ
ッ 

、
こ
の
ヴ
ァ
ッ
ケ
の
説

に
異
を
唱
え
、
脱
警
察
化
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
営
業
、
建
築
、

食
品
な
ど
の
狭
義
の
行
政
警
察
領
域
に
み
ら
れ
る
積
極
行
政
化
の
現
象
（「
危
険
防
除
」
か
ら
「
危
険
配
慮
」
へ
）
あ
る
い
は
危
険
概

念
の
内
容
の
多
様
化
・
専
門
化
の
現
象
は
戦
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
す
で
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
占
領
軍
当
局

の
改
革
は
、
こ
の
よ
う
な
、
戦
前
の
ド
イ
ツ
で
み
ら
れ
た
実
質
的
な
意
味
で
の
脱
警
察
化
の
傾
向
を
肯
定
的
に
捉
え
、
さ
ら
に
そ
れ

を
推
し
進
め
る
と
い
う
役
割
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ゲ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
占
領
軍
当
局
の
主
導
に
よ
る
脱
警
察
化
の
遂
行
は
、
ヴ

ァ
ッ
ケ
が
説
く
よ
う
に
、
単
な
る
警
察
権
限
の
分
散
＝
警
察
権
限
の
所
在
の
変
更
を
意
味
す
る
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
伝

統
的
な
警
察
概
念
の
存
在
意
義
に
疑
義
を
呈
す
る
契
機
を
内
包
す
る
点
に
お
い
て
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
改
革
で
あ
っ
た
。

二　

以
上
の
よ
う
な
、
戦
後
ド
イ
ツ
に
お
い
て
み
ら
れ
た
三
つ
の
視
点
か
ら
の
実
質
的
警
察
概
念
の
批
判
の
な
か
で
、
法
治
主
義
の

視
点
か
ら
の
批
判
は
、
わ
が
国
で
は
明
確
な
形
で
は
現
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
わ
が
国
で
は
概
括
的
授
権
原
則
と
い
う

警
察
行
政
に
固
有
な
授
権
原
則
が
学
説
・
判
例
等
に
お
い
て
明
示
的
に
承
認
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
。

警
察
行
政
の
領
域
で
は
、
他
の
行
政
領
域
に
比
べ
て
行
政
裁
量
が
広
く
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も

戦
前
か
ら
承
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
警
察
行
政
に
は
他
の
行
政
領
域
に
は
認
め
ら
れ
な
い
固
有
の
授
権
原
則
が
妥
当
す
る
と
い

う
主
張
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
で
は
、
戦
前
の
学
説
に
お
い
て
も
支
配
的
な
見
解
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

わ
が
国
で
は
、
戦
前
か
ら
、
授
権
原
則
論
と
警
察
概
念
論
の
密
接
な
関
係
は
法
理
論
上
の
争
点
と
は
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
Ｆ
・

マ
イ
ヤ
ー
の
よ
う
に
、
警
察
法
上
の
授
権
原
則
を
め
ぐ
る
論
争
の
延
長
線
上
に
お
い
て
実
質
的
警
察
概
念
の
妥
当
性
を
問
題
と
す
る

論
者
も
現
れ
て
く
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

ま
た
、
法
実
証
主
義
の
観
点
か
ら
実
質
的
警
察
概
念
の
妥
当
性
を
直
截
に
批
判
す
る
ガ
レ
ッ
テ
の
よ
う
な
立
場
を
採
る
論
者
も
わ

（　

）
１４ツ
は



論　　　説

（ ）１６（甲南法学’ １６）５７─１・２─１６

が
国
で
は
み
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
に
た
い
す
る
批
判
を
展
開
し
た
田
村
正
博
の
所
論
の
な
か
に
ガ
レ
ッ

テ
と
同
様
の
法
実
証
主
義
的
な
視
点
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
田
村
は
、
実
質
的
警
察
概
念
（
学
問
上
の
警
察
概
念
）
に
た

い
し
て
も
批
判
的
な
立
場
を
採
る
が
、
そ
の
批
判
の
主
た
る
対
象
は
、
警
察
概
念
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界

論
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
警
察
権
限
が
ど
う
よ
う
な
要
件
の
も
と
で
、
ま
た
誰
に
た
い
し
て
行
使
さ
れ
る
の
か
を
決
め
る
の

は
、
学
者
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
条
理
規
範
で
は
な
く
、
実
定
法
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
本
来
あ
る
べ
き
警
察
権
の
限
界
は
、
実

定
憲
法
と
警
察
法
律
の
解
釈
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
学
者
が
講
学
上
つ
く
り
あ
げ
た
条
理
規
範
に
依
拠
し
て
警
察
権
の

限
界
を
論
ず
る
こ
と
は
警
察
行
政
の
適
正
な
任
務
遂
行
を
阻
害
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
だ
け
で
あ
る
、
と
批
判
す 

　

こ
の
よ
う
に
、
警
察
権
限
を
創
設
し
、
そ
れ
を
規
制
す
る
の
は
立
法
者
で
あ
る
と
い
う
法
実
証
主
義
的
な
視
点
が
強
調
さ
れ
る
と

き
、
警
察
権
限
の
行
使
の
統
制
法
理
だ
け
で
な
く
、
実
質
的
警
察
概
念
の
中
心
的
な
構
成
要
素
で
あ
る
消
極
目
的
概
念
の
評
価
に
つ

い
て
も
必
然
的
に
一
定
の
変
化
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
伝
統
的
な
「
警
察
権
の
限
界
」
の
理
論
の
一
つ
で
あ
る
「
警
察
消

極
目
的
の
原
則
」
の
妥
当
性
が
否
定
さ
れ
、
他
方
で
、
警
察
組
織
に
い
か
な
る
権
限
を
付
与
す
る
か
の
決
定
が
立
法
者
の
判
断
に
委

ね
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
か
り
に
立
法
者
の
判
断
で
積
極
目
的
的
・
危
険
配
慮
的
な
権
限
が
警
察
組
織
に
与
え
ら
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
こ
と
自
体
に
何
ら
問
題
は
な
く
、
警
察
の
任
務
は
、
積
極
・
消
極
の
区
別
に
関
係
な
く
、
こ
れ
ら
の
権
限
の
総
体
に

よ
っ
て
形
づ
く
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

田
村
正
博
が
法
実
証
主
義
の
立
場
を
強
調
し
た
の
は
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
を
批
判
す
る
た
め
で

あ
り
、
実
質
的
警
察
概
念
そ
れ
自
体
の
妥
当
性
に
言
及
す
る
際
に
は
、
こ
の
視
点
は
必
ず
し
も
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
警
察
責
任
の
原
則
に
た
い
す
る
批
判
に
関
連
し
て
、「
権
限
の
行
使
の
対
象
は
、
権
限
を
規
定
し
た
法
律
の
条
文

に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
」
と
い
う
視
点
を
一
貫
す
る
の
で
あ
れ 

実
質
的
警
察
概
念
の
批
判
に
あ
た
っ
て
も
、
警
察
任
務
は
消
極

（　

）
１５る
。

（　

）
１６ば
、
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的
な
も
の
と
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
限
定
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
警
察
の
任
務
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
は
、
警
察
作
用
を
規
律
す
る

「
法
律
の
条
文
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
」
と
主
張
す
る
の
が
道
理
に
か
な
っ
た
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
田
村
正
博
の
所
説
に
た
い
す
る
理
解
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
田
村
と
ガ
レ
ッ
テ
の
思
考
方
法
に
お
い
て
類
似
点
を
指
摘
す
る

こ
と
も
ま
た
可
能
に
な
る
で
あ
ろ 

三　

以
上
の
二
つ
の
観
点
か
ら
の
実
質
的
警
察
概
念
の
批
判
に
比
べ
る
と
、
脱
警
察
化
の
観
点
か
ら
の
批
判
は
、
わ
が
国
で
も
広
く

受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
高
田
敏
は
、
ゲ
ッ
ツ
と
同
様
の
視
点
に
た
ち
脱
警
察
化
を
実
質
的
に
捉
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
狭
義
の
行
政
警
察
の
概
念
を
設
定
す
る
意
味
を
否
定 

高
木
光
も
、
こ
の
高
田
の
見
解
に
賛
同
す 

狭
義
の

行
政
警
察
領
域
を
警
察
法
領
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
、
警
察
法
領
域
の
単
な
る
量
的
縮
小
を
意
味
す
る
だ
け
で
は
な
い
。「
狭
義
の

行
政
警
察
」
と
い
う
概
念
の
解
体
は
、
消
極
目
的
概
念
に
よ
る
行
政
作
用
の
理
論
的
分
類
の
意
味
、
消
極
目
的
の
行
政
作
用
に
妥
当

す
る
統
一
的
な
法
理
の
提
示
の
可
能
性
等
に
関
し
て
、
実
質
的
警
察
概
念
の
法
的
概
念
と
し
て
の
価
値
に
つ
い
て
根
本
的
な
疑
問
を

提
起
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
集
会
結
社
・
大
衆
運
動
・
選
挙
・
外
国
人
・
風
俗
・
危
険
物
な
ど
の
、
伝
統
的
に
「
保
安
警
察
」

と
呼
ば
れ
て
き
た
警
察
法
領
域
に
限
定
し
て
実
質
的
警
察
概
念
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。「
狭
義
の
行
政
警
察
」
と

「
保
安
警
察
」
と
い
う
対
概
念
は
、
実
質
的
警
察
概
念
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
行
政
作
用
法
領
域
を
分
類
・
整
理
す
る
た
め
の
下
位

概
念
で
あ
り
、
一
方
の
概
念
を
切
り
捨
て
、
他
方
の
概
念
を
実
質
的
警
察
概
念
と
同
列
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

⑵　

学
問
上
の
警
察
概
念
に
た
い
す
る
批
判

一　

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
に
お
け
る
実
質
的
警
察
概
念
の
戦
前
か
ら
戦
後
へ
の
継
受
は
も
っ
ぱ
ら
行
政
法
学
説
の
レ
ベ

ル
に
お
い
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
行
政
法
学
説
に
お
い
て
継
受
さ
れ
た
実
質
的
警
察
概
念
は
、
そ
の
後
、
行
政
作

（　

）
１７う
。

（　

）
１８し
、

（　

）
１９る
。
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用
法
各
論
の
理
論
的
検
討
作
業
の
な
か
で
、
そ
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、「
消
極
目
的
」「
積
極
目
的
」
等

の
一
般
的
・
抽
象
的
な
目
的
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
現
行
の
実
定
行
政
法
秩
序
を
整
理
し
、
そ
の
全
体
像
を
把
握
す
る
と
と

も
に
、
そ
れ
ら
の
目
的
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
た
諸
法
令
の
執
行
作
用
に
統
一
的
に
適
用
さ
れ
る
法
解
釈
上
の
原
則
を
見
出
そ
う
と
す

る
行
政
法
学
方
法
論
そ
の
も
の
が
批
判
の
対
象
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ 

　

ま
た
、
実
質
的
警
察
概
念
を
行
政
作
用
法
の
学
問
的
体
系
化
の
手
段
と
し
て
取
り
入
れ
た
田
中
二
郎
は
、
実
定
法
上
の
警
察
の
作

用
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
消
極
目
的
の
作
用
と
し
て
捉
え
、
実
質
的
警
察
概
念
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
「
警
察
権
の
限
界
」
の
理

論
が
適
用
さ
れ
る
と
す
る
立
場
を
採
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
戦
後
の
通
説
的
行
政
法
学
説
の
対
応
に
は
警
察
実
務
の
側
か
ら
疑
問
が

呈
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
に
疑
問
を
呈
し
た
論
者
の
な
か
で
最
も
体
系
的
に
批
判
論
を

展
開
し
た
田
村
正
博
の
所
論
を
み
て
お
こ
う
。
田
村
の
見
解
は
、
以
下
の
三
点
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
の
一
は
、
こ
の
理
論
の
必
要
性
で
あ
る
。
警
察
権
の
限
界
論
の
存
在
意
義
は
、
法
治
主
義
の
原
理
が
制
度
的
に
十
分
に
確
立
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
明
治
憲
法
下
に
お
い
て
、
国
民
の
権
利
・
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
警
察
活
動
の
条
理
上
の
限
界
を
示
す
こ
と
に

あ
っ
た
。
し
か
し
、
人
権
尊
重
主
義
と
法
治
主
義
を
重
視
す
る
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
は
、
権
利
・
自
由
の
侵
害
の
要
件
は
法
律
に

よ
っ
て
規
律
さ
れ
る
の
が
原
則
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
条
理
上
の
規
範
を
別
途
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
の
か
が
改
め
て

問
わ
れ
る
こ
と
に
な 

　

ま
た
、「
私
住
所
の
不
可
侵
」
お
よ
び
「
警
察
比
例
の
原
則
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
私
住
所
へ
の
立
入
り
の
制
限
や
比
例

原
則
の
適
用
は
、
憲
法
か
ら
直
接
導
か
れ
る
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
行
政
機
関
の
活
動
に
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
警
察

法
上
の
条
理
規
範
と
し
て
構
成
す
る
必
要
性
は
乏
し
い
と
い
う
こ
と
に
な 

　

そ
の
二
は
、
同
理
論
の
内
容
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
疑
問
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
田
村
正
博
は
、「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
に
つ

（　

）
２０た
。

（　

）
２１る
。

（　

）
２２る
。
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い
て
、「『
警
察
』
を
『
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
活
動
』
と
定
義
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
活
動
が
消
極
目
的
（
公

共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
目
的
）
な
の
は
当
然
で
あ
っ
て
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
定
義
と
矛
盾
す
る
）、
何
ら
『
原
則
』
で
も
『
理

論
』
で
も
な
い 

述
べ
、「
警
察
公
共
の
原
則
」
に
つ
い
て
は
、「『
学
問
上
の
警
察
』
が
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し

て
行
わ
れ
る
国
民
の
権
利
・
自
由
の
制
限
の
作
用
で
あ
る
以
上
、
そ
の
目
的
達
成
と
関
係
な
い
個
人
の
私
生
活
に
介
入
し
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る 

し
て
伝
統
的
な
警
察
法
学
に
お
け
る
概
念
定
義
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

　

そ
の
三
は
、
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
が
「
実
際
の
警
察
」
の
活
動
に
及
ぼ
す
負
の
影
響
で
あ
る
。
警
察
実
務
の
職
に
携
わ
っ

て
い
た
田
村
正
博
に
と
っ
て
、
こ
の
点
が
最
も
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
論
点
で
あ
っ
た
。
彼
は
、「
学
問
上
の
警
察
」
と
「
実
際
の
警

察
」
は
相
互
に
異
な
る
内
容
を
も
つ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
し
ば
し
ば
二
つ
が
混
同
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
学
問
上
の
警
察
」

が
「
実
際
の
警
察
」
を
そ
の
本
来
の
枠
を
超
え
て
規
制
す
る
よ
う
な
状
況
が
も
た
ら
さ
れ
た
、
と
指
摘
す
る
。
そ
の
際
、
田
村
正
博

が
特
に
注
目
す
る
の
は
、「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
と
「
民
事
不
介
入
の
原
則
」
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
学
者
が
つ
く
っ
た
こ
れ

ら
の
条
理
規
範
が
「
実
際
の
警
察
」
の
活
動
に
適
用
さ
れ
た
結
果
、「
あ
た
か
も
実
際
の
警
察
の
活
動
が
す
べ
て
消
極
目
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
か
、「
警
察
が
自
ら
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
当
然
に
必
要
と
さ
れ
る
活
動
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
許
さ
れ

な
い
も
の
で
あ
る
」
か
の
よ
う
な
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ 

二　

以
上
の
田
村
正
博
の
批
判
的
見
解
の
特
徴
は
、
現
行
警
察
法
上
の
警
察
組
織
の
活
動
の
視
点
か
ら
実
質
的
警
察
概
念
（
学
問
上

の
警
察
概
念
）
お
よ
び
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
点
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
主
張
は
、
現
行
警
察
法
上
の
警

察
組
織
の
行
う
行
政
活
動
を
統
制
す
る
規
範
は
、
学
者
の
つ
く
る
条
理
で
は
な
く
、
憲
法
・
法
律
等
の
実
定
法
規
か
ら
導
か
れ
る
べ

き
で
あ
る
と
い
う
法
実
証
主
義
的
な
観
点
と
、
当
該
条
理
の
拘
束
の
も
と
で
は
警
察
任
務
の
適
正
な
遂
行
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
機

能
主
義
的
あ
る
い
は
法
政
策
的
な
観
点
か
ら
の
批
判
の
両
方
を
含
ん
で
い
る
。
実
質
的
警
察
概
念
の
学
問
上
の
概
念
と
し
て
の
有
効

（　

）
２３」
と

（　

）
２４」
と

（　

）
２５た
。
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性
に
つ
い
て
は
以
前
か
ら
行
政
法
学
界
に
お
い
て
疑
問
が
呈
せ
ら
れ
て
き
た 

警
察
実
務
の
観
点
か
ら
も
こ
の
概
念
の
妥
当
性
を

疑
問
と
す
る
見
解
が
だ
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
に
値
す 

同
概
念
に
つ
い
て
、
行
政
作
用
法
の
理
論
的
体
系
化
の
た
め
の
道
具
概
念

と
し
て
の
価
値
だ
け
で
な
く
、
警
察
行
政
権
の
統
制
法
理
を
生
み
出
す
た
め
の
理
論
的
前
提
と
し
て
の
価
値
も
否
定
さ
れ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
行
政
法
学
は
、
実
質
的
警
察
概
念
論
と
は
別
の
視
点
か
ら
警
察
作
用
法
の
理
論
的
考
察
の
方
途
を
模
索
し
て
い
く
こ
と
が

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
実
質
的
意
味
の
警
察
の
観
念
か
ら
一
旦
離
れ
、
実
定
法
上
の
警
察
（
以
下
で
は
、「
制
度
上
の
警
察
」
と
呼

ぶ
）
の
作
用
に
着
目
し
な
が
ら
、
当
該
警
察
作
用
に
適
用
さ
れ
る
法
理
の
内
容
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
上

の
警
察
の
作
用
に
着
目
し
た
法
理
論
の
考
察
は
、
警
察
作
用
法
の
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
理
論
体
系
を
生
み
出
す
こ
と
を
直
接
の

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
制
度
上
の
警
察
の
任
務
と
権
限
は
、
理
論
的
な
観
点
か
ら
定
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ

の
国
の
社
会
的
・
政
治
的
状
況
を
背
景
に
し
て
立
法
者
の
政
策
的
判
断
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
制
度

上
の
警
察
」
の
概
念
に
依
拠
し
て
実
質
的
警
察
概
念
論
に
対
抗
す
る
新
た
な
警
察
概
念
論
を
展
開
す
る
試
み
に
学
問
的
な
成
果
を
期

待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
に
Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
等
の
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
学
派
に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
た
制
度
的
警
察
概
念
論
の
そ
の
後
の
展
開
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ 

制
度
上
の
警
察
に
注
目
す
る
の
は
、
そ
こ
に
新
た
な
警

察
概
念
の
設
定
の
理
論
的
な
可
能
性
を
求
め
る
た
め
で
は
な
く
、
警
察
権
の
実
効
的
な
統
制
法
理
の
あ
り
方
を
探
求
し
、
そ
こ
か
ら

警
察
法
の
新
た
な
理
論
体
系
の
構
築
の
契
機
を
見
出
す
た
め
で
あ
る
。
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
に
た
い
す
る
田
村
正
博
の
問
題

提
起
を
受
け
て
、
よ
り
発
展
的
な
方
向
で
警
察
権
の
統
制
法
理
に
つ
い
て
の
議
論
を
深
め
て
い
く
た
め
に
も
、
制
度
上
の
警
察
の
作

用
に
着
目
し
て
検
討
す
る
の
が
有
意
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（　

）
２６が
、

（　

）
２７る
。

（　

）
２８る
。
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Ⅲ　

制
度
上
の
警
察
と
警
察
権
の
統
制
法
理

　

伝
統
的
な
行
政
法
（
警
察
法
）
学
は
、
行
政
作
用
の
目
的
と
手
段
の
観
点
か
ら
抽
象
的
な
内
容
の
警
察
概
念
を
作
り
出
し
、
当
該

概
念
を
起
点
に
し
て
警
察
法
の
理
論
的
体
系
化
と
警
察
活
動
の
限
界
の
設
定
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と

か
ら
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
方
法
論
で
は
有
意
味
な
行
政
作
用
法
の
理
論
的
体
系
化
も
、
ま
た
実
際
の
警
察
活
動
に

対
応
し
た
有
効
な
統
制
法
理
の
創
出
も
困
難
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
実
質
的
警
察
概
念
論
か
ら
離

れ
て
、
現
行
実
定
法
上
の
警
察
組
織
の
作
用
に
注
目
し
、
そ
の
機
能
的
特
徴
に
着
目
し
た
統
制
法
理
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

こ
の
視
点
は
、
す
で
に
藤
田
宙
靖
、
高
木
光
等
の
論
者
が
提
唱
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
も
、「
学
問
上
の
警

察
」
で
は
な
く
、
実
定
法
上
の
警
察
、
す
な
わ
ち
「
制
度
上
の
警
察
」
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
法
治
主
義
、
抑
制
の
原
理
お
よ
び
警

察
作
用
の
機
能
的
特
徴
の
三
つ
の
視
点
か
ら
警
察
作
用
法
上
の
課
題
を
整
理
し
検
討
す
る
こ
と
に
し
た 

１　

法
治
主
義
の
視
点

一　

藤
田
宙
靖
は
、
警
察
法
理
論
に
お
け
る
諸
概
念
・
諸
制
度
の
法
的
（
規
範
的
）
意
味
の
抽
出
は
、
結
局
、「
広
い
意
味
で
の
法
治

主
義
が
、
制
度
・
理
論
上
、
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
た
展
開
さ
れ
て
行
く
べ
き
な
の
か
、
を
考
察
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
を
示
し 

こ
の
藤
田
の
指
摘
は
基
本
的
に
同
意
で
き
る
。
た
だ
、
戦
前
の
美
濃
部
達

吉
や
佐
々
木
惣
一
、
そ
し
て
戦
後
の
田
中
二
郎
の
行
政
法
学
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
警
察
法
理
論
上
の
諸
概
念
も
、
あ
る
も
の

は
こ
の
領
域
に
お
け
る
法
治
主
義
を
具
体
化
す
る
機
能
を
も
ち
、
あ
る
も
の
は
そ
の
限
界
を
示
す
役
割
を
担
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の

意
味
で
は
、
藤
田
の
所
論
は
、
特
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
戦
前
・
戦
後
を
通
じ
て
わ
が
国
の
警
察
法
理
論
が

（　

）
２９い
。

（　

）
３０た
。
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行
っ
て
き
た
こ
と
を
再
確
認
す
る
意
味
し
か
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
藤
田
宙
靖
が
用
い
た
「
広
い
意
味
で
の
法
治
主
義
」
と
い
う
言
葉
が
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
「
法
律
に
よ
る
行
政

の
原
理
」
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
杉
村
敏
正
の
主
張
し
た
「
法
の
支
配
」
の
理
念
に
基
づ
く
実
質
的
法
治
主
義
ま
で
含
め
た

「
法
治
主
義
」
を
指
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
一
般
的
に
「
行
政
作
用
の
法
的
統
制
」
と
い
う
程
度
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

の
か
は
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
法
治
主
義
に
言
及
す
る
藤
田
の
意
図
が
警
察
法
の
理
論
体
系
の
形
成
の
観
点
か
ら
み
て
有
意

義
な
概
念
の
抽
出
に
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
で
い
う
「
法
治
主
義
」
の
内
容
が
確
定
し
て
い
な
け
れ
ば
、「
警
察
行
政
法
理
論
に
お
け

る
諸
概
念
・
諸
制
度
の
法
的
（
規
範
的
）
意
味
」
の
十
分
な
検
討
も
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

二　

警
察
法
学
の
中
心
的
な
課
題
は
、
藤
田
宙
靖
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
法
治
主
義
の
原
則
の
警
察
行
政
へ
の
適
用
の
あ
り
方
を
検

討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
、
法
治
主
義
の
原
則
の
内
容
の
理
解
に
お
い
て
は
、
法
律
へ
の
形
式
的
な
適
合
性
で
満
足
す
べ
き
で
は

な
く
、
実
質
的
法
治
主
義
の
視
点
を
起
点
に
据
え
る
べ
き
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
お
よ
び
わ
が
国
の
法
治
主
義
（
法
治
国
）
の
原
則
を
め

ぐ
る
理
論
的
展
開
に
つ
い
て
研
究
し
て
き
た
高
田
敏
は
、
実
質
的
法
治
主
義
に
つ
い
て
、「
人
権
保
障
を
目
的
と
し
、
そ
の
目
的
実
現

の
た
め
に
種
々
の
法
的
手
段
を
設
け
て
行
こ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
内
容
と
し
て
は
、
不
可
侵
の
基
本
的
人
権
の
保
障
、

憲
法
の
最
高
法
規
性
、
違
憲
審
査
制
、
民
主
的
権
力
分
立
制
、
立
法
の
憲
法
秩
序
へ
の
羈
束
等
を
含
む
、
と
指
摘
し
て
い 

こ
の

よ
う
な
高
田
の
指
摘
を
参
照
し
つ
つ
、
実
質
的
法
治
主
義
の
観
点
か
ら
警
察
法
学
の
課
題
を
捉
え
た
場
合
、
さ
し
あ
た
り
、
次
の
点

が
重
視
す
べ
き
事
項
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

①　

基
本
的
人
権
の
保
障
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、「
権
力
を
統
制
す
る
法
」
と
し
て
の
警
察
法
の
性
格
を
重
視
す
る
こ
と
。
こ
の
観

点
か
ら
す
れ
ば
、
警
察
裁
量
の
統
制
が
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。

②　

旧
憲
法
下
の
形
式
的
法
治
主
義
を
否
定
し
、
警
察
の
組
織
や
活
動
の
法
律
へ
の
適
合
性
の
確
保
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
警
察
実

（　

）
３１る
。
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定
法
の
憲
法
へ
の
適
合
性
の
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
こ
と
。
こ
の
意
味
で
は
、
警
察
実
定
法
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
そ

の
警
察
行
政
の
統
制
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
で
あ
る
警
察
実
定
法
そ
の
も
の
の
内
容
の
妥
当
性
ま
で

問
う
こ
と
に
な
る
。

③　

戦
前
の
警
察
が
、
そ
の
治
安
機
能
を
福
利
行
政
の
領
域
に
ま
で
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
市
民
の
権
利
・
自
由
を
不
当
に
侵
害
し

た
歴
史
的
事
実
を
直
視
し
、
警
察
活
動
の
政
治
警
察
化
に
た
い
す
る
法
的
統
制
の
重
要
性
を
認
識
す
る
こ
と
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ

ば
、
田
上
穰
治
の
主
張
す
る
よ
う 

「
政
治
警
察
」
に
関
わ
る
論
点
を
警
察
法
学
の
対
象
か
ら
外
す
こ
と
は
妥
当
性
を
欠
く
。

三　

実
質
的
警
察
概
念
に
お
い
て
は
、
権
力
性
の
契
機
は
、
消
極
目
的
の
概
念
と
並
ん
で
、
警
察
概
念
の
重
要
な
要
素
と
さ
れ
て
き

た
。
美
濃
部
達
吉
や
田
中
二
郎
に
あ
っ
て
は
、
権
力
性
の
契
機
は
、
実
質
的
警
察
概
念
の
構
成
要
素
と
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

佐
々
木
惣
一
の
説
に
あ
っ
て
も
、
警
察
概
念
に
お
け
る
権
力
性
の
契
機
に
つ
い
て
は
微
妙
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、「
権

力
を
用
い
て
人
の
自
然
の
自
由
を
制
限
す
る
」
行
為
が
警
察
作
用
の
中
心
部
分
に
な
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い 

　

ま
た
、
伝
統
的
な
警
察
法
学
に
お
い
て
は
、
警
察
作
用
の
権
力
性
は
「
命
令
」
と
「
強
制
」
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
。
美
濃
部
達

吉
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
命
令
ト
ハ
或
ル
事
ヲ
為
シ
又
ハ
為
サ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
命
ズ
ル
行
為
ニ
シ
テ
、
即
チ

作
為
又
ハ
不
作
為
ノ
義
務
ヲ
負
ハ
シ
ム
ル
モ
ノ
ナ
リ
。
之
ヲ
警
察
下
命
ト
謂
フ
コ
ト
ヲ
得
。
或
ハ
其
ノ
命
ジ
タ
ル
義
務
ヲ
免
除
ス
ル

コ
ト
ア
リ
、
之
ヲ
警
察
許
可
と
謂
フ
、
等
シ
ク
警
察
下
命
ノ
反
面
ニ
外
ナ
ラ
ズ
。
強
制
ト
ハ
実
力
ヲ
以
テ
身
体
財
産
ニ
拘
束
ヲ
加
フ

ル
行
為
ニ
シ
テ
之
ヲ
警
察
強
制
ト
謂
フ
。
警
察
ノ
作
用
ハ
此
ノ
何
レ
カ
ノ
外
ヲ
出
デ
ズ
」 

さ
ら
に
、
佐
々
木
惣
一
は
「
警
察
権

の
発
動
の
形
式
」
と
し
て
「
実
力
制
限
」（
ま
た
は
「
直
接
制
限
」）
と
「
命
令
制
限
」（
ま
た
は
「
間
接
制
限
」）
を
挙
げ
る
。「
実
力

制
限
」
と
は
「
初
め
よ
り
人
に
実
力
を
加
へ
て
之
を
一
定
の
態
度
に
置
き
、
以
て
社
会
生
活
の
秩
序
の
障
害
を
除
去
す
る
」
作
用
で

あ
り
、
こ
れ
を
行
政
法
学
上
の
行
為
類
型
論
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
「
即
時
強
制
」
に
対
応
す 

他
方
、「
命
令
制
限
」
は
、「
人

（　

）
３２に
、

（　

）
３３る
。

（　

）
３４と
。（　

）
３５る
。
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に
一
定
の
態
度
を
命
令
し
、
其
の
態
度
を
取
ら
し
む
る
こ
と
に
依
っ
て
社
会
生
活
の
障
害
を
除
去
す
る
」
作
用
を
意
味
し
、
命
令
・

禁
止
等
の
侵
害
的
行
政
処
分
に
該
当
す
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
田
中
二
郎
は
、
警
察
作
用
を
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
を
維
持
す
る

た
め
に
、
一
般
統
治
権
に
基
づ
き
、
人
民
に
命
令
し
強
制
し
、
そ
の
自
然
の
自
由
を
制
限
す
る
作
用
」
と
定
義
し
た
う
え
で
、
そ
の

具
体
的
な
行
為
形
態
と
し
て
、
警
察
下
命
、
警
察
許
可
、
警
察
強
制
、
警
察
罰
を
挙
げ 

　

こ
の
よ
う
に
、
実
質
的
警
察
概
念
論
に
お
い
て
は
、
警
察
作
用
の
権
力
性
の
契
機
は
、
こ
れ
を
警
察
概
念
の
構
成
要
素
と
し
て
組

み
入
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
見
解
の
相
違
が
あ
る
も
の
の
、
警
察
法
の
理
論
体
系
の
規
定
的
要
素
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、

か
つ
、
そ
の
権
力
性
の
内
容
は
、
も
っ
ぱ
ら
権
利
制
限
的
・
義
務
賦
課
的
行
政
処
分
お
よ
び
市
民
の
身
体
・
財
産
に
た
い
し
て
直
接

的
な
侵
害
を
も
た
ら
す
実
力
行
使
の
意
味
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

四　

こ
れ
に
た
い
し
て
、
制
度
上
の
警
察
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
権
限
規
定
を
参
照
し
つ
つ
警
察
作
用
の
権
力
性
の
内
容
を
確
認
し

て
い
く
作
業
を
行
う
場
合
、
実
質
的
警
察
概
念
論
の
よ
う
に
、
警
察
作
用
の
権
力
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
多
様
な
警
察
作
用
の
根
拠
法
令
の
な
か
に
は
、
伝
統
的
な
警
察
法
理
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
警
察
命
令
」「
警
察
許
可
」「
警
察

強
制
」
等
の
行
為
類
型
に
当
て
は
ま
る
作
用
権
限
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
個
々
の
行
為
類
型
に
該
当
す
る
作
用
権
限
を
警

察
作
用
根
拠
法
令
の
な
か
か
ら
見
つ
け
出
し
て
整
理
す
る
作
業
は
、
伝
統
的
な
行
政
法
各
論
と
し
て
の
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
整
理
作
業
は
、
こ
こ
で
は
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。

　

も
と
よ
り
、
既
述
の
侵
害
的
行
為
類
型
に
該
当
す
る
警
察
作
用
が
権
力
性
を
有
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
警
察
が
市
民
に

た
い
し
て
一
方
的
に
作
為
ま
た
は
不
作
為
の
義
務
を
課
し
た
り
、
実
力
の
行
使
に
よ
っ
て
市
民
の
身
体
の
自
由
や
財
産
を
直
接
的
に

制
限
す
る
作
用
に
つ
い
て
、
そ
の
権
力
性
を
否
定
す
る
者
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
実
質
的
警
察
概
念
に
お
け

る
権
力
性
の
契
機
が
命
令
的
行
政
処
分
や
行
政
強
制
に
お
い
て
顕
著
に
表
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

（　

）
３６る
。
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る
。
し
か
し
、
権
力
性
の
認
め
ら
れ
る
警
察
作
用
が
、
こ
の
よ
う
な
侵
害
的
行
為
類
型
に
該
当
す
る
行
為
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
と
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
警
察
官
職
務
執
行
法
が
警
察
官
の
行
う
職
務
質
問
の
要
件
を
限
定
し
て
い
る
の
も
、
そ
こ
に
警
察
行
政
に
付
随
す
る

権
力
性
の
契
機
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
職
務
質
問
自
体
は
相
手
方
に
応
答
の
義
務
を
課
し
、
ま
た
、
そ
れ
を

法
的
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
警
職
法
上
の
職
務
質
問
は
、
伝
統
的
な
行
政
法
学
上
の
行
為
類
型
論
に

当
て
は
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
非
権
力
的
事
実
行
為
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
治
安
維
持
や
犯
罪
捜
査
の

観
点
か
ら
強
力
な
実
力
行
使
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
警
察
官
の
行
う
職
務
上
の
質
問
が
相
手
方
に
与
え
る
心
理
的
な
影
響
＝
事
実
上

の
強
制
力
は
法
的
な
観
点
か
ら
み
て
も
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
も
、
質
問
の
た
め
の
停
止
、
質
問
、
同

行
の
要
求
等
の
行
為
を
、
単
純
に
行
政
処
分
等
の
権
力
的
行
為
形
式
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
法
治
主
義
的
統
制
の
必
要

性
を
低
く
評
価
す
る
方
向
に
議
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
は
妥
当
で
は
な 

　

さ
ら
に
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
活
動
の
法
的
統
制
の
あ
り
方
も
警
察
法
学
の
重
要
な
検
討
課
題
と
な
る
。
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
警
察
法
制
度
の
展
開
を
比
較
し
た
場
合
、
両
者
の
大
き
な
相
違
点
の
一
つ
と
し
て
、
警
察
に

よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
に
つ
い
て
の
法
的
規
制
の
あ
り
方
に
み
ら
れ
る
差
異
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ド
イ
ツ
で
は
、
別 

論
じ

た
よ
う
に
、
一
九
八
三
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
（
国
勢
調
査
判
決
）
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
に
関

わ
る
警
察
権
限
の
法
定
化
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
今
日
の
ド
イ
ツ
の
警
察
実
定
法
の
定
め
る
権
限
規
定
の
な
か
で
個
人
情
報
の

収
集
・
処
理
に
関
す
る
権
限
規
定
の
占
め
る
割
合
は
相
当
高
く
な
っ
て
き
て
い 

　

ド
イ
ツ
で
は
、
本
人
の
同
意
な
し
に
国
家
機
関
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
は
、
憲
法
上
の
個
人
の
権
利
（
情

報
自
己
決
定
権
等
）
に
た
い
す
る
「
侵
害
（E

in
g
riff

 
  
 
    
）」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
法
律
に
よ
る
規
制
が
、

（　

）
３７い
。

（　

）
３８稿
で

（　

）
３９る
。
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命
令
・
強
制
等
の
権
力
的
行
為
形
式
を
伴
わ
な
い
情
報
の
収
集
・
処
理
活
動
に
も
徐
々
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。

個
々
の
市
民
を
単
な
る
警
察
行
政
の
客
体
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
個
々
に
独
立
し
た
人
格
的
主
体
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
権

力
的
行
為
形
式
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
本
人
の
同
意
な
し
に
こ
の
者
の
個
人
情
報
を
収
集
・
処
理
す
る
行
為
そ
の
も
の

に
つ
い
て
一
定
の
法
的
規
制
を
加
え
る
こ
と
が
実
質
的
法
治
主
義
の
観
点
か
ら
必
要
と
な
る
。
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処

理
に
関
す
る
権
限
を
個
別
に
法
定
化
し
て
い
く
ド
イ
ツ
の
立
法
政
策
が
妥
当
な
も
の
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
検
討
の
余
地
が
あ

る
と
し
て
も
、
技
術
的
に
進
歩
し
た
情
報
収
集
・
処
理
機
器
を
利
用
し
た
警
察
の
情
報
収
集
・
処
理
活
動
の
権
利
侵
害
性
に
つ
い
て

十
分
に
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
わ
が
国
の
状
況
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
ド
イ
ツ
の
警
察
立
法
お
よ
び
そ

の
立
法
の
基
底
に
お
か
れ
る
実
質
的
法
治
主
義
の
思
考
に
つ
い
て
は
我
々
が
学
ぶ
べ
き
論
点
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き 

２　

警
察
法
上
の
基
本
原
則
と
し
て
の
抑
制
の
原
理

　

⑴　

抑
制
の
原
理
の
意
義

一　

こ
こ
で
い
う
「
抑
制
の
原
理
」
と
は
、
警
察
の
職
務
範
囲
や
そ
の
活
動
の
内
容
は
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
原
則
を

示 

こ
の
原
則
は
、
後
で
ま
た
触
れ
る
よ
う
に
、
授
権
法
令
に
よ
っ
て
警
察
組
織
に
与
え
ら
れ
た
権
限
の
適
切
な
行
使
の
義
務
を

免
除
ま
た
は
緩
和
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
主
張
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。
国
賠
法
事
件
で
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
法
と
判
断
さ
れ 

た
多
く
の
事
例
は
、
本
来
適
切
に
警
察
権
限
が
行
使
さ
れ
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て 

生
じ
た
損
害
に
関
す
る
も
の
で
あ 

こ
れ
ら
の
事
例
の
存
在
を
警
察
行
政
の
積
極
化
の
論
拠
の
一
つ
に
挙
げ
る
こ
と
は
妥
当
で
は

な 
（　

）
４０る
。

（　

）
４１す
。

（　

）
４２り
、

（　

）
４３い
。
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田
中
二
郎
の
警
察
法
理
論
に
お
い
て
も
抑
制
の
原
理
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
警
察
法
の
理
論
体
系
を
構
築
す
る
際
の

基
底
的
視
点
と
し
て
後
背
に
退
き
、
警
察
法
理
論
を
構
成
す
る
原
則
の
一
つ
と
し
て
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
田
中
は
、
ま
ず

「
基
本
的
人
権
の
保
障
を
建
前
と
す
る
自
由
主
義
的
法
治
国
家
」
で
は
警
察
権
の
行
使
は
抑
制
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
前
提
を
お
い
た
う
え
で
、
こ
れ
を
具
体
化
す
る
法
原
則
と
し
て
「
警
察
権
の
限
界
」
の
理
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
前
者
の
原

則
は
、
国
家
の
権
力
行
使
に
た
い
す
る
自
由
主
義
的
な
一
般
的
・
基
本
的
視
点
を
示
す
の
に
た
い
し
て
、
後
者
の
原
則
は
、
警
察
権

の
具
体
的
な
行
使
の
違
法
性
の
判
断
基
準
を
提
供
す 

二　

伝
統
的
な
自
由
主
義
的
警
察
法
理
論
で
は
、
実
質
的
警
察
概
念
の
も
と
に
、
建
築
、
保
健
・
衛
生
な
ど
の
広
範
な
行
政
領
域
が

警
察
行
政
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
警
察
行
政
＝
侵
害
行
政
と
い
う
前
提
の
も
と
に
警
察
行
政
領
域
に
は
抑
制
の
原
理

が
妥
当
す
る
と
主
張
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
今
日
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
行

政
領
域
で
の
活
動
を
「
侵
害
行
政
」
と
し
て
一
面
的
に
把
握
し
、
抑
制
の
原
理
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
生
起
し
て

い
る
多
様
か
つ
複
雑
な
法
現
象
へ
の
適
切
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
途
を
閉
ざ
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

ま
た
、
制
度
上
の
警
察
の
作
用
に
関
し
て
も
侵
害
行
政
の
観
念
か
ら
抑
制
の
原
理
の
妥
当
性
を
導
い
て
く
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な

い
。
侵
害
的
な
行
政
活
動
が
市
民
の
権
利
・
自
由
の
保
障
の
観
点
か
ら
非
侵
害
的
な
行
政
活
動
よ
り
も
厳
し
い
法
的
規
制
の
も
と
に

お
か
れ
る
こ
と
は
、
如
何
な
る
行
政
法
領
域
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
当
然
に
承
認
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
を
警
察
法
の
領
域

に
お
い
て
抑
制
の
原
理
が
妥
当
す
る
こ
と
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
抑
制
の
原
理
を
制
度
上
の
警
察
の
作
用
の
基
本
原
理

と
し
て
受
け
入
れ
る
に
は
、
他
の
行
政
領
域
の
作
用
に
は
み
ら
れ
な
い
制
度
上
の
警
察
の
作
用
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必

要
に
な
る
。

三　

警
察
は
、
市
民
の
日
常
生
活
の
身
近
に
存
在
す
る
行
政
組
織
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
逮
捕
・
勾
留
・
捜
索
等
の
刑
事
法
上

（　

）
４４る
。
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の
強
制
処
分
を
行
う
権
限
、
あ
る
い
は
緊
急
時
に
は
即
時
的
・
直
接
的
な
実
力
行
使
を
行
え
る
権
限
も
有
し
て
い 

ま
た
、
警
察

組
織
は
、
犯
罪
捜
査
や
緊
急
時
の
危
険
（
障
害
）
防
除
の
任
務
を
実
効
的
に
行
え
る
よ
う
に
指
揮
命
令
の
シ
ス
テ
ム
を
重
視
し
た
系

統
的
な
組
織
形
態
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
度
上
の
警
察
の
組
織
形
態
に
み
ら
れ
る
特
徴
は
、
そ
の
任
務
と
権
限
の
特
質

に
由
来
す
る
。
今
日
に
至
る
ま
で
警
察
組
織
の
職
務
範
囲
は
個
別
法
令
に
よ
る
授
権
に
よ
っ
て
次
第
に
拡
大
さ
れ
て
き
た
が
、
戦
後

改
革
に
よ
っ
て
新
た
に
つ
く
ら
れ
た
警
察
実
定
法
秩
序
の
も
と
に
お
い
て
は
、
犯
罪
捜
査
と
執
行
警
察
的
任
務
は
、
一
貫
し
て
制
度

上
の
警
察
の
任
務
の
中
心
に
位
置
し
て
き
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

戦
後
の
ド
イ
ツ
や
わ
が
国
で
実
施
さ
れ
た
警
察
制
度
改
革
＝
脱
警
察
化
に
よ
っ
て
、
一
般
行
政
機
関
と
し
て
の
性
格
を
色
濃
く
有

し
て
い
た
戦
前
の
警
察
組
織
は
解
体
さ
れ
、
犯
罪
捜
査
と
執
行
警
察
を
主
た
る
任
務
と
す
る
警
察
組
織
が
新
た
に
設
置
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
戦
後
の
警
察
制
度
改
革
に
よ
っ
て
、
警
察
と
他
の
一
般
行
政
機
関
と
の
間
に
み
ら
れ
る
組
織
構
成
上
の

相
違
は
一
層
鮮
明
に
な
っ
た
と
も
い
え
る
。
警
察
組
織
は
、
市
民
の
日
常
生
活
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
活
動
を
行
う
と
と
も
に
、
犯

罪
捜
査
や
即
時
強
制
等
の
直
接
的
な
実
力
行
使
の
権
限
を
与
え
ら
れ
た
行
政
機
関
と
し
て
組
織
構
成
と
作
用
の
両
面
に
お
い
て
特
殊

性
が
認
め
ら
れ
る
。
他
の
行
政
領
域
に
お
け
る
危
険
（
障
害
）
防
除
は
そ
の
行
政
領
域
を
司
る
一
般
行
政
機
関
に
委
ね
、
警
察
組
織

に
つ
い
て
は
、
犯
罪
の
捜
査
や
予
防
、
即
時
的
対
応
を
要
す
る
事
態
へ
の
対
処
が
そ
の
任
務
の
中
心
に
な
る
と
い
う
当
初
の
警
察
制

度
改
革
の
趣
旨
は
、
行
政
組
織
間
の
役
割
分
担
と
い
う
機
能
的
・
技
術
的
側
面
か
ら
評
価
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
戦
前
の

法
制
度
が
、
警
察
組
織
の
福
利
行
政
領
域
へ
の
広
範
な
関
与
を
許
容
し
、「
福
利
行
政
の
警
察
行
政
化
」
と
も
い
う
べ
き
現
象
を
生
み

出
し
て
き
た
と
い
う
歴
史
的
事
実
へ
の
反
省
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
必
要
が
あ 

警
察
行
政
の
活
動
領
域
の
限
定
と

そ
の
法
的
統
制
の
厳
格
化
を
求
め
る
見
解
を
「
戦
後
社
会
に
お
け
る
一
部
の
国
民
の
警
察
権
力
へ
の
ア
レ
ル
ギ
ー 

か
、
国
民
の

「
警
察
組
織
に
対
す
る
潜
在
的
な
恐
怖
感
・
警
戒
心 

基
づ
く
主
張
と
し
て
片
付
け
る
の
で
は
な
く
、
憲
法
原
理
の
レ
ベ
ル
に
お

（　

）
４５る
。

（　

）
４６る
。

（　

）
４７」
と

（　

）
４８」
に
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い
て
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
高
田
敏
は
、「
危
険
の
防
止
・
除
去
の
た
め
の
機
関
に
或
種
の
福
祉
配
慮
的
任
務
を
与
え
る
方
向
は
、

『
古
の
警
察
国
家
へ
の
歩
み
』
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
警
察
庁
の
権
限
を
危
険
防
除
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
警
察
国
家
へ
の
歩
み

を
防
止
す
る
保
障
で
も
あ
る
」
と
述
べ
る 

現
行
憲
法
は
、
戦
前
の
権
威
主
義
的
国
家
統
治
構
造
の
否
定
の
う
え
に
成
立
し
た
の

で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
い
っ
て
も
、
現
行
憲
法
が
、
基
本
的
人
権
の
保
護
の
観
点
か
ら
、
権
力
行
政
の
中
核
に
位
置
す
る
警
察
組
織

の
任
務
や
権
限
に
つ
い
て
は
抑
制
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
、
市
民
の
権
利
・
自
由
の
保
護
の
観
点
か
ら
他
の
行
政
機
関
の
作
用
よ
り

も
一
層
厳
格
な
法
的
統
制
の
も
と
に
お
く
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ 

　

⑵　

抑
制
の
原
理
と
警
察
権
の
限
界
論

一　

田
中
二
郎
は
、
実
質
的
警
察
概
念
論
に
依
拠
し
、
警
察
作
用
を
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
に
行
わ
れ
る
権
力
作
用
と

定
義
し
た
う
え
で
、
そ
の
作
用
を
福
祉
目
的
の
た
め
に
用
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
原
則
、
す
な
わ
ち
「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
を

提
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
田
中
の
概
念
定
義
に
は
、
田
村
正
博
か
ら
、
結
局
、
消
極
目
的
の
行
政
作
用
は
消
極
目
的
の
た

め
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
た
。
警
察
概
念
か
ら
消
極

目
的
の
要
素
を
外
し
た
う
え
で
警
察
権
の
限
界
論
に
お
い
て
当
該
原
則
を
取
り
入
れ
た
美
濃
部
達
吉
や
、
消
極
目
的
の
警
察
概
念
を

設
定
す
る
一
方
に
お
い
て
警
察
権
の
限
界
論
で
は
同
原
則
を
排
除
し
た
佐
々
木
惣
一
の
説
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な

同
義
反
復
の
批
判
は
避
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
田
中
二
郎
は
、
警
察
概
念
に
消
極
目
的
の
要
素
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
さ
ら
に

警
察
権
の
限
界
論
で
も
消
極
目
的
の
原
則
を
取
り
入
れ
た
こ
と
か
ら
、
警
察
概
念
論
に
お
い
て
一
度
述
べ
ら
れ
た
こ
と
が
警
察
権
の

限
界
論
で
も
重
複
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
の
批
判
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
、
田
中
二
郎
の
警
察
法
理
論
に
向
け
ら
れ
た
田
村
正
博
の
批
判
は
、
基
本
的
に
正
当
な
内
容
を
有
す
る
も
の
と
考
え

（　

）
４９が
、

（　

）
５０る
。
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ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
警
察
消
極
目
的
の
原
則
を
放
棄
す
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
を
直
ち
に
導
き
出
す
こ
と
に
は
疑
問

が
あ
る
。
特
に
制
度
上
の
警
察
の
作
用
に
着
目
し
た
場
合
、
警
察
作
用
は
法
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的

を
超
え
て
、
特
定
の
価
値
観
に
基
づ
く
社
会
秩
序
の
形
成
、
あ
る
い
は
他
の
専
門
的
行
政
領
域
で
の
政
策
の
形
成
に
積
極
的
に
関
与

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
規
範
論
を
展
開
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
一
定
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
制
度
上
の
警
察
が
、
犯
罪
捜
査
や
具
体
的
な
危
険
状
態
の
発
生
に
即
時
的
に
対
処
す
る
こ
と
を
本
来
の
任
務
と
し
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
目
的
の
遂
行
に
適
合
し
た
権
限
と
組
織
形
態
を
法
令
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
戦
前
の
警
察
制

度
が
、
犯
罪
捜
査
や
具
体
的
な
危
険
（
障
害
）
防
止
の
任
務
に
止
ま
ら
ず
福
利
行
政
領
域
に
ま
で
そ
の
活
動
範
囲
を
広
げ
る
と
と
も

に
、
天
皇
制
国
家
の
封
建
的
・
反
自
由
主
義
的
価
値
観
を
国
民
の
間
に
徹
底
し
て
浸
透
さ
せ
る
と
い
う
当
時
の
政
府
の
統
治
政
策
の

実
現
の
手
段
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
に
た
い
す
る
反
省
に
基
づ
く
。

　

ま
た
、
警
察
消
極
目
的
の
原
則
の
妥
当
性
は
、
現
行
警
察
実
定
法
の
規
定
か
ら
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
行
警
察
法
二
条

一
項
は
「
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
に
任
じ
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
、
交
通
の
取
締
そ
の

他
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
当
た
る
」
こ
と
を
も
っ
て
警
察
の
責
務
と
し
、
さ
ら
に
、
同
条
二
項
に
お
い
て
「
警
察
の
活
動
は
、

厳
格
に
前
項
の
責
務
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
べ
き
」
と
規
定
す
る
。
同
条
に
お
い
て
「
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
」
の
文

言
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
警
察
に
は
、
個
人
の
生
命
・
身
体
等
を
保
護
す
る
た
め
に
積
極
的
に
活
動
す
べ
き
義
務

が
あ
る
と
主
張
す
る
論
者
も
い
る
が
、
こ
の
論
者
の
主
張
は
、
ス
ト
ー
カ
ー
規
制
法
等
の
よ
う
に
個
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律

が
制
定
さ
れ
た
と
き
、
そ
の
法
律
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
権
限
の
行
使
に
消
極
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、「
個
人
の
生
命
、
身
体
及
び
財
産
の
保
護
」
を
実
現
す
る
た
め
で
あ
る
な
ら
ば
、
警
察
が
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の

維
持
」
の
範
囲
を
超
え
て
活
動
す
る
こ
と
を
承
認
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
内
容
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な 

現
在
お

（　

）
５１い
。
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よ
び
将
来
の
立
法
に
よ
っ
て
警
察
組
織
に
与
え
ら
れ
る
個
別
の
任
務
と
権
限
が
「
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
本
来
の
警

察
任
務
と
如
何
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
論
点
の
検
討
は
、
こ
れ
か
ら
も
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
で
あ
り
続
け
る
こ
と
に

な
る
。

二　

警
察
比
例
の
原
則
と
私
生
活
お
よ
び
私
住
所
の
不
可
侵
の
原
則
に
つ
い
て
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
憲
法
レ
ベ
ル
の
要
請
と

し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
警
察
と
市
民
と
の
間
の
法
関
係
に
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な 

ま
た
、
民
事
不
介
入
の

原
則
は
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
保
護
と
い
う
憲
法
上
の
要
請
に
も
関
係
し
て
く
る
が
、
裁
判
所
等
の
法
的
紛
争
処
理
機
関
と
警
察

組
織
と
の
権
限
配
分
の
問
題
と
し
て
捉
え
た
う
え
で
補
充
性
の
原
則
の
適
用
事
例
と
し
て
整
理
・
検
討
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　

警
察
責
任
の
原
則
は
、
佐
々
木
惣
一
の
よ
う
に
先
験
的
警
察
義
務
論
を
重
視
す
る
論
者
か
ら
す
れ
ば
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論

の
な
か
で
も
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
先
験
的
警
察
義
務
論
と
い
う
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
理

論
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
原
則
の
意
義
を
再
評
価
し
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
結
局
、
警
察
権
の
行
使
に
あ
た
っ
て
は
、
そ
の

原
因
を
つ
く
っ
た
者
に
ま
ず
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
当
然
の
事
理
を
表
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な 

ま
た
、

警
察
措
置
が
誰
に
向
け
ら
れ
る
か
は
条
理
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
立
法
者
が
判
断
す
べ
き
事
柄
で
あ
る
と
主
張
す
る

論
者
も
い 

三　

確
か
に
、
現
行
憲
法
下
に
お
い
て
、
警
察
責
任
の
原
則
を
警
察
法
領
域
に
固
有
な
条
理
規
範
と
し
て
堅
持
す
る
必
要
が
あ
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
問
題
と
す
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
警
察
が
対
処
す
べ
き
事
態
（
警
察
事
実
）
が
生
じ
た
場
合
、
そ
の

対
処
手
段
は
、
第
一
に
、
そ
の
よ
う
な
状
況
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
に
責
任
を
有
す
る
者
に
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
一

般
原
則
を
提
示
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
警
察
事
実
の
惹
起
に
責
任
を
有
す
る
者
と
そ
う
で
な
い
者
を
分
け
、

危
険
（
障
害
）
防
除
の
観
点
か
ら
後
者
の
者
に
も
措
置
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
警
察
は
警
察
事
実
の
発

（　

）
５２い
。

（　

）
５３る
。

（　

）
５４る
。
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生
・
存
在
に
関
係
し
な
い
者
の
権
利
・
自
由
を
制
限
し
て
ま
で
も
な
お
保
護
す
べ
き
重
要
な
法
益
が
存
在
す
る
か
な
ど
の
点
に
つ
い

て
考
慮
し
て
活
動
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、「
警
察
責
任
の
原
則
」
と
し
て
今
ま
で
論
じ
ら
れ

て
き
た
条
理
規
範
を
、
比
例
原
則
と
同
じ
よ
う
に
（
あ
る
い
は
比
例
原
則
の
一
部
と
し
て
）、
憲
法
上
の
原
則
と
し
て
再
構
成
し
た
う

え 

警
察
活
動
を
統
制
す
る
原
則
の
一
つ
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
警
察
責
任
の
原
則
は
、
予
防
警
察
的
情
報
収
集
活
動
の
法
的
統
制
の
仕
組
み
を
考
え
る
際
の
前
提
的
原
理
と
し
て
再
評
価

さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
戦
後
の
ド
イ
ツ
と
わ
が
国
の
警
察
実
定
法
制
度
を
比
較
し
た
場
合
に
即
座

に
気
づ
く
点
は
、
警
察
の
情
報
収
集
・
処
理
活
動
の
権
限
に
つ
い
て
の
実
定
法
上
の
規
律
密
度
に
み
ら
れ
る
差
異
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
一
九
八
三
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
を
契
機
と
し
て
連
邦
や
州
の
警
察
実
定
法
の
改
正
が
進
め

ら
れ
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
に
関
す
る
個
別
権
限
規
定
の
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
今
日
で
は
警
察
実
定

法
の
規
定
の
相
当
多
く
の
部
分
が
当
該
警
察
権
限
の
規
律
に
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
わ
が
国
の
警

察
実
定
法
で
は
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
活
動
を
規
律
す
る
規
定
の
整
備
は
極
め
て
消
極
的
か
つ
限
定
的
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
ド
イ
ツ
の
警
察
実
定
法
制
度
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
個
別
的
な
権
限
規
律
方
式
を
わ
が
国
で
も
採
用
す
べ
き
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
立
法
政
策
論
と
し
て
検
討
す
る
余
地
は
あ
る
。
し
か
し
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
が
、
単
な
る
非
権
力
的

な
事
実
行
為
で
は
な
く
、
国
民
の
権
利
・
自
由
に
た
い
す
る
侵
害
の
要
素
を
含
む
行
政
活
動
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
個
人
の

権
利
保
護
の
観
点
か
ら
当
該
警
察
活
動
を
法
的
に
規
律
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
認
識
を
司
法
機
関
が
明
示
的
に
示
し
、
そ
れ
を
受

け
て
立
法
機
関
が
警
察
法
令
の
改
正
に
踏
み
切
っ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
法
状
況
と
の
大
き
な
相
違
点
を
示
す
も
の
で
あ
る
（
も
っ

と
も
、
こ
の
よ
う
な
違
い
が
現
れ
て
く
る
の
は
、
わ
が
国
で
は
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
憲
法
裁
判
所
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
一
つ
の
理

由
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
）。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
に
た
い
す
る
立
法
的
統

（　

）
５５で
、
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制
の
必
要
性
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
趣
旨
に
即
し
て
、
憲
法
が
国
民
に
保
障
し
た
情
報
自
己
決
定
権
等
の
権
利
の
保
護
の

観
点
か
ら
説
明
さ
れ
て
き
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
一
方
に
お
い
て
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
の
必
要
性
を
認
め

つ
つ
、
他
方
に
お
い
て
、
そ
れ
が
国
民
の
情
報
自
己
決
定
権
等
の
権
利
の
侵
害
を
も
た
ら
す
が
故
に
、
当
該
警
察
活
動
の
要
件
・
手

続
を
法
律
の
形
式
に
お
い
て
明
確
に
指
し
示
す
こ
と
を
立
法
者
に
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
同
裁
判
所
は
、
立
法
者
に
た
い
し
て
、
比
例
原
則
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
危
険
や
警
察
義
務
者
の
法
理
と
い
っ
た
伝
統

的
な
警
察
権
統
制
法
理
に
も
配
慮
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
期
か
ら
、
判
例
や
学
説
に
よ

っ
て
、
侵
害
的
警
察
措
置
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
警
察
権
の
発
動
を
必
要
と
す
る
危
険
状
態
が
具
体
的
に
存
在
す
る
こ
と
、
ま
た
、

警
察
措
置
が
向
け
ら
れ
る
名
宛
人
は
、
危
険
状
態
の
発
生
・
存
在
に
責
任
を
有
す
る
者
、
す
な
わ
ち
妨
害
者
（S

tö
rer

 
  
  
 

）
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
す
る
原
則
（
具
体
的
危
険
お
よ
び
警
察
義
務
者
の
法
理
）
が
つ
く
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
警
察
が
実
際
に
犯
罪
予

防
の
た
め
に
行
う
情
報
収
集
活
動
は
、
テ
ロ
等
の
犯
罪
が
行
わ
れ
る
具
体
的
な
危
険
が
明
ら
か
に
な
っ
た
段
階
で
実
施
さ
れ
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
危
険
性
が
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
止
ま
る
段
階
か
ら
行
わ
れ
る
。
ま
た
、
テ
ロ
等
の
犯
罪
に
関
わ
る
者
を
警
察
が
最
終

的
に
確
定
す
る
ま
で
の
過
程
に
お
い
て
は
、
当
該
犯
罪
と
は
実
際
に
関
わ
り
の
な
い
人
物
の
個
人
情
報
の
取
得
・
分
析
も
必
要
と
な

る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
効
果
的
な
犯
罪
予
防
を
実
現
す
る
観
点
か
ら
、
伝
統
的
な
警
察
法
理
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て

き
た
警
察
権
限
の
発
動
の
人
的
・
状
況
的
制
限
を
排
し
、
抽
象
的
・
潜
在
的
危
険
が
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
状
況
の
も
と
に
お
い
て

も
、
ま
た
、
警
察
措
置
の
対
象
と
な
る
者
が
実
際
に
犯
罪
に
関
わ
っ
て
い
る
か
否
か
が
明
確
で
は
な
い
状
況
の
も
と
に
お
い
て
も
、

警
察
が
犯
罪
予
防
の
た
め
に
必
要
と
す
る
個
人
情
報
を
迅
速
か
つ
効
率
的
に
収
集
・
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
法
律
の
整
備

を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
主
張
が
警
察
実
務
や
学
界
に
お
い
て
強
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
に
お
い
て
も
、
具
体
的
危
険
、
警
察
義
務
者
等
の
伝
統
的
な
警
察 
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権
統
制
法
理
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
犯
罪
予
防
の
た
め
に
必
要
な
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
の
権
限
を
規
律
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

こ
れ
ら
の
法
理
に
対
応
す
る
、
あ
る
い
は
当
該
法
理
の
適
用
に
替
わ
り
得
る
だ
け
の
規
律
密
度
を
も
っ
た
規
定
の
整
備
を
行
う
よ
う

立
法
者
に
求
め 

効
果
的
な
犯
罪
予
防
の
視
点
を
強
調
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
警
察
措
置
の
対
象
と
な
る
者
の
範
囲
は
拡
大
し
、
そ

の
法
的
限
界
は
曖
昧
に
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
犯
罪
予
防
の
た
め
の
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
と
い
う
行
為
も
、

警
察
処
分
や
警
察
強
制
と
同
様
、
法
律
の
授
権
を
必
要
と
す
る
侵
害
的
行
為
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示
し
た
う
え
で
、
警
察
義
務

（
警
察
責
任
）
を
も
た
な
い
者
の
権
利
保
護
の
観
点
か
ら
当
該
警
察
措
置
の
要
件
・
手
続
等
を
立
法
に
よ
っ
て
具
体
的
に
規
律
す
る

こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

四　

こ
の
よ
う
な
、
警
察
に
よ
る
個
人
情
報
の
収
集
・
処
理
活
動
の
法
的
統
制
に
関
し
て
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
提
示
し
た

基
本
的
視
点
は
、
わ
が
国
の
警
察
法
学
の
今
後
の
課
題
を
考
え
る
う
え
に
お
い
て
も
参
考
と
な
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
テ
ロ
等

の
重
大
な
犯
罪
の
予
防
の
必
要
性
か
ら
、
警
察
法
上
の
危
険
状
態
の
発
生
・
存
在
に
責
任
の
な
い
非
妨
害
者
の
個
人
情
報
の
収
集
・

処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
否
定
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
同
裁
判
所
は
、
そ
の
一
方
に
お
い
て
、
警
察
に
よ
る
非
妨
害
者
の
個
人
情

報
の
収
集
・
処
理
は
、
重
大
な
犯
罪
か
ら
市
民
の
生
命
・
身
体
の
安
全
を
護
る
と
い
う
公
益
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
侵
害
措
置
で

あ
る
と
い
う
前
提
に
た
ち
、
当
該
警
察
措
置
の
要
件
・
手
続
は
立
法
に
よ
っ
て
可
能
な
限
り
詳
細
に
規
律
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

認
識
を
示
し
た
。
効
果
的
な
犯
罪
予
防
の
必
要
性
を
強
調
し
て
警
察
権
の
法
か
ら
の
自
由
を
説
く
の
で
は
な
く
、
犯
罪
予
防
の
必
要

性
は
認
め
つ
つ
も
、
犯
罪
の
発
生
に
責
任
の
な
い
市
民
の
権
利
・
自
由
へ
の
警
察
の
関
与
を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
の
法
的
仕
組
み

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
今
後
の
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
と
な 

そ
し
て
、
警
察
責
任
の
原
則
は
、
こ

の
よ
う
な
警
察
法
の
理
論
お
よ
び
制
度
上
の
課
題
の
検
討
を
行
う
際
の
基
本
的
な
立
脚
点
を
我
々
に
提
供
す
る
役
割
も
担
っ
て
い
る
。

（　

）
５６た
。

（　

）
５７る
。
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３　

警
察
作
用
の
機
能
的
特
徴

一　

警
察
の
行
う
即
時
対
応
型
行
政
お
よ
び
直
接
的
実
力
行
使
型
行
政
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
侵
害
の
効
果
は
、
警
察
命
令
・
警

察
許
可
等
の
行
政
処
分
に
基
づ
く
侵
害
行
為
と
は
異
な
り
、
人
の
身
体
・
財
産
等
に
た
い
す
る
即
時
的
・
直
接
的
侵
害
で
あ
る
こ
と

が
多
く
、
か
つ
、
そ
の
権
限
行
使
の
事
前
の
手
続
的
統
制
と
事
後
の
司
法
的
救
済
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
点
に
配
慮
し
て
、
警
察

に
よ
る
即
時
的
実
力
行
使
に
は
「
警
察
比
例
の
原
則
、
警
察
責
任
の
原
則
を
は
じ
め
条
理
上
の
制
限
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
」
と
主

張
す
る
学
説
も
あ 

こ
の
説
は
、
第
一
に
、
即
時
的
実
力
行
使
は
、
行
政
処
分
に
よ
る
事
前
の
作
為
・
不
作
為
・
受
忍
等
の
義
務

づ
け
を
介
す
る
こ
と
な
く
直
接
的
に
人
の
自
由
や
権
利
の
侵
害
を
も
た
ら
す
点
に
お
い 

ま
た
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
権
利
侵
害

性
が
強
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
処
分
の
よ
う
に
法
令
に
よ
る
要
件
・
手
続
の
厳
格
な
規
律
が
困
難
で
あ
る
点
に
条
理
法
の
積
極

的
な
適
用
の
必
要
性
の
根
拠
を
見
出
す
。

　

警
察
行
政
上
の
即
時
的
実
力
行
使
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
法
的
統
制
の
必
要
性
が
主
張
さ
れ
る
一
方
に
お
い
て
、
市

民
や
他
の
行
政
機
関
か
ら
そ
の
積
極
的
な
活
用
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
警
察
は
、
系
統
的
な
指
揮
命
令
に
よ
り
統
一
的
か
つ

迅
速
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
組
織
さ
れ
た
行
政
機
関
で
あ
り
、
警
察
官
は
、
市
民
が
自
己
の
力
だ
け
で
は
回
避
す
る
こ
と

の
で
き
な
い
危
険
状
態
に
陥
っ
た
と
き
や
、
他
の
行
政
機
関
が
即
時
に
対
応
で
き
な
い
緊
急
の
状
態
に
あ
る
と
き
に
、
危
害
の
発
生

を
最
小
限
に
抑
え
る
た
め
に
、
そ
れ
が
一
時
的
な
も
の
で
あ
れ
、
一
定
の
対
応
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
日
常
的
に
訓
練
を
受

け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
市
民
や
他
の
行
政
機
関
が
適
切
に
対
処
で
き
な
い
緊
急
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
即
時
的
に
対
応
で
き
る
権
限
と

能
力
を
有
す
る
行
政
組
織
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
は
、
市
民
の
利
益
や
効
率
的
な
行
政
機
能
の
確
保
の
観
点
か
ら
み
て
必
要
な
こ
と

で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
緊
急
時
の
即
時
的
対
処
の
任
務
を
専
門
的
に
司
る
と
い
う
こ
と
が
警
察
組
織
の
存
在
理
由
＝
公
共

（　

）
５８る
。

（　

）
５９て
、
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性
の
重
要
な
部
分
を
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
の
こ
と
を
、
視
点
を
変
え
て
、
す
な
わ
ち
市
民
や
他
の
行
政
機
関
の
立
場
に
た
っ
て
捉
え
直
す
と
、
自
ら
の
能
力
や
権
限
に

よ
っ
て
は
事
態
に
適
切
に
対
処
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
と
き
に
は
警
察
の
援
助
を
求
め
る
道
筋
が
法
的
に
保
障
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

意
味
す
る
。
他
の
行
政
機
関
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
児
童
相
談
所
が
保
護
を
必
要
と
す
る
児
童
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
警
察

に
一
時
的
な
保
護
を
依
頼
す
る
よ
う
な
事
例
（
児
童
福
祉
法
三
三
条
）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
外
に
も
、
警
察
が
、
他
の
行
政

機
関
の
要
請
に
基
づ
き
、
警
察
官
職
務
執
行
法
上
の
権
限
を
用
い
て
一
時
的
な
保
護
等
の
措
置
を
と
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

市
民
が
警
察
の
保
護
を
求
め
る
事
例
に
つ
い
て
は
、
警
察
の
不
作
為
（
危
険
管
理
責
任
の
不
十
分
な
履
行
）
に
よ
り
生
じ
た
被
害
の

救
済
を
求
め
る
一
連
の
国
賠
訴
訟
の
裁
判
事
例
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
な
事
実
関
係
に
お
い
て
市
民
の
生
命
、
身
体
等

に
何
ら
か
の
危
害
が
及
ぶ
お
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
か
つ
警
察
が
そ
の
危
険
状
態
に
対
応
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
き
、
警
察
は
、

そ
の
状
態
を
放
置
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
警
察
官
職
務
執
行
法
等
の
規
定
に
基
づ
い
て
危
険
状
態
を
排
除
す
る
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二　

私
人
間
に
紛
争
が
生
じ
た
場
合
、
第
三
者
的
裁
断
機
関
で
あ
る
裁
判
所
等
に
よ
り
解
決
さ
れ
る
の
が
原
則
で
あ
り
、
警
察
に
よ

る
紛
争
へ
の
関
与
は
そ
の
例
外
を
な
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
市
民
の
生
命
・
身
体
等
へ
の
危
害
の
発
生
の
危
険
が
差
し
迫
っ
た
状
況

に
あ
り
、
司
法
的
手
続
を
経
て
い
て
は
本
質
的
な
権
利
救
済
が
図
ら
れ
な
い
よ
う
な
状
況
は
実
際
に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ

う
な
状
況
下
に
お
い
て
警
察
が
紛
争
に
関
与
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
（
紛
争
状
態
へ
の
例
外
的
関
与
）。
こ
の
場
合
の
警
察
の
役
割
は
、

裁
判
所
と
い
う
国
家
機
関
と
の
関
係
で
は
、
い
わ
ば
「
間
隙
の
な
い
権
利
救
済
の
確
保
」
の
観
点
か
ら
み
た
場
合
の
裁
判
所
の
機
能

的
限
界
を
補
完
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　

裁
判
所
と
は
異
な
り
、
行
政
機
関
の
場
合
、
そ
の
職
務
の
遂
行
の
過
程
に
お
い
て
即
時
的
対
応
の
能
力
を
有
す
る
警
察
組
織
の
援
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助
を
必
要
と
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
該
行
政
機
関
の
権
限
と
警
察
組
織
の
権
限
を
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
る
か

が
問
題
と
な
る
。
こ
の
論
点
に
関
し
て
、
田
村
正
博
は
、
他
の
機
関
の
職
員
の
権
限
行
使
を
警
察
の
権
限
行
使
に
優
先
さ
せ
る
と
い

う
特
別
の
規
定
が
な
い
か
ぎ
り
、
警
察
の
権
限
と
他
の
機
関
の
権
限
と
の
間
に
優
劣
の
差
は
な
い
と
し
て
、「
他
の
行
政
機
関
に
お
い

て
、
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
の
た
め
の
権
限
を
有
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
定
め
た
法
律
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当

該
事
象
が
警
察
の
任
務
か
ら
明
確
に
除
外
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
依
然
と
し
て
警
察
の
活
動
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述

べ 

こ
れ
に
た
い
し
て
、
米
田
雅
宏
は
、「
警
察
の
援
助
活
動
は
、
専
門
性
に
裏
付
け
ら
れ
た
行
政
機
関
に
よ
る
職
務
遂
行
を
補
完

す
る
措
置
で
あ
る
べ
き
」
と
し
て
、
補
完
性
の
原
則
の
積
極
的
な
適
用
を
主
張
す 

警
察
組
織
と
他
の
行
政
機
関
の
権
限
が
事
実

上
競
合
す
る
場
合
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
統
一
的
・
体
系
的
な
行
政
活
動
の
確
保
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
当
該
行
政
領
域
の
事

務
を
専
門
的
に
司
る
行
政
機
関
の
権
限
行
使
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
行
政
機
関
の
管
轄
領
域
へ
の
警
察
の
関
与
は
、
危

険
（
障
害
）
の
発
生
に
た
い
し
て
緊
急
に
対
処
す
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
行
政
機
関
が
対
応
で
き
な
い
、
あ
る
い

は
適
時
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
が
存
在
し
、
か
つ
当
該
行
政
機
関
が
そ
の
任
務
を
履
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
態
勢
が
整

う
ま
で
の
暫
定
的
・
一
時
的
な
措
置
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

Ⅳ　

お
わ
り
に

一　

美
濃
部
達
吉
・
佐
々
木
惣
一
か
ら
田
中
二
郎
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
的
な
行
政
法
各
論
の
理
論
構
成
の
枠
内
に
お
い
て

警
察
法
を
捉
え
る
と
い
う
従
来
の
行
政
法
学
的
方
法
論
を
継
受
す
る
の
で
は
今
後
の
警
察
法
学
の
理
論
的
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
警
察
法
理
論
の
発
展
の
た
め
に
は
、
そ
れ
を
、
伝
統
的
な
行
政
法
各
論
の
枠
組
み
の
外
に
出
す
必
要
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
実
質
的
警
察
概
念
を
基
軸
と
し
て
警
察
法
の
理
論
体
系
の
構
築
を
試
み
る
の
で
は
な
く
、
警
察
実
定
法
に
着
目
し
、
そ
こ
に

（　

）
６０る
。

（　

）
６１る
。
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定
め
ら
れ
た
警
察
行
政
の
任
務
や
権
限
の
具
体
的
な
意
味
を
、
警
察
法
制
度
の
発
展
の
歴
史
的
経
緯
や
警
察
の
実
際
の
機
能
に
着
目

し
つ
つ
、
実
質
的
法
治
主
義
の
視
点
に
た
っ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
、
今
後
の
警
察
法
学
の
課
題
に
な
る
。

　

ま
た
、
伝
統
的
な
警
察
法
学
が
前
提
と
し
て
き
た
「
行
政
警
察
」
と
「
司
法
警
察
」
の
区
分
の
意
味
に
つ
い
て
も
再
考
を
必
要
と

す
る
。
伝
統
的
な
警
察
法
理
論
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
等
の
刑
事
法
令
で
規
定
さ
れ
た
犯
罪
捜
査
の
権
限
は
、
行
政
作
用
法
か
ら
峻
別

さ
れ
、
警
察
法
学
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
刑
事
訴
訟
法
の
規
律
す
る
犯
罪
捜
査
の
権
限
は
、
警
察
官
職
務
執
行
法

上
の
権
限
と
並
ん
で
制
度
上
の
警
察
の
基
本
権
限
の
一
つ
で
あ
る
。
実
際
の
警
察
活
動
を
み
て
も
、
刑
訴
法
上
の
権
限
と
警
職
法
上

の
権
限
が
、
警
察
が
対
処
す
べ
き
状
況
に
応
じ
て
相
互
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。「
行
政
警
察
」
と

「
司
法
警
察
」
の
概
念
区
分
へ
の
拘
り
は
、
こ
の
よ
う
な
警
察
活
動
の
実
態
を
踏
ま
え
た
警
察
作
用
の
法
的
考
察
の
機
会
を
警
察
法

学
か
ら
奪
う
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。

　

さ
ら
に
、
田
上
穰
治
が
主
張
し
た
よ
う
な
、「
政
治
警
察
」
の
警
察
法
学
の
対
象
領
域
か
ら
の
排
除
も
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
制

度
と
し
て
の
警
察
に
妥
当
す
る
原
則
の
な
か
で
最
も
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
は
抑
制
と
政
治
的
中
立
の
二
つ
の
原
則
で
あ
る
。
両

原
則
は
、
現
行
警
察
法
二
条
に
お
い
て
警
察
の
基
本
原
理
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
。

二　

実
質
的
警
察
概
念
論
か
ら
抑
制
の
原
則
を
捉
え
る
田
中
二
郎
等
の
論
者
か
ら
す
れ
ば
、
抑
制
の
原
理
は
、
ま
ず
必
要
最
小
限
の

侵
害
の
原
則
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
原
則
は
、
そ
の
他
の
警
察
権
の
限
界
論
を
媒
体
と
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
侵
害
の
程
度
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
警
察
行
政
の
対
象
、
範
囲
等
の
問
題
に
至
る
ま
で
多
様
な
展
開
を
み
せ
る
こ

と
に
な
る
点
に
も
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

他
方
、
制
度
と
し
て
の
警
察
に
つ
い
て
抑
制
の
原
理
が
論
じ
ら
れ
る
場
合
、
も
っ
ぱ
ら
、
基
本
的
人
権
の
尊
重
の
視
点
と
、
実
定

法
に
よ
っ
て
警
察
組
織
に
与
え
ら
れ
た
任
務
と
権
限
の
内
容
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
に
お
い
て
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扱
わ
れ
て
き
た
警
察
消
極
目
的
、
警
察
責
任
お
よ
び
補
充
性
の
原
則
は
抑
制
の
原
理
を
具
体
化
す
る
原
則
と
し
て
再
定
位
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
行
政
作
用
法
上
の
原
則
と
し
て
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
立
法
原
則
と
し
て
の
意
味
も
有
す
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
原
則
は
、
比
例
原
則
と
は
異
な
り
、
警
察
行
政
作
用
の
違
法
性
の
具
体
的
な
判
断
基
準
と
し
て
機
能
し
得
る
範
囲

は
必
ず
し
も
大
き
く
は
な
い
。

　

抑
制
の
原
理
が
警
察
の
職
務
活
動
の
懈
怠
を
正
当
化
す
る
原
則
で
な
い
こ
と
は
本
論
で
繰
り
返
し
述
べ
た
。
ま
た
、
同
原
則
は
、

立
法
を
通
じ
て
警
察
の
活
動
が
犯
罪
捜
査
や
執
行
的
警
察
活
動
以
外
の
任
務
に
拡
大
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
九

九
一
年
に
制
定
さ
れ
た
暴
力
団
対
策
法
に
お
け
る
暴
力
的
要
求
行
為
に
た
い
す
る
命
令
制
度
や
二
〇
〇
〇
年
に
制
定
さ
れ
た
ス
ト
ー

カ
ー
規
制
法
に
お
け
る
つ
き
ま
と
い
行
為
等
へ
の
警
告
、
禁
止
命
令
制
度
な
ど
は
犯
罪
に
至
ら
な
い
行
為
や
生
命
・
身
体
に
た
い
す

る
具
体
的
な
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
態
に
お
い
て
も
警
察
が
関
与
す
る
こ
と
を
認
め
る
制
度
で
あ
る
が
、
こ
の

よ
う
に
、
暴
力
団
や
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
者
か
ら
個
人
を
護
る
た
め
に
警
察
が
関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
一
定
の
合
理
性
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
立
法
者
が
法
律
の
制
定
を
通
じ
て
警
察
の
任
務
と
権
限
を
拡
大
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
そ
の
法
律
の
制

定
の
要
否
・
内
容
等
の
決
定
は
立
法
者
の
政
策
的
裁
量
に
一
方
的
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
は
な
く
、
犯
罪
捜
査
や
即

時
強
制
の
権
限
を
与
え
ら
れ
て
い
る
警
察
の
関
与
を
正
当
化
す
る
合
理
的
な
根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
、
ま
た
、
抑
制
の
原
理
の
視
点

に
た
ち
つ
つ
、
そ
の
関
与
の
内
容
や
範
囲
を
明
確
に
確
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
警
察
権
限
の
活
用
の
必
要
性
の
み
が
強
調
さ

れ
る
立
法
政
策
論
で
は
な
く
、
ま
た
、
実
質
的
警
察
概
念
を
前
提
と
し
た
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
で
も
な
く
、
制
度
上
の
警
察

の
機
能
的
特
徴
と
抑
制
の
原
理
の
関
連
に
注
目
し
つ
つ
警
察
権
の
法
治
主
義
的
統
制
の
あ
り
方
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
警

察
法
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。
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（
１
）　

ド
イ
ツ
や
わ
が
国
で
は
、
実
質
的
警
察
概
念
の
定
義
に
つ
い
て
多
様
な
説
が
だ
さ
れ
て
き
た
が
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
両
国
の
行
政
法
（
警
察

法
）
学
の
展
開
を
み
る
か
ぎ
り
、「
公
共
の
安
全
と
秩
序
に
た
い
す
る
危
険
（
障
害
）
の
防
除
の
た
め
の
権
力
的
行
政
作
用
」
と
し
て
警
察
概
念
を

定
義
す
る
説
が
通
説
的
地
位
を
獲
得
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
論
じ
る
「
実
質
的
警
察
概
念
」
も
こ
の
意
味
に
お
い
て
捉
え

る
こ
と
に
す
る
。

（
２
）　

プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
制
定
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
島
田
茂
「
一
九
三
一
年
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）」
甲
南
法
学

四
七
巻
二
号
九
五
頁
以
下
参
照
。

（
３
）　

田
中
二
郎
『
新
版
行
政
法
下
巻
（
全
訂
第
二
版
）』（
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
）（
以
下
、「
新
版
行
政
法
下
」
と
略
記
す
る
）
二
九
頁
以
下
、
田
上

穣
治
『
警
察
法
（
新
版
）』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
三
〇
頁
以
下
参
照
。

（
４
）　

島
田
・
甲
南
法
学
四
七
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
。

（
５
）　

バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
学
派
の
学
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
、
島
田
「
バ
イ
エ
ル
ン
邦
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
展
開
と
『
制
度
的
警
察
概
念
』（
一
）

（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
一
号
四
六
頁
以
下
、
三
号
三
一
頁
以
下
参
照
。

（
６
）　

芝
池
義
一
「
ド
イ
ツ
警
察
法
理
論
を
め
ぐ
る
若
干
の
理
論
的
諸
問
題
（
一
）（
二
・
完
）」
法
学
論
叢
九
六
巻
二
号
一
頁
以
下
、
九
六
巻
三
号
一
頁

以
下
参
照
。

（
７
）　

ナ
チ
ス
警
察
法
理
論
と
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
島
田
・
甲
南
法
学
四
七
巻
三
号
一
頁
以
下
参
照
。

（
８
）　

佐
々
木
惣
一
は
、
行
政
警
察
規
則
に
収
め
ら
れ
た
警
察
の
職
務
に
関
す
る
一
般
的
な
規
定
の
存
在
を
手
が
か
り
と
し
て
、
わ
が
国
の
警
察
実
定
法

制
度
が
消
極
目
的
の
原
則
を
基
本
原
理
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
島
田
「
明
治
憲
法
下
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
構
造
─
先
験
的
警
察

義
務
の
概
念
の
意
義
と
限
界
─
」
甲
南
法
学
五
三
巻
二
号
九
頁
以
下
参
照
）。
し
か
し
、
佐
々
木
が
そ
の
存
在
に
注
目
し
た
行
政
警
察
規
則
は
、
警

察
の
任
務
と
権
限
を
体
系
的
に
規
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
法
令
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

（
９
）　

D
.
B
astian

,
W
estd
eu
tsch
es
P
o
lizeirec

 
   
      
   
    
  
    
    
 
       
 h

t
u
n
ter
alliierter

B
esatzu

n
g
(194

 
   
 
                
      
 
 
     5  
─1955),

2010,
S
.
49
ff.

 
             
        

（　

）　

A
.
a.
O
.,
S
.
125
f

 
      
    
       .  

１０
（　

）　

ヴ
ァ
ッ
ケ
は
、
旧
プ
ロ
イ
セ
ン
州
以
外
の
地
区
で
は
慣
習
法
に
よ
り
プ
ロ
イ
セ
ン
警
察
行
政
法
と
同
様
の
法
原
理
が
妥
当
す
る
と
主
張
し
た
（G

.

 
  

１１

W
ack
e,
A
llg
em
ein
es
P
o
lizeirech

t,
6.

 
   
    
   
  
   
    
 
       
  
      A

u
fl.,
1957,

S
.
9

 
 
            
   

）。
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（　

）　

A
.
G
alette,

Z
u
r
E
n
tw
ick
lu
n
g
d
es

 
   
         
 
   
 
  
   
  
 
 
  
   „  P

o
lizei-

u
n
d
O
rd
n
u
n
g
srech

t“
D
V
B
l.
19

 
 
        
 
 
  
  
 
 
 
 
   
  
    
 
 
     55,

S
.
313,

279

     
          .  

１２
（　

）　

F.
M
ayer,

D
ie
E
ig
en
stän
d
ig
k
eit
d
es
b

 
  
 
      
 
   
 
  
  
    
 
  
 
    
 
   
 

ayerisch
en
V
erw
altu
n
g
srech

ts,
d
arg
es

        
  
 
 
   
    
 
 
   
  
    
 
   
  tellt

an
B
ayern

s
P
o
lizeirech

t,
1958,

      
  
 
 
     
  
 
 
       
  
   
     

S
.
182,

 
 
  
     

１３
216

   .  

（　

）　
V
.
G
ö
tz,
A
llg
em
ein
es
P
o
lizei-

u
n
d
O
r

 
   
 
     
   
  
   
    
 
        
 
 
  
 d

n
u
n
g
srech

t,
15.
A
u
fl.,
2013,

S
.
11

 
 
 
 
 
   
  
        
 
            
    .  

１４
（　

）　

田
村
正
博
『
四
訂
版
警
察
行
政
法
解
説
』（
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）（
以
下
、「
四
訂
版
解
説
」
と
略
記
す
る
）
六
二
頁
以
下
。

１５
（　

）　

田
村
『
警
察
行
政
法
の
基
本
的
な
考
え
方
』（
立
花
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
七
頁
。

１６
（　

）　

田
村
説
に
み
ら
れ
る
法
実
証
主
義
の
傾
向
に
つ
い
て
は
、
高
木
「
警
察
行
政
法
の
現
代
的
位
置
づ
け
」『
警
察
行
政
の
新
た
な
る
展
開
（
上
巻
）』

１７

（
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
〇
一
年
）
一
七
三
頁
参
照
。

（　

）　

高
田
「
現
代
行
政
の
展
開
と
警
察
法
」
公
法
研
究
三
四
号
二
二
五
頁
以
下
参
照
。

１８
（　

）　

高
木
・
前
掲
書
（
注
（　

））
一
七
〇
頁
。

１９

１７

（　

）　

島
田
「
現
行
憲
法
下
に
お
け
る
警
察
法
理
論
の
展
開
」
甲
南
法
学
五
五
巻
四
号
四
〇
頁
以
下
参
照
。

２０
（　

）　

田
村
・
四
訂
版
解
説
六
六
頁
。

２１
（　

）　

田
村
・
同
右
六
九
頁
。

２２
（　

）　

田
村
・
同
右
六
七
頁
。

２３
（　

）　

田
村
・
同
右
六
八
〜
六
九
頁
。

２４
（　

）　

田
村
・
同
右
六
七
頁
、
七
一
頁
。

２５
（　

）　

島
田
・
甲
南
法
学
五
五
巻
四
号
四
〇
頁
以
下
参
照
。

２６
（　

）　

田
村
正
博
以
外
に
も
警
察
実
務
の
側
か
ら
伝
統
的
な
警
察
権
の
限
界
論
の
意
味
に
疑
問
を
呈
し
た
論
者
は
い
る
が
（
た
と
え
ば
、
関
根
謙
一
「
警

２７

察
の
概
念
と
警
察
の
任
務
（
二
）」
警
察
学
論
集
三
四
巻
四
号
七
九
頁
）、
本
格
的
に
当
該
法
理
の
問
題
点
を
追
究
し
た
の
は
田
村
が
初
め
て
で
あ

ろ
う
。

（　

）　

Ｆ
・
マ
イ
ヤ
ー
等
の
バ
イ
エ
ル
ン
警
察
法
学
派
の
論
者
が
提
唱
し
た
制
度
的
警
察
概
念
論
に
つ
い
て
は
、
島
田
・
法
学
論
叢
一
〇
四
巻
三
号
三
一

２８

頁
以
下
参
照
。

（　

）　
「
制
度
上
の
警
察
（d

ie
in
stitu
tio
n
elle

P
o
lizei

 
     
     
   
 
      
 
     
）」
と
は
何
か
と
い
う
問
に
た
い
し
て
、
実
質
的
警
察
概
念
と
同
様
の
概
念
定
義
を
行
う
こ
と
は

２９
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で
き
な
い
。
制
度
上
の
警
察
は
、
立
法
者
が
、
社
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
政
策
的
な
観
点
か
ら
作
り
上
げ
る
一
つ
の
法
制

度
で
あ
り
、
実
質
的
警
察
概
念
（
学
問
上
の
警
察
概
念
）
の
よ
う
に
国
家
権
力
の
統
制
を
直
接
の
目
的
と
し
た
法
概
念
あ
る
い
は
実
定
法
の
学
問

的
体
系
化
の
た
め
の
道
具
概
念
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
に
お
け
る
「
制
度
上
の
警
察
」
と
は
、
現
行
警
察
法
の
定
め
る
警

察
庁
と
都
道
府
県
警
察
お
よ
び
こ
れ
ら
の
行
政
機
関
を
監
督
す
る
国
家
公
安
員
会
と
都
道
府
県
公
安
委
員
会
を
指
す
（
国
の
警
察
組
織
で
あ
る
国

家
公
安
員
会
と
警
察
庁
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
を
「
制
定
法
上
の
警
察
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
疑
問
を
呈
す
る
見
解
と
し
て
、
白
藤
博
行
「『
安
全

の
中
の
自
由
論
』
と
警
察
行
政
法
」
公
法
研
究
六
九
号
五
六
〜
五
七
頁
参
照
）。
消
防
組
織
法
や
海
上
保
安
庁
法
上
の
行
政
機
関
の
作
用
は
制
度
上

の
警
察
の
作
用
と
緊
密
な
関
連
に
あ
り
、
実
質
的
に
は
職
務
に
お
い
て
重
複
す
る
点
も
あ
る
が
「
制
度
上
の
警
察
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
公
安
調

査
庁
等
の
公
安
関
係
の
国
家
機
関
も
政
治
警
察
の
領
域
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
が
、「
制
度
上
の
警
察
」
と
し
て
は
捉
え
な
い
。
こ
の
よ

う
に
、
警
察
法
学
の
検
討
対
象
を
制
度
上
の
警
察
の
組
織
と
そ
の
作
用
に
限
定
す
る
の
は
、
実
質
的
警
察
概
念
に
替
え
て
法
制
度
に
着
目
し
た
警

察
概
念
を
新
た
に
設
定
し
、
そ
れ
を
起
点
と
し
て
伝
統
的
な
警
察
法
理
論
に
対
抗
す
る
別
の
警
察
法
ド
グ
マ
ー
テ
ィ
ク
を
作
り
出
す
こ
と
を
目
的

と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
警
察
法
学
の
対
象
を
制
度
上
の
警
察
の
組
織
と
作
用
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
制
度
上
の
警
察
と
他
の
行
政
機
関

と
の
組
織
法
的
・
作
用
法
的
関
連
の
探
求
を
軽
視
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
、
制
度
上
の
警
察
が
他
の
行
政
機
関
と
ど
の
よ
う
な
関
係

を
も
ち
な
が
ら
そ
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
く
の
か
と
い
う
点
を
検
討
す
る
こ
と
は
警
察
法
学
の
重
要
な
課
題
と
な
る
。

（　

）　

藤
田
宙
靖
『
行
政
法
の
基
礎
理
論
（
上
巻
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
五
年
）（
以
下
、「
基
礎
理
論
上
」
と
略
記
す
る
）
三
三
八
頁
。

３０
（　

）　

高
田
敏
『
法
治
国
家
観
の
展
開
─
法
治
主
義
の
普
遍
化
的
近
代
化
と
現
代
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
三
年
）
四
九
七
頁
、
六
九
四
〜
六
九
五
頁
、
七

３１

四
七
頁
。

（　

）　

田
上
・
前
掲
書
（
注
（
３
））
三
二
一
頁
以
下
参
照
。

３２
（　

）　

佐
々
木
惣
一
『
警
察
法
概
論
』（
日
本
評
論
社
、
一
九
四
〇
年
）（
以
下
、「
概
論
」
と
略
記
す
る
）
一
五
頁
。

３３
（　

）　

美
濃
部
達
吉
『
行
政
法
撮
要
下
巻
』（
有
斐
閣
、
一
九
三
二
年
）
一
四
〜
一
五
頁
。
権
力
性
の
契
機
に
着
目
し
て
警
察
概
念
を
構
成
す
る
美
濃
部
は
、

３４

権
力
的
行
為
の
範
囲
を
警
察
下
命
・
警
察
強
制
等
の
典
型
的
侵
害
行
為
に
限
定
す
る
。
こ
の
点
は
、「
警
察
ノ
作
用
ハ
此
ノ
何
レ
カ
ノ
外
ヲ
出
デ

ズ
」
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
美
濃
部
が
、
警
察
作
用
の
範
囲
を
権
力
性
の
明
ら
か
な
行
為
に
限
定
し
よ

う
と
し
た
の
は
、
彼
の
提
示
す
る
警
察
概
念
の
内
容
か
ら
判
断
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
警
察
概
念
の
定
義
に
あ
た
っ

て
消
極
目
的
の
契
機
を
排
除
し
、「
警
察
」
を
権
力
的
行
政
作
用
と
定
義
す
る
美
濃
部
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
権
力
作
用
の
範
囲
を
曖
昧
に
す
る
こ
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と
は
、
警
察
概
念
の
内
容
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
美
濃
部
が
自
ら
の
主
張
す
る
警
察
概
念
の
概
念
的
明
確
性
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
妥
当
性
を
示
そ
う
と
す
れ
ば
、
自
ず
か
ら
権
力
作
用
の
範
囲
を
限
定
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（　

）　

佐
々
木
は
、「
即
時
強
制
」
と
「
実
力
制
限
」
の
用
語
の
ど
ち
ら
を
使
う
か
は
「
成
文
法
外
の
名
称
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
い
づ
れ
に
依
る
も
可
で

３５

あ
る
」
と
し
つ
つ
も
、「
強
制
」
の
語
は
、
本
来
、「
義
務
を
前
提
と
す
る
観
念
」
で
あ
り
、
具
体
的
な
義
務
の
存
在
を
前
提
と
し
な
い
単
な
る
実

力
行
使
に
「
強
制
」
の
語
を
用
い
る
の
は
妥
当
性
を
欠
く
と
述
べ
て
い
る
（
佐
々
木
・
概
論
一
〇
五
〜
一
〇
八
頁
）。

（　

）　

田
中
・
新
版
行
政
法
下
、
三
二
〜
三
四
頁
、
六
一
頁
以
下
参
照
。

３６
（　

）　

警
察
官
の
職
務
質
問
に
み
ら
れ
る
権
力
性
の
契
機
に
つ
い
て
は
、
田
宮
裕
・
河
上
和
雄
『
大
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
警
察
官
職
務
執
行
法
』（
青
林
書
院
、

３７

一
九
九
三
年
）
八
三
頁
以
下
（
河
上
和
雄
）
参
照
。

（　

）　

島
田
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
予
防
警
察
的
情
報
収
集
活
動
と
侵
害
留
保
論
」『
各
国
警
察
制
度
の
再
編
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
五
年
）
一
二

３８

五
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

国
勢
調
査
判
決
を
契
機
と
し
て
な
さ
れ
た
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
池
田
公
博
「
法
的
根
拠
を
要
す
る
捜
査
手
法
─
ド
イ
ツ
法

３９

と
の
比
較
を
中
心
に
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
三
号
二
〇
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

こ
の
論
点
に
つ
い
て
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
の
分
析
に
つ
い
て
は
、
島
田
「
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
と
警
察
法
」
甲
南
法
学
五
四
巻
一
・
二
号

４０

五
五
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

警
察
行
政
権
の
行
使
が
抑
制
的
で
あ
る
べ
き
と
す
る
意
見
は
警
察
実
務
の
側
か
ら
も
聞
か
れ
る
。
元
警
察
庁
長
官
の
田
中
節
夫
は
、
警
察
法
施
行

４１

六
〇
周
年
記
念
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
な
か
で
、「
最
近
は
、
何
で
も
か
ん
で
も
警
察
の
力
で
解
決
を
図
る
、
例
え
ば
地
域
、
学
校
、
家
庭
と

い
っ
た
分
野
に
つ
い
て
も
全
て
警
察
が
介
入
す
る
こ
と
を
是
と
す
る
よ
う
な
風
潮
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
体
の
治
安
維

持
と
い
い
ま
す
か
、
基
盤
を
し
っ
か
り
作
る
と
い
う
意
味
で
、
本
当
に
よ
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
私
は
な
か
な
か
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

消
極
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
が
、
謙
抑
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
て
い
る
（
警
察
学
論
集
六
七
巻
七
号
二
二
頁
）。

（　

）　

警
察
の
不
作
為
の
法
的
責
任
が
問
題
と
さ
れ
た
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
島
田
「
警
察
法
に
お
け
る
犯
罪
防
止
義
務
論
」
甲
南
法
学
五
一
巻
三
号
六

４２

三
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

田
村
正
博
は
、
行
政
上
の
法
律
関
係
は
、
行
政
の
活
動
に
よ
っ
て
利
益
を
受
け
る
国
民
を
明
確
に
位
置
づ
け
た
三
面
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
る
べ

４３

き
で
あ
る
と
す
る
立
場
か
ら
、
直
接
の
処
分
の
相
手
方
の
利
益
の
侵
害
を
防
止
す
る
こ
と
の
み
を
重
視
す
る
よ
う
な
二
者
対
立
的
関
係
で
の
理
解
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に
よ
る
権
限
行
使
の
消
極
化
を
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
（
警
察
学
論
集
五
一
巻
一
二
号
一
三
八
頁
以
下
）。
そ
し
て
、
こ
の
主
張
を
展
開

す
る
に
あ
た
っ
て
、
最
高
裁
の
二
つ
の
判
例
（
ナ
イ
フ
一
時
保
管
義
務
懈
怠
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
五
七
年
一
月
一
八
日
）
と
新
島
漂
着
砲
弾
爆

発
事
件
判
決
（
最
判
昭
和
五
九
年
三
月
二
三
日
）
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
、
職
務
義
務
の
懈
怠
の
違
法
性
が
問
題
と
さ
れ
た
判
例
を
三

面
関
係
論
の
正
当
化
の
た
め
に
も
ち
だ
す
の
は
妥
当
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（　

）　

田
中
二
郎
の
警
察
法
理
論
に
つ
い
て
は
、
島
田
・
甲
南
法
学
五
五
巻
四
号
三
頁
以
下
参
照
。

４４
（　

）　

伝
統
的
な
警
察
法
学
は
、「
司
法
警
察
」
と
「
行
政
警
察
」
を
異
質
の
警
察
活
動
と
し
て
明
確
に
区
別
し
て
き
た
。
し
か
し
、
制
度
上
の
警
察
の
作

４５

用
に
関
し
て
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
警
察
作
用
の
観
念
的
な
二
分
論
自
体
の
妥
当
性
が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
田
村
正
博
は
、
こ
の
点

に
関
し
て
、「
犯
罪
捜
査
は
、
警
察
が
そ
の
責
務
を
果
た
す
た
め
に
行
う
活
動
の
一
形
態
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
…
…
そ
の
本
質
に
お
い
て
、
そ
の
他

の
行
政
活
動
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
認
識
を
示
す
（
警
察
学
論
集
五
一
巻
一
二
号
一
四
八
頁
、
同
『
全
訂
警
察
行
政
法
解
説
（
第
二

版
）』（
東
京
法
令
出
版
、
二
〇
一
五
年
）（
以
下
、「
全
訂
解
説
」
と
略
記
す
る
）
三
二
〜
三
四
頁
）。
制
度
上
の
警
察
は
、
伝
統
的
な
意
味
で
の
司

法
警
察
と
行
政
警
察
の
両
方
の
任
務
を
担
っ
て
お
り
、
権
限
行
使
の
側
面
に
着
目
し
て
み
て
も
、
根
拠
規
定
が
お
か
れ
る
法
令
に
違
い
が
あ
る
も

の
の
、
二
つ
の
警
察
作
用
は
相
互
に
密
接
な
関
係
の
も
と
に
お
か
れ
て
い
る
。
伝
統
的
な
警
察
法
学
は
、
行
政
警
察
と
司
法
警
察
の
観
念
上
の
異

質
性
に
拘
り
す
ぎ
て
、
こ
の
両
警
察
機
能
の
密
接
な
関
連
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
特
殊
な
権
力
性
の
契
機
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（　

）　

戦
前
の
内
務
行
政
に
お
い
て
警
察
組
織
の
権
限
が
拡
大
し
て
い
く
過
程
に
つ
い
て
は
、
大
日
方
純
夫
『
日
本
近
代
国
家
の
成
立
と
警
察
』（
校
倉
書

４６

房
、
一
九
九
二
年
）
一
八
四
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

成
田
頼
明
「
社
会
の
安
全
と
法
政
策
」
警
察
政
策
一
巻
一
号
一
二
頁
。

４７
（　

）　

藤
田
・
基
礎
理
論
上
四
三
二
頁
。

４８
（　

）　

高
田
・
公
法
研
究
三
四
号
二
二
八
頁
。

４９
（　

）　

白
藤
博
行
は
、「
警
察
消
極
目
的
の
原
則
」
に
関
し
て
、「
警
察
官
僚
が
『
強
い
執
行
権
』
と
呼
ぶ
『
実
力
』（
物
理
的
強
制
）
を
有
す
る
特
別
な
行

５０

政
権
で
あ
る
警
察
権
の
消
極
性
で
あ
り
、
警
察
依
存
の
危
険
性
、
警
察
権
力
の
圧
倒
的
優
越
性
、
特
別
の
象
徴
的
な
意
味
を
持
つ
刑
事
罰
の
重
み

に
つ
な
が
る
権
力
発
動
に
対
す
る
消
極
性
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
述
べ
る
が
（
公
法
研
究
六
九
号
六
〇
〜
六
一
頁
）、
こ
の

指
摘
は
、
抑
制
の
原
理
の
論
拠
と
し
て
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（　

）　

田
村
・
全
訂
解
説
二
六
頁
以
下
。

５１
（　

）　

憲
法
上
の
原
則
と
し
て
の
比
例
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
高
木
光
「
比
例
原
則
の
実
定
化
─
『
警
察
法
』
と
憲
法
の
関
係
に
つ
い
て
の
覚
書
─
」

５２

芦
部
信
喜
先
生
古
稀
祝
賀
『
現
代
立
憲
主
義
の
展
開
（
下
）』（
有
斐
閣
、
一
九
九
三
年
）
二
一
一
頁
以
下
参
照
。

（　

）　

杉
村
敏
正
「
憲
法
・
行
政
法
か
ら
み
た
警
察
権
の
理
論
的
限
界
」
戒
能
通
孝
編
『
警
察
権
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
）
二
四
六
〜
二
四
七
頁
参

５３

照
。

（　

）　

田
村
・
四
訂
版
解
説
六
九
頁
。

５４
（　

）　

こ
の
原
則
は
、
憲
法
一
三
条
か
ら
導
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

５５
（　

）　

島
田
「
ド
イ
ツ
警
察
法
に
お
け
る
犯
罪
予
防
の
目
的
と
危
険
概
念
の
関
係
」
甲
南
法
学
四
九
巻
三
・
四
号
一
頁
以
下
参
照
。

５６
（　

）　

刑
事
法
学
に
お
い
て
も
情
報
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
権
の
捜
査
法
へ
の
導
入
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
捜
査
法
に
お
け
る
規
制
の
着
眼
点
を
情

５７

報
の
取
得
行
為
に
限
定
せ
ず
、
当
該
情
報
の
利
用
・
処
理
行
為
に
ま
で
広
げ
よ
う
と
す
る
試
み
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
刑
事

法
学
で
は
刑
訴
法
の
定
め
る
強
制
処
分
法
定
主
義
（
一
九
七
条
一
項
た
だ
し
書
）
と
の
か
ら
み
で
議
論
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
お
い
て

警
察
法
学
上
の
議
論
と
は
異
な
る
（
笹
倉
宏
紀
「
捜
査
法
の
体
系
と
情
報
プ
ラ
イ
ヴ
ァ
シ
ー
」
刑
法
雑
誌
五
五
巻
三
号
三
三
頁
以
下
、
緑
大
輔

「
監
視
型
捜
査
に
お
け
る
情
報
取
得
時
の
法
的
規
律
」
法
律
時
報
八
七
巻
五
号
六
五
頁
以
下
参
照
）。

（　

）　

原
田
尚
彦
『
行
政
法
要
論
（
全
訂
第
七
版
［
補
訂
版
］）』（
学
陽
書
房
、
二
〇
一
一
年
）
二
四
四
頁
参
照
。

５８
（　

）　

小
早
川
光
郎
は
即
時
強
制
的
な
行
政
措
置
の
例
外
的
性
格
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
即
時
執
行
型
手
法
の
場
合
に
は
、
相
手
方
は
、
た

５９

と
え
事
実
行
為
に
よ
る
侵
害
の
可
能
性
が
一
般
的
な
法
規
の
形
で
は
示
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
法
律
関
係
の
確
定
を
ふ
ま
え
て
み
ず
か
ら
の
と

る
べ
き
対
応
を
具
体
的
に
判
断
す
る
と
い
う
機
会
の
な
い
ま
ま
、
一
方
的
に
事
実
行
為
と
し
て
の
有
形
力
の
行
使
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

り
、
義
務
付
け
型
手
法
と
比
較
し
て
相
手
方
私
人
の
自
主
性
の
尊
重
に
欠
け
る
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
即
時
執

行
型
手
法
は
、
義
務
付
け
型
手
法
を
と
り
え
な
い
場
合
に
補
充
的
か
つ
例
外
的
に
の
み
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
侵
害
行

政
全
般
に
共
通
す
る
、
法
的
秩
序
付
け
の
一
つ
の
重
要
な
原
則
を
な
す
も
の
言
う
こ
と
が
で
き
る
」（
小
早
川
「
行
政
法
の
存
在
意
義
」
磯
部
・
小

早
川
・
芝
池
編
『
行
政
法
の
新
構
想
Ⅰ
』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
一
年
）
一
一
頁
）。

（　

）　

田
村
「
警
察
の
活
動
上
の
『
限
界
』（
中
）」
警
察
学
論
集
四
一
巻
七
号
七
〇
頁
。

６０
（　

）　

米
田
雅
宏
「
脱
警
察
化
と
行
政
機
関
に
対
す
る
警
察
の
役
割
─
「
間
隙
な
き
危
険
防
御
」
の
法
的
位
置
づ
け
─
（
二
・
完
）」
北
大
法
学
論
集
六
六

６１



論　　　説

（ ）４６（甲南法学’ １６）５７─１・２─４６

巻
一
号
三
一
頁
、
三
九
頁
。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /None
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /None
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /None
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B0027005000440046002066F8304D51FA3057FF080050004400460031002E0037FF0930C830F330DB3099306A305700270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020002865E5672C0029005D00270020306B57FA3065304F005D002030B030E930D530A330C330AF30B330F330C630F330C4306E590963DB306B5BFE3059308B002000490053004F00206A196E96898F683C306E0020005000440046002F0058002D00310061003A00320030003000310020306B6E9662E03057305F002000410064006F0062006500200050004400460020658766F830924F5C62103059308B305F3081306B4F7F75283057307E30593002005000440046002F0058002D0031006100206E9662E0306E00200050004400460020658766F84F5C6210306B306430443066306F3001004100630072006F006200610074002030E630FC30B630AC30A430C9309253C2716730573066304F30603055304430023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200034002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E30593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames false
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


