
海
外
法
律
事
情

モ
ザ

ン
ビ
ー

ク

の
裁
判

制
度

萩

原

金

美

前

説

本
誌
上
に
、
海
外
諸
国
に
お
け
る
最
近
の
法
律
事
情

に
関
す
る
紹
介
記

事
を
掲
載
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
に
よ

っ
て
情
報
を
迅
速

に
提
供
で
き
る
と

共

に
、
執
筆
者
自
身

に
と

っ
て
も
研
究
上
の
基
礎
作
業
の

一
つ
と
し
て
有

益
で
は
な

い
か
と
思
う

(私
事
を
述
べ
て
恐
縮
で
あ
る
が
、
私
も
か
つ
て
判
例

タ
イ
ム
ズ
誌
上
に

「北
欧
法
律
事
情
」
と
題
し
て
連
載
記
事
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る

〔一
一山ハ
四
号
以
一ト
〕)。

右

の
趣
旨
を

い
つ
だ

っ
た
か
雑
談
の
折
に
磯
野
誠

一
教
授

(当
時
)

そ

の
他
若
干
の
方
に
お
話
し
し
た
と
こ
ろ
、
幸

い
に
も
全
面
的
な
御
賛
同
を

得
た
の
で
、
手
始
め
に
こ
の
拙
文
を
も
の
し
た
次
第
で
あ
る
。
本
欄

に
な

る
ぺ
く
多
く
の
同
僚
諸
氏
の
御
協
力
を
頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
の
は
、

モ
ザ

ソ
ビ

ー

ク
人

民
共
和
国

(寄
旨
匡
一8

ぎ
旦

霞

脅

誓

紹
臼
葺

琶

に
お
け
る
裁
判
制
度
の
現
況

の
概
要
で
あ
る
。

モ
ザ

ソ
ビ
ー
ク
は

ア

フ
リ
カ
大
陸

の
ほ
ぼ

東
南
端
部

に
位
置
す

る
新
興

社
会
主
義

国
で
あ

る
。

か

つ
て

は

ポ

ル

ト

ガ

ル
領

(法
的
に
は
植
民
地
で

な
く
、
海
外
州
と
さ
れ
て
い
た
)

で
あ

っ
た
が

、

モ
ザ

ン
ビ

ー
ク
解
放
戦
線

(第

曽

皇

O
)

の
ポ

ル
ト
ガ

ル
に
対
す

る
武
装

闘

争

の
結

果
、

一
九
七

五

年

六
月

に
独
立

を
勝
ち
取

っ
た
。
以
・来
、

社
会
主
義
路
線

に
よ
る
国
家
建

設
を
進

め
て
い
る
。

ち
な
み

に
、

一
九

七
七
年

二
月

に
開
催

さ

れ
た

句
肉

国
口
ζ
O

第
三
回
大
会

は
、
句
菊
団
ζ

護
O
を

マ
ル
ク
ス

・
レ
ー

ニ
ン
主
義

政
党

と
規

定
し

た
。

以
下

の
記
述

の
主
要
部

分

は
、

ス

ウ

ェ
ー

デ

ソ
法
曹
時
報

(ω
8
口
。。犀

冒
誌
銭
鮎
三
鐸

略
称

ω
〈
篭

)
の

一
九

八
〇

年

九

月

号

に

ω
紳無
岩

冥
o
村融
目

が
寄

せ
た

敦
団
o
滞
』
o
臼
。。8
訂
「
一
竃
o
$
ヨ
げ
首
質
Φ
(
モ
ザ

ソ
ピ
!
ク
に
お
け
る
人

ハ
む
　
　
ヨ
　

民
裁
判
所
憶

と
題
す
る
論
説

に
よ
る
も

の
で
あ
る
。

ス
ウ

ェ
ー
デ

ソ
は
長
年

に
わ
た
る
中
立
政
策

の
竪
持
と
積
極
的
な
国
連

等
を
通
じ
て
の
国
際
的
活
動
に
よ

っ
て
、
国
際
社
会

に
お
い
て
高
度
の
信

頼
を
獲
得
し
て
い
る
。
そ

の
結
果
か
、
世
界

の
諸
国
に
関
す
る
正
確
な
情

(〃7)117



報
が
他

に

一
歩
先

ん
じ
て
伝
達
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
法
律

の
分
野
も
例

外
で
は
な
く
、
こ
の
国
の
代
表
的
法
律
雑
誌
で
あ
る

Q。
<』
目

に
は
、
と

く
に
新
興
諸
国
の
法
律
事
情

に
関
す
る
論
稿

の
掲
載
が
往

々
見
受
け
ら
れ

る
。ア

フ
リ
カ
に
お
け
る
新
興
諸
国
の
法
律
事
情

は
、
言
語
的
障
壁
そ
の
他

さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら
わ
が
国
の
法
学
研
究
者

に
と

っ
て
、
情
報

の
入
手

が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
私
は
も
と
よ
り
こ
の
方
面
に
つ
い
て
は
、

一

門
外
漢

に
す
ぎ
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
諸
国
の
法
律
事
情

に
多
少
の
関
心
を

有
し
て
い
る
者
と
し
て
、
第

一
次
資
料

に
よ
ら
ず
、
し
か
も
す

こ
ぶ
る
概

括
的
な
記
述

に
と
ど
ま
る
に
せ
よ
、

こ
こ
に
表
題
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
紹

介
を
し
て
お
く
こ
と
は
、
わ
が
国
の
現
状
に
お
い
て
は
い
さ
さ
か
の
意
味

を
も
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

な
お
、
筆
者

Z
。
器
曾

は
、
私
宛
の
書
信
に
よ
る
と
、

ス
ウ

ェ
ー
デ

ン

の
外
交
官

で

一
九
七
八
i
八
〇
年
に
わ
た

っ
て
モ
ザ
ソ
ビ
ー
ク
に
在
任
し

た
経
験
を
有

し
、
現
在

は
ブ
ラ

ッ
セ
ル
の

国
O
ス
ウ

ェ
ー
デ

ン
代
表
事
務

所
に
勤
務
し
て
い
る
、
と

の
こ
と
で
あ
る
。

概

説

一
九
七
五
年
六
月
の
独
立
の
さ
い
、

モ
ザ

ン
ビ
ー
ク
は
大
部
分
の
法
分

野
に
お
い
て
母
国
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
法
律
制
度

お
よ
び
法
令
を
継
受
し
た
。

も
ち
ろ
ん
そ

の
さ
い
、
新
し
い
憲
法
と
国
籍
法
は
制
定
さ
れ
た
が
、
独
立

当
初
は
そ
れ
以
外

に
は
法
的
改
革
に
重
点
が
置
か
れ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
ポ
ル
ト
ガ
ル
私
法
は
、
借
地

・
借
家
法
、
土
地
法
お
よ
び
私
的

企
業
活
動

に
関
す
る
法
律
の
よ
う
な
国
内
法

の
制
定
に
よ

っ
て
廃
止
さ
れ

つ
つ
あ
る
。
家
族
法
の
大
改
革
も
現
在
進
行
中
で
あ

る
。
し
か
し
刑
事
法

の
大
部
分
は
い
ま
な
お
、
独
立
当
時
と
大
差
な
い
有
様
で
あ
る
。
こ
の
分
野

に
お
け
る
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
例
外
は
、

一
九
七
九
年
三
月
に
導
入
さ
れ
た

「人
民
お
よ
び
国
家
の
安
全
に
対
す
る
罪
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。
こ
の

法
律
は
反
逆
罪
お
よ
び
ス
パ
イ
罪
等
に
つ
い
て
死
刑
を
規
定
し
て
い
る
。

二

人

民
裁
判

所

の
設

立

従
前
の
植
民
地
的
訴
訟
法

の
羅
束
を
脱
す
る
た
め
に
、
最
近
新
し
い
裁

判
所
制
度

の
建
設
が
始
め
ら
れ
た
。

一
九
七
八
年

一
二
月
に
人
民
裁
判
所

(三
げ善
帥貯
唱
。箕
幣
窃
)

に
関
す
る
法
律
が
採
択
さ
れ
た
。
同
法
は

「階
級

の
敵
、
反
動
的
分
子
、
反
逆
者
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
行
為
を
す
る
者
、
搾
取
者

な
ら
び
に
刑
事
犯
罪
者
お
よ
び
悪
党
に
対
す
る
武
器
と

な

る
べ
き
も
の
」

と
規
定
さ
れ

て
い
る
。

そ
し
て

一
九
七
九
年
中
に
、
全
国
的

に
人
民
裁
判
所
の
設
立
が
実
施
さ

れ
た
。
す

で
に
合
計

一
〇

の
州
人
民
裁
判
所
な
ら
び
に
多
数

の
地
区
人
民

裁
判
所
お
よ
び
居
住
区
人
民
裁
判
所
が
存
在
す
る
に
い
た

っ
て
い
る
。

し
か
し
、
最
高
人
民
裁
判
所

(↓
諄
唐
巴
ぎ
署
算

。。巷
「。ヨ
。
)
は
ま
だ
設

立
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
り
に
臨
時
的

に
、
上
級
控
訴
裁
判
所

(↓
き
穿

昌幽
5
∬
眉..一。同
山
。
菊
.8
・。・。)
と

よ
ば

れ
る
機
関
が
事
実
上
最
上
級
審

の
機

能
を
果
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
同
裁
判
所
は

「
人
民
お
よ
び
国
家
の
安
全

に
対
す
る
罪
に
関
す
る
法
律
」
違
反
の
事
件
に
つ
い
て
は
管
轄
権
を
有
せ

ず
、
そ
の
管
轄
権
は
最
高
人
民
裁
判
所
が

設
立
さ
れ
る
ま
で
革
命
軍
事
裁
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ザ ンピー クの裁判制 度

判
所
に
属
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。

憲
法
上
の
最
高

の
裁
判
機
関
で
あ
る
最
高
人
民
裁
判
所
が
、
な
ぜ

い
ま

だ

に
設
立
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
る
と

い
わ
れ

て
い
る
。

第

一
に
、
良
く
訓
練
さ
れ
た
法
律
家
の
著
し
い
不
足
で
あ
る
。

こ
の
国

に
お
け
る
法
律
家
の
数
は
三
〇
人
に
満
た
な

い
と
伝
え
ら
れ
る

(人
口
は

禰
九
七
九
年
の
国
連
推
定
に
よ
れ
ば

一
、
〇
二
〇
万
人
)。

第
二
に
、
よ
り
説
得
的
と
思
わ
れ
る
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
説

明
は
こ
う
で
あ
る
。
最
高
人
民
裁
判
所

の
設
立
は
、
現
在
軍
事
裁
判
所
が
、

政
府

に
対
す
る
抵
抗

・
テ

ロ
活
動

に
参
加
ま
た
は
関
係
し
た
者

に
行
な

っ

て
い
る
極
度
に
簡
略
化
さ
れ
た
訴
訟
手
続
を
不
可
能
な
ら
し
め
る
。
最
高

人
民
裁
判
所
が

設
立
さ
れ
、
そ
の
機
能
を
開
始
す
る
と
同
時
に
、
法
に
よ

れ
ば
、
軍
事
裁
判
所
は
自
動
的

に
そ
の
機
能
を
停
止
し
、
州
人
民
裁
判
所

が
上
記
犯
罪
の
事
件

に
つ
い
て
第

一
審

の
管
轄
裁
判
所
と
な
る
。
そ
し
て
、

州
裁
判
所
の
判
決

に
対
し
て
は
、
最
高
人
民
裁
判
所
に
上
訴
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
り
、
死
刑
判
決
は
最
上
級
審
に
お
い
て
確
定
さ
れ
な
け
れ
ば
執

行
で
き
な
く
な
る
。
軍
事
裁
判
所
は
、
第

一
審

に
し
て
終
審
で
あ
り
、
そ

の
裁
判

に
対
し
て
は
上
訴
が
許
さ
れ
て
い
な

い
。
死
刑
判
決
は
五
日
以
内

に
銃
殺
隊
に
よ

っ
て
執
行
さ
れ
る
。
軍
事
裁
判
所
を
廃
止
し
な
い
こ
と
で

も

っ
て
、
解
放
戦
線
は
迅
速

に
、
そ
し
て
か
な
り
無
慈
悲
に
敵
を
撲
滅
す

る
可
能
性
を
保
持
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
隣
国
ジ
ソ
パ
ブ
ウ

誤
(
ほ
ー
デ
シ
ァ
)
の
状
況
が
平
穏
に
な
る

な
ら
ば
、

モ
ザ

ン
ビ
ー
ク
に
お
け
る
反
政
府
運
動
も
か
な
り
弱
ま
り
、
そ

の
結
渠
、
解
放
哉
線
が

一
般
的

に
承
認
さ
れ
て
い
る
法
的
保
陣
の
諸
原
則

に
対
す
る
尊
重
を
示
す
可
能
性
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。

三

裁
判
所
の
組
織

建
設
途
上
の
新
し

い
裁
判
所
制
度
は
、
人
民
裁
判
所
と
い
う
名
称
が
示

す
よ
う
に
、
専
門
裁
判
官
と
人
民
の
な
か
か
ら
選
ぼ
れ
た
繁
人
裁
判
官

に

よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。

最
高
人
民
裁
判
所

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
活
動
を
始
め
る
場
合

に
は
司

法
大
臣
の
任
命
す

る
六
人
の
専
門
裁
判
官
と

一
八
人
の
素
人
裁
判
官
か
ら

構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

州
人
民
裁
判
所
お
よ
び
地
区
人
民
裁
判
所
は
、

一
人
の
専
門
裁
判
官
と

四
人
の
素
入
裁
判
官
で
も

っ
て
構
成
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
居
佳
区
人

民
裁
判
所
は
素
人
裁
判
官

の
み
で
構
成
す
る
。

素
人
裁
判
官
の
選
出
は
、
人
民
議
会

(器
。・聲
匡
①曽

匙。
℃。く。)
が
解
放

戦
線
の
提
案

に
基
づ
き
行
な
う
。
傍
聴
人
も
裁
判
所
お
よ
び
被
告
人
の
双

方
に
対
し
て
質
問
す
る
こ
と
に
よ
り
積
極
的

に
審
理
に
参
加
で
き
る
権
利

を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
人
民
の
裁
判
に
対
す
る
影
響
は
、

一
層
強
化

さ
れ
て
い
る
。

植
民
地
時
代

に
は
、
裁
判
所
は
原
則
と
し
て
州
の
首
都
に
の
み
置
か
れ

た
。
そ
の
下
の
レ
ベ
ル
で
は
、
地
区
お
よ
び
居
佐
区
の
行
政
官
が
簡
易

.

軽
微
な
事
件
に
お
け
る
司
法
官
と
し
て
の
機
能
を
果
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

居
佳
区
の
住
民
は
州
都
の
裁
判
所

に
出
頭
す
る
た
め
に
、
し
ば
し
ば
長
距

離
を
、
通
例
徒
歩

で
旅
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

っ
た

(こ
の
国
の
面
積
は
七
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八
万
三
、〇
三
〇
平
方
キ
ロ
)
。当

時

の
首

都

ロ
レ
ン
ソ

・
マ
ル
ケ

ス
(ピ
。葺
Φ碁
。

ζ
母
o
器
。。)
i
現
在

の
首
都

マ
プ
ー
ト

(ζ
巷
昌
。
)

の
旧
称

ー

に
は
上
級
控

訴
裁
判
所
が
あ

り
、
州
裁
判
所

か
ら

の
上

訴
は

こ
こ
で
取

り
扱

わ
れ

た
。

最
上
級

審

は
本
国

の
首
都

リ
ス
ボ

ン
に
所
在
す

る
最
高
裁
判

所

で
あ

っ
た
。

四

裁

判

所

の
権
限

最
下
級
の
裁
判
所
で
あ
る
居
住
区
裁
判
所
は
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
管

轄
権
を
有
し
、
簡
易
な
民
事
事
件
お
よ
び
軽
微
な
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
事

件
の
み
を
処
理
す
る
。

こ
の
裁
判
所
は
ま
ず
当
事
者
を
和
解
さ
せ
る
こ
と

を
試
み
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
な
か

っ
た
場
合
に
は

「健
全
な
理
性
と
正
義

に
し
た
が

い
、
か
つ
、
社
会
主
義
社
会

の
建

設
を
支
配
す
る
諸
原
則
を
顧

慮
し
て
」
判
決
す
る
。
民
事
事
件
に
つ
い
て
は
訴
額
が

一
万
メ
テ

ィ
カ
ル

を
超
・兄
る
事
件
は
そ
の
管
轄

に
属
し
な
い
。
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
最
高

一
、
○
○
○

メ
テ

ィ
カ
ル
ま
で
の
罰
金

お
よ
び
三
〇
日
以
内
の
強
制
労
働

を
科
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。

地
区
裁
判
所
は
、
民
事
事
件

に
つ
い
て
は
訴
額
五
万

メ
テ
ィ
カ
ル
ま
で

の
事
件
を
管
轄
し
、
刑
・事
事
件
に
つ
い
て
は
最
高
二
年
ま
で
の
懲
役
を
科

す
る
こ
と
が
で
き

る
。

州
裁
判
所
の
管
轄
権
に
は
制
限
が
な
い
。
但
し
当
分
の
間

「
人
民
お
よ

び
国
家

の
安
全

に
対
す
る
罪
に
関
す

る
法
律
」
違
反

の
事
件
に
つ
い
て
管

轄
権
を
有
し
な

い
こ
と
は
上
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

五

刑
の
量
定

モ
ザ

ソ
ビ
ー
ク
の
司
法
は
、
今
日
、
社
会
主
義
的
諸
原
則

に
基
づ
ぎ
設

立
さ
れ
た
裁
判
機
関
が
、
広
範
囲
に
お
い
て
古

い
ポ
ル
ト
ガ
ル
法
を
適
用

せ
ざ
る
を
、兄
な
い
、
と

い
う
矛
盾
し
た
状
況
の
な
か
に
あ
る
(前
述
の
よ
う

に
、

と
く
に
植
民
地
時
代
の
刑
事
法
の
大
部
分
が
現
在
も
な
お
適
用
さ
れ
て
い
る
)。

し
か
し
、
裁
判
の
運
営
に
お
い
て
は
、
可
能
な
限
り
そ
れ
を
モ
ザ
ン
ビ

ー
ク
の
国
内
事
情

に
適
応
さ
せ
る
努
力
が
払
わ
れ

て
い
る
。
と
り
わ
け
、

刑
の
量
定
に
つ
い
て
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
家
屋
に
対
す
る
放
火
は
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
法
の
規
定
よ
り
も
著
し
く
軽
く
処
罰
さ
れ
る
傾
向
が
み
ら
れ

る

(ポ
ル
ト
ガ
ル
法
は
厳
罰
を
も
っ
て
放
火
狂
へ
の
対
策
と
し
て
い
る
)。

モ
ザ

ン
ビ
ー
ク
の
社
会
で
は
し
ば
し
ば
、
恋
愛
関
係

(三
角
関
係
)

に

お
け
る
敗
者
が
、

ラ
イ
バ
ル
の
家
に
火
を
つ
け

て
復
し

ゅ
う
を
し
、
そ
れ

に
よ

っ
て
村
人
た
ち
の
あ

い
だ
で
ラ
イ
バ
ル
に
面
目
を
失
わ
せ
る
、
と
い

う
事
件
が
生
ず
る
。
こ
の
種
の
事
件
の
裁
判
に
お
い
て
は
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ

的
法
意
識
を
刑
罰
法
規
に
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
は
不
合
理
だ
、
と

一
般
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。

他
方
、
若
干
の
違
法
行
為
は
従
前
よ
り
も
重
大
視
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。
闇
商
人
に
対
す
る
法
の
干
渉

は
き
わ
め
て
厳
し
く
、
ま
た
、
些
細
な

物
晶
で
も
買
入
価
格
よ
り
多
少
な
り
と
も
高
く
売

っ
た
者
は
投
機
行
為
の

罪
ゆ
え
に
罰
せ
ら
れ
る
。

裁
判
の
運
営
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
法
の
適
用
を
統

一
す
る
た
め
に
、

中
央
お
よ
び
各
州
の
裁
判
所
は
、
よ
り
下
級
の
裁
判
所
に
対
し
て
拘
束
力

あ
る
通
達
お
よ
び
指
示
を
発
す

る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
権
限
は
比
較
的

広
範
囲
に
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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六

党
と
裁
判
所

モ
ザ

ン
ビ
ー
ク
に
お
け
る
裁
判
権
が
、
現
実
に
ど
の
程
度
ま
で
執
行
府

す
な
わ
ち
解
放
戦
線
に
対
し
て
独
立
性
を
有
し
て
い
る
か
、

に
つ
い
て
結

論
を
出
す
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
あ
ま
り
に
時
期
尚
早
で
あ
ろ
う
。
制
度

は

動
き
始
め
て
か
ら
ま
だ
日
が
浅
い
の
で
あ
る
。
憲
法
お
よ
び
人
民
裁
判
所

に
関
す
る
法
律
に
よ
れ
ぽ
、
裁
判
官
は
独
立
で
あ
り
、
法
律
に
の
み
服
す

る
。
同
時
に
、
人
民
裁
判
所
は
形
式
的
に
は
人
民
議
会
の
下
位
に
あ
り
、

毎
年
議
会

に
対
し
て
、
過
去

一
年
間

の
活
動
に
関
す
る
報
告
書
を
提
出
す

べ
き
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
専
門
裁
判
官
は
司
法
大
臣
に
よ

っ
て
任
命
さ

れ
る
が
、
裁
判
官

の
身
分
保
障

の
原
則
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
の
規
定
も
な

い
。
な
お
、
素
人
裁
判
官
が
解
放
戦
線
の
提
案
に
基
づ
き
選
出
さ
れ
る
こ

と
を
通
じ
て
も
、
党
は
裁
判
権

に
対
し
て
あ
る
程
度
の
影
.響
力
を
有
す
る

と
考
え
ら
れ
る
。

七

例
外
的
な
状
況

い
ま
ま
で
広
範
囲

に
、
犯
罪
者
は
警
察
決
定
ま
た
は
行
政
決
定

に
よ
り

再
教
育
収
容
所
に
送
ら
れ
て
い
る
。
現
在

こ
れ
を
裁
判
所
の
決
定
後

に
の

み
行
な
う
ぺ
き
も

の
と
す
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
依
然
と

し
て
、
保
安
警
察

(。。累
》
亀

〔ω
①「身

。
罫
§
言
一
9
ω
詔
葺
鎚
£

℃
。昆

窺
〕)

は
強
大
な
権
限
を
保
持
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
保
安
警
察
は
人
民
を
逮
捕
、

拘
留
し
、
か
つ
適
当
と
認
め
る
措
置
す
な
わ
ち
所
轄
の
警
察
機
関
、
裁
判

所
ま
た
は
再
教
育
収
容
所
に
送
致
す
る
権
限
を
有
す
る
。
保
安
警
察

の
捜

査
の
対
象
と
な

っ
た
者

に
は
、
刑
事
訴
訟
法

の
規
定
す
る
、
逮
捕
後
通
常

五
目
以
内
に
裁
判
所
の
審
問
を
受
け
う
る
、
と

い
う
権
利
が
認
め
ら
れ
て

い
な

い
。
言
い
か
え
れ
ば
、
保
安
警
察
は
原
則
と
し
て
人
民
を
審
理

・
判

決
な
し
に
無
制
限
の
期
間
投
獄
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ

の
権
限
は
最
近
、
国
家
行
政
部
お
よ
び
経
済
界
に
お
け
る
大

々
的
な
捜
査

の
実
施

に
あ
た

っ
て
活
用
さ
れ
た
。
多
数
の
官
僚
や
実
業
人
が
無
能
、
窃

盗
、
汚
職
等

の
ゆ
え
に
逮
捕
、
拘
留
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

革
命

(的
状
況
)
と
法
律
な
い
し
裁
判
と

の
関
係
は
、

モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

の
よ
う
な
国
に
お
い
て
、
ま
さ
に
緊
迫
し
た
現
実
的
ド
ラ

マ
と
し
て
現
れ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
ド
ラ

マ
の
観
察
を
通
じ
て
法
律
な
い
し
裁

判
に
関
す

る

一
層
の
省
察
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
よ
う
。
し
か

し
同
時
に
、
革
命
に
は
あ
る
程
度
不
可
避
的
な
必
要
悪
か
も
知
れ
ぬ
が
、

法

に
よ
る
正
義
を
奪
わ
れ
る
人
々
の
少
な
く
な

い
こ
と
を
思
う
と
き
、
激

し
い
心
の
痛
み
を
覚
え
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

(1
)

ω
乱
↓

一器
O
。・.
①α
O
～
・
こ
の
論
説
の
本
誌
上
に
お
け
る
紹
介
に
つ
い
て

は
、
筆
者

窒
o
Hoひ
ロ
の
承
諾
を
得
て
い
る
。

(2
)

本
稿
の
記
述

に
あ
た

っ
て
は
、
平
凡
社

の

『
世
界
大
百
科
辞
典
』
お
よ
び

『世
界
大
百
科
年
鑑
』
(
一
九
八
〇
、

一
九
八

一
)
に
お
け
る
モ
ザ
ン
ビ
ー
ク

(人
民
共
和
国
)
お
よ
び
こ
れ
に
関
連
す
る
項
目
を
参
考
に
し
た
。

な
お
、
ア
フ
リ
カ
の
東
南
部
諸
国
の
社
会
事
情
等
に
つ
い
て
、
文
化
人
類

学
者
和
崎
春
日
氏

(本
学
外
国
語
学
部
専
任
講
師
〉
か
ら
有
益
な
御
助
醤
を

得
た
,
記
し
て
感
謝
の
意
を
裏
す
る
。

(
一
九
八

一
年

三
月
稿
)
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