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一
、
は

し

が

き

二
、
時
局
と
行
政
観
念

の
獲
展

.

三
、
警
察
観
念

の
発
展

イ
、
警
察
の
消
極

的
観
念

ロ
、
警
察
の
積
極
的
観
念

ハ
、
ナ
チ

ス
獨
逸
に
於
け
る
警
察
観
念

四
、
我
が
警
察
観
念

と

そ
の
動
向

五
、
む

す

び

現
時
、
避
濟
保
安
警
察
の
問
題
は
、
聖
職
途
行
の
窯
か
ら
見
る
も
亦
固
有

の
行
政
法
上
の
立
場
か
ら
み
る
も
、
極
め
て
重
大
な
問

題
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
経
済

保
安
警
察
に
就
い
て
の
適
切
な
観
念
は
、
未
だ
充
分

に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
猫
り
、

警

察

法

序

論

二
九



漆

政

砺

究

第
十
巻

第
二
號

ヨ
O

経
済

保
安
警
察

の
観
念
許
り
で
な
く
、
警
察
観
念
そ
の
も

の
が
、
未
だ
充
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
警
察

に
就
い
て
は
、
そ

の
實
際
的
研
究
は
實
際
上
の
必
要
に
應
じ

て
相
當
に
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

一
歩
進
ん
で
、
警
察
の
理
論
的
討
究

は
極
め
て
不
充
分

に
.

し
か
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
殊
に
、
警
察

の
學
説
史
的
研
究
に
至
つ
て
は
、
殆
ご
こ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ

い
や
う
に
、
警
察

の
理
論
的
研
究

が
貧
困
で
あ
る
こ
と
は
、
延
い
て
は
、
警
察
の
實
際
的
研
究
を
低
調
な
ら
し
め
て
ゐ
る
。
こ

れ
を
現
實
的
に
経
済
保
安
警
察

に
就
い
て
見
る
な
ら
ば
、
経
済
保
安
警
察

は
如
何
な
る
観
念

に
於
て
把
握
さ
る

べ
き
か
、
叉
、
如
何

な
る
任
務
を
有
す
べ
き
か
の
問
題
を
始
め
、
更
に
進
ん
で
、
本
來

の
警
察
は
如
何

に
観
念

せ
ら
る
べ
き
か
、
本
來

の
警
察
は
如
何
な

る
任
務
を
有
す
べ
き
か
に
就
い
て
、
全
く
明
ら
か
な
解
釈

が
示
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
猫
り
、
警
察

の
問
題
を
取
上
げ

る

場
合

に
極
め
て
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
廣
く
行
政
法
上
の
立
場

に
於
て
、
論
難

せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

筆
者
は
、
こ
製
に
十
数
年
に
亙

つ
て
專
ら
地
方
自
治
制
の
問
題
を
取
上
げ

て
來
た
。
地
方
自
治
制

の
問
題
の
討
究

は
、
理
論
的
に

も
亦
實
際
的
に
も
、
そ
の
壷
き
る
所
が
な
い
が
、
筆
者
は
、
現
在
、
漸
く
に
し
て
、
こ
ゝ
に

.
こ
の
問
題

に
対
し

一
つ
の
見
解
を
持

ち
得
る
に
至
つ
た
の
で
、
進
ん
で
警
察
法

の
研
究
に
取
掛
ら
う
と
思
ふ
。

警
察
法

の
研
究

は
、
大
學
を
出

て
以
來

の
筆
者

の
永
い
宿
望
で
あ
り
、
滞
外
中
集
め
得
た
と
こ
ろ

の
文
献
の

一
つ
の
重
要
部
分

は

警
察
法

に
關
す
る
も
の
で
あ
つ
た
。
左

に
掲
げ

る
文
献
は
、
総

べ
て
、
當
時
主
た
る
在
留
國
獨
逸

及
び
佛
蘭
西

で
蒐
集
し
得
た
も
の

の

一
部

で
あ
つ
て
、
今
後

の
警
察
研
究
の
基
本
的
資
料
を
な
す
で
あ
ら
う
盧
の
も
の
で
あ
る
。
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8
5
0
.

本
稿
は
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
來
る
べ
き
警
察
法
研
究

の
単
な
る
序
論
で
あ
り
、
叉
、
そ
の
輪
廓
で
も
あ
る
。
從

っ
て
、
本
稿
に

於
て
論
ず

る
虚
は
、
別
に
形
を
変

へ
て
今
後

の
警
察
研
究
に
展
開

さ
れ
る
で
あ
ら
う
。

・二

現
時

の
非
常
時
局
に
於
る
聖
職
途
行
の
た
め
に
は
國
家
総
力
が
動
員
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
う
ち
、
國
家
の
総

べ
て
の
制
度
、
総
べ

て
の
機
關
、
叉
人
的
、
物
的
資
源
の
全
盟
は
、
こ
の
聖
戦
途
行

の
線
に
澹
ゐ
て
蓮
行
昏
れ
て
ゐ
,る
。

然
し
乍
ら
、
こ
れ
を
具
膿
的
に
み
る
な
ら
ば
、
國
の
制
度
、
機
關

の
或
る
種
の
も
の
に
於
て
は
、
却

っ
て
そ
の
全
幅
的
な
活
動
を

し
な
い
も
の
が
少
く
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
が
、
そ
の
意
味

に
於
て
聖
職
途
行
に
必
要
で
あ
り
、
或

は
叉
聖
職
途
行
の
結

果
現
れ
て
來
た
も
の
で
あ
る
。、
こ
れ
を
國
の
制
度
、
或
は
機
關

に
就
い
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
最
も
適
例
た
る

べ
き
も
の
は
、
議
會

制
度
と
裁
判
制
度
で
あ
ら
う
。

現
時
の
議
會
は
、
そ
の
審
議
し
、
叉
は
議
決
す
る
處
極
め
て
多
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
が
、

一
面
そ
れ
は
唯

々
政
府
原
案
を
承
認

す
る
の
傾
向
を
示
し
、
或

は
更
に
國
家
総
動
員
法

の
如
き
準
全
権
法

に
於
て
、
そ
の
自
ら
の
議
決
力
を
政
府
に
委
譲
す
る
の
態
度
を

示
し
て
ゐ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
議
會
制
度

の
立
場
か
ら
言

へ
ば
、
も
と
よ
り
論
議
し
得
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
我
が
國

の
如

き
國
情

に
於
て
は
寧
ろ
そ
れ
が
望
ま
し
い
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

、
所
謂
民
主
主
義
的
國
家

の
議
會
制
度
と
我
が
國
の
議
會
制
度
と
が

警

察

法

序

論

三
五
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號

三
六

持
つ
虚

の
意
義

に
根
本
的
な
差
異
あ
る
所
以
で
あ
る
。
從

つ
て
、
現
時

の
我
が
議
會
制
度
が
全
幅
的
な
活
動
を
し
て
ゐ
な
い
ご
言
ふ

こ
ご
は
聖
職
途
行
の
爲

に
寧
ろ
必
然

と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

叉
、
裁
判
制
度

に
就
い
て
こ
れ
を
み
よ
う
,
裁
判
制
度
が
具
膿
的
に
全
幅
的
に
運
行
す
る
と
言
ふ
こ
ご
は
、
國
家
の
秩
序
維
持
、

更
に
國
家

の
健
全
な
る
磯
展

の
立
場
か
ら
見
る

ご
き
は
、

決
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
即
ち

、

國
家

の
秩
序
が
維
持
せ
ら

れ
、

そ
の
健
全
な
る
喪
展
が
途
行
せ
ら
れ

つ
玉
あ
る
ご
き
は
、

裁
判
制
度
は
具
膿
的
に
全
幅
的
に
蓮
行
す
る

こ
と
を
必
要
と
し
な

い
。
も
と
よ
り
、
こ
の
場
合
に
於
て
も
、
裁
判
制
度
が
、
具
體
的

に
、
全
幅
的
に
蓮
行
せ
ら
れ
る
が
故
に
、
國

の
秩
序
が
維
持
せ
ら

れ
、
國

の
健
全
な
る
発
展
が
途
行
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
ご
言

ふ
こ
と
も
出
來
や
う
が
、
然
し
乍
ら
、
そ
れ
は
國
家

の
眞
實
な
る
意
義

に
於
て
の
秩
序
維
持
で
も
な
け
れ
ば
、
叉
國
家
の
健
全
な
る
発
展

と
言
ふ
こ
と
も
出
來
な
い
。
國
家

の
眞
實
な

る
意
義

に
於
て
の
秩

序
維
持
、
更

に
健
全
な
発
展

は
、
寧
ろ
裁
判
制
度
の
具
盟
街
、
全
幅
的
運
行
を
倹
た
す
に
、
裁
判
制
度

の
下
に
あ
つ
て
、
而
も
裁
判

的
活
動

に
依
ら
な
い
で
得
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
す
る
と
き
は
、
裁
判

制
度
は
具
體
的

に
且

つ
現
實
的
に
そ
の

蓮
行
か
ら
遠
ざ
か
乃
も
の
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、
然
し
乍
ら
、
そ
こ
に
裁
判
制
度
を
置
く
本
質
的
意
義
が
存
在
す
る
。
・

現
時

の
聖
職
途
行
に
際
し
て
、
裁
判
制
度
は
略
≧
こ
れ
と
等
し
い
結
果
を
示
し
て
ゐ
る
。
も
こ
よ
り
、
聖
職
途
行
に
際
し
て
の
銃

後
経
済

保
安
警
察

の
領
域

に
於
て
は
、
頗

る
特
異
の
犯
罪
現
象
を
生
じ
、
從

つ
て
そ
の
限
り
に
於
て
は
、
裁
判
的
活
動
が
相
當

に
促

さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、

我
々
の

一
般

に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
裁
判
的
活
動
の
全
盟
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
裁
判
制
度

は
、
具
鵠
的
に
全
幅
的
に
運
行
さ
れ
て
ゐ
る
と
み
る
こ
と
は
出
來
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
ゝ
に

、
我
が
國
情
ご
の
対
比

に
於
て
我
が
裁



判
制
度

の
持

つ
眞
實
な
る
意
義
が
存
在
す
る
。

こ
れ
に
反
し
て
、
行
政
の
分
野
に
於
て
は
、
行
政
制
度
並
に
そ
の
機
關
は
、
今
や
聖
職
途
行
の
爲

に
、
具
体
的

に
且
つ
全
幅
的
に

蓮
行
さ
れ
つ
玉
あ
る
。
行
政

の
分
野
に
於
て
は
、
從
來
、
既
に
存
在
し
て
ゐ
忙
領
域
に
於
て
、
そ
の
全
饅
的
な
運
行
が
さ
れ
て
ゐ
る

ば
か
り
で
な
く
、
更
に
そ
の
領
域
に
於
て
幾
多
の
改
正
と
変
更

ε
が
行
は
れ
て
、
殆
ζ
新
な
る
形
態
を
ざ
つ
て
活
動
す
る
も
の
も
あ

る
。
叉
、
或
は
全
然
薪
な
る
領
域
を
形
成
し
て
薪
な
る
活
動
を
開
始
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
、
行
政
的
の

活
動
は
、
今
や
こ
の
時
局
を
通
じ
て
極
め
て
著
し
い
も
の
が
み
ら
れ
る
。

こ
ω
こ
ご
は
、
行
政
が
所
謂
、
立
法

ざ
司
法

ご
、
從

つ
て
行
政
府
が
議
會
と
裁
判
所

ご
異
な
る
意
義
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

思
ふ
に
、
行
政
の
活
動
、
從

つ
て
行
政
の
観
念
が
、
そ
の
時
代
的
影
響
を
最
も
著
し
く
受
け
る
こ
ご
は
、
既

に
指
摘
し
た
處
で
あ

Φる
。
こ
れ
を
現
時

の
行
政
の
分
野
に
就
い
て
言

へ
ば
、
前
述
し
た
や
う
に
、
聖
職
途
行
の
関
係

か
ら
生
じ
た
行
政
の
新
な
る
領
域

の

一
つ
は
、
厚
生
行
政
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
厚
生
行
政
の
各
部
門
は
、
既
に
存
在
し
て
を

つ
た
行
政
部
門
で
は
あ

つ
忙
が
、
新
な
る
厚

生
行
政
の
部
門

に

一
括
さ
れ
て
、
新
な
る
内
容
を
盛
り
、
且

つ
薪
な
る
意
義
を
加

へ
る
に
至
つ
た
こ
ご
か
ら
言

へ
ば
、
そ
れ
は
行
政

あ
薪
な
る
領
域
と
言

ふ
こ
ご
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

こ
れ
に
反
し
て
、
経
済

保
安
警
察

の
如
き
は
、
從
來
既
に
存
在
し
て
を

つ
た
處

の
行
政
部
門
の
新
な
る
展
開

で
あ

つ
た
。
勿
論
、

そ
の
内
容

と
す
る
庭
は
、
恰
も
薪
な
る
行
政

の
領
域
で
あ
る
が
如
く
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
薪
な
る
行
政

の
領
域
ご
言
ふ
を

得
な
い
の
で
あ
つ
て
、
唯
ゝ

奮
來

の
警
察
領
域

の
薪
…な
る
獲
展
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

警

察

法

序

論

三
七



法

政
研
究

第
十
巻

第

二
號

三
八

そ

の
何

れ

の
場

合

に

於

て

も

、
厚

生

行

政

な

り

、

或

は
、
経
済

保

安

警

察

行

政

な

り

は
、

時

代

的

影

響

を
最

も
著

し

く
受

け

る

こ

と

に
依

つ
て

、
聖

戦

途

行

の
任

務

の

一
を
負

憺

し

つ

玉
あ

る
。

そ

れ

ら

の
例

は

、
行

政

の
分

野

に
於

て

は
、

唯

主

】
、

二

の
例

に
過

ぎ

な

く
し

て
、
、全

行

政

の
領

域

に
於

て

は
、

斯

く

の
如

く
、

聖

職

途

行

の
爲

に
、

そ

の
制

度

ご
、

そ

の
機

關

と
、

叉

、

そ

こ

に
於

け

る
人

的

,
物

的

の
構

成

設

備

を
全

幅

的

に
蓮

行

し

つ

玉
あ

る

も

の

が
甚

だ

多

い
。
こ
ゝ
に

、

行

政

の
観

念

の
、

從

つ
て
、

行

政

の
活

動

ω
特

異

性

が

あ

る
。

斯

く

の
如

き

、

行

政

現

象

は
、

勿

論

、

我

が
國

に
於

て

の

み
現

る

製
現

象

で

な

く
し

て
、

他

の
國

に
於

て

は
、

こ
れ

と
殆

ざ

等

し

・

い

、
若

し

く

は

、

こ
れ

に
優

つ
た
庭

の
も

の
を

み

る
で

あ

ら

う

。

そ

の
適

例

の

一
つ
は

.

ナ

チ

ス
獨
逸

で

あ

る
。

ナ
チ

ス
獨
逸

に
於

②

て
は
、
既
に
指
摘
し
た
や
う
に
、
行
政
即
統
治
、
即
ち
行
政
統
治
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
こ
で
は
、
行
政
が

一
切
を
支
配
し
、
行
政

府
の
下

に
裁
判
所
も
亦
議
會
も
服
屡
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
從
つ
て
、
行
政

の
活
動
は
、
國
家
そ
の
も
の
玉
活
動
を
意
味
し
、
行
政

椹
の
運
用
は
、
統
治
権
そ
の
も
の
曳
蓮
用
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
故
に
、
議
會
ご
裁
判
所
と
は
、
そ
の
活
動
を
著
し
く
低
め

九
に
も
拘
ら
す
、
行
政
府
の
活
動

は
、
實

に
廣
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
言

へ
ば
、
ナ
チ
ス
獨
逸
が
そ
の
民
族
的
嚢

展
の
爲

に
全
國
家
的
機
能
、
即
ち
全
行
政
的
機
能
を
挙
げ

つ
曳
あ
る
こ
と

は
、
充
分
に
知
ら
れ
る
慮
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
、

】
の
國
家
が
大
な
る
発
展
を
な
さ
ん
ε
す
る
ε
き
は
、
先
づ
、
行
政
が
先
駆
的
に
、
且

つ
基
本
的
に
活
動
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
行
政
観
念

の
史
的
糞

展
を
通
じ
て
こ
れ
を
知
る
こ
と
が
禺
來
る
の
で
あ
る
。

こ
の
點

か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
我
が
國
現
時
の
聖
職
途
行
の
如
き
場
合

に
於
て
、
行
政
の
獲
展
が
著
し
く
み
ら
れ
る
こ
と

は
、
特
に



我
が
國
に
於
て
の
み
の
特
異
な
る
現
象
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
行
政
そ
の
も
の
に
追
随
的
な
そ
の
意
味
に
於

て
は
、
行
政
に
本
質
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
出
來

る
で
あ
ら
う
。

(1
)
拙
稿

「
行
政
観
念
の
史
的
獲
展
」
法
政
研
究
、
第
七
巻
第
二
號

(
2
)
拙
稿

「グ
ナ
イ
ス
ト
以
後
に
於
け
る
行
政
観
念
の
護
展
」
法
政
研
究
、
第
八
管
第
一
號
、
第
一
五
〇
頁

三

こ
れ
を
警
察
行
政

の
分
野
に
就
い
て
.も
亦
、
同
様
な
こ
と
が
言

へ
る
,
、警
察
行
政
が
國
家
発
展

に
件
ひ
そ
の
全
機
能
を
挙
げ

て
活

動
す
る
所
以
は
、
本
來
の
行
政
活
動
に
警
察
観
念
が
附
着
し
、
結
合
し
、
生
成
す
る
が
故
で
あ
る
,
こ
の
故
に
、
國
家
の
磯
展
に
俘

ひ
行
政
が
著
し
く
活
動
す
る
と
き
は
、
こ
の
行
政
活
動

に
追
随
す
る
處
の
警
察
活
動
も
亦
、
著
し
く
撲
大
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
現
實
に
我
が
國
の
警
察
活
動
に
就
い
て
言

へ
ば
、
聖
職
途
行
の
爲

に
最
も
活
動
し
つ
曳
あ
る
虜
の
行
政
部
門

の

一
は
、
警
察
活
動

で
あ
る
。
即
ち
、
現
時
の
聖
職
途
行
は
、
こ
れ
を
行
政
法
的
に
言
ふ
な
ら
ば
、
警
察
活
動
の
強
化
で
あ
り
、
警
察
活
動
の
発
展

で
も
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
行
政
法
的
に
見
九
と
き
聖
職
途
行
の
目
的
は
警
察
活
動
を
除
い
て
は
こ
れ
を
達
成
す
る
に
困
難
で
あ
ら
う
こ
と

が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
顯
に
於
て
、
嘗
て
K
i
r
c
h
e
n
h
e
i
m

が
警
察
は
行
政
の
特
定
部
分
で
は
な
く
し
で
、

行
政
本
來

の

機
能
、
叉

は
要
因
で
あ
り
、
行
政
が
、
A
B
+
A
C
+
A
D
+
A
E
+…
…
で
あ
る
と
き
、
警
察
は

》
国

で
は
な
く
し
て
、
缶

で
あ
教

と
言

つ
た
の
は
、
行
政
と
警
察
と
の
関
係
を
赤
し
た
こ
と
に
於
て
最
も
適
切
で
あ
る
。

警

察

法

序

論

奉
九



法

政

擁

究

第
十
巻

第
二
號

四
〇

警
察
活
動
の
中
、
最
も
著
し
く
そ
の
活
動
領
域
を
接
大
し
売
も
の
は
、
経
済

保
安
警
察
で
あ
る
。
経
済
保
安
警
察
は
、
現
時

ω
聖

職
途
行
が
特
に
経
済
的
諸
條
件
に
係
る
所
大
な
る
結
果
、
経
済

現
象

の
警
察
権
に
依
る
取
締
ε
な
つ
て
現
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
、
経
済

現
象

の
獲
展
に
俘
ひ
著
し
く
損
大
強
化
せ
ら
る
義
に
至

つ
た
。
恰
も
、
現
時
の
行
政
活
動
は
、
こ
の
経
済
保
安
警
察
を
通

じ
て
運
用
せ
ら
れ

つ
玉
あ
る
が
如
く
、
そ
の
関
係

は
、
謂
は
野
、
行
政
印
警
察
ご
見
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら

う
,
か
く
の
如
く
、

警
察
活
動

の
範
囲
が
強
化
損
大
さ
れ
た
結
果
、
警
察
に
対
し
て
、
或
は
積
極
的
目
的
を
與

へ
、
警
察
観
念
は
積
極
的
な
も

の
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
が
如
く
で
あ
る
、
確
か
に
、
現
時
、
聖
戦
途
行
の
段
階

に
於
て
、
警
察
そ
の
も
の
が
全
行
政
に
近
接
し
、
警
察
即
行
政

の
形
相
を
示
し
、
そ
こ
に
積
極
的

・
福
利
的
観
念
を
持
た
し
め
ん
と
す
る
こ
ご
は
、

一
面
に
於
て
、
警
察
麹
念

の
一
つ
の
叢
展
ご
云

ふ
こ
ご
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

然
し
乍
ら
、
警
察
観
念
は
斯
く
の
如
き
も
の
で
あ
ら
う
か
。
叉
、
警
察
の
任
務
は

一
般
行
政
に
於
け
る
が
如

く
、
消
極
的
並
に
積

極
的
任
務
を
併
せ
持

つ
も
の
で
あ
ら
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
特
に
現
時
の
如
き
非
常
時
局
に
於
て
、
國
家
獲
展
の
基
礎
を
爲
し
、
國
家

の
秩
序
維
持
を
基
礎
づ
け
る
庭

の
警
察

活
動
の
本
質
を
知
る
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

抑

≧
警
察
観
念
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ε
云
ふ
問
題
は
、
從
來
、
學
者
に
於
て
著
し
く
論
孚

せ
ら
れ
t
所
で
あ
る
が
、
現

在
に
於
て
も
術
そ
の
理
論
的
解
明
は
必
す
し
も
な
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
こ
ゝ
に

、
本
稿
は
警
察
観
念
を
明
ら
か
に
し
乍
ら
.
警
察

ω
本

質
を
把
握
す
る
こ
ご
が
そ
の
目
的
で
あ
る
,
從

つ
て
、
先
づ
警
察
観
念
の
史
的
発
展

の
跡
を
辿
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。



希
臓
棘
代
に
於
て
、
既
に
警
察
な
る
言
葉
は
充
分
了
解
さ
れ
て
ゐ
た
が
、
も
ε
よ
り
警
察
の
法
律
的
意
義
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

②

於
て
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
。
彼
に
依
れ
ば
、
警
察
は
全

て
國
家

の
全
現
象
、
全
要
求
及
び
全
て
の
問
題
に
於
る
全
國
家

生
活
を
意
味
し
て
を
つ
た
、
ざ
言
は
れ
て
を
る
。
が
こ
れ
に
、
反
し
て
、
古
羅
思
時
代
に
於
て
は
警
察
の
言
葉
は
な
く
し
て
、
後
に
至

⑨

つ
て

℃
o
犀
凶9
な
る
言
葉
に
於
て
警
察
観
念
が
理
解

せ
ら
れ
t
。
現
在
の
意
味
に
於
て
の
警
察
な
る
観
念
は
、

そ

の
後

に
於
て
発
達

し
來

つ
た
も
の
ご
み
る
こ
と
が
出
來
る
。

思
ふ
に
、
警
察
が
全
國
家
生
活
、邸
ち
全
行
政
生
活
を
意
味
し
て
を

つ
た
こ
と
は
、
多
く
の
文
献
に
於
て
明
ら
か

に
さ
れ
た
腱
で
あ

④
る
。
即
ち
、
原
始
的
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念
は
全
行
政
活
動
、
全
國
家
生
活
の
秩
序
維
持
、
換
言
す
れ
ば
行
政
活
動
そ
の
も
の
で

あ
り
.
叉
建
國
行
爲
そ
の
も
の
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
當
時
に
於
て
も
、
警
察
活
動
の
樹
象
が
全
國
家
生
活
の
秩
序
を
維
持
す
る
に

あ
つ
た

ご
言
ふ
こ
と
は
、
多
く
の
實
例
に
於
て
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
出
來
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
、
警
察
観
念

は
最
も
廣
い
内
容
を

有
し
、
從
つ
て
複
雑
多
岐
な
作
用
を
持
つ
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
廣
義
の
警
察
活
動
は
、
猫
り
浩
極
的
な
意
義

を
持

つ
て
を

つ
た
許

り
で
な
く
、
積
極
的
な
意
義
さ

へ
も
充
分
に
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
、
こ
の
意
義
に
於
で
の
警
察
活
動
は
、
國
家

的
秩
序
維
持
の
爲

に
い
み
向
け
ら
れ
た
許
り
で
な
く
、
個
人
的
ヨ
私
生
活
的
秩
序
維
持
の
爲
に
も
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
例
を
言

へ
ば
、
所
謂
風

俗
警
察

e
如
き
、
そ
れ
は
國
家
の
秩
序
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
同
時
に
個
人
及
び
個
人
生
活
の
秩
序

を
意
味
す
る
も
の

で
あ
つ
た

。
叉
、
所
謂
、
市
場
警
察
の
如
き
は
國
家

の
経
済
的
秩
序
維
持
、
謂
は
ば
現
時
の
経
済
保
安
警
察
の
任
務
を
持

つ
て
ゐ
た

が
、

一
面
個
人
生
活
の
経
済
的
安
定
を
確
保
す
る
も
の
で
も
あ

つ
た
。
そ
れ
ら
の
場
合

に
於
て
、
風
俗
警
察
或
は
市
場
警
察
に
於
て

誉

察

法

序

論

面
二



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

四
二

の
警
察
活
動
は
、
そ
の
浩
極
的
、
即
ち

社
會

の
障
害
を
除
去
し
社
會
の
秩
序
を
維
持
す
る
任
務
を
持

つ
て
を
つ
九
許
り
で
な
く
、
進

ん
で
、
積
極
的
に
人
民
の
幅
利
を
増
進
し
、
人
民
の
幸
幅
を
追
求
す
る
任
務
を
持
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
何
ご
な
れ
ば
、
警
察
帥
行

政
で
あ
り
、
行
政
帥
建
閃
で
あ

つ
て
、
警
察
以
外
に
他
の
如
何
な
る
國
家
作
用
も
み
ら
れ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
、
例

へ
ば
、
法
の

制
定
者
は
行
政
官
で
あ
る
虚

の
警
察
官

で
あ
り
、
法
の
判
定
者
は
裁
判
官
で
あ
る
虜

O
警
察
官
で
あ
り
、
法
の
執
行
者
は
行
政
官
で

あ
る
虚
の
警
察
官
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
警
察
官
は
國
の
活
動

の
総
べ
て
の
領
域
に
於
て
、
権
限
を
有
し
て
を

つ
た
許
り

で
な
く
、
こ
の
警
察
官
を
除
い
て
は
國
の

一
切
の
活
動
は
實
現
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
、
こ
の
故
に
、
警
察
活
動
が
猫
り
浩
極
的

の
み
な
ら
す
、
進
ん
で
積
極
的
に
行
は
れ
忙
こ
と
は
寧
ろ
當
然
ε
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

然
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
き
全
行
政
活
動

の
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念
が
現
在
の
警
察
観
念
と
等
し
い
も
の
と
な
す
こ
ご
は
、
も
と

よ
り
誤
り
で
あ
る
。
こ
の
窯
か
ら
言

へ
ば
、
獨
逸
中
世
に
於
て
は
近
代
的
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念
は
未
ゼ
存
在

し
得
な
か
つ
た
ε

の

い
ふ
こ
と
は
大
い
な
る
眞
理
を
持

つ
も
ω
で
あ
る
。
獨
逸
中
世
紀
に
於
て
然
り
、
況
や
中
世
紀
以
前
に
於
て
近
代
的
意
義
に
於
て
の

警
察
及
び
警
察
観
念
が
存
在
し
得
た
、
と
な
す
ご
ざ
は
正
當
な
主
張
で
あ
る
ε
言
ふ
こ
と

は
出
來
な
い
。
こ
れ
を

一
般
警
察
學
説
史

研
究

の
立
場
か
ら
言
ふ
も
.
警
察
研
究
は
主
と
し
て

、
所
謂
近
代
的
意
義
に
於
る
警
察
観
念
の
成
立
以
後
、
即
ち

略

二
第
十
六
世
紀

以
後
に
向
け
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
、
こ
の
理
由
で
あ
る
。
筆
者
は
、
後
の
警
察
本
論
に
於
て
は
、
警
察
観
念
を
警
察

の
原
始
的
意
義
か

ら
解
明
す
る
の
豫
定
で
あ
る
が
、
本
稿
に
於
て
は
第
十
六
世
紀
以
後
、
特
に
獨
逸
警
察
學
説
史
を
通
じ
て
警
察
観
念

の
獲
展
を
明
ら

か
に
し
た
い
。
特
に
獨
逸

ω
警
察
學
説
史
を
最
初
に
選
ん
だ
の
は
、
そ
れ
は
他
に
比
し
て
著
し
く
體
系

的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
然



し
乍
ら
、
佛
蘭
西
警
察
學
説
史
に
於
て
の
D
e
l
a
m
a
r
e
の
如
き
豊
富

に
し
て
、
優
れ
江
資
料
を
持

つ
盧

の
警
察
研
究
は
も
と
よ
り
警

察
本
論

に
於
て
十
二
分

に
討
究
し
て
み
た
い
と
思

ふ
,

⑤

十
五
世
紀
末
、
獨
逸

に
於
て
は
始
め
て
警
察
な
る
言
葉
が
生

じ
た
と
言
は
れ
る
。
即
ち
r
e
s
 
e
c
c
l
e
s
i
a
s
t
i
c
a
l

に
対
し

器
。・
℃
。午

t
i
c
a
e

が
設
定
せ
ら
れ
忙
が
、

そ
れ
は
、

警
察
な
る
観
念

の
下
に
全
世
俗
的
社
會
の
支
配
区
域
が
教
會
的
社
會

の
支
配
区
域
に
対
し

て
存
在
し
、

即
ち

器
r
e
s
 
p
o
l
i
t
i
c
a
e

の
下
に
國
家
的
生
活
を
含
む
處

の
全
て
の
問
題
が
宗
教
的
生
活
の
全

て
の
問
題
に
対
立
し
て
存

在
し
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
、
斯
く
の
如
き
主
張
は
、

既

に
F
o
e
r
s
t
e
m
a
n
n

に
依

つ
て
唱

へ
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
例

へ
ば
千
五
百

四
十
年

に
K
u
r
f
i
i
r
s
t
 
J
o
a
c
h
i
m
 
I
I

の
登
し
九
ブ
ラ
ン
ヂ
ン
ブ
ル
グ
教
會
令
の
中

起
は

「
キ
リ
ス
ト
教
、
並
に
良
き
警
察

の
確
保

の

爲

に
」

と
言
ふ
言
葉
が
認
め
ら
れ
、

叉
千
六
百
六
十
四
年
に
K
u
r
f
u
r
s
t
 
F
r
i
e
d
r
i
c
h
 
W
i
l
h
e
l
e
m

は
、
教
會

と
警
察
と
は
、

そ
の

⑦

最
も
主
た
る
対
象

と
す
る
旨
の
命
令
を
磯
し
て
を
つ
た
。
こ
れ
ら
の
鮎
か
ら
言
つ
て
も
、
警
察

の
領
域
は
極
め
て
廣
汎
な
も
の
で
あ

つ
て
、
國
家
と
言
ふ
言
葉
を
そ
の
儘
に
表
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
。
當
時
、
國
家
の
世
俗
的
問
題
の
中
、
最
も
重
大
な
こ
と
は
、
公
共

的
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
で
あ
つ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
即
ち
固
有

の
意
義

に
於
て
の
警
察
な
る
観
念

の
中

に
理
解
さ
れ
て
を

つ
た
。

こ
の
公
共
的
秩
序

の
維
持

は
公
共
的
秩
序
並
び
に

一
般
平
和
の
國
家
的
確
保
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
面
に
於
て
裁
判

と
連
絡
し
各
種

の
機
關

に
依

つ
て
實
現
せ
ら
れ
る
辱も
ω
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
内
容
を
定
め
た
處

の
警
察
法
規

は
當
時
少
く
な
く
存

し
て
ゐ
た
が
、
そ
れ
ら
の
警
察
法
規
に
就
い
て
は
、
今
こ
ゝ
に

詳
細

に
述

べ
る
こ
と
を
避
け
る
も
、
そ
れ
ら
は
何
れ
も
當
時
の
警
察

観
念
を
取
上
げ
て
ゐ
た

。

そ
れ
ら
の
警
察
法
規
に
依
る
虜

の
警
察

は
、

特
に
、

保
安
警
察
、

風
俗
警
察
或
は
職
業
警
察
で
あ
る
外

警

察

法

序

論

四
三



法

政

研

究

第
十
管

第
二
號

四
四

に
.
或
は
戦
争
法
規
の
内
容
を
持
ち
、
或
は
裁
判
官
の
服
務
法
の
規
定
を
有
し
、
或
は
ユ
ダ
ヤ
人
的
私
利
の
禁
止
の
規
定
を
定
め
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
點

か
ら
見
る
も
、
當
時
ひ
警
察
と
裁
判
ご
に
於
て
は
明
瞭
な
区
別
が
な
く
、
叉
、
國
家
行
政
と
警
察
ε
の
間
に

も
何
等
明
確
な
る
区
別
も
な
か

つ
た
。
從

つ
て
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
當
時
の
警
察
観
念
は
國
家
の
行
政
湘
動

ε
等
し
く
積
極
的

・

消
極
的
の
爾
面
を
有
す
る
ざ
共

に
裁
判
的
観
念

を
も
、
そ
の
中
に
含
め
て
ゐ
た
。

然
る
に
、
獨
逸

に
於
て
も
斯
く
の
如
き
警
察
観
念

は
、

所
謂
三
十
年
戦
争

以
後
即
ち
ウ

エ
ス
ト
フ
ァ
リ
ヤ
條
約
以
後
に
於
て

一
大

変
更

を
加

へ
る
に
至

つ
た
。
何

と
な
れ
ば
、
三
十
年
戦
争

い
後
を
受
け
た
る
獨
逸
帝
國
は
國
家
的
崩
壌
を
來
し
て
地
方
分
権

の
観
念

が
擁
頭
し
、
從

つ
て
國
家
行
政
に
著
し
い
変
革
が
與

へ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
ウ
ヱ
ス
ト
フ
ァ
リ
ヤ
條
約
が
、
警
察
観
念
に
與

へ
た
影
響

は
二
つ
の
鮎
に
み
る
こ
ご
が
出
來
る
。
そ
の

一
つ
は
、
裁
判
ご
警
察
ε
の
分
離
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
警
察
と
政
治
と
の

分
離
で
あ
る
。
特
に
、
警
察
が
政
治
ε
分
離
し
た
こ
ご
は
、
同
時
に
警
察
の
観
念
か
ら
裁
判
、
軍
事
、
宗
教
等
が
分
離
し
た
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
く
警
察
観
念
か
ら
諸
種
の
他

の
行
政
部
門
が
分
離
し
來

つ
九
こ
と

は
、
勿
論
、

一
面

に
於
て
國
家
が
著
し

く
展
闇
し
、
そ
の
質
的
発
展

を
途
げ
た
爲
で
あ
る
こ
と

は
言
ふ
を
要
し
な
い
。
唯
ゝ

そ
れ
が
獨
逸

に
於
て
は
三
十
年
戦
争

の
影
響
を

受
け
た
後
、
ウ

ヱ
ス
ト
フ
ァ
リ
ヤ
條
約
に
依

つ
て
斯
く
の
如
く
警
察
観
念
を
消
極
化
し
た
が
、
そ
れ
は
、
特
に
軍
事
に
關
す
る
事
項
を
.

警
察
領
域
か
ら
除
外
す
る
こ
ご
を
目
的
と
し
九
結
果
、
こ
れ
に
件
ひ
、
他

の
行
政
部
門
の
分
離
が
行
は
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
限

り
に
於
て
は
軍
事
的
部
門

ω
除
外
に
追
随
し
て
他
の
行
政
部
門
の
分
離
が
行
は
れ
た
ご
み
る
べ
き
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
ウ

エ
ス



ト
フ
ァ
リ
ヤ
條
約
に
依

つ
て
、

警
察
領
域
か
ら
軍
事
的
部
門
が
分
離
し
た
こ
と
は
、
獨
逸

帝
國

の
弱
化
を
招
致
す
る
敵
封
的
手
段

の

爲
で
あ
つ
た
が
、
他

の
行
政
部
門

の
晩
離
は
國
家

の
質
的
磯
展

に
俘

ふ
庭

の
必
然
的
な
結
果
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
警
察
領
域
か
ら

斯
く
の
如
き
行
政
部
門
が
分
離
晩
落
す
る
こ
と
に
依
つ
て
、
こ
、
に
薪
な
る
警
察
観
念
を
構
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
江
と
き

に
、
こ
の
種

の
研
究
ば
、
公
法
の
研
究
、
特
に

一
般
國
法

に
就
い
て
行
は
れ
る
に
至

つ
た
。
何

と
な
れ
ば
、
警
察
の
研
究
は
國
家
の

本
質
、
目
的
を
研
究
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
こ
れ
を
明
ら
か
な
ら
し
め
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

、
警
察
が
、
假
令
、
著

し
く
個
人
の
私
生
活
に
関
係
す
る
處
深
い
も
の
を
持
ち
乍
ら
、
そ
の
研
究
は
、
私
法
の
領
域
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
、
公
法
の

領
域
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
の
理
由
が
存
す
6
。

⑨

警
察
國
家
に
於
け
る
警
察
研
究
の
先
駆
を
な
し
九
の
は
所
謂
、
自
然
法
派
で
あ
つ
て
、
そ
の
代
表
は
H
u
g
o
 
G
r
o
t
i
u
s

で
あ
る
。

G
r
o
t
i
u
s

に
依
れ
ば
、
闘
家
の
基
礎

は
人
間

の
社
交
性
に
あ
る
。

國
家

に
依
つ
て
人
間

は
他
と
平
和
的
な
且
つ
理
性
的
に
組
織
さ
れ

た
社
會
を
追
求
す
る
衝
動
を
持

つ
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
國
家

の
目
的
は

一
般
福
利

、
即
ち

一
切
の
も
の
製
幸
福

で
あ
る
。
G
r
o
t
i
u
s

と
共
に
同
様
な
る
見
解
を
持

つ
た
も
の
は
P
u
f
e
n
d
o
r
f
,
 
T
h
o
m
a
s
i
u
s
,
 
L
e
i
b
n
i
z

等
で
あ
る
が
、
特
に
C
h
r
i
s
t
i
a
n
 
W
o
l
f

は
そ
の

代
表
的
な
も
の
で
あ
つ
た
。
國
家
の
目
的
は
三
あ
り
。
即
ち
v
i
t
a
e
 
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
i
e
a
,
 
t
r
a
n
q
u
i
l
l
i
t
a
s
,
 
s
e
c
u
r
i
t
a
s

は
こ
れ
で
あ
つ
て
、

こ
の
目
的
の
下
に
國
家
の
全
活
動
、
即
ち
行
政
、
裁
判
、
政
治
が
行
は
れ
る
。
v
i
t
a
e
 
 
s
u
f
f
i
c
i
e
n
t
i
e
a

の
爲
に
は
先
づ
領
土
の
確
保
、

人

ロ
の
増
殖
、
商
業
の
保
護
、
こ
れ
に
俘

ふ
労
働
力
の
確
保
を
始
め
、
人
民
の
宗
教
的
並
に
道
徳
的
教
養
、
青
年

の
教
育
、
禮
位
向

上
、
疾
病
豫
防
、
救
貧
の
外
に
、
農
業
、
林
業
の
保
護
、
貨
幣
鋳
造
等
の
問
題
を
取
上
げ
る
。
t
r
a
n
q
u
i
l
l
i
t
a
s

爲

に
は
犯
罪
者
の
處

警

察

法
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罰
.
犯
罪
の
豫
防
.
焚
見
等
の
問
題
を
解
決
し
、
s
e
c
u
r
i
t
a
s

の
爲
に
は
國
土
の
防
衛
、
條
約
の
締
結
、
使
節
の
交
換
等
の
問
題
を
決

定
す
る
。
即
ち

、
そ
こ
で
は
警
察
活
動
が
國
家
活
動
の
本
盟
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
解
釈

さ
れ
、
自
然
法
の
立
場
か
ら
國
家
問
題
を

・⑩

取
上
げ
る
と
き
、
そ
ω
意
味
に
於
て
の
自
然
法
説
は
殆
ご
全
く
當
時
の
警
察
學
に
等
し
い
も

の
で
あ
る
。
即
ち

,
國
家
の
目
的
と
任

務
と
は
全
罷
的
幸
福

で
あ
る
、
と
言
ふ
自
然
法
説

の
主
張
を
そ
の
儘
に
取
入
れ
た
警
察
學
は
馬
更
に
こ
ω
全
燈

的
幸
扇
の
爲
に
な
さ

れ
る
處
の
國
家
的
活
動
を
以
て
少
く
と
も
國
内
に
於
て
警
察
で
あ
る
と
し
た
。

實
に
、

斯
く
の
如
き
意
味
に
於
て
の
國
家
を
、

人
は
警
察
國
家
と
呼
ん
で
ゐ
る
。

斯
く

の
如
き
警
察
國
家

に
於
て
は
強
大
な
る

権
力
を
以
て
人
民
の
自
由
を
極
端

に
制
限
し
た
が
、
然
し
乍
ら
そ
の
こ
と
は
全
人
民
の
幸
幅
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

へ
ら
れ

九
。
警
察
國
家

に
於
て
の
斯
く
の
如
き
権
力
は
、
即
ち
警
察
権
力

に
外
な
ら
な
い
。
警
察
権
力
は
猫
り
浩
極
的

に
障
害
除
去
,
犯
罪

豫
防
の
爲

に
向
け
ら
れ
た
許
り
で
な
く
、
進
ん
で
全
人
民
の
幸
幅

の
爲

に
積
極
的
に
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
警
察
の

総

べ
て
の
活
動
力
を
維
持
す
る
爲

に
莫
大
な
る
國
費
を
必
要
と
す
る
に
至
つ
た
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。
こ
れ
を
他

ω
}
面
か
ら
み
れ

ば
、
警
察
學

.(
P
o
l
i
z
e
i
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)
と
財
政
學

(
K
a
m
e
r
a
l
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t

)

と
が
結
合
す
る
に
至

つ
九
の
も
、

亦
こ
の
實
際
上

の
必
要
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
實
際

の
國
家
的
活
動

に
於
て
も
,
警
察
と
財
政
と
ば
最
為
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
ゐ
た
。
警
察
に
依

つ
て

要
求
す
る
處

の

一
般
的
幸
福

は
、
當
時

の
解
釈

に
依
れ
ば
國
家

の
富
裕

に
基
づ
く
も
の
と
せ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
警
察
が

一
般
的
幸
幅
.

の
爲

に
寄
與
し
得
る
處
は
、
國
家
の
爲
に
貴
金
属
を
得
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
警
察
は
総

べ
て
に
亘
り
財
政
的
立
場
か
ら
著
し
て
影
響

せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
、

一
面
人
民
の
眞

の
幸
福
を
増
進
す
る
處
の
國
家

の
財
政
的
利
益

で
も
あ

つ
仁
の
で
あ
る
。



斯
く
の
如
く
、
へ警
察
と
財
政
の
密
接
な
関
係

を
説
い
た
も
の
は
、
當
時
少
く
な
か
つ
た
。
そ
れ
ら
の
警
察
學
者
の
中
最
も
著
明
で

あ
っ
た
の
は
J
u
s
t
iで
あ
つ
た
。
彼
は
警
察
と
財
政
.と
の
密
接
な
開
係
を
讐

へ
て
、
そ
れ
は
牧
獲
の
爲
に
耕
作
し
、
且

つ
播
種
す
る

が
如
く
、
良
い
財
政
の
爲
に
警
察
を
螢
む
の
で
あ
る
,
こ
の
點

に
於
て
、
警
察
は
財
政
に
対
し

て
は
唯

よ
目
的

の
爲

の
手
段
で
あ
る

に
過
ぎ
な
い
。
實
に
、
J
u
s
t
i
の
警
察
學
及
び
財
政
學
に
封
す
る
研
究
は
最
も
慣
値
あ
る
も
の

と
し
て
高
く
評
価

さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
點

に
於
て
彼
の
警
察
研
究
に
於
け
る
著
作
を
明
ら
か
に
し
な
か
つ
た
な
ら
ば
.
・彼

の
警
察
観
念
を
把
握

す
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
そ
の
詳
細
な
る
研
究
は
本
論
に
於
て
爲
す
べ
き
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
曳
に
は
唯
ゝ

そ

の
要
勲
を
述

べ
る
に

⑪

止
ら
う
。
J
u
s
t
i
に
依
れ
ば
警
察
は
個
々
∩
家
族
を
幸
福

に
す
る
と
云
ふ
こ
と
、
全
く
同
義
語
で
あ
る
。

彼
は
警
察
を
以
て
個

々
の

家
族
の
幸
福

と
全
盟
の
幸
福

と
が
深
く
結
合
す
る
處
の
國
の
内
部
的
組
織

と
解
釈
し
、
こ
の
全
盟

の
幸
福
と
言

ふ
概
念

ω
中
に
特
定

の
内
容
を
與

へ
ん
と
し
た
。
そ
こ
で
、
先
づ
國
家
の
全
瞭
的
幸
幅
は
何
で
あ
る
か
、
と
言
ふ
問
題
に
対
し

て
四

つ
の
瓢
を
考

へ
た
。

第
二

に
、
國
家
が
幸
福

な
る
爲
に
は
豊
饒
な
る
土
地
を
必
要
と
す
る
。
豊
饒

な
る
土
地
な
く
し
て
は
、

一
の
國
家
は
他

の
國
家

に
封

し
て
独
立

で
あ
る
を
得
な
い
し
、
叉
多
数

の
人
民
を
養

ひ
得
な
い
し
、
叉
自
己
の
生
産
品
を
以
て
商
費
を
営
み

亘
額
の
金
貨
を
流
入

せ
し
め
る
こ
と
も
出
來
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
國
家
が
幸
幅
な
る
爲

に
は
最
も
強
健
な
る
人
民
を
必
要

と
す
る
。
最
も
強
健
・

な
る
人
民
に
し
て
始
め
て
土
地
の
開
磯
を
可
能
な
ら
し
め
、
叉
國
家
の
権
力
を
強
化
し
、
國
家

ω
樫
力
の
基
礎

を
な
し
得
る
。
第
三

に
、
國
家
が
幸
幅
な
る
爲

に
は
都
市
並
に
村
落
の
躍
進
が
必
要
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
都
市
及
び
村
落

に
於

て
土
地
の
生
産
物
が

貯
藏
さ
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
四
に
、
國
家
が
幸
福

な
る
爲

に
は
制
度

の
充
實
が
必
要
で
あ
る
。
制
度
が
充
實
せ
ら
れ
る
こ
と

警

察

法

序

論

四
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に
依

つ
て
、
始
め
て
住
民
の
安
寧
を
期
待
し
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
こ
の
場
合
、
交
通
制
度
の
完
成
は
人
民
の
勤
勉
を
助
長

す
る
と
共
に
、

一
面
樹
外
貿
易
に
依

つ
.て
國
富
を
増
進
し
得
ら
れ
る
。

斯
く
し
て
、
國
家
を
幸
幅
に
致
す
こ
の
四
條
件
は
、
領
地
の
損
大
と
物
資
の
豊
富

ご
言
ふ
こ
ご
を
前
提
ご
す
る
。
即
ち
、
こ
れ
に
依

つ
て
人
民
の
幸
福

は
先
づ
物
資
を
出
來
る
限
り
輻
竣
せ
し
め
る
に
あ
り
、
こ
の
物
資
を
輻
襲
せ
し
め
る
こ
ご
は
、
猫
り
人
民
の
需
要

を
満
足
せ
し
め
る
ば
か
り
で
な
く
、
外
國
に
物
資
を
輸
送

し
、
こ
れ
に
依
つ
て
金
貨
を
取
得
す
る
が
㍉
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
物
資

が
國
富
と
し
て
眞

の
価
値
を
持

つ
爲

に
は
、
そ
の
物
資
が
無
墨
藏
で
あ
る
と
言
ふ
こ
ざ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
…國
家
が
そ
の
第
二

の
義

務
ご
し
て
取
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
特
に
日
常
生
活
に
不
可
獣
で
あ
る
處
の
物
資
、
例

へ
ば
、
食
料
品
、
衣
服
類
、
雑
貨

類
を
獲
得
し
、
こ
ね
を
而
も
外
國
か
ら
輸
入
す
る
こ
と

な
く
し
て
自
國
に
於
て
こ
れ
を
産
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
而
も
、
人
民
の
斯

く
の
如
き
衣
食
佳
品
は
恒
久
的
に
供
給
し
得
る
こ
ご
を
必
要
ε
し
、
中
途
に
於
て
供
給
を
停
止
せ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
從

つ
て
、

國
家
は
こ
ゝ
に

衣
食
佳
晶
の
恒
久
的
供
給

に
封
す
る
障
害
及
び
困
難
を
豫
め
除
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯

く
の
如
き
必
要
の
爲

に
、
國
家
は
、
諸
工
場
、
製
作
場
を
設
定
せ
し
め
、
商
業
を
容
易
な
ら
し
め
、
輸
出
入
を
可
能
に
し
て
金
貨
を
獲
得
す
る
爲
の
手
段

を
作
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
叉
、
斯
く
の
如
き
幸
福

を
増
進
せ
し
め
る
手
段
を
講
す
る
ご
共
に
、

一
面
人
民
の
徳
操
を
よ

く
確
保
し
、

一
般
社
會
並
に
各
家
族
の
幸
福
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
爲
に
は
、
宗
教
を
保
護
し
、
そ
の
他
教
育

並
に

教
育
施
設
、
圖
書
出
版
そ
の
他

の
教
養
的
施
設
を
準
備
す
る
と
共
に
、
消
防
、
救
貧
、
疾
病
豫
防
等
の
問
題
を

も
取
上
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。



斯
く
の
如
き
目
的
を
達
成
す
る
爲
に
は
、
こ
ゝ
に

よ
い
警
察
が
行
は
れ
、
實
際
的
警
察
學
が
研
究
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
蓋

し
、
警
察
立
法
の

一
般
原
則
は
、
総

べ
て
の
國
家
活
動
が
そ
の
終
局
的
目
的
を
當
該
の
法
に
從
つ
て
追
求
す
る
こ
と
に
あ
る
⑩
從

つ

て
、
そ
の
意
味
に
於
て
言

へ
ば
、
裁
判
法
も
亦
警
察
機
關
に
依
つ
て
設
定
せ

ら
れ
、
警
察
法
と
裁
判
法
と
は
極

め
て
密
接
な
る
関
係

を
持

つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
を
行
ふ
こ
と
そ
れ
自
身
は
、
警
察
そ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
唯
ゝ

所
謂
司
法

裁
判
の
外
に
、
樹
特
別
の
警
察
裁
…判
を
置
い
て
、
特
に
、
人
民
の
職
業
上
の
箏
ひ
、
商
業
並
に
諸
職
業
に
於
る
不
正
直
者
の
處
罰
を

所
轄
し
忙
。
か
く
の
如
く
、
警
察
を
最
も
重
視

し
九
こ
と
は
、
國
家

の
全
行
政
を
内
務
総
督
に

一
任
し
、
そ
の
内
務
総
督
の
下
の
警

察
部
が
、
第

一
に
し
て
且
優
位
で
あ
り
、
こ
れ
に
績
い
て
財
務
部
、
商
業
部
、
軍
事
部
及
び
裁
判

部
が
存
し
て
を

つ
忙
こ
と
に
依
つ

て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
内
務
総
督
は
國
家

の

一
切
の
執
行
権
を
持

つ
と
共
に
、
そ
の
執
行
権

の
中
に
於

て
最
も
重
要
な
る
部
分
を
形
成
し
た
も
の
を
警
察
と
し
た
が
故
に
、
警
察
の
執
行
に
依
つ
て
の
み
他
の
財
務
的
、
商
業
的
,
軍
事
的

及
び
裁
判
的
執
行
が
可
能
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
警
察
は
國
家
の
消
極
的

・
積
極
的

一
切
の
活
動

の
推
進
力

と
な
り
、
叉

そ
の
國
家
的
活
動
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
。

⑫

斯
く
の
如
き
J
u
s
t
iの警
察
観
念

の
後
に
、
特
に
、
警
察
観
念
を
明
ら
か
な
ら
し
め
た
も
の
と
し
て
は
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

が
ゐ
る
。

彼
は
警
察
國
家

の
禮
讃
者

で
あ
つ
た
が
、
彼
に
依
れ
ば
、
國
家
の
目
的
は

一
般

の
幸
福
と
言
ふ
鮎
に
こ
れ
を
置
い
北
。
國
家
の
目
的

は
更
に
彼

に
於
て
四
つ
の
終
局
的
目
的
を
持

つ
に
至
つ
た
。
第

一
は
、
外
部
的
治
安
で
あ
り
、
そ
れ
は
國
家
學
乃
至
政
治
學
が
取
扱

ふ
と
こ
ろ

の
も
の
で
あ
り
、
'第
二
は
、
内
部
臨
治
安
で
あ
り
、
特
に
内
部
的
治
安

の
原
理
を
探
究
し
こ
れ
を
確
保
す
る
の
は
警
察
學

警

察

法
。
序

論

四
九
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あ
り
.
第
三
は
、
食
糧
の
増
産
で
あ
り
、
こ
れ
に
就
い
て
は
商
業
學
が
寄
與
す
ぺ
き
も
の
で
あ
り
、
第
四
は
、
國
家
経
費
を
負
担

す

で
べ
き
國
民
所
得
の
増
加
で
あ
り
、
そ
れ
は
財
政
學
が
こ
れ
を
憺
當
す
べ
き
も
の
と
し
た
。

こ
れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
警
察
は
内
部
的
治
安
の
全
部
を
維
持
す
る
の
任
務
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
警
察
観
念
は

所
謂
保
安
警
察
の
み
に
制
限
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
J
u
s
t
i
の
場
合
と
同
じ
や
う
に
全
國
行
政
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。
即
ち

、

警
察
は
不
法
な
る
者

に
樹
し
て
こ
れ
を
防
衛
し
、
且
つ
現
に
在
る
所
の
も
の
を
保
護
す
る
こ
と
に
重
貼
を
置
い
た
の
で
、
そ
れ
は
内

部
的
秩
序
を
齪
す
者
に
封
す
る
許
り
で
な
く
廣
く
斯
く
の
如
き
秩
序
を
破
ら
ん
と
す
る
者

の
総

べ
て
に
対
し

て
行
は
れ
た
。
こ
の
見

地
か
ら
、
人
民
の
全
盟
的
幸
福

を
増
進
す
る
の
基
本
原
因
と
な
つ
た
も
の
は
人
口
問
題
で
あ
る
。
人
口
増
殖
の
問
題
は
全
國
家
學
即

ち
政
治
學
、
警
察
學
、
商
業
學
及
び
財
政
學
の
主
要
問
題
で
あ
る
が
、
人
民
を
最
も
強
化
す
る
問
題
の
中
、
先
づ
政
治
學
に
於
て
考
究

す
る
も
の
は
外
部
的
治
安
で
あ
り
、
警
察
學
に
於
セ
取
扱
ふ
も
の
は
内
部
的
治
安
で
あ
り
、
衣
食
佳
問
題
を
解
決
す
る
の
は
商
業
學

で
あ
り
、
國
家
の
経
済
問
題
を
考
究
す
る
の
は
財
政
學
で
あ
る
と
し
た
.
從
つ
て
、
警
察

の
重
要
な
る
活
動
は
人
民
の
徳
操
問
題
に

向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち

、
人
民
の
爲
の
宗
教
的

・
道
徳
的
教
化
並
に
藝
術
、
科
學

起
封
す
る
教
育

は
警
察
に
於
て
主

要
な
任
務
と
さ
れ
九
。
こ
の
貼
に
於
て
、
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

は
J
u
s
t
iと同
じ
や
う
に
、

宗
教
警
察
を
論
じ
、
教

父

の
任
命
、

宗
教
、

儀
式
並
に
祭
典
の
監
督
、
迷
信
の
打
破
を
取
扱
ひ
、
更
に
進
ん
で
は
無
頼
の
徒
、
乞
食
、
僕
嫡

の
懲
治
、
労
役
所
及
び
懲
治
所
の
建

設
等
を
取
扱

つ
た
。
内
部
的
治
安
σ
維
持

の
爲
に
は
國
家
は
更
に
立
法
の
観
念
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
法
律
は
國
家

の
要
求

に
適
合
し
、
人
民
を
し
て
確
信
を
以
て
こ
れ
に
服
從
せ
し
め
る
や
う
な
も
の
忙
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
,
叉
内
部
的
秩
序
の
維



持

の
爲
に
は
國
家
は
僻
人
の
手
に
過
度
の
富
が
集
積
す
る
こ
と
を
豫
防
す
べ
き
で
あ

つ
て
、
こ
れ
に
適
鷹
し
た

る
法
律
を
作
成
す
べ

き
で
あ
り
、
叉
特
定

の
階
級
若
し
く
は
個
≧
の
國
民
に
大
な
る
権
力
を
持
た
し
め
る
こ
と
は
國
家
の
爲
に
危
険

で
あ
る
が
故
に
、
集

會
及
び
結
社
に
対
し

て
は
絶
え
す
こ
れ
を
監
督
し
、
附
與
し
た
る
特
権
は
何
時
と
錐
も
こ
れ
を
取
消
し
得
る
も

の
た
ら
し
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
b
、
治
安
を
鼠
す
べ
き

一
揆
及
び
革
命
に
対
し

て
は
極
刑
を
以
て
論
す
べ
き
法
律
を
制
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
叉
、
こ
の
點

に
就
い
て
、
國
家
は
犯
罪
行
爲

の
捜
査
並
に
刑
事
裁
判
に
就
い
て
の
規
定
を
設
け
、
こ
れ

に
依
つ
て
、
不
法
な

る
行
爲
並
に
不
法
な
る
意
見
か
ら
國
民
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
瓢
に
就
い
て
、
警
察
は
豫
め
犯
罪
者
を
探
索
し
、
犯

罪
を
爲
す
可
能
を
困
難
な
ら
し
め
、
既
に

一
度
罪
を
犯
し
た
る
者
に
対
し

て
は
再
び
こ
れ
を
な
さ
し
め
ざ
る
や
う
取
締
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
鮎
に
於
て
、
特
に
警
察
は
交
通
警
察
を
重
ん
じ
、
國
内
治
安
を
危
険

な
ら
し
め
な
い
や
・う
に
交
通
機
關

の
維

持

・
確
保
を
爲
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
,
叉
、
同
様
な
見
地
に
於
て
、

疾
病
者
の
看
護
に
任
じ
、

救
貧
施
設
、

治
療
所
、
建
設
、

饒
饒
及
び
物
価

騰
虫果

物
資
欠
乏
の
豫
防
、
食
糧
品
税
の
設
定
を
そ
の
任
務
と
し
た
。
叉
警
察
は
國
民
の
婚
姻
を
保
護
し
、
同
じ
く

所
有
権
の
保
護
を
確
保
し
、
こ
れ
を
侵
す
者
を
嚴
罰
し
、
富
籔

に
封
す
る
監
督
を
な
し
、
高
利
並
に
破
産
等
に
封
す
る
法
律
を
制
定

し
、
裁
判
を
公
平
に
且
迅
速
に
決
定
し
、

一
切
の
消
防
施
設
を
準
備
し
た
。・

斯
く
の
如
く
、
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
は
J
u
s
t
iと同
じ
や
う
に
警
察
観
念
を
取
上
げ

て
來
た
が
、
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
は
J
u
s
t
i

よ
り
も
警
察
観
念
か
ら
経
済

的
事
項
を
取
除
く
こ
と
に
努
力
し
た
。
例

へ
ば
、
國
富
増
進
の
鳶

に
す
る
虚
の
農
業
、
工
業
、
商
業
並

に
貨
幣
及
び
信
用
制
度
の
問
題
は
J
u
s
t
iに於
て
は
こ
れ
を
警
察
観
念

の
中
に
取
扱

つ
た
が
、
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
は
こ
れ
を
警
察

警

察

法

序

論

五

一
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研
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毬
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號

五
ご

と
み
す
し
て
商
業
學

の

一
部

と
し
て
取
上
げ
た
。

冒

氏

に
於
て
も
亦
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
も
警
察
の
観
念
は
個

≧
の
家
族

の
幸
福
と
か
國
富
の
増
進
と
か
、
叉
こ
れ
に
依
る
國

内
保
安
と
か
言
ふ
こ
と
に
及
ん
で
ゐ
て
、
そ
れ
は
法
律
的
観
念
か
ら
蓮
い
も
の
で
あ

つ
た
が
、
然
し
乍
ら
、
そ
の
こ
と
は
彼
等
の
時

代
の
警
察
が
所
謂
警
察
國
家

の
警
察
活
動
で
あ
つ
た
こ
と
か
ち
み
て
寧
ろ
當
然
で
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
警
察
は
先
づ
第

…
に

経
済

的
活
動
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
し
九
の
で
あ
る
。
即
ち
、
破
等
に
於
て
は
、
實
際
上
の
生
活
に
於
て
も
亦
警
察
観
念
は
、
法
律
的

で
は
な
く
し
て
、
経
済
観
念
と
し
て
こ
れ
を
見
る
に
至
つ
北
の
で
あ
る
。
J
u
s
t
i
に
於
て
は
、
警
察

の
任
務
は
、
國
富

の
基
礎
並
に
そ

の
増
進
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
具
騰
的
に
は
或
は
鑛
山
の
採
掘
、
人
ロ
の
増
殖
、
海
外
貿
易
等
に
依

つ
て
の
外
貨
獲
得
に
あ

る
と
し
た
。
こ
の
窯
か
ら
言

へ
ば
、
J
u
s
t
i
に
於
て
は
警
察
活
動
邸
経
済

活
動
で
あ
つ
て
、
所
謂
警
察
國
家

に
於

て
の
警
察
活
動
が
そ

の
任
務
を
安
全
に
途
行
す
る
と
き
に
は
、
経
済

保
安
警
察
と
な
つ
て
現
は
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
點

か
ら
言

へ
ば
、
警
察

の
経
済
的

活
動
が
最
高
且
最
大
に
獲
揮
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
斯
く
の
如
き
國
家
は
警
察
國
家
的
素
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ

と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

は
、
こ
れ
に
対
し
、
警
察
を
以
て
國
家
経
済

に
直
接
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
ゐ
た
が
、

警
察
學
を
廣
義
に
於
て
の
國
家
學

の

一
支
分
と
し
て
政
治
學
、
商
業
學
、
財
政
學
と
併
置
せ
し
め
九
こ
と
に
於

て
、
J
u
s
t
iと異

る

も
の
が
あ
る
。
J
u
s
t
i
も
亦
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

も
均
し
く
財
政
學
を
論
じ
九
が
、
財
政
を
警
察
か
ら
科
學
的
に
分
離
し
、
財
政
の

一
般

的
定
義
を
與

へ
忙
こ
と
に
於
て
は
S
c
n
n
e
n
f
e
l
e
s

は
J
u
s
t
iより
も
著
し
く
貢
献
し
た
も
の
と
さ
れ
た
。
J
u
s
t
i
も
亦
財
政
の

一
般

的
定
義
を
與

へ
、

警
察
と
財
政
と
の
緊
密
な
関
係
を
述
べ
た
が
.
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
は
財
政
の
内
容
を
著

し
く
明
ら
か
な
ら
し



め
、
所
謂
財
政
學
の
父
と
し
て
み
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
即
ち

、
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
於
て
は
、

警
察
と
財
政
と
の
区
別
を
明
瞭
な
ら
し
,

め
ん
と
し
忙
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
く
警
察

と
財
政
と
が
匿
劃

せ
ら
れ
る
に
至
つ
た
に
し

て
も
、
も
と
よ
り
そ

の
内
容
は
近
代
の
意
義
に
於
て
の
財
政
學

の
や
う
に
、
明
瞭
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
然
し
、

一
面
に
於
て
、
警
察
は
、
教
會
、
裁

判
、
軍
事
、
政
治
等
に
屡
す
る
處
の
國
の
事
件
を
取
扱
は
な
い
こ
と
に
し
忙
が
、
警
察
か
ら
教
會
、
裁
判
、
軍
事
、
政
治
並
に
財
政

を
分
離
し
て
從
來
の
積
極
的
な
活
動
領
域
を
著
し
く
失

つ
た
こ
と
は
十
分
に
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鮎

で
あ
る
。

S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

が
警
察
観
念
か
ら
財
政
、

教
會
、
裁
判

、
軍
事
、
政
治
を
分
離
せ
し
め
九
こ
と
は
、
警
察
観
念
に
対
し

て
著
し
き

消
極
性
を
與

へ
た
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
謂
は
讐
、
當
時
j
u
s
t
iか
ら
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

に
至
る
迄

の
國
家
的
発
展

に
於

て
警
察
観
念
は
そ
の
積
極
性
を
失
つ
て
浩
極
性
を
確
保
す
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
・
注
意
す
べ
剖
顯
嵐

警
察
観
念
が
新
に
消
極
性

を
取
得
し
積
極
性
を
失

つ
た
の
で
は
な
く
し
て
、
本
來
本
質
的
に
具
つ
て
ゐ
た
と
こ
ろ
の
消
極
性
が
著
し
く
現
れ
て
來
た
に
過
ぎ
な

い
。斯

く
の
如
き
は
、
猫
り
時
代
の
影
響
と
言
ふ
許
り
で
な
く
、

一
つ
は
獨
逸

の
警
察
制
度
よ
り
も
発
達

し
て
を

つ
た
塵

の
佛
蘭
西
警

察
制
度
の
具
體
的

影
響
、

特
に
L
o
u
i
s
 
X
I
V
時
代
の
警
察
制
度
の
影
響
で
あ
る
。
L
o
u
i
s
 
X
I
V

時
代
の
警
察
轍
特
に
C
o
l
b
e
r
t

働

の
改
革
に
於
て
そ
の
具
體
的

意
義
を
持

つ
に
至

つ
た
こ
と
が
既
に
C
l
d
m
e
n
tに
依
つ
て
指
摘
さ
れ
た
虚
で
あ

る
。

前
掲
資
料
に
於

て
も
掲
げ
た
や
う
に
、
佛
蘭
西
警
察
制
度
に
於
て
極
め
て
豊
富
な
叉
多
岐
な
内
容
を
持

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
D
e
l
a
m
a
r
e

の
T
r
a
i
t
6

d
e
 
l
a
 
p
o
l
i
c
e

に
於
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
詳
細
な
る
説
明
は
後
に
譲
ら
う
。

警

察

法

序

論

五
三



法

政

研

究

第
十
審

第
二
號

五
四

警
察
観
念

に
影
響

を
與

へ
た
他
の

一
は
、
從
來
の
幸
幅
主
義
の
學
説
に
代

つ
て
、
法
治
主
義
が
現
れ
忙
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
從

來

の
幸
福
主
義
の
思
想
は
既
に
指
摘
し
た
や
う
に

の
實
践
理
性
主
義

に
依
つ
て
打
破
せ
ら
れ
、

國
の
統

治
は
法
律
を
以
て
す

べ
し
と
の
思
想
が
現
れ
る
に
至
つ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
警
察
國
家

に
代
つ
て
法
治
國
家
・の
出
現
は
警
察
観
念

に
対
し
て
著
し
い
鍵
革

を
與

へ
る
に
至

つ
た
。
そ
れ
は
警
察
観
念
の
経
済

的
把
握
か
ら
法
律
的
把
握

へ
の
獲
展
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
警
察
観
念
を
法
學
の
立

場
か
ら
み
九
と
き
に
於
て
警
察
本
質
の
把
握
で
も
あ
つ
た
。

こ
、
に
於
て
、
警
察
観
念
は
大
な
る
磯
展
を
な
す
に
至
つ
た
が
、
斯
く
の
如
き
磯
展
を
な
す
に
先
だ

つ
て
、
警
察
観
念
の
原
始
的

意
義
を
強
調
し
忙
も
の
に

が
ゐ
た
。

の
警
察
観
念
は
警
察
の
原
始
的
意
義
を
強
調
し
た
許
り
で
な

く
、

そ
れ
は
實
に
今
日
の
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念
を
明
示
し
た
も
の
で
も
あ

つ
た
。

こ
の
窯
に
於
て

の
警
察
観
念
は

や

に
対
抗

し
て
警
察
學
説
史
上
大
な
る
地
位
を
占
め
る
も
の
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
依
れ

ば
、
警
察
は
國
家
行
政
を
脅
す
虚

の
一
切
の
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち

.
人
民
の
積
極
的
幸
福

の
増
進

は
警
察
活
動
範
囲

に
属
し
な
い
が
、

然
し
乍
ら
、

人
民
の
幸
福
を
積
極
的
に
増

進
す
る
こ
と
が
、

同

時

に
將
來

の
障
害
を
豫
防
す
る
や
う
な
場
合

に
於
て
は
等
し
く
警
察
の
活
動
範
囲

に
屡
す
る
。

こ
の
瓢
に
於

て
は

も
亦

や

の
如
き
幸
幅
説
に
近
い
も
の
が
あ
る
が
、

然
し
乍
ら
、

そ
こ
に
は
著
し
い
観
念
の
差
異
が
あ
る
。

に
於
て
は
、
人
民

の
幸
幅
を
増
進
す
る
爲
に
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
國
の
活
動
は
全
て
積
極
的
で
あ

れ
、
浩
極
的
で
あ
れ

警
察
活
動
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
が
、

に
於
て
は
先
づ
危
険

防
止
の
爲
に
な
さ
れ
る
庭
の
國
の
活
動
が
警
察
活
動
な
の
で
あ
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Sonnenfels

Joh. Stph  Putters
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つ
て
、
そ
れ
は
常

に
危
険
防
止
と
言
ふ
積
極
的
観
念
を
持

つ
に
過
ぎ
な
い
。
唯
ゝ
危
険

防
止
の
観
点
に
於
て
な
さ
れ
る
作
用
の
あ
る

種
の
も
の
が
、
偶

≧
幸
福
増
進
の
爲
の
活
動
と
な
つ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
始
め
よ
り
幸
幅
増
進
の
爲
に
す
る
活
動
を
警
察
活
動
と

言

ふ
の
で
は
な
く
し
て
、
危
険

防
止
の
爲
に
な
さ
れ
る
活
動
が
同
時
に
人
民
の
幸
編
を
増
進
す
る
場
合
に
の
み
こ
れ
を
警
察
活
動
と

し
て
み
る
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、

に
於
て
の
警
察
観
念
は
飽
く
迄
も
浩
極
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て

に
於
て
は
消
極
的
で
あ
る
と
共
に
積
極
的
意
義
を
持

つ
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、

上
蓮
し
た
や
う
に
、

と

と

の
間

に
於
て
す
ら
も
警
察
観
念
の
積
極
性
に
就
い
て
は
そ
の
範
囲

を
異
に
し
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
て
、

が
財
政
學
の
立

場

か
ら
警
察
と
財
政
と
を
明
確
に
分
離
せ
ん
と
試
み
た
如
き
は
、
師
ち
こ
の
事
情
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

⑤

の
意
味

に
於
て
の
警
察
観
念
を
詳
述
し
た
も
の
」
第

↓
人
者
は

で
あ
を
。

に
於
て
の
警
察
は
・

國

の
治
安
を
齪
し
.
人
民
の
幸
福
を
害
す
る
廣

の
行
爲
を
防
止
す
る
の
活
動
で
あ
る
。
從
つ
て
、
彼
に
依
れ
ば
、
警
察
は
國

の
治
安

及
び
人
民
の
幸
曜
に
封
す
る
危
険
を
防
止
す
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
彼
に
於
て
は
、
特
に
治
安
警
察
と
幸
福
警
察

と
の
二
の
部
門
が
存

在
し
た
。
治
安
警
察
は
、
一
方
に
於
て
は
、
國
家

の
基
本
組
織
及
び
法
律
を
保
障
し
、
國
内
秩
序
を
維
持
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
他
面

に
於
て
は
、
私
生
活
の
秩
序
維
持
、
即
ち
私
人
の
生
活
、
財
産
、婚

姻
及
び
自
由
の
確
保
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
即
ち

、
治
安
警
察
に

於
て
は
領
土
内
の
平
和
維
持
、
集
會
結
社
の
監
督
、
犯
罪
者
の
摘
護
等
が
取
扱
は
れ
る
に
反
し
て
、
私
秩
序
警
察

に
於
て
は
就
中
浮

浪
人
取
締
.
建
築
監
督
、
度
量
衡
監
督
、
そ
の
他
生
活
必
需
品
取
締
等
を
所
管
し
、
幸
幅
警
察
に
於
て
は
人
口
の
増
殖
、
衛
生
、
病

院
、
學
校
、
圖
書
館
等
を
そ
の
所
管
と
し
た
。

に
於
て
は
、
斯
く
の
如
く

の
諸
説
を
更

に
具
体
的

に
詳
述
す

警
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政

研

究

第
十
管

第
二
號

五
六

る
處
あ
つ
た
が
、
そ
れ
は
総

べ
て
本
論
に
於
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
ら
勇つ
、

警
察
観
念

ω
原
始
的
意
義
を
P
u
t
t
e
r
s
,
 
v
o
n
 
B
e
r
g

の
如
く
解
澤
し
た
者
は
、
尚
こ
れ
を
他
に
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
が
、

こ
均

に
警
察
學
以
外

の
立
場
か
ち
警
察
観
念
の
消
極
性
を
肯
定
す
る
に
寄
與
し
た
者
を
求
む
れ
ば
、

そ
れ
は
K
a
n
t
で
あ
る
。
K
a
n
tの

ゆ

國
家
思
想
並
に
行
政
観
念

に
就
い
て
は
、
既

に
指
摘
し
た
帆
、
こ
れ
を
警
察

に
關
す
る
限
り
に
於
て
言

へ
ば
、
先
づ
國
家
の
目
的
は

一
般
幸
福

の
増
進
許
り
で
な
く
、
更

に
進
ん
で
法
秩
序
の
定
立
.
並
に
そ
の
責
現
に
あ
る
。
こ
の
國
家
の
目
的
を
追
求
す
る
爲
に
は

立
法

に
於
て
p
o
t
e
s
t
a
s
 
l
e
g
i
s
l
a
t
o
r
i
a

を
留
意
し
、

一
般
行
政
に
於
て
p
o
t
e
s
t
a
s
 
i
u
d
i
c
i
a
r
i
a

と
共
に
同
時
に
p
o
t
e
s
t
a
 
 
e
x
e
c
u
t
o
r
i
a

を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裁
判
権
と
執
行
権
の
両
者
は
法
律
の
下
に
存
在
し
、
且
そ
の
行
爲
す
る
場
合

に
は
法
律
的
根
擦
を

必
要

と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
か
ら
言

へ
ば
、
最
も
嚴
正
な
法
治
國
家
的
意
義
に
於
て
は
警
察
は
そ
の
廣

汎
な
活
動
区
域
を
持

つ
も
の
で
な
い
。
K
a
n
tに
依
れ
ば
、
警
察
は
、
唯

工
國
家
目
的
に
寄
與
す
べ
く
法
秩
序

の
定
立
並
に

そ
の
維
持
に
向
け
ら
れ
る
虜

の
下
級
の
補
助
活
動
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

斯
く
の
如
く
、
警
察
は
國
家
の
法
秩
序
の
定
立
維
持
の
爲

に
な
さ
れ
る
國
家
の
下
級
的
補
助
活
動
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
な
す
の

は
、
警
察
観
念
か
ら
そ
の
積
極
性
は
勿
論
の
こ
と
、
或

る
範
囲

に
於
て
は
そ
の
浩
極
性
す
ら
も
失
は
し
め
る
が
如
く
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、

警
察
観
念
は
、

最
早
、

國
家
の
重
要
な
る
行
政
観
念
の

一
つ
と
し
て
み
ら
れ
る
べ
き
で
な
く
、

下
級
行
政
機
關

に
依
つ
て

行
は
れ
る
虚
の
補
助
活
動
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
ひ
も
な
く
警
察
観
念
に
対
し

て
著
し
い
変
革

を
與

へ
る
も
の
で
あ
る

が
、
警
察
観
念
が
斯
く
の
如
き
補
助
的
意
義
を
持
つ
に
止
る
と
す
る
こ
と
は
、
警
察
観
念
の
原
始
的
意
義

へ
の
復
帰

に
寄
與
す
る
虜



甚
だ
大
な
る
も
の
あ
る
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

αの

K
a
n
t

と
共
に
警
察
観
念
に
対
し
著
し
い
影
響
を
與

へ
た
も
の
は
F
i
c
h
t
e
で
も
あ
る
。

彼
に
依
れ
ば
、

國
家

は
人
民
が
権
利
を

侵
害
せ
ら
れ
監
督
を
嚴
に

せ
ら
れ
る
等
の
場
合
に
、

こ
れ
を
防
止
し
、

こ
れ
を
輕
減
す
る
爲
に
人
民
に
対
し

法
律
を
附
與
し

な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、

斯
く
し
て
附
與
せ
ら
れ

た
法
律
は
警
察
法
で
あ
つ
て
、

固
有

の
私
法
と
匪
別
せ
ら
る

べ
き
も
の
を
持
つ
て
ゐ

る
。
即
ち

、
私
法
は
現
實
的
な
権
利
の
侵
害
を
禁
止
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
に
反
し
、
警
察
法
は
権
利
の
侵
害
の
可
能
を
豫
防
す

る
こ
と
を
内
容

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
從
つ
て
、
私
法
は
他
人
の
権
利
を
侵
害
す
べ
き
行
爲
を
禁
止
し
、
叉
斯

く
の
如
き
行
爲
の
禁

止
を
正
當
な
も
の
と
し
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
警
察
法
は
い
か
な
る
人
を
も
傷
害
せ
す
、
叉
い
か
な
る
人

に
も
完
全
に
無
関
係

で
あ
る
處
の
行
爲
で
あ
つ
て
、
而
も
他
人
の
権
利
侵
害
を
容
易
な
ら
し
め
、
叉
は
反
対

に
國
家

に
依
る
保
護
並

に
犯
罪
入
の
発
見

を

困
難
な
ら
し
め
る
虚

の
行
爲
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
警
察
を
國
家
の
目
的
即
ち

権
利
保
護
に
向
け
ら
れ
た
る
補
助
的

活
動
と
し
て
表
現
し
て
ゐ
る
こ
と
は
K
a
n
t
に
同
じ
で
あ
る
が
、
更
に
詳
細
に
警
察
を
論
じ
て
警
察
法
規
は
全
立
法
を
貫
く
處
の
原

理
、
即
ち

豫
防
原
理
、

権
利
侵
害
の
確
保
に
關
す
る
原
理
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
F
i
c
h
t
e
の
意
義
に
於
て
の
警
察

は
、
從

つ
て
豫
防
的
意
義
を
著
し
く
含
む
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
れ
は
現
代
の
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念

に
著
し

く
接
近
す
る
も
の
で

あ
る
。
然
し
乍
ら
、

一
面
、
彼
の
警
察
観
念
は
所
謂
保
安
警
察
を
示
す
に
止
つ
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
は
叉
注
意

す
べ
き
鮎
で
あ
る
。
が
、
K
a
n
tに
あ
れ
、
F
i
c
h
t
e
に
あ
れ
、
そ
の
哲
學
的
思
索
か
ら
警
察
観
念
を
補
助
的
意
義
に
押
し
ゃ
つ
た
こ

と
は
警
察
學
説
史
上
大
な
る
意
義
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。

警

察

法

序

論
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法

政

研

究

第
十
巷

第
二
號

五
八

警
察
観
念
の
原
始
的
意
義

へ
の
復
麟
、
郎
ち
、
そ
の
潰
極
性
を
純
粋
に
警
察
學
上
の
立
場
か
ら
論
じ
た
の
は

"
R
e
v
e
r
t
v
o
n
M
o
h
l

⑯

て
あ
る
。
彼
に
於

て
、
警
察
観
念
は
著
し
く
そ
の
原
始
的
意
義
に
理
解
せ
ら
れ
、
且
原
始
的
意
義
に
於
て
発
展

す
る
に
至
つ
た
。
從

つ
て
、
こ
の
見
地
か
ら
言

へ
ば
、
M
o
h
l
は
警
察
観
念
を
明
ら
か
な
ら
し
め
た
者
と
し
て
、
警
察
學
説
史
上
最
も
有
力
な
地
位
を
持

つ
も
の
で
あ
る
。
M
o
h
l
は
、
も
ご
よ
り
法
治
國
家
を
信
じ
、
法
治
國
家
の
目
的
は
、
人
民
の
共
同
生
活
を
整
備
し
、
人
民
各
自
が

出
來
る
限
り
そ
の
全
力
を
自
由
に
且
多
方
面
に
行
使
し
、
利
用
し
得
ら
れ
る
や
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
し
た
。
そ
し
て
、
斯
く
の

如
く
國
家
が
個
人
の
自
由
な
る
行
爲
を
確
保
す
る
爲
に
は
、
先
づ
人
民
の
具
體
的

力
の
発
展
を
阻
む
虚
の
障
害
を
除
去
す
る
こ
と
を

考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
斯
く
の
如
き
障
害
は
、
人
民
に
封
す
る
不
法
な
る
侵
害
か
ら
か
、
叉
は
個
人
の
力

に
依

つ
て
は
克
服
し

得
な
い
外
部
の
優
勢
な
る
力
か
ら
生
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
斯
く
の
如
き
障
害
の
中
、
不
法
な
る
侵
害
に
依
つ
て
生
す
る

傷
害
に
対
し

て
は
裁
判
に
依
つ
て
、
こ
れ
が
救
濟
を
考

へ
る
こ
と
が
出
來
る
で
あ
ら
う
が
、
個
人
に
迫
る
ご
こ
ろ
の
外
部
の
優
勢
な

る
力
に
依
つ
て
生
す
る
傷
害
に
対
し

て
は
、
こ
れ
を
唯

よ
警
察
に
依
つ
て
救
濟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
察

の
行
爲
は
、
裁
判

の

場
合
と
同
様
に
、
法
治
國
家

に
於
て
は
、
各
人
は
そ
の
櫨
利
能
力
の
範
囲

に
於
て
、
完
全
に
、
自
由
に
、
且
独
立

に
行
動
し
得
ら
れ

る
と
言
ふ
最
高
原
則
か
ら
み
れ
ば
、
極
め
て
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
又
第
二
義
的
な
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
蓋
し
、
法
治
國

家

に
於
て
は
、
各
人
が
自
由
な
る
行
動
を
な
し
得
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
が
故

に
、
こ
の
自
由
な
る
行
動
を
確

保
し
援
大
す
る
處
の

國
の
活
動
は
國
の
最
高
活
動
で
あ
り
、
叉
第

一
義
的
活
動
ざ
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
乍
ら
、
法
治
國
家

に
於
て
、
人
民
の

自
由
な
る
活
動
範
囲

を
確
保
叉
は
損
大
す
る
處
の
最
高
叉
は
第

一
義
的
活
動
に
拉
ん
で
或
は
そ
の
下
に
唯

よ
人
民
の
自
由
な
る
活
動



範
囲

の
確
保
、
叉
は
接
大
に
対
し

て
障
害
と
な
る
虚
を
除
去
す
る
活
動
を
以
て
所
謂
警
察
活
動
と
す
る
。
即
ち

、
人
民
の
自
由
な
る

活
動
範
囲

を
確
保
し
据
大
す
る
虚
の
第

一
義
的
積
極
的
行
爲
に
対
し

、
右
第

一
義
的
積
極
的
行
爲
を
可
能
な
ら
し
め
る
處
の
國
の
他

の
行
爲
を
警
察
行
爲
と
す
る
。
所
謂
警
察
観
念
が
浩
極
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
副
的
な
意
義
を
持

つ
と
言
ふ
の
は
、
こ
の
意
味

に

於
て
野
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
く
の
如
き
意
義
に
於
て
の
警
察

の
全
盟
的
対
象

と
な
る
も
の
は
、
M
o
h
l
に
依
れ
ば
、
人
民
の
肉
盟
力
、
精
神
力
及
び
人
民
の

財
産
と
の
関
係

で
あ
る
。
そ
の
第

一
の
対
象
は
、
警
察
に
依
る
人
民
の
肉
盟
的
注
意
で
あ
つ
て
、
就
中
、
人
口
増
殖

(例

へ
ば
、
婚

姻
を
困
難
な
ら
し
め
叉
は
容
易
な
ら
し
め
、
或
は
移
民
を
迎

へ
叉
は
こ
れ
を
強
制
す
る
)
、
保
健
及
び
衛
生
(疾
病
豫
防
、
署
藥
監
督
)

及
び
救
貧

(救
貧
所
、
病
院
建
設
、
植
民
地
開
拓
)
等
の
問
題
で
あ
り
、
第
二
の
対
象

は
、
警
察

に
依
る
人
民
の
精
神
的
注
意
で
あ

つ

て
、

一
面
に
於
て
教
育
施
設
(學
校
設
立
、
圖
書
館
設
置
)
、
他
面

に
於

て
道
徳
的

・
宗
教
的

・
美
術
的
教
養
(飲
酒
、
賭
博
の
取
締
、

宗
教
教
育
、
美
術
館
設
置
)
等
の
問
題
で
あ
り
、
第
三
の
対
象

は
、
警
察
に
依
る
人
民
の
財
産
的
注
意
で
あ
つ
て
、
就
中
、
財
産
の

増
加
及
び
保
護

(國
有
財
産
の
小
地
主

へ
の
売
却
、
水
害
及
火
災
の
危
険
豫
防
)
、
農
業

の
保
護

(納
税
地
、

賦
役
地
の
康
止
及
固

定
、
森
林
規
則
の
制
定
)
、
商
業

の
保
護

(
市
場
、
歳

の
市
、
商
業
展
覧
會
、
度
量
衡
の
確
定
)
等
の
問
題
で
あ

る
。

斯
く
の
如
き
警
察
対
象

を
求
め
る
こ
と
に
依
つ
て
、
M
o
h
lの
警
察
観
念
を
特
色
づ
け
た
も
の
は
、
警
察
と
豫
防
裁
判

(
P
r
A
v
e
n

勘

t
i
v
j
u
s
t
i
z

)
と
の
関
係

で
あ
る
。
こ
の
豫
防
裁
判
に
就
い
て
は
、
既
に
こ
れ
を
述
べ
た
が
冥

豫
防
裁
判
は
権
利

の
保
護
が
危
険

と
な

つ
た
場
合
に
於
て
の
み
護
動
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
場
合
に
於
て
は
豫
防
裁
判
を
除
く
他
の

一
切
の
國
の
活
動
は
行
は
れ
す
、

警

察

法

序

論

五
九
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特
に
警
察
権
も
襲
動
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
権
利
の
保
護
は
二
重
の
性
質
を
有
し
、

一
つ
は
、
國
家
は
危
殆
に
瀕
し
た
る
構
利
の
混

鼠
を
出
來

る
限
り
鎭
定
す
る
こ
と
、
そ
の
二
つ
は
、
國
家
は
混
鼠
さ
れ
た
権
利
関
係

を
帥
時
に
且
完
全
に
回
復

す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
に
依

つ
て
國
家
が
権
利
保
護
の
爲
に
持
つ
べ
き
施
設
は
、
二
つ
あ
り
、

一
つ
は
物
的
強
制
を
加

へ
る
こ
と
に
依
つ
て
破
壊
さ
れ

ん
と
す
る
権
利
の
混
観
を
防
止
す
る
の
手
段
、
即
ち

豫
防
裁
判
で
あ
り
、
そ
の
二
つ
は
、
民
事
裁
判
と
刑
事
裁
判

と
に
所
属
す
べ
き

権
利
を
回
復
す
る
塵
の
裁
判
施
設
で
あ
る
。
豫
防
裁
判
の
観
念
を
知
る
に
は
、
第

一
に
、
危
殆

に
瀕
し
た
る
権

利
傷
害
を
防
止
す
べ

き
國
家
の
義
務
は
確
實
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
豫
防
裁
判
と
警
察
と
、
叉
、
豫
防
裁
判
と
櫃
利
回
復
の
裁
判

と
は
そ
こ
に
何
等
の

近
似
性
を
も
有
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
方
、
警
察
は
外
部
の
優
勢
な
力
に
依
つ
て
脅
か
さ
れ
た
障
害
を

除
外
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
從
つ
て
、
警
察
活
動
は
違
法

に
非
ざ
る
も
他
人
の
権
利
を
傷
害
す
る
盧

の
人
の
行
爲
に
対
し

て
向
け
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
然
し
、
違
法
な
行
爲
で
な
く
と
も
不
當
な
行
爲
及
び
具
体
的

に
権
利
を
殿
損
す
る
行
爲
は
實
質
的
混
乱

を
招
致

し
易
い
が
、
こ
の
混
乱

を
除
去
す
る
は
警
察
に
依
る
べ
き
か
、
叉
は
豫
防
裁
判

に
係
る
べ
き
か
は
困
難
な
問
題

で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
、
M
o
h
lに
於
て
は
、
警
察
観
念
と
豫
防
裁
判
と
が
密
接
な
関
係

に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
i

そ
の
詳
細
な
解

明
は
後

の
…機
會
に
譲
る
と
し
て
M
o
h
l

の
警
察
観
念
が
著
し
く
豫
防
的
、
そ
の
意
義
に
於
て
は
消
極
的
で
あ
る
こ
と
-は
、
M
o
h
l

以
後

の
警
察
観
念

の
磯
展
に
樹
し
て
著
し
い
影
響

を
與

へ
た
と
云
ふ
こ
と
が
出
來
よ
.丸伽

]≦
o匡

に
次
い
で
、

警
察
観
念

の
浩
極
性
を
述

ぺ
九
者
は
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
で
あ
る
。
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n

に
依
れ
ば
、

察
警

は
國

内
に
於
け
る
國
行
政
の

一
部
門
で
あ
る
。

警
察
は
司
法
と
並
ん
で
公
共
的
秩
序
の
維
持
の
爲
に
な
さ
れ
る
國
の
活
動
で
あ
つ
て
、
國



の
秩
序

に
關
聯
す
る
庭
の
纏
べ
て
の
関
係

及
び
事
件
を
監
視

し
、
特
に
犯
さ
れ
ん
と
す
る
秩
序

の
混
鼠
を
防
止
し
、
更
に
秩
序
あ
る

領
域
に
於
け
る
不
規
則
的
行
爲
を
取
締
り
、
犯
行
を
褒
畳
し
、
こ
れ
を
處
罰
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
に
依

つ
て
、
警
察
は
國
家

の
特
別

目
的
を
途
行
す
る
忙
め
に
向
け
ら
れ
た
独
立

の
活
動
と
し
て
で
は
な
く
し
て
、
秩
序
混
乱

に
対
し
全
行
政
の
う
ち
に
潜
在
す
る
處
の

保
護
の
原
理
と
し
て
あ
ら
は
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
依

つ
て
み
れ
ば
、
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n

に
於
て
は
、
警
察
と
内
部
行
政
と
は
こ
れ

を
嚴
別
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
即
ち
、
道
徳
、
宗
教

の
奨
働
、
交
通
機
關
の
設
定
維
持
、
建
築
監
督
、
救
員
設
備
、
商
業
奨
働
等
は
國

の
秩
序
維
持

・
警
察
的
活
動
で
は
な
く
し
て
内
部
行
政
に
爵
す
る
が
、
道
徳
、
宗
教
に
封
す
る
危
害
の
除
去
.(
風
紀
棄
鼠
、
泥
酔

、

動
物
虐
待
等
)
、
交
通
妨
害
、
火
災
豫
防
、

家
屋
倒
壌
、
外
國
人
取
締
、

市
場
、
歳
の
市
の
監
視

、
度
量
衡
使
用
の
監
督
等
は
、
公

共
秩
序
を
維
持
す
る
も
の
で
あ
つ
て
警
察
に
爵
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n

は
警
察
と
司
法
と
の
関
係

に
就
い
て
下
の
や
う
に
云

つ
て
ゐ
る
。

司
法
は
法
律
に
拘
束
せ
ら
れ
、
法
律

の
下
に
嚴
格
に
判
決
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
警
察
は
法
律

に
依

つ
て
唯
ゝ

一
般
的
方
向
及
び
限
界
を
定
め
る
に
止
り
、
そ

の
法
律

の
範
囲
内
に
於
て
は
個

々
の
場
合
に
は
全
く
自
由
裁
量

に
依
つ
て
行
動
し
得
る
盧

の
も
の
で
あ
る
。
司
法
の
最
高
の
任
務
は

唯
ゝ

法
律
の
適
用
に
存
㌧
、
法
律
に
確
保
せ
ら
れ
た
る
法
律
秩
序
の
保
障
、
並
に
實
現
は
そ
の
目
的
で
あ
り
、
正
義
は
行
爲

の
規
準

で
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
行
政
並
に
警
察
は
唯
ゝ
法
律
に
依

つ
て
消
極
的
に
限
界
附
け
ら
れ
、
法
律
の
範
囲
杓
に
於
て
は
自

由

に
人
民
の
物
質
的
叉
精
神

的
幸
頑
を
裁
量
し
得
る
の
で
あ
る
。
警
察
の
目
的

は
、
要
す
る
に
國
家
的
行
政
利
益

の
追
求
で
あ
り
、

卸
ち
、
特
に
危
害
の
防
衛
で
あ
り
、
そ
の
原
趣

は
適
正
に
あ
る
。
實

に
、
司
法
の
思
想
は
正
義
の
観
念
で
あ
り
、
警
察

の
思
想
は
實

瞥

察

法

序

諭

大
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用
に
あ
る
と
言
ふ
こ
と
が

の
響
察
観
念
の
結
論

で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
警
察
は
全
國
家
行
政
に
普
及
す
る
虎
の

も
の
で
あ
る
が
薄
教
會
、
國
家
経
済

、
財
政
、
β軍
事
の
諸
事
項
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
と
し
て
内
部
行

政
の
範
囲
内
に
制
限

せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

斯
く
の
如
く
警
察
観
念
を
沿
極
的
に
解
澤
し
、
警
察

の
原
始
的
意
義

の
復
活
を
求
め
た
學
者
は
少
く
な
い
。

こ
の
警
察
の
消
極
性

を
主
張
す
る
も
の
に
、
更
に

が
あ
る
。

に
於
て
は
警
察

は
内
部
行
政
に
於
け

る
強
制
構

で
あ
る

即
ち
、
警
察
は
個
人
の
自
由
を
制
限
し
、
こ
れ
を
強
制
の
形
式
に
於
て
表
現
す
る
處
の
内
部
行
政
の
活
動
で
あ

る
。
從

つ
て
、
警
察

の
目
的
は
危
険

の
除
去
で
あ
る
が
、
危
険

を
除
去
す
る
を
目
的
と
す
る
総
べ
て
の
行
爲
は
警
察
的
性
格
を
有
す

る
も
の
で
な
く
、
叉

一
方
、
危
険

の
除
去
の
爲

で
は
な
く
し
て
積
極
的
幅
利
壇
進
の
爲
の
行
爲
に
し
て
警
察
的
手
段
た
る
場
合
が

あ
る
。

さ
り
乍
ら
、

の
こ
の
説

に
就
い
て
は
多
く
の
反
対
學
説
が
墨
げ
ら
れ
て
を
る
。
特
に
強
制
手
段
に
依

つ
て
危
険

を
除
去
す
る
塵
の
総

べ
て

の
活
動
は
、
警
察
で
あ
る
と
言

ふ
顯
は
・一
般
に
警
察
の
観
念
に
適
合
し
な
い
も
の
が
あ
る
と
言
は
れ
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
、

と
略
よ
同
様
な
る
説
を
と
る
者

は
少
く
な
い
。

の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

は
近
代
行
政
法
學
に
於
け
る
書
宿
で
あ
る
と
共
に
、
警
察
観
念
の
最
も
優
れ
た
論
述
者
と
し

て
既
に
指
摘
さ
れ
た

虚
で
あ
る

特
に

等
の
警
察
観
念
即
ち
警
察
は
、
強
制
権
を
持

つ
た
行
政
で
あ
る
、

或
は
行
政
に
於
け
る
強
制
権
で
あ
る
と
云
ふ
説

に
反
対
し

、

警
察
は
唯

二
内
務
行
政
に
所
屡
し
て
ゐ
る
も
の
で
は

な
い

と
し
て
ゐ

る
。
何
と
な
れ
ば
、
警
察
的
手
段
と
し
て
或
は
軍
事
警
察
、
或
は
教
會

に
於
け
る
警
察
的
処
置
、
或
は
司
法
警
察
の
如
き
は
、
何
れ

Z
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M
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も
狭
い
意
味
に
於
て
の
内
務
行
政
と
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
叉
、
s
t
e
i
n
の
如
く
警
察
は
行
政
に
於
け
る
強
制
権
で
あ
る
、
と

言
ふ
説

に
も
反
対
し

て
、
凡
そ
行
政
の
中

に
は
多
数

の
強
制
が
あ
つ
て
、
そ
れ
は
猫
り
警
察
許
り
で
な
く
、
例

へ
ば
名
巻
職
澹
任
の

義
務
、
就
學
、
労
働
、
納
税
の
義
務
に
於
け
る
強
制
の
如
き
は
何
れ
も
行
政
に
於
け
る
強
制
で
あ
る
が
、
決
し
て
警
察
で
な
い
と
し

た
。
0
.
 
M
a
y
e
r
の
警
察
の
観
念
に
依
れ
ば
、
警
察
と
は
共
同
生
活
の
良
い
秩
序
の
爲
に
官
権
を
以
て
障
害
叉
は
混
餓
を
防
止
す
べ

き
國
家
行
爲
で
あ
る
、
と
し
て
ゐ
る
が
、
彼
の
警
察
観
念
は
近
代
的
意
義
に
於
て
の
正
當
な
る
解
釈

の
基
礎
の
上
に
立

つ
て
ゐ
る
と

言
ふ
こ
と
が
出
來
よ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
警
察
は
全
行
政
の
硬
域
に
於
て
行
は
れ
る
虚
の
危
険
防
止
並
に
人
的
強
制
で
あ
る
。
特
に
、

M
a
y
e
r

が
警
察
観
念

の
説
明
に
際
し
て
、

警
察
活
動
の
法
律
上
の
根
擁
を
以
て
し
た
の
は
著
し
く
注
目
せ
ら

る
べ
き
で
あ
る
。
帥

ち
、
法
治
國
家
に
於
て
、
個
人
の
身
麗
並
に
財
産
を
侵
害
す
る
に
當
つ
て
は
、
常

に
法
律
上
の
基
礎
を
必
要
と
す
る
。
警
察
権
力
は

斯
く
の
如
き
法
律
上
の
基
礎
な
く
し
て
は
活
動
し
得
な
い
が
、
こ
の
警
察
権
力
は
國
の
よ
い
秩
序
を
危
険

な
ら
し
め
な
い
爲
の
警
察

的
義
務
、
即
ち

一
般
臣
民
の
義
務
に
基
づ
い
て
ゐ
る
。
こ
の
故
に
、
斯
く
の
如
き
意
義
を
持

つ
警
察
と
法
律
上

の
委
任
な
く
ん
ば
人

の
身
罷
及
財
産

の
完
全
を
侵
害
し
得
な
い
處

の
國
の
他
の
活
動
と
の
区
別
を
認
め
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

M
a
y
e
r

の
意
義
に
於
て
の
警
察
に
於
て
特
色
あ
る
の
は
、
警
察
槽
の
限
界
の
科
學
的
研
究
で
あ
る
。

彼
は
此
の
點

に
於
て
警
察

権
力
を
以
て
し
て
も
私
生
活
の
自
由
は
こ
れ
を
奪
ひ
得
な
い
も
の
と
考

へ
九
。
元
よ
り
こ
の
場
合
に
於
て
も
私
生
活
が
公
共
の
生
活

に
關
聯
し
、
公
共
の
秩
序

に
影
響
を
與

へ
る
場
合
に
於
て
は
警
察
的
侵
害
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
屋
外
と
の
交
通
を
遮
噺

し
た
る
私
人
の
家
屋
は
私
人
の
自
由
に
委
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
若
し
屋
内
に
於
て
安
寧
秩
序
を
鼠
す
如
き
行
爲
あ
ら
ば
勿
論
警
察
的
干

瞥

察

法

序

論
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四

渉
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
警
察
権
力
を
以
て
、
私
人
の
生
活
に
於
て
、
私
人
の
福
利

を
増
進
せ
し
め
る
が
如

き
行
爲
を
な
す
の
は
、

も
と
よ
り
許
さ
る
べ
き
も
の
で
な
い
。
即
ち

、

私
人
の
生
活
を
単
位

に
し
て
云
ふ
'な
ら
ば
、

私
人
の
生
活

が
、
公
共
の
秩
序
を
鼠
さ
な
い
限
り
は
そ
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

一
度
公
共
の
秩
序
を
鼠
す
が
如
き
處
あ
る
場
合
に
は
、

警
察
権
力
の
干
渉
を
う
け
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
乍
ら
、
警
察
櫻
力
を
以
て
、
積
極
的
に
私
人
の
福
利

を
増
進

せ
し
め
得
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、
警
察
権
力

は
飽
く
迄
も
消
極
的
で
あ

つ
て
積
極
的
で
あ
り
得
な
い
。

P
u
t
t
e
r
s

以
來
v
.
 
B
e
r
g
,
 
R
.
 
v
.
 
 
M
o
h
l
,
 
Z
i
m
m
e
r
m
a
n
n
,
 
G
.
 
M
e
y
e
r
,

及
び
0
.
 
M
a
y
e
r
に
至
る
ま
で
警
察
観
念
を
消
極
的

に
観
念
し
、

共
の
危
険
防
止
、
障
害
除
去
に
重
鐵
を
置
き
、

原
始
的
意
義

に
於
け
る
警
察
観
念
を
明
示
す
る

に
努
め
た
學
者
が
少

く
な
い
が
、

然
し
叉

一
面
J
u
s
t
i
,
 
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

の
流
れ
を
汲
ん
で
警
察
観
念
に
消
極
性
及
び
積
極
性
を
附
與
し
、
警
察
は
猫
り
消

極
的
活
動
を
な
し
得
る
に
止
ら
す
、
更
に

一
歩
進
め
て
積
極
的
活
動
を
も
な
し
得
る
と
主
張
し
た
者
が
ゐ
る
。
共
の
典
型
的
な
も
の

は
B
l
u
n
t
s
c
h
l
i

と
Z
a
c
h
a
r
i
a
e

と
で
あ
る
。

鋤

B
l
u
n
t
s
c
h
l
i

は
カ
ン
ト
的
法
治
國
家
の
観
念
か
ら
獲
足
し
て
、
國
家

の
目
的
に
就
い
て
近
代
的
意
義
を
示
し
、
國
家
は

一
面
に
於

て
法
律
秩
序
を
保
障
す
る
ば
か
り
で

な
く
、

更
に
進
ん
で
法
律

の
範
囲
内
に
於
て
、

人
民
の
幸
福
を
増
進
す
る
任
務
を
持

つ
て
ゐ

る
。
即
ち

、
國
家
の
二
大
原
則
は
、
國
家
の
内
容
と
形
式
と
を
決
定
し
、

一
面
に
於
て
は
法
律
秩
序
、
他
面
に
於
て
は
公
共
の
福
利

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
警
察

は
公
共
の
秩
序
と
福
利

と
の
爲

に
不
断

の
必
要
に
鷹
じ
て
官
権
を
以
て
こ
れ
に
謝
す
る
の
活
動
で

あ
り
、
こ
れ
が
爲
に
現
實
的
に
國
権
を
以
て
或
は
命
令
し
、
或
は
禁
止
し
、
成
は
侵
害
す
る
行
爲
で
あ
る
。
警
察
は
こ
の
意
味
に
於



て
権
力
喝
の
も
の
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
意
味
か
ら
云

へ
ば
、
警
察
行
爲
の
価

≧
の
方
向
を
決
定
し
、
或
は
こ
れ
に
特
定
の
限
界
を

定
め
る
こ
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
警
察
は
、
國
家
の
中
央
部
か
ら
登
生
し
、
そ
の
周
園
の

一
切
の
方
向
に
向
か
つ
て
行
は
れ
、

複
雑
多
岐
な
活
動
を
行
ふ
に
至
る
。
而
し
て
、
警
察
の
主
要
活
動
は
國
家
強
制
に
あ
り
、
強
制
力
を
重
視

し
、
特
に
強
制
の
立
場
か

ら
こ
れ
を
見
て
、
警
察
の
秩
序
維
持
並
に
福
利
増
進
の
爲
の
作
用
は
、
二
つ
の
意
義
を
有
し
、

一'面
に
於
て
は
急
迫

せ
る
危
険

を
防

止
し
、
自
由
活
動
の
障
害
を
除
去
す
る
庭

の
浩
極
的
部
分
、
他
の

一
面
に
於
て
は
人
民
の

一
般
幸
福

を
増
進
す
る
庭

の
積
極
的
部
分

を
持

つ
て
ゐ
る
と
し
た
。
彼
は
こ
れ
に
依
つ
て
他

の
國
家
作
用
と
警
察
活
動
と
を
区
別
し
て
ゐ
る
。
然
し
乍
ら
、
警
察
が
、
秩
序
維

持
及
び
福
利

増
進

の
爲

に
積
極
性
及
び
積
極
性
を
有
す
る
と
す
る
場
合
に
、
警
察
を
除
い
た
國
家
の
行
政
中

の
如
何
参
る
部
分
が
人

民
の
幸
幅
を
増
進
す
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
國
家
が
共
の
目
的
を
達
成
す
る
爲

に
権
力
を
行
使
し
て
な
す
作
用
は
、
警
察
作
用
で
無

く
て
何
で
あ
ら
う
か
。

こ
れ
は
何
人
と
難
も
答

へ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
こ
ゝ
に
B
l
u
n
t
s
c
h
l
i

の
誤
り
が
あ
る
。
.

傷

彼
に
次
い
で
警
察
観
念

の
積
極
性
及
び
消
極
性
を
論
じ
た
も
の
は
Z
a
c
h
a
r
i
a
e

で
あ
る
。
彼
は
、
司
法
権
、
財
政
権
、
及
び
軍
事

権
と
共
に
、

全
國
家
行
政
を
支
配
す
る
警
察
権
に
対
し

て
、

國
内
行
政
の
全
区
域
を
馬
せ
し
め
た
が
、

警
察
を
二
大
別
じ

て
、

保

安
警
察
と
福
利
警
察
と
し
忙
。ー
福
利
警
察
に
は
、
人
民

の
物
質
的
及
び
精
神

的
利
益

を
積
極
的
に
増
進
す
る
庭

の
活
動
を
含
ま
し
め

た
の
に
対
し
、
危
険

防
止
の
爲
に
す
る
浩
極
的
活
動
を

保
安
警
察
と
呼
ん
だ
。

彼
に
依
れ
ば
、
保
安
警
察
と
幅
利
警
察
と
の
差
異

は
、
強
制
力
を
適
用
す
る
か
否
か
に
懸

つ
て
ゐ
る
。
保
安
警
察
に
於
て
は
、

一
般
的
侵
害
か
ら
法
秩
序
の
基
礎

を
確
保
し
危
険

を
除

去
す
る
の
目
的
を
有
す
る
が
故
に
、
強
制
的
手
段
を
適
用
す
る
こ
と
が
是
認
さ
れ
る
が
、
福
利
警
察
に
あ
つ
て
は
、
福
利

的
施
設
の

瞥

察

法

序

論

六
属



怯

政

弼

究

第
十
巻

第
二
號

六
紫

利
用
を
、
人
民
に
提
供
す
る
も
の
な
る
が
故
に
、
強
制
力
を
用
ふ
る
を
許
さ
な
い
と
し
忙
、
こ
の
瓢
起
於
て
、
Z
a
c
h
a
r
i
a
e

は
從
來

警
察
と
内
務
行
政
と
を
同
覗
し
た
虚
の
學
者
と
異
つ
て
、
幅
利
警
察

に
対
し

て
は

一
つ
の
強
制
権
を
も
認
め
な
か
つ
た
。
こ
れ
は
本

來
の
福
利
的
意
義
に
於
て
考

へ
る
な
ら
ば
極
め
て
姿
當
な
解
釈

で
あ
る
。
福
利

警
察
の
任
務
は
、
福
利

的
施
設
の
實
現

・
確
保
並

に
、
其

の
人
民
に
依
る
利
用
を
目
的
と
し
た
が
故
に
、
そ
こ
に
は
強
制
力
の
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
。
然

し
乍
ら
、
國

の
活
動

、

が
そ
の
任
務
を
達
成
せ
ん
と
す
る
場
合
に
、
強
制
力
を
以
て
臨
む
こ
と
を
必
要
と
す
る
と
き
に
、
何
等

の
権
力

を
も
持
ち
得
ぬ
と
云

ふ
こ
と
は
、
國
家
の
活
動
を
し
て
、
不
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
國

の
幅
利
行
政

に
於
て
も
、
亦
福
利
警
察
に
於

て
も
同
様
に
強
制
権
な
く
し
て
は
、
こ
れ
を
考

へ
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

B
l
u
n
t
s
c
h
l
i

に
於
て
も
Z
a
c
h
a
r
i
a
e
に
於
て
も
警
察
観
念

の
清
極
性
を
唱

へ
九
が
、
前
者
に
於
て
は
、
福
利

警
察
と
、
内
務
行

政
と
の
関
係

に
於
て
・
後
者
に
於
て
は
、
幅
利
警
察
と
強
制
権
と
の
関
係

に
於
て
、
何
れ
も
警
察
の
幅
利
観
念
、
即
ち

、
積
極
的
観

念
が
、
委
當
な
内
容
を
持

つ
も
の
で
な
い
こ
と
を
暴
露
し
た
。

B
l
u
n
t
s
c
h
l

の
流
を
汲
ん
で
、
而
も
B
l
u
n
t
s
c
h
l

の
警
察
観
念
を
克
服
し
た
者
は
、
L
o
r
e
n
z
 
v
o
n
 
S
t
e
i
n

で
あ
る
。
S
t
e
i
n
が
行

・

㈱
⑳

政
法
及
び
行
政
學
に
於
て
占
め
る
地
位
が
甚
だ
高
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
こ
れ
を
指
摘
し
九
虚

で
あ
る
が
、
S
t
e
i
nは警
察
學

上
に
於
て
も
亦
豊
富
な
所
見
を
持

つ
て
ゐ
た
。
S
t
e
i
n
に
依
れ
ば
、
警
察
は
強
制
権
で
あ
る
。

警
察
権
即
ち
強
制
権
は
、
統
治
権
の

一
の
形
式
と
し
て
現
れ
、
各
個
人
が
國
家
の
意
思
に
個

≧
の
場
合
に
合
致
せ
し
め
ら
れ
る
べ
く
強
制

せ
ら
れ
る
處
の
権
力

と
し
て
み

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
立
憲
國
家
に
於
て
は
國
の
強
制
権
は
無
制
限
に
行
は
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
し
て
、
法
律
の
範
囲

●



内
に
於
て
行
は
れ
る
に
止
る
。
從

つ
て
警
察
も
亦
強
制
権
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
法
律
の
範
囲
内
に
於
て
公
共
的
危
険

を
防
止
し
、

こ
れ
を
保
講
す
る
こ
と
を
任
務
ご
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
廣
義
に
於
て
の
警
察
は

一
般
部
門
ε
特
別
部
門
と
に
分
れ
る
。
前
者
は

警
察
の

一
般
的
作
用
を
そ
の
内
容
に
含
む
も
の
で
あ
り
、
後
者
は
國
家
行
政
の
三
大
部
門
、
即
ち

財
政
、
司
法
、
内
務
行
政
を
そ
の

内
容

に
含
む
も
の
で
あ
つ
て
、
更
に
後
者
は
財
政
警
察
、
司
法
警
察
、
及
び
固
有

の
行
政
警
察
に
分
れ
る
。
行
政
警
察
は
即
ち
内
務

行
政
の
中
に
あ
り
、
保
安
警
察

に
対
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
福
利

警
察
も
最
早
こ
の
内
務
行
政
の
中
に
発
展
解
消
し
た
。
行
政
警
察

は
、

國
家
行
政
を
脅
す
處

の
危
険

に
対
し

て
向
け
ら
れ
る
が
、
そ
の
主
忙
る
活
動
区
域
は
内
務
行
政
の
範
囲

で
あ
る
。
何
ε
な
れ
ば
、
内

務
行
政
の
範
囲

に
於
て
は
、
複
雑
多
岐
な
事
件
が
生
じ
、
唯
ゝ

こ
れ
を
管
理
す
る
許
り
で
な
く
警
察
的
強
制
を
加

へ
る
必
要
が
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
窯
に
於
て
も
S
t
e
i
nは
警
察
活
動

の
区
域
を
著
し
く
振
大
し
九
が
、

彼
に
於
て
の
警
察

は
、
要
す
る
に
有
政

の
危
険

に
対
し
組
織
的
活
動
を
な
す
こ
と

・」
れ
で
あ
る
。
即
ち

、
國
家
は
行
政
を
危
く
せ
し
め
る
處
の
力
を
観

察
し
、
且
こ
れ
を
判

断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
警
察
の
防
止
せ
ん
ε
す
る
危
険

は
全
國
家
生
活
に
及
ぶ
が
故
に
、
警
察
も
亦
そ
の
限
度

に
於
て
國
家
行
政
の
全
般
に
亙

つ
て
そ
の
権
限
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

S
t
e
i
n

の
斯
く
の
如
き
解
澤

は
、
警
察
活
動

に
対
し

て
著
し
く
廣
汎
な
活
動
範
囲

を
與

へ
る
に
至
つ
た
が
、

警
察
観
念

こ
し
て
重

覗
し
九
庭
の
も
の
は
危
険
除
去
で
あ

つ
た
。
こ
の
意
味
に
於
て
言

へ
ば
、
S
t
e
i
nの
警
察
観
念
は
そ
の
内
容
廣

し
と
錐
も
、
浩
極
性

を
尊
重

す
る
こ
ご
に
於
て
変
り
な
い
ご
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
く
の
如
き
警
察
観
念
の
溝
極
性
は
、
警
察
の
原
始
的
本
質
的
意
義
と
し
て

他
の
國
の
學
者
に
於
て
も
こ
れ
を
尊
重
す
る
も
の
が

瞥
【

察

法

序

論

由ハ
七
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大
八

多
い
。
何
と
な
れ
ば
、
警
察
の
浩
極
的
観
念
は
警
察
國
家
的
意
義
に
於
て
の
警
察
観
念
が
そ
の
本
來
の
警
察
観
念
に
復
帰
し
た
ぜ
き

は
、
當
然
に
考

へ
ら
る
べ
き
観
念
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
警
察
観
念
の
浩
極
性
は
法
治
國
家
に
於
て
誕
生
し
た
處

の

薪
な
る
観
念
で
は
な
く
し
て
、
本
來
原
始
的
意
義
に
於
て
既
に
示
さ
れ
て
ゐ
た
處

の
観
念
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

然
る
に
、
警
察
國
家
時
代
に
警
察
の
積
極
性
を
強
調
し
、
所
謂
幸
福
主
義
の
旗
の
下
に
警
察
に
依
つ
て
消
極
的

な
障
害
除
去
は
勿

論
の
こ
と
、
積
極
的
な
幅
利
増
進
を
途
行
し
允
の
は
、
警
察
國
家
的
必
要
が
あ
つ
た
た
め
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
警
察
國
家
時
代

に
於
て
の
警
察
観
念
の
積
極
性
は
、
所
謂
幸
福
主
義
的
思
想
を
背
景
と
し
て
の
み
成
立
し
た
の
で
あ
り
、
幸
福

主
義
を
貫
く
爲

に
の

み
警
察
観
念
の
積
極
性
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
幸
福

主
義
を
主
張
し
た
J
u
s
t
i
,
 
 
S
o
n
n
e
n
f
e
l
s

の
説
く
虚
を
み
れ

ば
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
警
察
観
念
に
樹
し
、
そ
の
固
有
の
意
義
に
於
て
の
消
極
的
観
念
の
外
に
積
極
的
意
義
を
加

へ
る
こ

と
は
、
幸
幅
主
義
的
思
想

へ
の
復
帰

を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
警
察
國
家
の
再
現
を
望
む
も

の
に
外
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
に
於
て
言

へ
ば
、
警
察
観
念
は
常
に
そ
の
浩
極
性
を
堅
持
す
べ
き
で
あ
る
と
云
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

斯
く
の
如
き
警
察
観
念
の
消
極
性
を
主
張
す
る
場
合

に
、
凡
そ
総
て
の
法
學
的
領
域
に
於
て
観
念
の
再
製
を
試
み
た
ナ
チ
ス
國
家

の
警
察
観
念
を
み
る
こ
と
は
、
永
い
警
察
護
展
に
区
劃
を
與

へ
る
と
共
に
將
來
の
発
展

に
対
し
示
唆
を
與

へ
る
も
の
と
し
て
必
要
な

こ
と
セ
あ
ら
う
。

⑳

ナ
チ
ス
國
家
に
於
て
は
警
察
観
念
の
獲
展
を
以
て
國
家
基
本
組
織
の
機
展

に
慮
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
が
、
現
實
に
ナ
チ
ス
國
家

の
基
本
組
織
が
憂
更
せ
ら
れ
た
現
在
に
於
て
は
、
必
然
的
に
警
察
観
念
そ
の
も
の
も
変
更

す
る
に
至
つ
た
。
蓋
し
、
ナ
チ
ス
國
家
に



於
て
は
民
族
を
以
て
政
治
の
決
定
的
要
素
ε
な
し
、
國
家
は
民
族
の
爲
に
存
す
る
虚
の
民
族
の
政
治
的
生
命
盟

と
し
て
み
ら
れ
る
が

鋤

故
に
、
警
察
活
動
も
亦
、

一
般
社
會
を
規
律
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
民
族
的
共
同
生
活
を
確
保
す
る
も
の
で
あ
哉
。
こ
曳
に
警
察

の
任
務
が
あ
り
、
警
察
の
活
動

の
限
界
が
あ
る
。
從

つ
て
、
警
察
活
動
は
薪
な
る
民
族
団
体

の
爲
に
行
は
れ
る
も

の
で
あ
つ
て
、
そ

の
内
容
は
唯
ゝ

人
民
的
秩
序

の
軍
純
な
る
保
障
を
意
味
す
る
も
の
て
は
な
い
。
ナ
チ
ス
警
察
法
に
示
さ
れ
た
公
共

の
秩
序
並
に
危
険

防
止
の
観
念
は
、
從
來

の
自
由
主
義
的
國
家

の
そ
れ
と
全
然
異
な
り
、
個
人
主
義
的
痕
跡
は
全
く
失
は
れ
た
。
警
察
の
任
務
は
唯
ゝ

民
族
的
生
命
財
産
を
凡
ゆ
る
領
域
に
於
て
確
保
す
る
こ
ざ
で
あ
り
、
警
察
的
保
護
は
政
治
的
共
同
盟
ざ
し
て
の
価
値
あ
る
も
の
に
封

し
て
の
み
與

へ
ら
れ
る
。
即
ち
、

警
察
活
動
は
民
族
の
生
存
形
態
と
し
て

の
國
家
の
保
護
及
び
維
持
に
対
し
、

統

一
的
に
行
は
れ

る
。
從
來
存
在
し
て
ゐ
た
虜

の
保
安
警
察
及
び
福
利

警
察
の
差
別
は
最
早
全
然
失
は
れ
た
。
ナ
チ
ス
國
家
に
於

て
積
極
的
に
福
利
増

進
ω
爲
に
行
は
れ
る
國
の
活
動
は
、
全
然
ナ
チ
ス
窯
の
指
導
の
下
に
行
は
れ
る
に
至
つ
た
。
然
る
に
、
ナ
チ
ス
党

は
獨
逸
民
族

の
政

治
、
教
育
を
捲
…任
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
直
接
に
何
等
の
警
察
権
を
持
つ
て
ゐ
な
い
。
唯
ゝ

若
し
ナ
チ
ス
窯
が
警
察
的
作
用
を
必
要

ε
す
る
場
合
、
例

へ
ば
政
治
的
指
導
の
安
定
並
に
民
族

の
保
安
が
脅
さ
れ
る
場
合

に
は
警
察
権
を
引
受
け
、
こ
れ
を
執
行
し
得
る
こ

ご
は
、
公
共
的
行
政
指
導
の
統

一
か
ら
當
然
承
認
さ
れ
る
處

で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
、
警
察
活
動
は
古
い
劃

一
的
な
意
義
に
於
て
の

國
家
活
動
で
は
な
く
し
て
、
公
共
的
行
政
指
導
の

一
般
的
任
務
を
持

つ
處
の
活
動
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

斯
く
の
如
き
意
義

に
於
て
の
ナ
チ
ス
警
療

の
観
念
は
、
民
族
団
体

の
不
利
を
招
き
、
叉
招
き
得
る
庭
の
行
爲
叉

は
状
態
を
防
止
し
、

叉
は
除
去
す
る
任
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
教
。

警

察

法

序

論

六
九



澱

政

研

・

究

第
十
巻

第
こ
號

、

七
〇

こ
れ
に
依
つ
て
み
れ
ば
、
ナ
チ
ス
國
家

に
於
て
の
警
察
観
念
は
全
然
浩
極
説
を
と
つ
て
ゐ
る
り
即
ち

、
福
利

警
察
と
し
て
積
極
性

を
持
つ
べ
き
警
察
部
門
は
存
在
せ
す
、
そ
の
限
り
に
於
て
警
察

の
積
極
性
は
ナ
チ
ス
警
察
観
念
か
ら
全
然
失
は
れ
る
に
至

つ
た
。
こ

の
窯
か
ら
言
ふ
な
ら
ば
、
ナ
チ
ス
法
學
に
於
て
屡
≧
見
ら
れ
た
虚
の
法
學
的
観
念

の
再
製
は
、
少
く
と
も
警
察
學
に
關
す
る
限
り
、

就
中
、
警
察
観
念

に
關
す
る
限
り
.
こ
れ
を
み
る
こ
と
は
出
來
な
い
。

こ
ゝ
に

警
察
観
念
の
史
的
護
展
を
通
じ
て
現
時

の
ナ
チ
ス
國
家

の
警
察
観
念

に
至
る
な
ら
ば
、
警
察
観
念
は
そ
の
原
始
的
意
義
に

復
帰

し
、
そ
の
浩
極
性
を
堅
持
す
る
こ
と
を
以
て
そ
の
本
質
と
す
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
1
)

(
2
)

し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
於
て
既
に
警
察
的
活
動
が
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
明
か
に
さ
れ
て
ゐ
る
が
、

特
に
ア
テ
ネ
の

は

立
法

を

も
併
せ

て

一
切

の
國
務
を
掌

理
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
判
決
に
依
る
法
律

の
執
行
並
び
に
警
察
的
執

行
力
を
も
有
し

て
ゐ
た
と
さ
れ
て
ゐ
る

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
既

に
古
代
に
於

て
も
、
警
察
活
動
は
假
令
今

日
の
意
義
に
於
て
で
は
な

い
に
し
て
も
、

存
在
し

て
ゐ
た
と
し
て
ゐ
る

例

へ
ば
、
ペ

ル
シ
ャ
帝
國

に
於

て
は
、

す
べ
て

の
警
察
力
は

一
般

國
家
活
動

の
う
ち
に
吸
牧

せ
ら
れ
、

が

こ
れ
を
所
管
し
て
ゐ
た
。

は
人
民
を
盗
賊
か
ら
保
護
す

る
と
共
に

内
部
的
騒
動

か
ら
國
家
を
守
護
し
、

こ
れ
が
た
め
に
地
方

に
駐
在
す
る
君
王
の
軍
隊
を
指
揮
し
た
が
、
彼

等

の
う
ち
に
は
、
却

て
粛
王
に
抗
す

る
者
が
出

て
來
た
の
で
、
本
來
、
君

王
に
忠
誠
な
軍
隊
及
び
君
王

の
特
に
任
命

し
た
官
吏
を

以
て
、
治
安

の
維
持

に
當
ら
し
め
た
。
こ
れ
ら

の

特
別
宜
吏
は

い
は
穿
秘
密
瞥
察

の
任
務
を
持

つ
た
の
で
あ

つ
た
が
、

更
に
君
王
は
秩
序
統
制

の
た

め
の
最
高
機
關
と
し

て
濟

王
の
眼

即
ち
目
付
役
を
置

い
た

又

ヱ
ヂ
プ

ト
、

フ
ァ
ラ
オ
時
代
に
於
て
は

が
ペ
ル
シ
+
に
於
け
る

K
irchenheim

,  E
infiihrung in das V

erw
altungsrecht. 1885. S. 82.

Schulte. L
ehrbuch der deutschen R

eichs and R
echtsgeschichte. 1873.

Prytane

(M
elcher K

., D
ie G

eschichte der Polizei. 1926. S. 17)

(a. a. 0. S.9.)r

(A
uge

des K
bnigs)

(a. a. 0. S. 10.)°
N

orm
ach



と
同
様
な
役
割
を
持

つ
て
ゐ
た
が
、
後
に
、
純
粋
警
察
機
關
と
し

て

が
置
か
れ
た

が
、

フ
ァ
ラ
オ
朝

の
崩
竣
と
共
に

]≦
o
§
一
は
消
滅

し
、
プ
ト
レ

マ
イ
オ

ス
朝
に
於

て
は
プ

ト
レ

マ
イ
オ

ス
憲
兵
除
即

ち

が
設
け
ら
れ
た
。
そ
れ

は
軍
隊
か
ら
区
別

さ
れ
た
純
粋

の
警
察
機
關
で

つ
た
が
、

ロ
ー

マ
の
ヱ
ヂ
プ

ト
征
服
後
も
猫
残
存
し

て
、
次
第
に

ロ
ー

マ
の
警
察
機
關
に
依

つ

て
置

き
か
へ
ら

れ
た

前
掲
拙
稿
、
「
行
政
観
念

の
史
的
霞
展
」
、
法
政
研
究
、
第

七
巻
、
第

二
號
、
第

四

一
〇
頁
以
下
。

Satrap

M
ezai

(a. a. 0. S.  11.,

Phylakitai

C
a. a. 0. S. 13)°

L
oening, a. a. 0. S. 3.; W

olzendorff, D
er Polizeigedanke des m

odernen Staats. S. 9. 

W
olzendorff, a.-a. 0. S. 9.; K

irchenheim
, a. a. 0. S. 80.; L

oening, a. a. 0. S. 4 ff.; Fleiner, Institutionen 

des D
eutschen V

erw
altungsrechts 1922. S. 359 ff.; K

crellreuter, D
eutsches V

erw
altungsrechts. 1936. 

H
olldorfer, D

ie geschichtliche E
ntw

icklung des B
egriffes der Polizei nach deutschen Staatsreeht. 1899. S. 4. 

L
oening, a. a. 0. S. 5. 

Foerstem
ann a. a. S. 1 ff. 

H
olldorfer, a. a. 0. S. 10 ff. 

H
olldorfer, a. a. 0. S. 13 ff. 

1/411dorfer, a. a. 0. S. 14. 

Justi, Polizeiw
issenschaft. B

d. II. 5..430. 

Sonnenfels, G
rundslltze, B

d. I. S. 13. 

C
lem

ent P., L
a police sous L

ouis X
IV

. 1866.

von. B
erg, a. a. 0. S. 224 ff.



前
褐
拙
稿
、
第
四

一
〇
頁

以
下
。

)
前
掲
、
拙
稿
、
第
四

二
三
頁

以
下
。

拙
稿

「
グ
ナ
イ
ス
ト
以
後
に
於
け
る
行
政
観
念
」
、
法
政
研
究
、
第

八
巻
、
第

一
號
、
第

一
二
九
頁
以
下
。

拙
稿

「
行
政
観
念

の
史
的
発
展

」
法
政
研
究
、
第
七
巻
、
第
二
號
、
第
四
三
〇
頁
以
下
。

こ
れ
を
我
が
國
現
時
の
警
察
動
向
に
就
い
て

一
瞥
し
よ
う
。

 H
olldorfer, a. a' O

. S. 33. 

M
ohl, System

 der Praventiv=
 Justiz oder R

echts =
 Polizei. 1834. S. 3 ff.

Z
im

m
erm

ann, a. a. O
. S. 120 ff. 

M
eyer t. L
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hell I. S. 72.

M
ayer 0., D

eutsches V
erw

altungsrecht. 1914. I B
d. S. 211 if. 

B
luntschli, A
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eines Staatsrecht. 1852. S. 36 ff. 

Z
achariae, D

eutsches Staats and B
undesrecht. B

d 2. S. 276.

Stein, H
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erw
altungslehre. 1887. 1 T

heil. S. 204 ff. 

K
oellreuter, a. a. O

. S. 91. • 

K
oellereuter, a. a. O

. S. 92 ff. 

L
ehm

ann W
., D

er alte and der neue Polizeibegriff. 1937. S. 97.



我
が
國
現
時
の
聖
載
途
行
の
爲
に
は

一
切
の
人
的
、
及
び
物
的
資
源
を
動
員
確
保
し
て
、
そ
の
目
的
を
達
成

し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
が
、
こ
れ
が
た
め
に
は
先
づ
経
済

的
保
安
を
必
要
と
し
た
。
既
に
昭
和
十
三
年
五
月

一
日
に
ガ
ソ
リ
ン
の
配
給
實
施
ご
共
に
、

ガ
ソ
リ
ン
切
符
配
給
取
締
の
必
要
上
こ
れ
が
專
任
の
警
察
官
を
設
置
す
る
に
至

つ
た
が
、
こ
れ
を
韓
機
と
し
て
経
済
保
安
警
察
制
度

が
確
立
せ
ら
れ
る
に
至

つ
た
。
即
ち

、
内
務
省
に
於
て
は
昭
和
十
三
年
八
月
経
済

警
察
主
任
會
議
を
開
き
経
済

保
安
警
察
運
用
に
關

す
る
指
示
及
び
注
意
を
な
し
、
更

に
内
務
省
事
務
分
掌
規
程
を
改
正
し
、
警
保
局
内
に
経
済
保
安
課
を
置
き
、

別
に
地
方
に

あ
っ

て
は
官
制
改
正
に
依
b
各
府
縣

に
経
済
保
安
課
、
叉
は
保
安
課
経
済

掛
が
設
置
せ
ら
れ
た
。
経
済

保
安
警
察
の
任
務
は
戦
時
経
済

統

制
に
關
す
る
諸
法
令
の
實
施

に
當
り
、
そ
の
圓
滑
な
る
途
行
を
確
保
す
る
爲
に
そ
の
監
視
並
に
取
締
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
経
済

保

安
警
察
の
運
用
に
就
い
て
経
済
警
察
主
任
會
議
に
於
て
示
さ
れ
た
指
示
事
項
を
み
れ
ば

「
経
済
警
察
ノ
運
用
二
當
ツ
テ
ハ
ソ
ノ
根
本

方
針
ト
シ
テ
法
令
ノ
違
反
二
封
シ
テ
ハ
噺
乎
取
締
ノ
徹
底
ヲ
期

ス
ル
ニ
ア
ル
モ
、
ソ
ノ
具
體
的

方
法
ト
シ
テ
ハ
統
制
諸
法
令
ノ
違
反

ハ
國
策
ヲ
棄
ル
反
國
家
的
行
爲

ナ
ル
コ
ト
ヲ
充
分

二
國
民
ヲ
シ
テ
理
解

セ
シ
メ
以
テ
國
策

二
協
力
セ
シ
メ
ル
ノ
措
置
ヲ
講
ジ
、
叉
監

覗
、
警
告
、
懇
談
等
適
切

ナ
ル
防
犯
的
措
置
ヲ
講
ジ
、
更

二
叉
統
制
諸
法
令
實
施
ノ
結
果

二
依
ル
韓
業
離
職
ノ
已
ム
ナ
キ
ニ
至
リ
タ

ル
者

二
封
シ
テ
ハ
速

二
関
係
當
局

ト
協
力

シ
テ
、
積
極
的

二
凡

ユ
ル
方
法
ヲ
講
ズ
」
と
し
、
か
く
し
て
、
・
こ
ゝ
に
経
済
保
安
警
察
を

通
じ
、
警
察

の
積
極
化
が
問
題
せ
ら
れ
る
に
至

つ
た
。

蓋
し
、
我
國
に
於
て
の
警
察
観
念
は
警
察
法
上
浩
極
的
意
義
を
持

つ
に
止
つ
た
こ
と
が
既
に
行
政
警
察
規
則

(明
治
八
年
三
月
太
政

官
達
第
二
十
九
號
)
第

一
章
、
第

一
條
に
於
て

「
行
政
警
察
ノ
趣
意
タ
ル
人
民
ノ
凶
害
ヲ
豫
防

シ
安
寧
ヲ
保
全
ス
ル
ニ
ア
リ
」
ε
す
る

曝

察

法

序

論

七
三



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

七
断

Φ

こ
ご
に
依

つ
て
知
ら
れ
る
の
て
あ
る
。
叉
同
様
に
學
説
に
於
て
も
警
察
観
念

の
溝
極
性
を
認
め
た
こ
と
は

一
般

に
知
ら
れ
る
虜
で
あ

る
。
然
る
に
、
経
済

保
安
警
察
の
現
れ
る
に
及
ん
で
、
警
察
観
念
に
積
極
性
を
認
む
べ
し
ε
の
主
張
が
み
ら
れ
る
に
至

つ
た
が
、
警

②

・

察
観
念
に
積
極
性
を
認
め
る
か
否
か
は
先
に
述

べ
た
や
う
に
極
め
て
重
大
な
る
問
題
を
持

つ
。

先
に
、
行
政
観
念
の
史
的
発
展

に
於
て
述

べ
た
や
う
に
、
行
政
観
念
は
時
代
的
影
響
を
受
け
時
代
ε
共
に
発
展

す
る
も
の
で
あ
る

こ
ご
は
明
ら
か
な
處
で
あ
る
。

行
政
観
念
に
準
じ
て
警
察
観
念
も
亦
然
り
で

あ
る
。

從

つ
て
、

警
察
観
念
が
時
代
的
影
響
を
受
け

て
、
そ
の
彊
展
を
な
す
こ
と
は
も
と
よ
り
必
要
の
こ
ご
で
あ
る
。
こ
れ
を
我
が
國
現
時
の
経
済
保
安
警
察
に
就

い
て
み
る
に
、
経
済

保
安
警
察
の
観
念
が
時
代
の
影
響
を
受
け
て
発
展

し
つ
曳
あ
る
こ
と
は
想
像

に
違
は
ぬ
處
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
き
時
代

的
影
響
が
警
察
行
政
乃
至

一
般
行
政
に
及
ん
で
來
た
こ
と
は
、
随
所
に
こ
れ
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
つ
て
、
即
ち

、
時
代
的
影
響
は

唯
濁
り
経
済
保
安
警
察

の
領
域
に
於
て
の
み
で
な
く
、
廣
く

一
般
行
政
に
等
し
く
現
れ
來

つ
九
の
で
あ
る
。
廣

く

一
般
行
政

に
時
代

的
影
響
が
現
れ
來
つ
た
の
は
、
聖
職
途
行
の
爲
に
國
家
総
力
を
挙
げ

る
の
必
要
を
生
じ
た
爲
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、

一
切
の
行
政

部
門

に
総
力
行
政
の
實
を
挙
げ

る
こ
ご
が
必
要
に
な
つ
九
の
で
あ
る
。

』
切
の
行
政
部
門
に
総
力
行
政
の
實
を
挙
げ

る
に
は
、
各
行

政
部
門
が
各
分
野
に
於
て
夫
≧
與

へ
ら
れ
江
る
対
象

に
対
し
協
力
を
な
す
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
即
ち

、

一
切

の
行
政
部
門
が
等
し

く
総
力
を
挙
げ

て
協
力
す
る
こ
と
は
、
聖
職
途
行
の
爲

に
不
可
飲
な
條
件
で
あ
る
。
こ
れ
を
二
、
三
の
行
政
部

門
に
就
い
て
そ
の
實

例

を
み
よ
う
。

昭
和
十
四
年
法
律
第
六
十
六
號
に
依
る
映
書
法
は
文
化
行
政

へ
の
協
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
同
法
第
二
條

に
依
れ
ば
、
映
露
製



作
叉
は
配
給
は
主
務
大
臣
の
許
可
を
受
く
る
に
非
れ
ば
、
こ
れ
を
業
務
ε
な
す
を
得
な
い
の
で
あ

つ
て
、
若
し
こ
れ
に
違
反
し
た
な

ら
ば
、
高
度
の
制
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更

に
、
第
十
條

に
依
り
國
民
文
化
向
上
の
爲

に
映
書
推
奨

を
な
し
、
叉
第
十
五

條
に
依
り
國
民
教
育
上
映
書
上
映
を
命
す
る
が
如
き
は
、
特
に
警
察
櫨

に
依

る
文
化
行
政

へ
の
協
力
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

昭
和
十
二
年
法
律
第
十
四
號
に
依
る
母
子
保
護
法
、
昭
和
十
三
年
法
律
第
二
十
八
號
に
依
る
商
店
法
、
昭
和
十
三
年
法
律
第
五
十

九
號
に
依
る
社
會
事
業
法
、
昭
和
十
三
年
法
律
第
六
十

一
號
に
依
る
職
業
紹
介
法
ば
何
れ
も
厚
生
行
政

へ
の
協
力
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
職
業
紹
介
法
第

二
條
に
依
れ
ば
職
業
紹
介
事
業
は
國
以
外
こ
れ
を
螢
む
こ
と
を
得
な
い
の
で
あ

つ
て
、
若

し
こ
れ
に
違
反
し
江

な
ら
ば
高
度

の
制
裁
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
叉
、
商
店
法
第
十
四
條

に
依
れ
ば
商
店
法
の
定
む
る
虚
に
依
り
閉
店
後
営
業

を

な
せ
る
も
の
、

一
回
の
公
休
を
設
け

ざ
る
も
の
、

十

一
時
間
以
上
の
舅
働
を

な
さ
し
め
た
者
等
は
等
し
く
虚
罰
を
受
け
る
に
至

る

が
、
斯
く
の
如
き
は
何
れ
も
警
察
権

に
依
る
厚
生
行
政

へ
の
協
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
依
れ
ば
、
何
れ
も
聖
戦
途
行
の
爲
に
警
察
権
は
他
の
行
政
部
門
に
謝
し
協
力
を
試
み
て
ゐ
る
が
、
更
に
そ
の

一
の
大
な

る
協
力

の
現
れ
が
経
済

行
政
に
樹
し
て
な
さ
れ
て
ゐ
る
。
昭
和
十
二
年
法
律
第
八
十
六
號

に
依
る
臨
時
資
金
調
整
法
及
び
昭
和
十
二

年
法
律
第
九
十
號

に
依
る
輸
出
入
品
等

二
關

ス
ル
臨
時
措
置

二
關
ス
ル
法
律
等
は
何
れ
も
経
済

行
政

へ
の
協
力
を
示
す

も

の

で

あ

る
。
樹
こ
の
外
に
多
く
の
経
済
統
制
に
關
す
る
法
令
は
何
れ
も
警
察
権

に
依
る
経
済
行
政

へ
の
協
力
を
示
す
も
の
こ
言
は
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
場
合

は
何
れ
も
警
察
棲

に
依
る
他

の
行
政
部
門

へ
の
協
力
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
警
察
観
念
そ
の
も
の
が

誉

察

法

序

論

七
五



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

七
六
・

積
極
性
を
有
す
る
に
至
つ
た
と
み
る
べ
き
で
な
い
。
特

に
、
こ
れ
を
経
済
保
安
警
察
に
就
い
て
言
ふ
も
、
経
済

保
安
警
察
は
聖
職
途

行
に
際
し
國
家
秩
序
を
維
持
発
展

す
る
爲
に
、
即
ち

、
警
察
的
保
安
の
必
要
の
爲
に
、
警
察
権
を
以
て
経
済
行
政

へ
積
極
的
に
協
力

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
に
止
り
、
新

に
積
極
的
観
念
を
こ
れ

に
移
植
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
な
い
。
從

つ
て
、
経
済
保
安
警
察
に

於
て
も
警
察

ω
本
質
ξ
す
る
處
は
、
秩
序
維
持
で
あ
つ
て
、
噺
じ
て
積
極
的
縞
利
培
進
で
は
な
い
。
前
述
し
た
経
済
警
察
主
任
會
議

に
於
け
る
経
済
警
察
運
用
に
關
す
る
指
示
も
亦
こ
の
意
義

に
於
て
の
み
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
重
ね
て
言

へ
ば
、
経
済
保

安
警
察
は
保
安
の
爲
の
経
済
警
察
で
あ
り
、
経
済

的
幅
利
増
進
の
爲
の
警
察
活
動
で
は
な
い
。

然
る
に
、
経
済

保
安
警
察
に
於
け
る
積
極
的
警
察
観
念
は
、
本
來
の
警
察
観
念
ご
し
て
み
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
な
す
も
の
が

③

居
る
。
郎
ち
、
警
察
観
念
が
積
極
化
す
べ
き
理
由
を
聞
け
ば
、
自
由
主
義
的
國
家
に
於
て
は
、
個
人
の
自
由
の
保
護
を
以
て
警
察
の

目
的
と
し
た
が
故
に
、
警
察
活
動
は
個
人
の
自
由
権
を
侵
さ
な
い
や
う
に
唯
ゝ

消
極
的
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
從

つ
て
、
自
由
主

義
的
國
家
が
崩
壊
し
て
全
體

主
義
的
統
制
主
義
的
國
家
が
樹
立

せ
ら
れ
た
場
合
に
於
て
は
、
警
察
観
念
は
そ
の
消
極
性
に
加

へ
て
積

極
性
を
取
得
す
べ
き
で
あ
る
。
何

ご
な
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
最
早
、
個
人
の
自
由
を
保
護
す
べ
き
何
等
の
必
要
も
な
く
、
從

つ
て
、

個
人
の
自
由
の
爲
に
警
察
権
を
消
極
的
に
解
釈
す
べ
き
何
等
の
必
要
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
れ
に
依

れ
ば
、
全
盟
主
義
的

統
制
主
義
的
國
家

に
於
て
は
、
警
察
観
念
は
、
最
早
、
消
極
的
意
義
に
於
て
の
み
な
ら
す
、
積
極
的
意
義
に
於

て
理
解
せ
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ε
す
る
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
斯
く
の
如
き
解
釈

が
全
然
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
、
警
察
観
念
の
発
展

史
を
み
る
な
ら
ば
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
上
述



し
た
や
う
に
、
警
察
観
念
の
消
極
性
は
警
察
の
本
質
的
部
分
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
來

の
警
察
観
念
か
ら
は
こ
れ
を
奪
ふ
こ

と
は
出
來
な
い
も
の
で
あ
る
・
然

る
に
、
中
世
警
察
國
家
は
幸
幅
主
義
を
貫
く
爲
に
警
察
観
念
に
積
極
性
を
附
與
す
る
に
至

つ
た
の

で
あ
つ
て
、
そ
れ
は
唯
ゝ
中
世
紀
の
警
察
國
家
的
必
要

に
應
じ
て
現
は
れ
九
も
の
に
外
な
ら
な
い
,
從
つ
て
、
前
述
し
た
や
う
に
、

警
察
観
念
の
積
極
化
を
主
張
す
る
と
き
は
、
幸
福

主
義

の
再
現
を
招
來
し
、
警
察
國
家

へ
の
復
帰

を
希
求
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
こ

ざ
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
ナ
チ
ス
國
家
に
就
い
て
み
る
も
、
ナ
チ
ス
國
家
が
警
察
観
念
の
展
開
を
示
し
、
そ
こ
で
は
、

警
察
は
消
極
的
に
民
族
的
危
険

を
豫
防
す
る
ば
か
り
で
な
く
更
に
全
民
族
的
共
同
団
体

の
確
保
の
爲
に
行
は
れ
る
べ
し
ご
な
し
た
る

④

時
に
、
ナ
チ
ス
國
家
は
警
察
國
家

へ
の
復
帰
を
示
し
忙
も
の
で
あ
る
ε
非
難
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
故
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
幅
利
増

進
の
爲
の
福
利
警
察
は
、
ナ
チ
ス
國
家
に
於
て
は
、
こ
れ
を
認
め
す
に
、
ナ
チ
ス
黙
に
於
て
こ
れ
を
処
理

せ
し
め
、
警
察
部
門
は
、
依

然
こ
し
、
て
そ
の
消
極
的
意
義
に
於
て
の
み
に
止
つ
忙
こ
ざ
は
前
述
し
九
庭
で
あ
る
。
即
ち

、
全
盟
主
義
的
統
制
主
義
的
ナ
チ
ス
國

家
に
於
て
す
ら
、
警
察
観
念
は
唯
ゝ
危
険

防
止
の
線

に
止
つ
た
こ
と
は
最
も
重
視

せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ナ
チ
ス

國
家

に
於
て
は
、
更

に
警
察

に
依
つ
て
防
止
せ
ら
る
べ
き
危
険

の
観
念
を
著
し
く
変
更

せ
し
め
、
危
険

防
止
に
當
つ
て
は
、
特
に
民

族
団
体

の
保
護
を
充
分
に
感
知
し
、
國
家
組
織
が
危
険

に
曝
さ
れ
る
と
き
に
は
、
早
期
に
こ
れ
を
豫
防
し
、
こ
れ
を
排
除
し
な
け
れ

⑥

ば
な
ら
な
い
と
し
九
。
こ
ゝ
に

警
察
活
動

の
本
麗
が
あ
る
ε
し
忙
の
は
、
警
察
観
念
が
、
飽
く
迄
も
消
極
的
意
義
、
即
ち
危
険

防

止
、
障
害
排
除

に
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
ざ
は
、
我
が
國
に
於
て
も
充
分
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ゆ
経
済

保
安
警
察
を
通
じ
て
、
こ
ゝ
に
経
済

観
念
の
積

瞥

察

法

序

論

七
七



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

七
八

極
化
を
認
め
ん
ε
す
る
が
如
き
は
、
聖
職
途
行
に
當
つ
て
警
察
樺
が
行
政
の
各
部
門
に
対
し
総
力
を
挙
げ

て
協
力
す
る
の
形
態
を
忘

れ
九
も
の
で
あ
る
許
り
で
な
く
、
梢
も
す
れ
ば
、
警
察
國
家

へ
の
復
麟
を
是
認
せ
ん
ざ
す
る
も
の
で
あ
る
。

翻
…つ
て
、
警
察
観
念
の
対
象

ε
な
る
べ
き
危
険
防
止
ε
障
害
除
去
、
即
ち
、
國
内
の
秩
序
維
持
は
、
近
時
釜

≧
重
要
な
る
意
義
を

持
つ
て
來
九
許
り
で
な
く
、
聖
職
途
行
の
途
上
に
於
て
、
最
も
軍
大
な
問
題
こ
な
り
つ
曳
あ
る
。
蓋
し
、
聖
職
途
行
の
途
上
に
あ
つ

て
の
國
内
秩
序
の
維
持
は
、
軍
の
手
を
累
は
す
こ
と
な
く
、
第

一
に
警
察
樺

に
依
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言

ふ
を
要
し
な
い
。

然
る
に
、
現
時
の
警
察
が
、
必
要
な
る
治
安
維
持
を
全
う
す
る
に
足
る
べ
き
警
察
人
員
を
有
す
る
や
否
や
は
、
極
め
て
疑
問
と
す
る

塵
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
廃
府
縣
巡
査
定
員
令

(大
正
十
五
年
六
月
勅
令
第
百
四
十
一
號
)
第

一
條
に
依
れ
ば
、
廃
府
縣
巡
査
定
員
は
土
地

の
歌
況
を
掛
酌
す
ε
錐
も
、
市
に
於
て
は
人
口
三
百
乃
至
八
百
に
付
き

一
人
、
市
以
外
の
地
域
に
於
て
は
人
口
六
百
乃
至
二
千
に
付

き

一
人
の
割
合
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

そ
の
他
警
察
官
吏
の
教
育
、

任
用
、

進
級
、
待
遇
、
更
に
警
察
官
吏
の
技
術
的
叉
は
科
學
的

武
器
の
使
用
、
警
察
装
備

の
機
械
化
等
の
如
き
は
果
し
て
よ
く
國
内
秩
序

の
危
険
性
を
完
封
す
る
に
足
る
べ
き
も
の
な
る
や
否
や
甚

だ
疑
問
ざ
す
る
處
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

、
警
察
官
吏
の
質
的
向
上
並
に
技
術
的

・
科
學
的
装
備
の
完
成
等
が
緊
急

の
問
題

こ
せ
ら
れ
る

所
以
が
あ

る
。
叉
、
こ
れ
を
警
察
に
關
す
る
法
規
に
就
い
て
み
る
も
、
警
察
法
規
は
雑
然

ご
し
て
統

一
が
な
く
、
或
は
下
級
の
訓
令

⑤

を
以
て
法
規

に
代
行
せ
し
め
ん
と
す
る
が
如
き
、
何
れ
も
警
察
権
の
弱
鵠
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
ゝ
に

も
亦
、
警
察
法
規
の
高
度

の
統

一
ざ
合
理
化
を
必
要
ε
す
る
理
由
が
あ
る
。
叉
警
察
組
織
に
於
て
も
、
そ
れ
は
租
≧
も
す
れ
ば
國
内
秩
序
維
持

の
完
途
を
な
す

に
適
切
で
な
い
も
の
を
持
つ
て
ゐ
る
。

一
面
に
於
て
は
、

警
察
技
術
の
低
調
で
あ
り
、

他
面
に
於
て
は
、

警
察
力
の
政
治
化
で
あ



る
。

こ

、
に
、

警

察

省

の
独
立

問

題

が

あ

る
.

こ

れ

を

要

す

る

に
、
警

察

観

念

が

そ

の
原

始

的
意

義

に
復

麟

し

、
危
険

防

止

、

障

害

除

去

即

ち

秩

序

維

持

の
消

極

性

を

堅

持

す

る

場

合

に
、

警
察

活
動

の
価
値

は
、

釜

々
高

く
評
価

せ
ら

る

べ
き

も

の

で
あ

る

こ

と
が

知

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

(
1
)
佐

々
木
博
士

「
同
本
行
政
法
各
論
」
、

第

一
一
三
頁
、
田
村
豊
氏

「
警
察
法
汎
論
」
第
二
頁

以
下
、
美
濃
部
博
士

「
行
政
法
概
要
」
下
巻

に
於

て
は
消
極
説
を
と
ら
れ
る
も
法
律

の
特
別

の
規
定
あ
る
場

合
に
は
積
趣
的

に
社
會

の
頑
利
を
増
進
せ
し
め
る
作

用
も
亦
警
察
也
と
せ
ら
れ

(
同

第

一
〇
頁
)
、
更

に

「
日
本
行
政
法
」

下
巻
に
於
て
は
、
警
察

の
観
念

を
以

つ
て
、
、
社
會
上
の
障
害

を
除
く

こ
と
を
目
的
と
す
る
作

用
に
の
み

限
定
せ
ん
と
す

る
説
は
廣

く
行
は
れ

て
居

る
け
れ
ど
も
正
當

の
理
由
あ
る
ボ

の
と
は
認

め
得
な

い
。
警
察

の
観
念

に
於
け
る
目
的

の
要
素
と
し

て
は
、
唯
社
會
公
釜

の
保
護
を
直
接

の
目
的
と
す

る
作

用
で
あ
る
と
爲
す

こ
と
を
正
當
と
爲
す
べ
く
、

必
ず
し
も
そ
の
障
害
を
除
く

こ
と
に
の

み
そ

の
目
的
を
限
定
す
べ
き
で
は
な

い
」
(
同
書
第
二

一
頁
)
と
き
れ
て
ゐ
,る
。

(
2
)
こ
の
點

に
於

て
経
済
保
安
警
察
は
防
犯
第

一
で
あ
リ
防
犯

の
外

に
出

て
ゐ
な

い
こ
と
を
強
調
し
た
の
は
、

塩
野
元
司
法
大

臣
で
あ
る

(
「
経
済

警
察

は
此
く
取
締
る
」、
第
四
頁
以
下
)
。
が
、
経
済

警
察
蓮
用
に
關
す
る
指

示
事
項
を

み
.れ
ば
、
経
済

警
察
は
速
に
関
係

當
局
と
協
力
し

て
積

極
的
に
凡
ゆ
る
方
法
を
講
ず

べ
き
旨
を
述
べ
て
ゐ
る

(
「
経
済
警
察
は
ど
う
蓮
用
さ
れ
る
か
」
、
第
三
四
頁
以
下
)
。

(
3
)
K
o
e
l
l
r
e
u
t
e
r
,
 
a
.
 
a
.
0
.
 
S
.
9
1
.

●

廓

(
4
)
K
o
e
l
l
r
e
u
t
e
r
,
 
a
.
 
a
.
 
0
.
 
S
.
 
9
2
.

(
5
)
K
o
e
l
l
r
e
u
t
e
r
,
 
a
.
 
a
.
 
0
.
 
S
.
 
9
9
.

(
6
)
例

へ
ば

、
警
察
官
吏
武
器
使

用
規
程
が
大

正
十
四
年
の
内
務
告
訓
令
第
九
號
を
以
て
襲
せ
ら
れ
た
る
が
如
き
、
或
は
戸

ロ
調
査
の
規
定
は
上
級

の
法
令
に
そ

の
定
め
が
な
く
、
僅

か
に
地
方
官
庁

の
訓
令
を
以
て
定

め
た
如
き
そ
れ
で
あ
る

(
例
、
福

岡
縣
警
察
官
署
虜
務
規
程
、
訓
令
大

正

警

察

法

序

論

七
九



法

政

研

究

第
十
巻

第
二
號

八
〇

十
四
年
第
三
十
三
號
中
、
第

三
章

及
第
四
章
に
戸

ロ
調
査
を
定

む
)
。

V

五

警
察
法
の
問
題
は
極
め
で
現
實
的
の
問
題
で
あ
る
。
從
つ
て
、
そ
れ
は
著
し
く
時
代
的
影
響
を
う
け
易
い
が
、
我
々
は
、
冷
静
に

こ
れ
を
取
扱
ふ
こ
と
に
依

つ
て
警
察
の
本
質
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

今
、
警
察
法
の
序
論
に
筆
を
欄
く
時
、
今
後
に
展
開
す
べ
き
警
察
本
論
の
構
圖
を
描
い
て
、
警
察
法
の
持
つ
意
義
を
十
分
に
考

へ

て
み
た
い
と
思
ふ

(
福岡
・
昭
和
十
五
年
六
月
二
十
三
日
夜
)。


