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一
　
―

平
成
五
年
（

行
ウ
）
第
一
四
三
号

原
　

告
　
　
　
土
　
　
　
　
　屋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　勝

被
　

告
　
　

国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外
一

名

一

九
九
三
年
一
二
月
一
七
日原

告
訴
訟
代
理
人

弁
護
士
　
　

山
　
　
　
　
下
　
　
　
　

幸
　
　
　
　

夫

東
京
地
方
裁
判
所
民

事
第
三
部
　

御
中

準
備
書
面

被
告
ら
の
平
成
五

年
一
　一
月
八
日
付
準
備
書
面
（
一

）
　（

以
下
「

被
告
ら
準
備
書
面

」

と
い
う

。
）
に
対
し
、
原
告
は
、
以
下

の
通
り

主
張

す
る
。

第
一
　

被

告
ら
準
備
書
面
に
対

す
る
認
否

一

、
同

第
一

、
一

は
認
め
る
。
同
第
一
、
二

の
う
ち
、
１

及
び
２

は
認
め
、
３

は
争
う
。

二

、
同

第
二

は
争
う
。

三
、
同

第
三
は
争
う
。

四
、
同

第
四

は
争
う
。

五
、
同

第
五

は
争
う
。

六
、
同

第
六

は
争

う
。

第
二
　

原
告
の
主
張

一

、
税
関
検
査
の
「

検
閲

」
性
に
つ
い
て
（

被
告
ら
準
備
書
面

第
二

に
対

す
る
反

論
）

１

、
被
告
ら
は
、
税
関
規
制
が
憲
法
二
一

条
二
項

前
段
の
「

検
閲

」
に
該
当

す
る
か

Ｉ
　
ニ
　
ー
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三
　
１

否

か

に

つ

き

、

最

高

裁

判

所

一

九

八

四

年

（

昭

和

五

九

年

）
　一

二

月

一

二

日

大

法

廷

判

決

・

民

集

三

八

巻

一

二

号

一

三

〇

八

頁

（

以

下

「

最

高

裁

判

決

」

と

い

う

。

）

が

示

し

た

判

断

及

び

「

検

閲

」

の

定

義

を

援

用

し

な

が

ら

、

①

税

関

規

制

は

思

想

内

容

等

の

伝

達

を

規

制

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

も

の

で

は

な

く

、

関

税

の

公

平

確

実

な

賦

課

徴

収

及

び

税

関

事

務

の

適

正

円

滑

な

処

理

を

目

的

と

す

る

手

続

で

あ

る

こ

と

、

②

当

該

貨

物

に

含

ま

れ

て

い

た

思

想

内

容

等

は

、

国

外

に

お

い

て

既

に

表

現

の

機

会

を

得

て

発

表

済

み

で

あ

る

こ

と

、

③

該

当

通

知

に

示

さ

れ

た

税

関

長

の

判

断

は

不

可

争

的

な

最

終

的

な

も

の

と

さ

れ

て

い

る

訳

で

は

な

く

、

最

終

的

に

は

司

法

機

関

の

判

定

に

委

ね

ら

れ

て

い

こ

と

を

理

由

と

し

て

、

税

関

検

査

は

「

検

閲

」

に

は

該

当

し

な

い

と

主

張

す

る

。

２

、

し

か

し

、

①

思

想

内

容

等

の

伝

達

を

規

制

す

る

こ

と

は

、

そ

れ

が

主

要

な

目

的

で

は

な

い

に

せ

よ

、

付

随

的

な

目

的

と

さ

れ

て

い

る

の

だ

と

し

た

ら

、

そ

れ

は

や

は

り

「

検

閲

」

と

言

う

べ

き

で

あ

る

し

、

②

日

本

国

内

に

お

け

る

表

現

の

自

由

な

い

し

そ

こ

か

ら

導

か

れ

る

情

報

受

領

の

自

由

が

問

題

と

な

っ

て

い

る

と

き

に

、

国

外

に

お

い

て

既

に

発

表

済

み

で

あ

る

と

言

っ

て

も

、

何

ら

日

本

国

内

の

自

由

の

侵

害

が

な

い

こ

と

を

説

明

で

き

て

い

な

い

と

言

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

さ

ら

に

、

③

事

後

に

司

法

審

査

が

行

わ

れ

る

べ

き

こ

と

は

、

法

治

主

義

か

ら

は

当

然

の

こ

と

で

あ

り

、

そ

の

こ

と

は

行

政

権

に

よ

る

事

前

規

制

を

正

当

化

さ

せ

る

根

拠

に

は

到

底

な

り

え

な

い

（

以

上

、

奥

平

康

弘

『

な

ぜ

「

表

現

の

自

由

」

か

』

八

三

頁

以

下

所

収

の

「

税

関

検

査

の

『

検

閲

』

性

と

『

表

現

の

自

由

』

」

参

照

）

。

３

、

関

税

定

率

法

二

一

条

一

項

三

号

は

「

公

安

又

は

風

俗

を

害

す

べ

き

書

籍

」

を

輸

入

禁

制

品

と

定

め

て

い

る

が

、

こ

れ

は

、

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

、

税

関

が

内

務

省

警

保

局

図

書

課

と

密

接

な

連

絡

を

取

り

な

が

ら

政

治

上

道

徳

上

好

ま

し

く

な

い

と

考

え

ら

れ

る

書

籍

を

輸

入

禁

止

に

し

て

い

た

制

度

を

、

日

本

国

憲

法

の

下

で

も

そ

の

ま

ま

引

き

継

い

で

い

る

も

の

で

あ

り

、

そ

の

法

律

的

基

礎

に

お

い

て

も

、

そ

の

組

織

に

お

い

て

も

、

戦

前

の

税

関

検

査

と

異

な

る

と

こ

ろ

が

な

い

。

日

本

国

憲

法

二

一

条

一

項

が

表

現

の

自

由

を

保

障

し

て

い

る

の

は

、

単

に

そ

れ

が

人

類

不

遍

の

原

則

だ

か

ら

で

は

な

く

、

明

治

憲

法

下

に

お

い

て

言

論

を

抑

圧

し

た

諸

制

度

を

否

定

し

、

そ

の

再

現

を

阻

止

す

る

た

め

と

い

う

経

験

的

か

つ

現

実

的

な

要

請

に

よ

る

も

の

で

あ

り

、

ま

た

、

同

法

二

一

条

二

項

が

検

閲

を

禁

止

し

た

の
Ｉ
　
四
　
－
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も
、
戦
前
に
お
い
て
内
務
大
臣

が
有
し
て
い
た
書
籍
等
の
発
売
禁
止
権
を
頂
点
と

す

る
諸
々
の
検
閲
制

度
を
否

定
し

そ
の
再
現

を
禁
止
す
る
趣
旨
で
あ
る
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
関
税
定
率
法
二
一

条
一
項
三
号
は
、
表
現
内
容
に

つ

い
て
強
制
的
に
検
査
し

、
税
関
当
局

が
輸
入

禁
制
品
と
認

定
し

、
そ
の
表
現
内
容

を
国
内
で
公

表
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
権
限
を
税
関
に
付
与
す

る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
そ
れ
は
公

権
力
に
よ
る
表
現

の
自
由
に
対
す
る
事
前
抑
制
で
あ
り

、
税
関
検

査
は
憲
法
二
一

条
二

項

が
禁
止
す
る
「

検
閲
」

に
該
当
す
る
と
見

る
べ
き
で
あ
る

（

奥
平

康
弘
「

税
関
検
査
の
違
憲
性
」
　『
同
時
代
へ
の
発
言
・
上

』
二

八
頁
以
下

参
照
）
。

４

、
最
高
裁

が
示
し
た
「

憲
法
二

Ｉ
条
二
項
に
い
う
『

検
閲
』
は
、
行
政
権

が
主
体

と

な
っ
て
、
思

想
内

容
等
の
表
現
物
を
対
象
と
し

、
そ
の
全
部
又

は
一

部
の
発
表

の
禁
止
を
目

的
と
し

て
、
対
象
と

さ
れ
る
一

定
の
表
現

物
に
つ
き
網
羅
的
一
般
的

に
、
発
表
前
に
そ
の
内

容
を
審
査
し

た
上
、
不

適
当
と
認
め

る
も
の
の
発

表
を
禁

止
す
る
こ
と
を
、
そ
の
特
質
と
し
て
備
え
る
も
の
を
指
す
」
と

の
定
義
は
、
あ
ま

り

に
も
限
定
的
で
あ
り
、
極
め
て
狭
き
に
失
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
解
釈
は
、

戦
前
に
お
け
る
諸
々
の
検
閲
制
度
を
否
定
し

そ
の
再
現

を
禁
止
し

た
憲
法
二
一

条

二
項
の
解
釈
と
し
て
は
誤
り
で
あ
り
、
憲
法
の
精
神
に
反

す
る
解
釈
と
言

わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

二

、
「
公

安
又

は
風

俗
を
害
す

べ
き
」
と
の
文
言
の
文
面
上
無
効
に
つ
い
て
（

被
告
ら

準
備
書
面
第
三
に
対

す
る
反

論
）

１

、
人

権
の
中
で

も
優
越
的
地
位
に
あ
る
と
さ
れ
る
表
現
の
自
由
を
規
制
す
る
法

令

の
文
言

は
可
能

な
限
り
明
確
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
民

に
と
っ
て
、
何
か
許

さ
れ
、
何
か
許

さ
れ
な
い
か

が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
が
表
現

行
為

に
も
た
ら
す
萎
縮
的
効
果

が
極
め
て
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
規
制
範

囲

が
あ
ま
り

に
も
広
汎

に
過

ぎ
る
場
合
に
も
萎
縮
的
効
果

が
大
き
い
。

し
た

が
っ
て

、
不

明
確
又

は
広
汎
に
過

ぎ
る
場
合

に
は
、
そ
の
法

令
は
憲
法
二

一

条
一

項
に
違
反
す

る
も
の
と
し
て
文
面
上
無
効
と
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。

２

、
そ
し
て
、
最
高
裁
判
決
に
お
い
て

も
、
関
税
定
率
法
二
一

条
一
項
三
号
の
う
ち

「
公

安
を
害
す

べ
き
」
と
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
補
足

意
見
及

び
反
対
意
見

に
お
い
て
、
そ

れ
が
い
か
な
る
も
の
を
指
す
か
が
極
め
て
不
明

確
で
あ
り
、
合

理
－
　
六
　
―



４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

！

－
　
七
　－

的

な
合
憲
限
定
解
釈
を
施
す
余
地

も
な
い
の
で
、
明
確
性
を
欠
き
又

は
広
汎
に
失

す
る
も
の
と
し

て
憲
法
二
一
条
一
項

に
違
反

す
る
と
判
断
し
て
い

る
の
で
あ
り
、

関
税
定
率
法
二
一

条
一
項
三
号
の
一
部

が
憲
法
違
反
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

３

、
と
こ

ろ
で
、
被
告
ら
は
、
最
高
裁
判
決
の
多
数
意
見
に
従
い
、
「
風

俗
を
害
す

べ
き
書
籍
、
図
画
」
と
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
そ

れ
を
合
理
的
に
解
釈
す
れ
ば
、

「

認
二
襲
な
書
籍
、
図
画

等
」
に
限
ら
れ
る
と
解
す
る
こ
と

が
可

能
で

あ
り
、
こ

の

よ
う
な
合
憲
限

定
解
釈

が
可

能
で
あ
る
以
上

、
そ
の
法
文
は
明
確
で
あ
り
、
憲
法

二
一
条
一
項

に
反
し

な
い
と
主
張
し

て
い
る
。

し
か
し

、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
最
高
裁
判
決
の
反
対

意
見

が
述

べ
る
よ
う
に
、

右
規
定
の
中
に
狼
嚢
表
現

物
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
以
外
に
右
規
定
に
よ
る
規
制
の
対
象
と
し
て
何
か
含
ま
れ
る
の
か
が
不

明
確
で

あ
る
。
被
告
ら
も
認
め
る
通
り
、
「
風

俗
」
と
い
う
用

語
の
意
味
内
容
は

性
的
風

俗
、
社
会
的
風

俗
、
宗
教
的
風
俗
等
多
義
に
わ
た

る
も
の
で

あ
り
、
こ

れ

を
性
的
風

俗
に
限
定
す
べ
き
根
拠
は
な
い
（

な
お
、
新
村
出
編
『
広
辞
苑
〔
第
四

版
〕
』
二
二

Ｉ
五
頁
に
よ
る
と
、
「
風

俗
」
は
「
一

定
の
社
会
集
団

に
広
く
行

わ

れ
て
い
る
生
活
上

の
さ
ま
ざ
ま
な
な
ら

わ
し

。
し

き
た
り
。
風
習
」
と
あ
る
。
）
。

仮
に
、
税
関
検
査
の
実
務
に
お
い
て
、
書
籍
、
図
画
等
を
狼
嚢
物
に
限

定
す
る

取
扱

が
あ
る
と
し
て

も
（

も
っ
と
も
、
大
蔵
省
関
税
局
職
員
で
あ
っ
た
植
松
守
雄

「

『
税
関
検
閲
』
の
現
状
と
問
題
点
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
七
八
号
二
八
頁
は
、
右
規

定

の
一

九
六
七
年
（

昭
和
四
二

年
）
当

時
の
運
用
に

つ
き
、
「
原
則
と
し

て
わ
い

せ

つ
又

は
残
虐
な
内

容
を
表
示
し
た
も
の
と
解
し
、
そ
の
判
断
に

つ
い
て
社
会
常

識

に
照
ら
し
て
一
応
の
基
準
を
作
成
し

、
こ
れ
に
則
っ
て
運
用
し
て
い
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
）
、
右
規
定
が
認
二
裴
物
以

外
の
物
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
否
定
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
例
え

ば
「

残
虐
な
」
表
現
物
も
含
む
と
し
た
ら
（

ベ
ト
ナ

ム

戦
争
の
実
情
を
写
し

た
写
真
が
残
虐
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
輸
入
禁
制
品

に
該
当

す
る
と

さ
れ
た
こ
と

が
あ
る
。
奥
平
康
弘
「

日
本
版

‘
ヘ
エ
ア

。
物
語
－

最
近

の

税
関
検
閲
事
例
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
」
　『
日
本
人
の
憲
法
感
覚
』
　一
四
八
頁
参
照

。
）
、

そ
れ
が
い
か
な

る
物
を
包
含
す
る
か
は
必
ず
し

も
明
確
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

憲
法
上

保
護
さ
れ
る

べ
き
表
現
物
ま
で
包
摂
す
る
可

能
性
が
あ

る
か
ら
、
右
規
定

は
不

明
確
で
あ
り
、
か
つ
、
広
汎

に
過

ぎ
る
も
の
と
し
て
、
憲
法
二
一

条
一
項

に
Ｉ
　
八
　－



１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

－
　
九
　－

反

す
る
も
の
と
し
て
、
文
言
上
無
効
と

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

４

、
さ
ら
に
、
右
規
定
が
、
「

狼
褒
な
書
籍
、
図
画
等
」
を
指
す
と
し

て

も
、
そ
の

適
用

に
つ
い
て
の
基
準

は
明
確
で
は
な
い
。
刑
法
一
七
五
条
の
「

狼
褒
」
の
解
釈

を
め
ぐ
っ
て
戦
後
か
ら
現
在
ま
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
裁
判

例
が
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
裁
判

と
い
う
司
法
過
程

に
お
い
て
裁
判
官
が
判
断

す
る
た
め

の
判
断
基
準

で

あ
っ
て
、
「

狼
嚢
」
と
い
う
文
言
は
、
裁
判
官
ほ
ど
法

的
素
養

が
備

っ
て
い
な

い
税
関
職
員

が
そ
れ
を
判

定
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
ほ
ど
明
確
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で

あ
る
（

以
上

、
奥
平

康
弘
『

な
ぜ
「

表
現
の
自
由
」
か
』
八
三
頁
以
下

所

収
の
「

税
関
検
査
の
『

検
閲

』
性
と
『
表
現
の
自
由
』
」
。
特
に
、
一
　一
二

頁

以
下

参
照

）
。

し

た
が
っ
て
、
そ
の

観
点
か
ら
も
、
右
規
定
は
文
言
上

無
効
と
さ
れ
る

べ
き
で

あ
る
。

三

、
所

持
目

的
の
場
合
を
含
め
て
一
律
に
輸
入
を
禁
止
し

て
い
る
こ
と
の
違
憲
性
に
つ

い
て
（

被
告
ら
準
備
書
面

第
四
に
対
す
る
反
論
）

１

、
人
権
の
中
で
も
優
越
的
地
位
に
あ
る
と
さ
れ
る
表
現

の
自
由
を
規
制
す

る
場
合

に
は
、
規
制

す
る
目
的

が
正
当
で
あ
り
、
そ
の
規
制
手
段

が
必
要
最
小
限

の
も
の

で

あ
る
こ
と

が
規
制

す
る
側
に
お
い
て
主
張
・

立
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

穏
二
裴
表
現
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
認
二
裴
で

あ
る
と
の
理
由
だ
け
で
当
然
に
公

共

の
福
祉

に
反

す
る
も
の
と
し
て
当

然
に
表
現
の
自
由
を
享
有
で
き
な
い
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
。
表
現
で
あ
る
以
上

、
原

則
と
し
て
表
現
の
自
由

が
保
障
さ
れ

る

べ
き
で
あ
り

、
そ
れ
が
刑
法
一
七
五

条
に
よ
っ
て
頒

布
等

が
禁
止

さ
れ
て
い
る

の
は
、
読
み

た
く
な
い
人
間
や
見
た
く
な
い
人
間

に
対
し

、
公

然
と
目

に
見
え
る

形
で
挑
発
的
に
流
布
さ
れ
、
か
か
る
人
間
を
不

愉
快
に
し

た
り
羞
恥
心
を
抱
か
せ

る
こ
と
を
防
止

す
る
た
め
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、

自
ら
が
読
む
こ
と
を
希
望
し
、
一
人
で
こ
っ
そ
り
と
読
む
目
的
で
書
籍
等
を
所
持

す

る
こ
と
そ

れ
自
体
は
権
力
の
あ
ず
か
り
知
ら

ぬ
こ
と
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

そ

れ
を
禁
圧

す

る
こ
と
は
、
社
会
的

な
行
為
と
は
無
関
係
な
人

の
内
に
あ
る
思
想

そ

れ
自
体
を
抑
圧

す
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
質
で

あ
る
と
言
う

べ
き
で

あ
る
（

奥
平

康
弘
「

税
関
検
査
の
違
憲
性
」
　『
同

時
代
へ

の
発
言
・
上
』
三
三
頁

）
。

し
た

が
っ
て

、
狼
褒
表
現
物
の
頒

布
や
そ
の
た
め
の
所
持

が
禁
止

さ
れ
る
こ
と

Ｉ
　
一
　〇
　－



１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

１
　
一
　一
　－

は
や
む

を
え
な
い
規
制
で
あ
る
と
し
て

も
、
自
分
自
身
が
見

た
り
読
ん
だ
り
す
る

た
め
の
所

持
は
規
制

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
単
な
る
所
持
を
目
的
と
す

る
輸
入

を
禁
止

す
る
こ
と
は
、
個
人

の
尊
厳
を
基
調
と
し

プ
ラ
イ

バ
シ
ー
を
保
護
し

て
い

る
憲
法
の
精
神
を
前
提
と
す
る
憲
法
二
一
条
一
項

に
反

す
る
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。

２

、
こ
れ
に
対
し

、
被
告
ら
は
、
単
な

る
所
持
目
的
の
場
合

を
含
め
て

、
「

風
俗
を

害
す
べ
き
」
書
籍
等
の
輸
入
禁
止

を
す
る
こ
と
の
根
拠
の
一

つ
と
し
て

、
通
関
手

続
に
お
い
て
何
ら
の
規
制
も
行
わ
な
け
れ
ば
、
大
量
の
わ
い
せ

つ
物
品

が
輸
入

さ

れ
、
わ
い
せ

つ
物
の
頒
布
等
を
禁
止
し
た
刑
法
一
七
五

条
の
実
効
性
を
著
し

く
減

殺
さ
せ

る
と
主
張
す
る
（

被
告
ら
準
備
書
面
第
四
、
一

、
２

）
。

し

か
し

、
狼
磨
表
現
物
は
、
そ
れ
が
国
内
で
頒
布
・

販
売
さ
れ
る
限
り

に
お
い

て
刑
法
一
七
五
条
に
よ
る
処
罰
の
対
象
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
国
外

か

ら
の
輸
入
品

だ
け

が
特
別

に
事
前
に
規
制
さ
れ
る
べ
き
理
由
は
何
ら
存
在
し

な
い
。

国
家
は
、
国
内

に
お
い
て
書
籍
等
が
頒

布
・
販

売
さ
れ
る
ま
で
そ
れ
を
確
知
す
る

こ
と

は
で
き
な
い
し

、
捜
査
活
動
を
開
始
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
頒
布
・
販
売
を
契
機
と
し
て
捜
査
機
関
が
活
動

す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

国
内
で
作
製

さ
れ
た
場
合
と
国
外
で
作
製
さ
れ
た
輸
入

さ
れ
た
場
合
と
で
何
ら
異

な
る
と
こ

ろ
は
な
い
し
、
輸
入
者
を
究
明
す
る
こ
と
が
通
常
困

難
と
い
う
点
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
は
国
内
で
作
製
さ
れ
た
書
籍
等
に
つ
き
作
製
者
を
究
明
で
き
な
い

の
と
同

様
で

あ
る
（

奥
平
康
弘
「

税
関
検
査
の
違
憲
性
」
　『
同

時
代
へ

の
発
言
・

上

』
三
七
頁

）
。

し
た

が
っ
て
、
被
告
ら
の
こ

の
点
に
関
す
る
主
張
は
理
由

が
な
い
。

３

、
ま
た
、
被
告
ら
は
、
「

狼
磨
表
現
物
の
流
人

、
伝
播
に
よ
り

わ
が
国
内

に
お
け

る
健
全
な
性
的
風
俗

が
害
さ
れ
る
こ
と
を
実
効
的
に
防
止
す
る
た
め
に
は
、
単
な

る
所

持
目
的

が
ど
う
か
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
流
人

を
一
般
的
に
、
い
わ

ば
水
際
で
阻
止
す
る
こ
と
も
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
主
張

す
る
（

被
告
ら
準
備
書
面

第
四
、
二
、
５

）
。

し

か
し

、
被
告

が
自
認
す
る
通
り
、
税
関

検
査
は
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

つ
い
て
だ
け
検
査
を
行

い
、
結
果
と
し
て
税
関
検
査

が
行

わ
れ
ず
に
輸
入

許
可

を

受
け
て
国
内

に
引
き
取
ら
れ
る
場
合

が
あ
る
（

被
告
ら
準
備
書
面
第
五
、
二

）
。

す
な
わ
ち
、
税
関
制
度
自
体
が
そ
も
そ
も
輸
入
禁
制
品
を
水
際
で
阻
止
す
る
よ

Ｉ
　
　一
　二
　
―



１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

－
　
　一
　三
　－

う
な
体
制

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
書
籍
に
つ
い
て
も
、
国
内
の
紀
伊
國
屋
書
店
書
店

に
お
い
て
販

売
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
（
甲

第
六
号
証
、
甲
第
九
号
証

の

Ｉ
、
二

）
、

そ
れ
が
、
税
関

検
査
を
受
け
な
か
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
税
関
検
査
を
受

け
た
が
輸

入

禁
制
品

と
判
断

さ
れ
な
か
っ
た
か
は
原
告
に
お
い
て
知
る
由

は
な
い
が
（

な
お
、

本
件
書
籍
か
否

か
は
判
然
と
し

な
い
が
、
朝
日
新
聞
一

九
九
三
年
二
月
二
一
日
付

朝
刊
〔
甲
第
一
〇
号
証
〕
　に
、
原
田
幸
四
郎
氏

が
「

前
衛
写
真
家
の
メ
イ

プ
ル

ソ

ー
プ
の
昨
年
秋
刊
行
の
新
刊
を
入

荷
し
た
。
こ
の
と
こ
ろ
の
ヘ
ア
騒

ぎ
で
心
配
し

た
の
で
す
が
、
税
関

も
彼
の
作
品

は
ア

ー
ト
と
認
め
て
く
れ
た
の
で
、
無
修
正
で

販
売
で
き
ま
す
。
」
と
の
コ
メ
ン
ト

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
）
、
い
ず
れ

に
せ

よ

被
告
ら
の
主
張
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
水
際
で
の
阻
止

が
図

れ
て
い
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
拠
に
、
個
人

の
所
持
目
的
に
よ
る
輸
入

禁
止
を
正

当
化

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う

べ
き
で
あ
る
。

４

、
さ
ら
に
、
被
告
ら
は
、
税
関
検
査

に
お
い
て
個
人
的
観
賞
の
た
め
の
単

な
る
所

持
を
目
的
と
す
る
か
否

か
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
は
困

難
で

あ
る
と
主
張
し

て

い
る
（

被
告
ら
準
備
書
面
第
四
、
二

、
２

）
。

し
か
し

、
輸
入
し

よ
う
と
す
る
物
品

が
、
個
人

の
所

持
を
目
的
と
す
る
の
か
、

頒

布
・

販
売
を
目
的
と
す
る
の
か
は
、
数
量
や
頻
度
に
よ
っ
て

あ
る
程
度
判
断
で

き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
、
輸
入

令
第
一
四

条
別
表
第
一

の
四

に
お
い
て
は
、

「

個
人
的
使
用

に
供
せ

ら
れ
、
か
っ
売
買
の
対
象
と
な
ら
な
い
程
度
の
量

の
貨
物
」

に

つ
い
て
は
輸
入
の
承
認
と
報
告
を
要
し

な
い
で
輸
入
を
認
め
て
い

る
。
狼
嚢
表

現
物
だ
け

に
つ
い
て
、
個
人
の
所
持
目
的
と
頒
布
・
販
売
目

的
と
が
容
易

に
区
別

で
き
な
い
と

い
う
の
は
、
輸
入
令
や
通
関
の
基
準
と
も
矛
盾
し

て
い
る
と
言
わ
な

け

れ
ば
な
ら
な
い
。

５

、
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
狼
褒
表
現
物
の
輸
入

に
つ
き
罰
則
を
規
定

す
る
関
税
法
一
〇
九
条
の
合
憲
性
に
つ
き
判
断
し

た
東
京
高
等
裁
判
所
一
九
九
二

年
（
平

成
四

年
）
七
月

Ｔ
二
日
判
決
（

判
例
時
報
一
四
三
二

号
四
八
頁
以
下

）

が

参
照

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
（

傍
線
は
引
用
者

に
よ
る
）
。

右
判
決
は
、
「

主
観
的
違
法
要

素
を
伴
わ
な
い
個
人
的
観
賞
目
的
に
よ
る
単
純

な
所
持
ま
で
も
規
制
の
対

象
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
本
来
個
人
の
自
由
に
委

－
　
一
　四
　－



１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

１
　
　
一
　
五
　

１

ね

ら

れ

る

べ

き

領

域

と

、

法

律

を

も

っ

て

規

制

す

べ

き

領

域

と

の
　

界

線

を

踏

み

越

え

る

も

の

で

あ

る

。

そ

れ

は

、

憲

法

の

個

々

の

条

項

と

の

抵

触

を

論

ず

る

ま

で

も

な

く

、

本

来

最

小

限

の

道

徳

で

あ

る

べ

き

法

律

が

個

人

の

自

由

に

委

ね

ら

れ

る

べ

き

領

域

に

干

渉

し

た

も

の

と

し

て

、

条

理

上

当

然

に

排

除

さ

れ

る

べ

き

も

の

で

あ

る

が

、

強

い

て

憲

法

の

条

文

を

挙

げ

る

と

す

れ

ば

、

コ

二

条

、

三
　

条

と

の

抵

触

を

論

ず

れ

ば

足

り

る

も

の

と

い

っ

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。

以

上

は

狼

褒

表

現

物

の

所

持

に

関

す

る

考

察

で

あ

る

が

、

関

税

法

一

〇

九

条

は

、

所

持

で

は

な

く

、

輸

入

禁

制

品

の

「

輸

入

」

行

為

を

処

罰

の

対

象

と

し

て

い

る

。

そ

こ

で

、

所

持

に

関

す

る

考

察

が

輸

入

の

場

合

に

も

そ

の

ま

ま

妥

当

す

る

か

に

つ

い

て

、

更

に

検

討

を

進

め

る

必

要

が

あ

る

。

結

論

か

ら

言

え

ば

、

行

為

態

様

が

輸

入

の

場

合

で

あ

っ

て

も

、

さ

き

に

所

持

に

関

し

て

説

示

し

た

と

こ

ろ

は

妥

当

す

る

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

「

輸

入

」

と

は

、

海

外

の

貨

物

を

本

邦

内

に

持

ち

込

む

行

為

で

あ

る

が

、

本

邦

内

に

存

在

し

な

か

っ

た

賢
二

裴

表

現

物

を

本

邦

内

に

存

在

さ

せ

る

に

至

っ

た

点

に

着

目

す

れ

ば

、

そ

れ

は

狼

褒

表

現

物

を

新

た

に

作

出

す

る

行

為

と

同

視

で

き

る

。

し

か

し

、

賢
二

裴

表

現

物

を

作

出

す

る

行

為

そ

れ

自

体

は

刑

法

上

不

可

罰

と

さ

れ

て

お

り

、

作

出

に

引

き

続

く

所

持

も

、

販

売

目

的

を

伴

う

も

の

で

な

い

限

り

不

可

罰

で

あ

る

。

ま

た

、

輸

入

者

の

側

か

ら

み

れ

ば

、

（

輸

入

に

よ

っ

て

初

め

て

そ

の

貨

物

の

占

有

を

取

得

す

る

場

合

で

あ

る

と

、

本

件

の

よ

う

に

海

外

で

既

に

取

得

し

て

い

た

貨

物

を

本

邦

内

に

持

ち

込

む

場

合

で

あ

る

と

を

問

わ

ず

）

そ

れ

は

本

邦

内

に

お

け

る

所

持

開

始

の

原

因

と

な

る

行

為

で

あ

る

か

ら

、

本

邦

内

に

お

い

て

第

三

者

か

ら

狼

嚢

表

現

物

を

入

手

す

る

場

合

と

同

視

す

る

こ

と

も

で

き

る

。

刑

法

上

、

本

邦

内

に

お

け

る

賢
二

裴

表

現

物

の

人

手

が

不

可

罰

と

さ

れ

、

人

手

に

引

き

続

く

所

持

も

、

販

売

目

的

を

伴

う

も

の

で

な

い

限

り

不

可

罰

で

あ

る

こ

と

は

い

う

ま

で

も

な

い

。

そ

う

で

あ

れ

ば

、

行

為

態

様

が

「

輸

入

」

の

場

合

で

あ

っ

て

も

、

こ

れ

を

さ

き

に

検

討

し

た

所

持

の

場

合

と

別

異

に

扱

う

べ

き

い

わ

れ

は

な

い

こ

と

と

な

る

。

も

っ

と

も

、

国

内

に

お

い

て

は

、

賢
二

裂

表
　
　

の

頒

布

、

販

売

が

処

罰

の

対

象

と

さ

れ

て

い

る

た

め

、

そ

の

反

射

的

効

果

と

し

て

、

た

と

え

個

人

的

観

賞

の

目

的

に

よ

る

も

の

で

あ

る

と

し

て

も

、

第

三

者

か

ら

賢
二

裴

表

現

物

を

入

手

し

、

所

持

す

る

こ

と

は

比

較

的

困

難

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

、

そ

の

頒

布

、

販

売

が

合

法

的

に

一
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１

１
　
一
　七
　－

行

わ
れ
て
い
る
外
国
で
人
手
し
た
狼
磨
表
現

物
を
輸
入
す

る
こ
と
が
不
可

罰
と

さ

れ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
国
民

が
狼
磨
表
現

物
に
接
す
る
機
会

が
多
く
な
る
こ
と
は
否

で
き
な
い
。
し
か
し

、
そ
れ
は
我
国

が
そ
の
よ
う
な
外
国
と
国
交
を

維
持
し

て

い
る
以
上
は
あ
る
程
度
甘
受
せ

ざ
る
を
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
し

て
人
手
し
た
狼
嚢
表
現
物
の
所

持
が
、
個
人
的
観
賞
目

的
に
止

ま
る
限

り
、
刑
罰

を
も
っ
て
こ
　

を
禁
圧
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
。

ま
た
、
当
初
単
な
る
所
持
を
目

的
と
し
て
輸
入

さ
れ
た
狼
磨
表
現

物

が
、
そ
の

後
、
頒

布
、
販
売
、
公
然
陳
列
又

は
販
売
所
持
な
ど
の
違
法
行
為

に
使
用
さ
れ
る

虞

が
な
い
と
は
い
え

ず
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
輸
入
し
よ
う
と
す
る
時
点
で
こ

れ

を
規
制
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
が
、
後
日

、
具
体
的

に
違
法
行
為

が
な

さ
れ
た

時
点
で
こ

れ
を
捕
捉
す
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

、

そ
れ
は
犯

罪
の
探
知
、
検
挙
な
ど
の
手
続
的
な
困
難
で
あ
る
に
止
ま
り
、

そ
の
こ

と
を
理
由
に
実
体
的
な
犯
罪
成
立
要
件
を
緩
和
し

よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
本
末
転

倒
の
議
論
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
」

も
っ
と

も
、
こ
の
判
決
自
体
は
、
税
関
長
の
通
告
に
応
じ

な
い
者
に
対
し
、
関

・
　
　
　
　
　
　
　
　税
法
一
三

九
条
に
よ
る
告
発

が
な
さ
れ
、
刑
事
手
続
に
移
行
し

て
か
ら
の
後
の
問

題

は
、
そ
れ
ま
で
の
行
政
的
規
制
と
は
全
く
別

個
の
次
元

に
属
す
る
と
し
て
、
最

高
裁
判
決
の
射
程
外
で

あ
る
と
述

べ
て
い
る
。

し
か
し

、
右
判
決

が
基
礎
と
す
る
考
え
方
は
、
単
な
る
刑
事
的
規
制
に
つ
き
、

個
人
の
所
持
目

的
の
処
罰

を
抑
制
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
行
政
的
規
制
に
つ
い
て

も
個
人
の
所
持
目
的
の
場
合
の
輸
入
禁
止
を
制
限
す
る
方
向
性
を
有
し

て
い
る
の

で
あ
り
（

右
判
決
の
評
釈
と
し

て
、
中
山
研
一
　「

わ
い
せ

い
表
現
物
の
輸
入
行
為

の
可
罰
性
－

個
人
的
観
賞
の
目
的
の
場
合
も
可
罰
的
か
Ｉ
」
判

例
時
報
一
四
五
八

号
（

判

例
評
論
四
一
四
号
）
　一

八
一
頁
以
下

参
照
）
、
本
件
に
お
い
て
も
そ
の
精

神
は
十
分

に
参

酌
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

６

、

な
お
、
被
告

ら
が
引
用
す
る
最
高
裁
判
決
に
、
「

狼
磨
刊
行
物
ノ
流
布
及
取
引

ノ

禁
止
ノ
為
ノ
国
際
条
約
第
一

条
」

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（

被
告
ら
準
備
書
面

第
四
、
一

、
２

）
、
こ

の
条
約
は
、
「

営
業
ノ
為
若
ハ
営
業
ト

シ
テ
又

ハ
頒
布
若

ハ

ー
般
ノ
展
覧
ノ
為
」
、
す
な
わ
ち
、
頒
布
等
を
目
的
と
す
る
場
合
の
物
品
の
輸

入
行
為
等
を
処
罰
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
て
い
る
条
約
で
あ
り

、
少
な
く
と
も

。

－
　
　一
　八
　
―



４
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

１
　
　一
　九
　－

右
条
約
を
根
拠
に
、
個
人

の
所
持
目
的
の
た
め
の
輸
入

の
規
制
を
も
認
め
る
関
税

定
率
法
二
一

条
一
項
三
号
を
合
憲
と
見

る
こ
と

が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ

る
（

奥
平
康
弘
『

な
ぜ
「

表
現
の
自
由
」
か
』
八
三
頁
以
下
所
収
の
「

税
関
検
査

の
『

検
閲

』
性
と
『
表
現
の
自
由
』
」
。
特
に
、
一
〇
一

頁
）
。

７

、
よ
っ
て

、
こ
の
点
に
関
す
る
被
告
ら
の
主
張

も
理
由

が
な
い
。

四

、
本
件
物
件
の
「
風

俗
を
害
す

べ
き
」
物
品
該
当

性
に
つ
い
て
（

被
告
ら
準
備
書
面

第
五

に
対
す
る
反

論
）

追
っ
て
、
詳
細
に
主
張

す
る
。

以
　

上
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