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那
覇
地
検
の
記
者
会
見
と
検
察
官
の
権
限
と
責
任
、
及
び
刑
事
訴
訟
法
の
規
定
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
に
日
本
領
海
内
で
発
生
し
た
中
国
漁
船
に
よ
る
公
務
執
行
妨
害
等
被
疑
事
件
に
つ
い
て
は
、
去
る

十
月
一
日
に
提
出
し
た
質
問
主
意
書
に
お
い
て
、
外
国
人
に
よ
る
日
本
領
海
内
で
の
漁
業
等
を
禁
じ
た
「
外
国
人
漁
業
の
規
制

に
関
す
る
法
律
」
を
適
用
し
な
か
っ
た
理
由
な
ど
に
つ
い
て
質
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
九
月
二
十
四
日
に
那
覇
地
検
が
行
っ
た
記
者
会
見
で
鈴
木
亨
次
席
検
事
が
「
今
後
の
日
中
関
係
も
考
慮
す
る
と
、
身

柄
を
拘
束
し
て
捜
査
を
続
け
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
の
権
限
と
責
任
、
今
後
の
公
訴

提
起
に
向
け
て
の
検
察
官
の
裁
量
権
の
範
囲
等
に
つ
い
て
、
様
々
な
疑
問
を
感
じ
て
い
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

そ
も
そ
も
検
察
官
に
は
、
「
今
後
の
日
中
関
係
も
考
慮
す
る
と
、
身
柄
を
拘
束
し
て
捜
査
を
続
け
る
こ
と
は
相
当
で
な

い
」
と
い
う
外
交
に
関
わ
る
政
治
的
判
断
を
行
う
権
限
や
責
任
が
あ
る
の
か
。

権
限
や
責
任
が
あ
る
と
し
た
ら
、
根
拠
と
な
る
法
律
名
と
条
文
を
示
さ
れ
た
い
。

二

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
七
条
は
「
公
訴
は
、
検
察
官
が
こ
れ
を
行
う
」
と
規
定
し
て
お
り
、
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、
検

察
官
は
公
訴
を
提
起
す
る
権
限
を
独
占
す
る
と
と
も
に
、
「
公
訴
を
提
起
し
な
い
」
権
限
も
与
え
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ

一



る
。そ

し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
八
条
は
「
犯
人
の
性
格
、
年
齢
及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後

の
情
況
に
よ
り
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
き
は
、
公
訴
を
提
起
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
「
検
察
官
の
裁
量
権
の
範
囲
」
を
示
し
た
も
の
だ
と
解
釈
し
て
よ
い
か
。

�

刑
事
訴
訟
法
第
二
百
四
十
八
条
が
公
訴
を
提
起
し
な
く
て
も
良
い
理
由
と
し
て
列
挙
し
て
い
る
「
犯
人
の
性
格
、
年
齢

及
び
境
遇
、
犯
罪
の
軽
重
及
び
情
状
並
び
に
犯
罪
後
の
情
況
」
に
は
、
例
え
ば
「
今
後
の
日
中
関
係
」
も
該
当
し
得
る
の

か
。該

当
す
る
と
し
た
ら
、
条
文
中
の
ど
の
文
言
が
そ
れ
に
当
た
る
の
か
。

本
事
件
に
つ
い
て
は
、
公
訴
提
起
の
有
無
は
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
か
ら
、
一
般
論
と
し
て
問
う
。

三

検
察
庁
法
第
四
条
は
「
検
察
官
は
、
刑
事
に
つ
い
て
、
公
訴
を
行
い
、
裁
判
所
に
法
の
正
当
な
適
用
を
請
求
し
、
且
つ
、

裁
判
の
執
行
を
監
督
し
、
又
、
裁
判
所
の
権
限
に
属
す
る
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
も
職
務
上
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
裁

判
所
に
、
通
知
を
求
め
、
又
は
意
見
を
述
べ
、
又
、
公
益
の
代
表
者
と
し
て
他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
務
を
行

二



う
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

国
法
上
、
検
察
官
以
外
に
公
訴
権
を
認
め
ら
れ
た
者
は
な
い
。
よ
っ
て
、
「
公
訴
権
こ
そ
は
、
検
察
官
に
与
え
ら
れ
た

権
限
の
中
で
も
極
め
て
重
要
な
も
の
」
だ
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
う
。

�

検
察
庁
法
第
四
条
に
、
「
公
益
の
代
表
者
と
し
て
他
の
法
令
が
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
た
事
務
を
行
う
」
と
規
定
さ
れ
て

い
る
が
、
検
察
官
が
「
公
益
の
代
表
者
」
と
し
て
行
う
事
務
の
中
に
「
外
国
艦
船
乗
組
員
の
逮
捕
留
置
に
関
す
る
援
助

法
」
第
一
条
か
ら
第
十
一
条
に
規
定
さ
れ
た
「
外
国
艦
船
乗
組
員
の
逮
捕
、
留
置
、
引
渡
し
に
関
す
る
諸
権
限
」
は
含
ま

れ
る
か
。

�

前
問
に
つ
き
仮
に
含
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
本
事
件
に
つ
い
て
は
「
公
益
の
代
表
者
」
と
し
て
如
何
な
る
公
益
を
守
っ
た

の
か
。

四

検
察
庁
法
第
六
条
は
「
検
察
官
は
、
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
捜
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
検
察
官
と
他
の
法
令
に

よ
り
捜
査
の
職
権
を
有
す
る
者
と
の
関
係
は
、
刑
事
訴
訟
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
刑
事
訴
訟
法
第
百
九
十
一
条
第
一
項
は
「
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
犯
罪
を
捜
査
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
と
規
定
し
て
い
る
。

三



こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

こ
れ
ら
の
規
定
に
つ
い
て
、
『
新
版

検
察
庁
法

逐
条
解
説
』
に
は
、
「
他
の
捜
査
機
関
の
捜
査
活
動
が
不
活
発
で

あ
る
と
き
や
、
他
の
捜
査
機
関
の
能
力
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
完
全
な
捜
査
が
期
し
得
な
い
よ
う
な
と
き
に
、
い
か
な
る

犯
罪
に
つ
い
て
も
捜
査
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
検
察
官
が
自
ら
捜
査
に
乗
り
出
す
こ
と
は
、
国
家
刑
罰
権
の
適
正
な
実
現

の
う
え
か
ら
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
（
後
略
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
見
解
に
つ
い
て
は
正
し
い
と
考
え
る
か
。

�

本
事
件
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
、
「
刑
法
（
公
務
執
行
妨
害
）
」
、
「
外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
外
国
人

に
よ
る
日
本
領
海
内
で
の
漁
業
禁
止
）
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
捜
査
を
行
っ
た
か
。

行
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。
行
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

�

本
事
件
に
つ
い
て
、
検
察
官
は
、
前
問
に
記
し
た
法
律
以
外
の
法
律
に
つ
い
て
の
抵
触
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
捜
査
を

し
た
か
。

し
た
と
し
た
ら
、
具
体
的
に
被
疑
者
が
抵
触
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
法
律
名
を
回
答
さ
れ
た
い
。

五

本
主
意
書
で
紹
介
し
た
法
律
が
認
め
た
検
察
官
の
「
起
訴
独
占
主
義
」
や
「
起
訴
便
宜
主
義
」
の
「
意
義
」
に
つ
い
て

四



は
、
『
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

刑
事
訴
訟
法
の
争
点

第
�
版
』
に
、
高
松
高
等
検
察
庁
の
宗
像
紀
夫
検
事
長
（
当
時
）
が
、

「
訴
追
の
公
正
性
や
全
国
的
な
統
一
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
検
察
官
が
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
見
込
み
が
な
い
と
判
断

し
た
場
合
や
、
情
状
等
に
か
ん
が
み
訴
追
を
必
要
と
し
な
い
と
判
断
し
た
場
合
に
訴
追
裁
量
権
を
適
正
に
行
使
す
る
こ
と
に

よ
り
不
必
要
な
訴
追
を
避
け
、
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
・
利
益
の
保
護
や
そ
の
改
善
更
生
を
図
る
こ
と
に
あ
る
」
と
書
い

て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
次
の
質
問
を
す
る
。

�

前
記
の
高
松
高
等
検
察
庁
検
事
長
の
見
解
は
、
適
切
な
も
の
と
考
え
る
か
。

�

現
段
階
で
は
、
本
事
件
の
公
訴
提
起
の
有
無
は
不
明
だ
が
、
今
後
、
「
訴
追
の
公
正
性
」
や
「
全
国
的
な
統
一
性
」
が

確
保
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
。

�

「
処
分
保
留
の
上
、
釈
放
」
さ
れ
た
被
疑
者
で
あ
る
中
国
人
船
長
は
、
既
に
出
国
し
た
が
、
同
被
疑
者
に
つ
い
て
、
今

後
、
そ
の
「
改
善
更
生
」
を
図
る
こ
と
は
可
能
か
。
具
体
的
な
手
段
が
あ
れ
ば
、
回
答
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


