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一 

 



 

防
的
観
点
重
視
に
よ
り
、
事
件
自
体
の
掲
載
を
禁
止
し
、
罰
則
規
定
も
置
い
て
い
た
。
戦
後
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
自
発
的
な
協

力
を
期
待
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
罰
則
を
廃
止
し
、
現
少
年
法
が
運
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
発
行
元
の
文
芸
春

秋
で
は
、
事
件
の
真
実
に
迫
る
た
め
の
、
不
可
欠
な
資
料
で
あ
る
と
し
、
評
論
家
の
立
花
隆
氏
は
「
多
く
の
人
に
読
ま
れ
る
べ

き
貴
重
な
文
書
で
あ
る
」
と
す
る
寄
稿
も
併
せ
て
報
道
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
最
高
裁
安
倍
嘉
人
家
庭
局
長
は
、
文
芸

春
秋
に
抗
議
書
を
送
り
「
今
回
の
行
為
は
少
年
法
の
趣
旨
に
反
し
、
少
年
審
判
へ
の
信
頼
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
、
誠
に
遺

憾
だ
」
と
述
べ
た
。
下
稲
葉
法
務
大
臣
は
「
家
裁
の
審
判
は
非
公
開
と
さ
れ
て
い
る
。
供
述
調
書
が
公
に
さ
れ
る
の
は
、
（
少 

文
芸
春
秋
三
月
号
は
、
少
年
の
検
事
調
書
を
掲
載
し
、
犯
行
方
法
や
心
境
を
詳
述
し
て
い
る
と
報
道
さ
れ
少
年
法
か
ら
み
て

そ
の
是
非
を
巡
っ
て
、
議
論
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
現
行
法
の
規
定
で
は
、
少
年
法
二
十
二
条
二
項
（
審

判
の
非
公
開
）
、
同
六
十
一
条
（
記
事
等
の
掲
載
禁
止
）
を
規
定
し
て
お
り
、
旧
少
年
法
七
十
七
条
模
倣
防
止
と
い
う
一
般
予 

年
の
保
護
、
育
成
を
理
念
と
す
る
）
少
年
法
に
反
し
て
い
る
、
又
雑
誌
に
は
、
残
忍
な
殺
害
方
法
が
詳
し
く
書
か
れ
て
お
り
、

被
害
者
の
心
情
に
立
て
ば
、
耐
え
ら
れ
な
い
内
容
だ
」
と
批
判
し
調
書
の
内
容
が
な
ぜ
外
部
に
漏
れ
た
か
、
法
務
検
察
と
し
て

重
大
な
関
心
を
持
っ
て
い
る
と
述
べ
、
法
務
省
原
田
刑
事
局
長
は
、
実
際
の
調
書
に
極
め
て
近
い
も
の
だ
と
認
め
ざ
る
を
得
な 
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三 

 



 

い
と
し
調
査
結
果
に
よ
っ
て
は
、
刑
事
責
任
追
及
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
言
及
し
、
今
後
こ
う
し
た
事
が
な
い
よ
う
対
策
を
検

討
す
る
と
発
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
町
村
文
部
大
臣
は
、
無
用
の
混
乱
を
学
校
現
場
に
起
こ
さ
な
い
た
め
に
も
、
必
要

最
小
限
の
情
報
公
開
は
、
少
年
犯
罪
で
も
し
た
方
が
よ
い
の
で
は
と
述
べ
、
文
芸
春
秋
誌
の
掲
載
内
容
は
必
要
最
小
限
の
範
囲

を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
が
、
事
件
の
原
因
が
個
人
の
特
異
な
資
質
だ
と
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
事
が
は
っ
き
り
分
か
っ
た
方

が
よ
い
と
表
明
さ
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
次
の
点
に
つ
い
て
質
問
を
す
る
。 

四 

本
件
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
刑
事
責
任
が
想
定
さ
れ
る
の
か
。 

五 

今
後
こ
う
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
対
策
を
検
討
す
る
と
の
事
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
内
容
は
ど
の
よ
う
に
検

討
さ
れ
る
の
か
。 

三 

調
書
内
容
流
出
の
経
緯
に
つ
い
て
そ
の
調
査
結
果
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
か
。 

一 

町
村
文
部
大
臣
の
必
要
最
小
限
の
範
囲
で
、
少
年
犯
罪
で
も
情
報
公
開
を
す
べ
き
だ
と
の
意
見
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
範

囲
を
差
す
の
か
明
示
さ
れ
た
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
法
務
省
の
見
解
に
つ
い
て
。 

二 

町
村
文
部
大
臣
の
発
言
は
、
下
稲
葉
法
務
大
臣
の
意
見
と
食
い
違
い
、
内
閣
不
統
一
の
謗
り
を
免
れ
な
い
の
で
は
な
い 

か
。 

四 

 



 

 

五 

右
質
問
す
る
。 


