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一　

問
題
関
心

○↑一九嘲渤膚＝朝」「硼詢艤け改‐こ岬―こ置つさ】章［認馴議
（改卿南鴫議見（制打」埓稀権裁い［）由に‐こ約に時し（間帥幣稀ほ４蒙にこ

内
閣
は
、
同
年
七
月

一
日
、
司
法
制
度
改
革
推
進
準
備
室
を
内
閣
官

（
房
に
設
置
し
、
司
法
制
度
改
革
推
進
法
を
は
じ
め
と
す
る
審
議
会
答
申
を

実
現
す
る
た
め
の
法
改
正
、
新
規
立
法
の
法
案
作
り
の
作
業
を
開
始
し
が
。）
時
を
お
か
ず
し
て
作
ら
れ
た
司
法
制
度
改
革
推
進
法
案
で
は
、
①

裁
判
手
続
の
充
実
と
迅
速
化
、
②
法
律
家
の
大
幅
増
と
養
成
制
度
の
見
直
し
、
③
刑
事
裁
判
へ
の
国
民
の
参
加
が
改
革
の
基
本
方
針
と
定
め
ら

［けに動』韓け制議囃劉れ】い」制嘲費れれ（て翻『れ」“動同剛劉雌】瑯鍛い一部肇一置一く肛震ぃ鼈葬静脚章ピ耐輝制Ⅷ巌剛しっ

崎
鳴

し
た
が

つ
て
ヽ
今
後
は
、
三
年
の
間
に
、
審
議
会
が
打
ち
出
し
た
改
革
を
具
体
化
す
る
個
別
の
法
案
が
次
々
と
提
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

わ
け
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
法
案
及
び
そ
れ
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
る
制
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
は
、
今
後
の
議
論
次
第
と
い
う
と
こ
ろ

が
あ
り
、
意
見
書
の
提
言
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
実
現
す
る
こ
と
が
既
定
路
線
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

２つ
。
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と
い
う
の
は
、
第

一
に
、
周
知
の
と
お
り
、
今
回
の
司
法
改
革
の
動
き
を
め
ぐ

っ
て
は
、
審
議
会
が
設
置
さ
れ
る
前
の
段
階
か
ら
、
改
革
の

理
念
か
ら
個
々
の
論
点
に
至
る
ま
で
の
様
々
な
レ
ベ
ル
に
わ
た

っ
て
、
様
々
な
立
場
か
ら
異
な
る
意
見
が
出
さ
れ
、
現
在
も
議
論
が
続
け
ら
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
が
か
く
あ
る
べ
し
と
し
て
描
く
司
法
制
度
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
各
論
者
が
拠

っ
て
立

つ
立
場
の
違
い
を

反
映
し
て
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
、
基
本
的
な
立
場
を
同
じ
く
し

つ
つ
も
、
改
革

へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や
個
々
の
具
体
的
な
制
度
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
意
見
が

一
致
し
な
い
と
い
う
場
合
も
散
見
さ
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
意
見
書
に
対
す
る

評
価
も
論
者
間
で
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
意
見
書
の
具
体
化
の
た
め
の
立
法
化
に
際
し
て
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
自
ら
の
立
場
に
と

っ
て
も

っ
と
も
望
ま
し
い
方
向
で
の
改
革
を
目
指
し
て
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
、
そ
の
議
論
の
方

向
に
よ

っ
て
改
革
の
具
体
像
が
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
受
け
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
司
法
改
革
の
方
向
性
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
の
内
部
に
お
い
て
も
意
見
の
違
い
が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
意
見
書
自
体
、
改
革
の
方

向
性
を
打
ち
出
せ
な
か

っ
た
り
、
基
本
的
な
方
向
性
は
示
せ
て
も
具
体
的
な
制
度
設
計
の
点
ま
で
は
踏
み
込
め
な
か

っ
た
論
点
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
と
り
わ
け
、
裁
判
員
制
度
を
含
む
刑
事
司
法
分
野
に
つ
い
て
は
、
意
見
の
対
立
が
激
し
く
、
意
見
書
に
お
い
て
具
体
的
な
結
論
を
出
す

ま
で
に
は
至
ら
な
か

っ
た
点
も
多
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
れ
ら
の
点
に
関
し
て
は
、
制
度
の
具
体
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
完
全
に
開
か
れ
た

状
態
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
あ
る
程
度
の
選
択
の
余
地
は
存
在
す
る
状
態
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
ゆ
え
、
今
後
の
議
論
状
況
が
制
度
の
具
体
的

中
身
に
か
な
り
の
程
度
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
段
階
で
は
、
意
見
書
を
受
け
て
作
ら
れ
る
制
度
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
か
は
完
全
に
固
ま

っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い

状
況
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
は
、　
一
層
、
自
ら
の
立
場
に
沿

っ
た
改
革
が
実
現
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
感
と
実

現
さ
せ
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
生
ま
れ
、
意
見
書
に
つ
い
て
も
、
自
ら
が
望
む
改
革
方
向
に
引
き

つ
け
た
形
で
の

「
解
釈
」
が
試
み

ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
試
み
が
、
意
見
書
の
趣
旨
と
し
て
解
釈
可
能
な
枠
内
で
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
自
ら

の
描
く
司
法
改
革
像
の
正
当
性
を
説
得
す
る
上
で
、
理
論
的
に
も
実
践
の
上
で
も
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
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し
か
し
な
が
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
意
見
書
の
提
言
は
あ
ら
ゆ
る
解
釈
を
許
容
す
る
ほ
ど
抽
象
的
な
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
相
当
に
踏
み
込
ん
で
具
体
的
な
制
度
設
計
を
試
み
て
い
る
点
も
多
々
見
ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
に

つ
い
て
、
意
見
書
の
読
み
方
と
し
て
可
能
な
範
囲
を
越
え
る
解
釈
を
し
、
そ
の
解
釈
を
前
提
に
し
て
改
革
像
を
構
想
す
る
と
す
れ
ば
、
実
現
不

可
能
な
選
択
肢
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
理
論
的
に
も
実
践
の
上
で
も

マ
イ
ナ
ス
の
効
果
を
持
ち
か
ね
な
い
。
と
り
わ
け
、
刑
事
司

法
改
革
に
関
し
て
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
の
実
効
的
保
障
を
目
指
す
立
場
に
立

つ
場
合
、
こ
の
立
場
か
ら
自
ら
の
望

む
方
向
に
改
革
を
導
く
の
は
、
意
見
書
の
解
釈
可
能
な
範
囲
内
で
あ

っ
て
も
、
現
実
に
は
、
相
当
の
困
難
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が

っ

て
、
今
回
の
意
見
書
を
前
提
と
し
た
改
革
の
動
き
に
対
し
て
は
実
現
可
能
な
範
囲
の
最
大
値
と
改
革
と
し
て
ぎ
り
ぎ
り
受
け
入
れ
る
こ
と
の
で

き
る
限
界
値
と
の
双
方
を
シ
ビ
ア
に
見
極
め
る
と
い
う
姿
勢
で
、
意
見
書
を
評
価
し
、
今
後
の
議
論
に
臨
む
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
稿
は
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
の
実
効
的
保
障
こ
そ
が
刑
事
司
法
の
改
革
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
か
ら
、
同

じ
く
被
疑
者

・
被
告
人
の
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
の
実
効
的
保
障
を
改
革
課
題
と
捉
え
る
論
者
の
中
で
も
あ
る
べ
き
刑
事
司
法
に
つ
な
が
る

改
革
か
ど
う
か
評
価
が
分
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
本
稿
の
分
析
視
角
に
と

っ
て
も

っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
論
点
の

一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
裁
判
員
制
度
を
取
り
上
げ
、
こ
の
制
度
が
改
革
課
題
に
と

っ
て
、
果
た
し
て
、
ま
た
い
か
な
る
意
義
を
有
す
る
の
か
を
右
に
述
べ
た
よ
う
な

姿
勢
に
基
づ
い
て
検
討
し
、
そ
の
検
討
を
通
じ
て
、
意
見
書
の
刑
事
司
法
部
分
の
評
価
方
法
に
つ
い
て
、　
一
つ
の
考
え
方
を
示
す
こ
と
を
試
み

る
も
の
で
あ
る
。

二
　
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
評
価
の
視
点

１
．

裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
る
議
論
状
況

国
民
の
司
法
制
度

へ
の
関
与
に
つ
い
て
の
基
本
的
施
策
を
調
査
審
議
す
る
こ
と
を
司
法
制
度
改
革
の
一
つ
の
柱
と
し
て
提
示
さ
れ
た
審
議
会



は

（司
法
制
度
改
革
審
議
会
設
置
法
二
条
）
、
刑
事
裁
判
に
お
い
て
、
裁
判
官
と
市
民
が
、
共
に
評
議
し
、
有
罪

・
無
罪
の
決
定
及
び
刑
の
量

定
を
行
う

「裁
判
員
」
と
称
す
る
制
度
を
提
言
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
制
度
枠
組
み
が
、
審
議
会
に
お
い
て
当
初
か
ら
構
想
さ
れ
て
い

た
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
市
民
の
司
法

へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
そ
の
是
非
、
参
加
す
る
と
し
て
陪
審
か
参
審
か
と
い
っ
た
点
で
審
議
会

の
内
に
お
い
て
も
外
に
お
い
て
も
様
々
に
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
、
意
見
書
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
制
度
枠
組
み
に
ま
と
ま

っ
て
き
た
の
は
、
審

議
会
の
後
半
に
な

っ
て
か
ら
で
あ

っ
た
。

審
議
会
の
初
期
の
段
階
で
は
、
と
り
わ
け
最
高
裁
サ
イ
ド
が
司
法

へ
の
市
民
参
加
に
対
し
て
相
当
露
骨
に
拒
否
反
応
を
示
し
た
。
最
高
裁
は
、

審
議
会
が
行

っ
た
法
曹
三
者
か
ら
の
意
見
聴
取

（第
八
回
審
議
会
）
の
際
に
、
「
２‐
世
紀
の
司
法
制
度
を
考
え
る
―
司
法
制
度
改
革
に
関
す
る

裁
判
所
の
基
本
的
な
考
え
方
―
」
と
題
す
る
資
料
を
使

っ
て
裁
判
所
と
し
て
の
意
見
を
表
明
し
た
が
、
陪
審
制
及
び
参
審
制
に
つ
い
て
は
、
真

実
の
発
見
が
後
退
せ
ぎ
る
を
得
ず
、
ま
た
、
陪
審
員
と
な
る
国
民
の
負
担
な
ど
解
決
す
慾
≒
条
件
が
多
い
と
述
べ
て
、
消
極
的
な
態
度
を
取
り
、

わ
ず
か
に
専
門
参
審
制
に
関
し
て
の
み
、
検
討
に
値
す
る
と
の
評
価
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
最
高
裁
は
さ
ら
に
、
国
民
の
司
法
参
加
に
関
し
て

法
曹
三
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ

（第
二
〇
回
審
議
会
）
で
も
、
陪
審
制
に
対
し
て
は
、
陪
審
制
の
導
入
は
司
法
に
対
す
る
国
民
の

関
心
を
高
め
る
と
い
う
意
義
を
も

つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
反
面
、
真
実
解
明
の
場
と
い
う
司
法
の
機
能
を
大
き
く
後
退
さ
せ
る
こ
と
は
否
定

で
き
ず
、
「
そ
の
結
果
と
し
て
、
誤
判
の
お
そ
れ
は
現
行
制
度
よ
り
も
決
し
て
小
さ
く
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
否
定
的
な
見
解
を
繰

り
返
し
た
。
ま
た
、
参
審
制
に
対
し
て
も
、
真
実
を
解
明
す
る
と
い
う
刑
事
裁
判
の
機
能
を
維
持
し

つ
つ
、
国
民
の
意
見
を

一
定
の
限
度
で
裁

判
」
は
融
膠
“
議
離
昴
け
阿

題 一
〔
¨
晴
劫
〔
け
囃
計
れ
経
裁

で 一
師
¨

出
（
評

鰤
鴻
れ
離
い
わ
』
″
嘲
暉
獅
翻
椒
け
蜘
』
機
一
日
］
罐
¨
劃

あ
（
権

¨
『
立

こ
れ
に
対
し
て
、
日
弁
連
は
、
事
実
認
定
に
つ
い
て
の
最
終
判
断
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
と
責
任
が
国
民
に
帰
属
し
、
国
民
が
裁
判
に
お
い
て

主
体
的
役
割
を
持

つ
陪
審
制
度
こ
そ
が

「
国
民
の
司
法
参
加
の
意
義
を
よ
く
実
現
す
る
制
度
で
あ
り
」
、
ま
た
、
陪
審
制
度
は
、
事
実
認
定
を

素
人
で
あ
る
陪
審
員
が
行
う
こ
と
を
前
提
に
し
て
訴
訟
手
続
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
し
い
事
実
認
定
に
も
寄
与
す
る
と
し
て
、

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
七
五
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国
民
の
司
法
参
加
と
し
て
陪
審
制
度
の
導
入
を
強
く
求
め
る
主
張
を
行
い
、
最
高
裁
と
は
大
き
く
見
解
を
異
に
し
た
。

こ
の
よ
う
な
見
解
の
相
違
は
、
審
議
会
内
部
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
第
二

一
回
審
議
会
で
国
民
の
司
法
参
加
に
つ
い
て
レ
ポ
ー

ト
し
た
石
井
宏
治
委
員
は
、
陪
審
制
に
つ
い
て
、
「
真
実
の
発
見
あ
る
い
は
正
義
の
実
現
を
重
視
し
て
き
た
国
民
に
と

っ
て
、
本
当
に

『
真
実

の
発
見
』
と
い
う
要
請
を
後
退
さ
せ
て
ま
で
受
け
入
れ
る
べ
き
制
度
で
あ
る
の
か
、
国
民
に
十
分
問
い
か
け
て
み
る
必
要
」
が
あ
り
、
総
合
的

に
判
断
し
て
、
陪
審
制
は
日
本
の
司
法
制
度
と
し
て
適
当
で
は
な
い
と
評
価
し
た
。
ま
た
、
参
審
制
に
つ
い
て
も
、
「
陪
審
制
と
同
様
に
、
だ

れ
を
ど
の
よ
う
に
参
審
員
と
選
出
す
る
か
と
い
っ
た
選
出
方
法
や
、
そ
の
人
を
外
部
の
攻
撃
か
ら
守
る
シ
ス
テ
ム
、
さ
ら
に
は
本
当
に
プ
ロ
パ
ー

裁
判
官
と
合
議
体
を
形
成
で
き
る
だ
け
の
知
見
が
備
わ

っ
て
い
る
か
と
い
っ
た
疑
問
な
ど
、
問
題
点
は
実
に
多
い
」
と
し
て
、
消
極
的
な
評
価

を
下
し
（畑
に

こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
く
第
二

一
回
審
議
会
で
レ
ポ
ー
ト
し
た
高
木
剛
委
員
は
、
国
民
主
権
の
た
め
に
は
、
「
国
民
自
身
が
主
導

権
を
も

っ
て
決
定
で
き
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
事
実
認
定
に
つ
い
て
陪
審
員
だ
け
で
評
議
し
評
決
す
る
陪
審
制
度
こ
そ
、

国
民
の
自
立
と
責
任
を
醸
成
す
る
こ
と
に
相
応
し
い
制
度
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
石
井
委
員
と
は
正
反
対
と
い
っ
て
も
良
い
見
解
を
示
し
た
の

（１０
）

で
あ

る
。

以
上
の
よ
う
な
議
論
の
状
況
を
反
映
し
て
、
審
議
会
の

「
中
間
報
告
」
で
は
、
国
民
の
裁
判
手
続

へ
の
参
加
に
つ
い
て
は
、
「今
後
、
欧
米

諸
国
の
陪
審

・
参
審
制
度
を
も
参
考
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
に
対
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
種
々
の
点
を
十
分
吟
味
し
た
上
、
特
定
の
国
の
制

度
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
主

（
と
軋
資
刑
事
訴
訟
事
件
の

一
定
の
事
件
を
念
頭
に
置
き
、
わ
が
国
に
ふ
さ
わ
し
い
あ
る
べ
き
参
加
形
態
を
検

討
す
る
」
と
の
記
述
に
と
ど
め
ら
れ
た
。

中
間
報
告
を
公
表
し
た
後
、
二
年
間
と
い
う
審
議
会
の
設
置
期
間
の
後
半
に
な

っ
て
、
審
議
会
は
、
国
民
の
司
法
参
加
に
つ
い
て
集
中
的
に

柩
障』『時一（も胡
‐こ（暁
年脚
鏑
鶏
褪
崚
薇
餃
蟷
孵
鶴
冨
師
潤
邸
場
耐師翻観
ル
イ
一

骨
子
案
で
は
、
第

一
に
、
裁
判
官
と
裁
判
員
が
基
本
的
に
対
等
な
権
限
を
も

っ
て
共
に
評
議
し
、
有
罪

・
無
罪
の
決
定
及
び
刑
の
量
定
を
行
う



と
い
う
形
の
制
度
に
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
第
二
に
、　
一
つ
の
裁
判
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
と
裁
判
員
の
数
及
び
評
決
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁

判
員
の
主
体
的

ｏ
実
質
的
関
与
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
、
評
議
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
等
を
踏
ま
え
、
適
切
な
あ
り
方
を
定
め

る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
た
だ
し
、
少
な
く
と
も
裁
判
官
又
は
裁
判
員
の
み
に
よ
る
多
数
で
被
告
人
に
不
利
な
決
定
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
二
に
、
裁
判
員
の
選
任
方
法
は
、
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
者
を
母
体
と
し
て
具
体
的

事
件
ご
と
に
選
任
す
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
第
四
に
、
対
象
と
な
る
事
件
は
、
法
定
刑
の
重
い
重
大
犯
罪
と
す
べ
き
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に

対
し
て
、
高
木
委
員
か
ら
、
裁
判
員
の
数
を
職
業
裁
判
官
の
数
倍
に
す
べ
き
、
独
立
評
決
制
を
盛
り
込
む
べ
き
な
ど
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、

最
終
的
に
意
見
書
に
お
い
て
示
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
は
、
基
本
的
に
こ
の
骨
子

（案
）
に
沿
っ
た
も
の
と
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
に
、
審
議
会
内
外
に
お
い
て
激
し
い
議
論
が
な
さ
れ
る
な
か
で
審
議
会
が
提
案
し
た
裁
判
員
制
度
は
、
最
高
裁
が
当
初
主
張
し

た
評
決
権
の
な
い
形
で
の
市
民
の
関
与
お
よ
び
高
木
委
員
が
提
案
し
た
独
立
評
決
制
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
今
回
の
改
革
に
お
け
る
選
択

肢
と
し
て
は
明
確
な
形
で
否
定
し
た

一
方
で
、
裁
判
員
と
職
業
裁
判
官
の
比
率
や
公
判
審
理
の
進
め
方
や
評
決
方
法
な
ど
制
度
の
根
幹
を
も
左

右
し
う
る
い
く
つ
か
の
点
で
、
具
体
的
な
制
度
設
計
を
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
市
民
の
司
法
参
加
の
あ
る
べ
き
姿
を
巡

る
議
論
の
対
抗
状
況
は
、
意
見
書
の
提
案
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
制
度
を
描
き
、
描
き
出
さ
れ
る
制
度
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
か
と
い
う
点
に
論
点
を
移
し
て
、
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ま
ず
、
職
業
裁
判
官
を
裁
判
体
の
中
核
に
据
え
る
形
を
市
民
の
司
法
参
加
の
あ
る
べ
き
姿
と
考
え
る
立
場
か
ら
は
、
裁
判
員
の
数
を
抑
制
し
、

裁
判
員
の
関
与
を
限
定
的
な
も
の
に
す
る
方
向
で
意
見
書
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
傾
向
が
見
て
取
れ
る
。
例
え
ば
、
天
「回
、
最
終
意
見
が
参

審
制
度
に
近
い
裁
判
員
制
度
を
提
言
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
基
本
的
に
は
現
在
の
職
業
裁
判
官
を
核
と
し
て
素
人
裁
判
官

の
加
わ
る
メ
リ

ッ
ト
を
採
り
入
れ
れ
ば
よ
い
と
の
判
断
に
た
っ
て
い
る

睫
あ

て
よ
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
、
職
業
裁
判
官
二
人
と
裁
判
員
二
人
な

ぃ半‐．しには敷一一畷琳一け莉着』い［『硝」“囃綺』秘‐こ藤臓樹れ論（̈一蒻銘［雌蛛糊耀餞‐こ受け資姉』動は同畷は主‐こは刹』『雌疎

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
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を
与
え
る
こ
と
に

「
抵
抗
感
を
感
じ
る
」
、
「裁
判
員
を
説
明
の
対
象
と
位
置
付
け
て
、
判
断
の
主
体
と
し
な
い
と
い
う
の
で
足
り
ま
せ
ん
か
」

と
の
発
言
が
見
ら
れ
、
意
見
書
が
裁
判
員
に
評
決
権
を
付
与
し
た
点
に
極
め
て
消
極
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
市
民
は
従
来
司
法
を
独
占
し
て
き
た
法
曹
を
補
完
す
る
た
め
に
司
法
に
参
加
す
る
の
′で
は
な
く
、
自
立
性
と
責
任
感
を
持

っ

なに郭‐こ的上‐こ回朔̈
嶼罐はヮ脚〕』維毀け師勢̈
『魂穆珈̈
雌』い出』薇】」“詢膨いい仰ｒ釧倒罐̈
獅菊劉畔嘲Ⅷ増̈
］

う
な
主
張
を
す
る
論
者
の
中
に
は
、
今
後

一
層
市
民
の
間
の
議
姉
嵯
猟
り
上
げ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
員
の
比
率
が
圧
倒
的
多
数
と
な

る
よ
う
な
制
度
の
実
現
を
図
る
べ
き
と
す
る
も
の
も
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
逆
に
、
裁
判
員
の
数
を
職
業
裁
判
官
よ
り
も
圧
倒
的
多
数
と

けい農蒙いわ″」けれ継‐こ有はいとつげ嘲球利判‐こ調帥劇げ酔卸］［認耐葬】嘲倒罐̈
］いれ（職繊嘲剌薦̈
榊嘩筆痢評‐こ討へ回』制］

的
関
与
を
可
能
に
す
る
環
境
と
い
う
面
を
考
え
る
と
、
裁
判
員
の
数
が
あ
ま
り
多
す
ぎ
る
と

一
人

一
人
の
裁
判
員
の
責
任
感
が
希
薄
化

（
し
謄
「

｛
構
一昨

は
車
い
牌

四
（
ま

螂
銑
鰤
暉
同
巌
鋳
“
〔
律

と ヵ、
」

う っ
障
脚
罐
雄
¨
「
ず
る
危
険
性
が
あ
る
の
で
、
職
業
裁
判
官
対
裁
判
員
は
二
人
対
二
人
、

さ
ら
に
、
意
見
書
が
提
示
し
た
刑
事
司
法
改
革
で
は
被
疑
者

・
被
告
人
の
身
柄
問
題
や
調
書
裁
判
の
問
題
の
改
善
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
な
い

と
い
う
評
価
、
お
よ
び
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
裁
判
官
統
制
が
解
体
す
る
見
込
み
も
な
い
と
い
う
評
価
を
前
提
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
に
つ

い
て
、
裁
判
員
は
結
局
の
と
こ
ろ
職
業
裁
判
官
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
、
実
質
的
に
は
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
を

証商＝お」つた̈
つの「一昇ａ“脚躍一副社̈
囃悧」嘲剛串一国端村経群に脚酬れ（し柳快押輌ヽ
力ゝた力ゝ上ない念ヵ、ぃ葬教鰤力ゝ‐ま〔榊同講

い雌則は〔嘲“け』」力ヽととヵ、̈
ｒ師罐い坤は蘇嘲神唯』力ヽ要囃「副畔潮剛‐こ官脚囃「雌Ⅷ重‐こ轟停中察卿銅制̈
け回性‐こ】“」制い



で
は
な
い
が
現
在
と
ど
れ
ほ
ど
違
う
の
か
十
分
吟
味
し
て
見
る
必
要
が
あ
り
、
む
し
ろ
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
き

っ
か
け
と
な

っ
て
被
疑
者
の

身
柄
問
題
や
調
書
裁
判
問
題
が
解
決
の
方
向
に
動
き
出
す
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
逆
の
見
方
を
す
る
論
者
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
（翻

。）

２
　
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
制
度
設
計
の
柔
軟
度
と
評
価
の
視
点

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ

っ
て
は
、
様
々
な
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
状
況
に
あ

り
、
意
見
書
の
提
示
し
た
裁
判
員
制
度
を
ど
う
理
解
し
、
ど
う
評
価
す
べ
き
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
の
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
、

こ
れ
ま
で
の
議
論
状
況
の
整
理
か
ら
、
さ
し
あ
た
り
次
の
二
つ
の
点
は
明
ら
か
に
な

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第

一
に
、
職
業
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
比
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
で
は
ペ
ン
デ
イ
ン
グ
に
さ
（初

、）
し
た
が

つ
て
、
今
後
の
議
論
次
第
で
、

裁
判
官
二
人
対
裁
判
員
二
人
に
も
、
裁
判
官
二
人
対
裁
判
員
九
人
に
も
な
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
、

人
数
比
の
問
題
は
今
後
の
立
法
過
程
で
さ
ら
に
激
し
い
議
論
が
行
わ
れ
る
と
予
想
さ
れ
、
と
り
わ
け
裁
判
官
層
に
根
強
い
裁
判

へ
の
市
民
参
加

消
極
論
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
立
法
化
の
段
階
で
制
度
が
矮
小
化
さ
れ
る
危
険
性
は
率
直
に
言

っ
て
高
い
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
。
し
た

が

っ
て
、
裁
判
員
の
数
を
裁
判
官
の
数
倍
に
す
る
と
い
う
制
度
を
実
現
す
る
に
は
相
当
の
困
難
が
予
想
さ
れ
る
し
、
裁
判
員
が
職
業
裁
判
官
の

数
を
大
幅
に
上
回
る
制
度
が
実
現
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
厳
し
い
評
価
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
少

な
く
と
も
意
見
書
の
文
言
を
見
る
限
り
、
現
段
階
に
お
い
て
裁
判
員
の
数
が
圧
倒
的
多
数
に
な
る
制
度
を
実
現
す
る
道
が
全
く
閉
ざ
さ
れ
た
と

ま
で
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
に
、
裁
判
員
の
数
が
圧
倒
的
多
数
に
な
る
制
度
の
実
現
に
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
意
見
書
が
提
案
し
た
裁
判

員
制
度
を
積
極
的
に
評
価
し
、
推
進
し
て
い
↑
べ
き
だ
と
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
員
が
評
議
に
実
質
的
に
関
与

し
て
、
主
体
的
に
判
断
を
下
す
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
人
数
比
が
適
切
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
論
者
の
間
で
必
ず
し
も
意
見
が

一
致
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
、
人
数
比
の
点
だ
け
が
裁
判
員
制
度
を
評
価
す
る
ポ
イ
ン
ト
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
、
人
数

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て

三
七
九
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比
の
問
題
は
、
市
民
の
司
法
参
加
制
度
の
本
質
に
影
響
を
及
ぼ
す
重
要
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
制
度
の
本
質
を
規
定
す
る
要
素
は
数
の
問
題
だ

け
で
は
な
い
。
今
回
の
意
見
書
に
対
し
て
は
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
身
柄
問
題
や
調
書
裁
判
問
題
あ
る
い
は
最
高
裁
に
よ
る
職
業
裁
判
官
に
対

す
る
統
制
問
題
の
改
善
、
解
消
が
不
徹
底
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
そ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
の
中
に
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
は
、

量
刑
に
も
裁
判
員
が
関
与
す
る
こ
と
と
あ
い
ま

っ
て
、
か
え

っ
て
厳
罰
化
、
重
罰
化
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
な
る
惧
れ
が
強
い
と
の
懸
念
が
示

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
に
見
た
と
お
り
で
あ
る
。
か
か
る
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
ば
、
裁
判
員
制
度
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
裁
判
員
が
ど
の
よ
う
な
刑
事
手
続
に
ど
の
よ
う
な
形
で
関
与
す
る
の
か
、
裁
判
員
と
そ
れ
以
外
の
訴
訟
関
係
者
、
と
り
わ
け
職
業
裁
判

官
と
は
手
続
き
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
視
点
を
欠
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
員
制
度
は
意
見
書
が
構
想
す
る
刑
事
手
続
改
革
全
体
の
な
か
に
位
置
付
け
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

以
下
で
は
、
意
見
書
が
ど
の
よ
う
な
刑
事
手
続
像
を
描
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
裁
判
員
制
度
と
関
連
す
る
部
分
を
中
心
に
改
め
て
検
討
し
、

そ
の
な
か
に
裁
判
員
制
度
を
位
置
付
け
た
と
き
に
、
裁
判
員
が
ど
の
よ
う
な
役
割
、
機
能
を
果
た
し
う
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

そ
し
て
、
そ
こ
で
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
員
制
度
の
評
価
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

〓
一　
意
見
書
の
構
想
す
る
刑
事
手
続
像

１
．

刑
事
裁
判
の
充
実

・
迅
速
化

０
　
新
た
な
準
備
手
続
と
証
拠
開
示

意
見
書
は
、
刑
事
司
法
改
革
の
具
体
的
改
革
点
と
し
て
、
ま
ず
は
じ
め
に
、
刑
事
裁
判
の
充
実

・
迅
速
化
を
掲
げ
た
。
確
か
に
、
刑
事
裁
判

へ
の
市
民
参
加
を
考
え
る
場
合
に
は
、
公
判
が
多
数
回
開
か
れ
、
審
理
期
間
が
長
期
に
及
ぶ
よ
う
な
裁
判
の
や
り
方
で
は
、
関
与
す
る
市
民
が

負
担
に
耐
え
切
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
し
、
長
期
に
及
ぶ
審
理
は
適
切
な
心
証
形
成
に
も
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
、
井
上
正
仁
委



罐
「
に
ゎ
〔
ゎ

不 ‐こ
ｒ
嘲
州
級
脚
囃

あ
（
を

確
『
け
機
は

つ め
“
一
に

事 一
却

判 一
嘲
¨
岬
制
時
綺
曜
れ
は
郭
詢
」
」
枚
〓
倒

・ 事
蹴
剛
に
同
熱
嘲
〔
〔
協
一
費

自
体
は
、
何
ら
問
題
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
真
に
評
価
の
対
象
と

す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
充
実
化

ｏ
迅
速
化
の
標
題
の
も
と
に
構
想
さ
れ
て
い
る
具
体
的
な
改
革
の
中
身
で
あ
る
。

意
見
書
は
、
ま
ず
、
新
た
な
準
備
手
続
を
創
設
し
、
そ
こ
で
、
第

一
回
の
公
判
期
日
前
か
ら
十
分
な
争
点
整
理
を
行
い
、
明
確
な
審
理
計
画

を
立
て
、
そ
の
上
で
連
日
開
廷
す
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
準
備
手
続
で
充
実
し
た
争
点
整
理
を
行
う
た
め
に
、
証
拠
開
示
の

脚

勒

勧

曹

出

鐸

鐵

笏

晦

孵

議

囃

割

斃

騨

薩

覇

盛

鰹

卜
と
い
う
）
に
お
い
て
現
れ
て
い
た
考
え
方
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
最
高
裁
及
び
検
察
庁
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ

（審
議
会
第
二
六

回
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
考
え
方
が
示
さ
れ
て
」
初
に

特
に
、
検
察
庁
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
は
、
予
め
争
点
整
理
を
行
い
、
そ
こ
で
整
理

さ
れ
た
争
点
に
絞

っ
て
証
拠
開
示
を
行
う
と
い
う
や
り
方
で
な
い
と
、
真
実
発
見
に
協
力
し
な
い
弁
護
活
動
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
審
理
の
錯

綜
を
招
き
、
訴
訟
の
遅
延
を
招
く
惧
れ
が
あ
る
と
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
証
拠
開
示
と
争
点
整
理
、
な
ら
び
に
証
拠
開
示
と
裁
判
の
迅
速
化
と

が
強
く
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
受
け
て
か
、
中
間
報
告
に
お
い
て
も
、
充
実

・
迅
速
化
の
具
体
策
の

一
つ
と
し
て
争
点
整

理
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
と
限
定
さ
れ
た
証
拠
開
示
と
が
結
び

つ
く
と
い
う
論
理
が
組
み
立
て
ら
れ
た
が
、
こ
の
論
理
は
そ
の
ま
ま
意
見
書
に
引

き
継
が
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
意
見
書
が
い
う
と
こ
ろ
の
証
拠
開
示
の
時
期

・
範
囲
等
に
関

（
す

％
ｂ

ｌ
ル
の
法
令
に
よ
る
明
確
化
と
は
、
争
点
に
関
連
す
る

一

定
の
範
囲
の
証
拠
開
示
に
と
ど
ま
り
、
全
面
証
拠
開
示
は
否
定
さ
れ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
意
見
書
が
、
証
拠
開
示

の
ル
ー
ル
の
明
確
化
に
あ
た

っ
て
は
、
証
拠
開
示
に
伴
う
弊
害
の
防
止
が
可
能
に
な
る
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
、
弊
害
に
つ
い
て
特

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
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を
素
材
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し
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化につながるかどうかははなはだ疑わしいと言わざるを得ない。

質
ぃ

―こ 来
に
向
脚
州
猜
御
ｒ
痢
脚
制
導
導
硼
れ
な
酬
詢
刹
籠
』

‐こ 権
利
¨
魔
蒙
』
噸
悧
帥
】
湖
卸
轟
暉

制 ヵゝ
］
“
む
秘
吻
嬌
は
剛
「
域
測

拠 ‐こ
肺
静
は
様

来
の
目
的
は
、
被
疑
者

・
被
告
人
の
防
御
権
保
障
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
迅
速
化
は
目
的
と
さ
れ
る
と
し
て
も
二
次
的
、
副
次

的
な
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
確
か
に
、
意
見
書
も
証
拠
開
示
を
争
点
整
理
の
充
実
化
の
た
め
に
必
要
と
し
て
い
る
か
ら
、

一
見
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
証
拠
開
示
の
本
旨
に
則

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
証
拠
開
示
の
第

一
義
的
な
目
的

は
被
疑
者

・
被
告
人
の
防
御
権
保
障
の
点
に
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
証
拠
開
示
の
範
囲
と
し
て
は
、
事
前
全
面
開
示
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
被
告
人
側
が
事
件
の
全
体
像
、
検
察
側
が
有
す
る
証
拠
の
全
体
像
を
知
ら
ず
し
て
、
訴
追
に
対
す
る
有
効
、

適
切
な
弾
劾

・
防
御
活
動
を
行
う
こ
と
は
難
し
く
、
し
た
が

っ
て
、
争
点
に
な
る
と
こ
ろ
だ
け
を
ま
だ
ら
に
開
示
さ
れ
て
も
防
御
上
の
効
果
は

薄
い
と
言
わ
ぎ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
検
察
官
に
と

っ
て
不
利
な
点
、
す
な
わ
ち
隠
れ
た
る
争
点
に
関
す
る
証
拠
に
こ
そ
、
被

告
人
に
と

っ
て
有
効
な
防
御
の
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
予
め
掲
げ
ら
れ
た
争
点
以
外
の
証
拠
こ
そ
、
開
示
さ
れ
る
必
要
性
が

新

餃
い
は
い
た
「
¨
瞳
場
銘
【
Ⅷ

螺

蜀

璽

動

昴

観

¨
稀

粍

退

亜

抑

必

駐

扁
脚

‐こ 民
脳

つ 待
れ
闘
」
満

然
的
な
流
れ
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。
逆
に
、
意
見
書
の
提
言
が
限
定
さ
れ
た
個
別
開
示
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
充
実
化
よ
り

も
迅
速
化
の
方
に
主
た
る
目
的
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。



０
　
新
た
な
準
備
手
続
を
主
宰
す
る
裁
判
官

準
備
手
続
に
関
し
て
は
、
公
判
に
関
与
す
る
裁
判
官

（あ
る
い
は
そ
の

一
部
）
が
準
備
手
続
に
も
関
与
す
る
の
か
と
い
う
点
も
、
裁
判
員
制

度
の
評
価
を
左
右
す
る
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
裁
判
員
の
負
担
と
い
う
点
か
ら
考
え
て
も
、
証
拠
開
示
や
争
点
整
理
と
い
う

準
備
手
続
で
行
わ
れ
る
内
容
面
か
ら
考
え
て
も
、
裁
判
員
が
事
前
手
続
に
ま
で
関
与
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
公
判
審
理
を

担
当
す
る
職
業
裁
判
官
が
準
備
手
続
に
も
関
与
す
る
場
合
、
職
業
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
間
に
情
報
の
格
差
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
強
く
、
そ
の

格
差
は
評
議
の
際
の
実
質
的
なヽ
関
与
度
の
格
差
、
結
論
に
対
す
る
影
響
力
の
格
差
に
通
じ
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
意
見
書
は
こ
の
点

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

準
備
手
続
を
行
う
裁
判
官
と
し
て
誰
を
予
定
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
意
見
書
は
、
公
判
審
理
を
担
当
す
る
裁
判
官

（あ
る
い
は
そ
の

一
部
）
が
準
備
手
続
を
主
宰
す
る
と
い
う
形
を
考
え
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
論
者
の
中
に
は
、
審
理
を
担
当
す
る
職
業
裁
判
官

が
争
点
整
理
に
も
関
わ
る
と
、
事
件
の
内
容
に
つ
い
て
予
め
情
報
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
裁
判
員
に
対
す
る
影
響
力
を
増
す
可

能
性
を
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
「
亀
も
審
理
を
担
当
す
る
裁
判
体
あ
る
い
は
そ
の

一
員
に
争
点
整
理
を
委
ね
る
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
よ

う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
意
見
書
が

「
予
断
排
除
の
販
Ⅷ
と
の
関
係
に
も
配
慮
し

つ
つ
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
以
上
の
よ

う
な
趣
旨
を
示
し
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
者
も
見
ら
れ
徽
測
、
意
見
書
を
そ
の
よ
う
に
読
み
解
く
の
は
無
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
現
に
、
井
上
委
員
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
論
理
的
に
は
、
裁
判
体
を
構
成
し
な
い
裁
判
官
が
主
宰
す
る
と
い
う
可
能
性
も
あ

っ
た
が
、

「
公
判
を
担
当
す
る
裁
判
体
以
外
の
裁
判
官
が
、
公
判
の
行
方
を
左
右
す
る
争
点
整
理
や
証
拠
の
採
否
の
決
定
を
行
い
、
公
判
の
結
果
に
責
任

臓］”耐制郵『一「轟鰤錬い「】員岬̈
つ審制一議脚議置いい̈
囃″劉嗜紺叶』「お（^、咄幣『はい「副魔議「け準ヵゝ艤一は刹期

判
審
理
と
は
同

一
の
裁
判
官
が
関
与
す
る
と
い
う
枠
組
み
が
固
め
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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司
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し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
職
業
裁
判
官
と
裁
判
員
と
の
間
に
情
報
の
格
差
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
は
職
業
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
員
に
対
す

る
影
響
力
を
増
す
こ
と
に
つ
な
が
る
と
い
う
懸
念
は
現
実
化
す
る
こ
と
と
な
（御
に

理
論
的
に
も
、
予
断
排
除
原
則
と
の
間
で
問
題
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
（御
に

こ
の
よ
う
な
懸
念
に
対
し
て
は
、
予
断
排
除
原
則
で
中
心
的
に
問
題
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、
「当
事
者
の
一
方
で
あ
る
検
察
側

の
資
料
、
記
録
を
裁
判
所
な
い
し
裁
判
官
が
引
き
継
い
で
、
そ
れ
だ
け
を
基
に

一
定
の
心
証
を
抱
い
て
公
判
に
臨
む
、
と
い
う
の
は
公
平
で
は

な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
予
断
排
除
原
則
の
こ
の
趣
旨
か
ら
す
る
と
、
両
当
事
者
が
等
し
く
参
加
す
る
場
で
あ
る
限
り
、

公
判
裁
判
所
な
い
し
そ
の
構
成
員
が
、
少
な
く
と
も
、
争
点
整
理
の
た
め
に
両
当
事
者
の
主
張
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
、
公
判
期
日
前
に
行

っ

に
縣
脚
¨
［

抵 ヵゝ
は
Ⅸ
】
い
れ
に
馴
繊
潮
剛
鏑
は
“
い
碑
『
時

力ゝ 続
け
一
は
¨
い
向
際
岬
な
」
罐
¨
は
降
¨
観
鰤
協
』
け
康
颯
［
［

当 ヵゝ
郭
″
け
訓
剛

を
聞
く
こ
と
が
予
断
排
除
原
則
に
反
し
な
い
と
し
て
も
、
事
前
全
面
証
拠
開
示
が
前
提
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
当
事
者
間
の
実
質
的
対
等
化

は
図
ら
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
、
「偏
頗
性
」
の
問
題
は
解
決
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
準
備
手
続
に
お
い
て
証
拠
開
示
の
判
断
を

し
、
あ
る
い
は
、
当
事
者
双
方
が
争
点
に
つ
い
て
主
張
す
る
際
に
は
、
か
な
り
の
資
料
、
証
拠
が
出
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
仮
に
裁
判

官
が
そ
こ
か
ら
心
証
を
取
ら
ず
に
争
点
整
理
や
証
拠
開
示
の
決
定
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
裁
判
官
が
証
拠
や
資

料
の
中
身
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
認
識
を
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら

（認
識
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
判
断
で
き
な
い
だ

ろ
う
）、
裁
判
員
と
の
間
に
情
報
の
格
差
が
生
じ
る
と
い
う
懸
念
は
な
お
払
拭
さ
れ
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

公
判
に
臨
む
裁
判
員
と
職
業
裁
判
官
と
の
間
に
情
報
格
差
が
あ
る
と
す
る
と
、
裁
判
員
が
主
体
的
に
評
議
に
参
加
し
、
結
論
に
実
質
的
に
関

与
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、
職
業
裁
判
官
が
、
裁
判
員
の
主
体
的
な
関
与
を
積
極
的
に
促
す
よ
う
な
訴
訟
運
営
を
意
識
的
に
行
う

¨
｝
¨
一
一
¨
一

高 ま ヵゝ
裁 っ し

¨
〕
］
一
¨

初 の 一
¨

の ‐こ 七
¨
一
中
¨
¨
¨

の の 事
¨
¨
¨
″
櫛
け

さ
（
て

醐
測
納
嚇
綱
に
期
劃
嚇
Ⅷ
降
囃
酬
諄
ぼ
躾
［
」
倒
動
摩
輸
帥

一端
無
く
も
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
市
民
参
加
に
極
め
て
消
極
的
な
態
度



を
示
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
現
在
の
職
業
裁
判
官
が
裁
判
員
に
審
理
や
評
議

へ
の
積
極
的
、
主
体
的
関
与
を
働
き
か
け
る
よ
う

な
訴
訟
運
営
を
行
う
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
意
見
書
が
裁
判
官
制
度
改
革
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
方
向
を
打
ち
出
し
て
い
る
か
と
い
う
点
も
裁
判
員
制
度
の
評
価
を
左
右
す
る

一
つ
の
要
素
と
な
る
。
そ
こ
で
、
刑
事
手
続
の
検
討
か
ら
い
さ

さ
か
外
れ
る
が
、
こ
の
点
を
簡
単
に
見
て
お
く
こ
と
と
し
よ
う
。

③
　
職
業
裁
判
官
の
属
性

意
見
書
は
、
「
Ⅲ
　
司
法
制
度
を
支
え
る
法
曹
の
在
り
方
」
の
第
五
と
し
て
、
裁
判
官
制
度
の
改
革
を
取
り
上
げ
、
以
下
の
よ
う
な
提
言
を

″何
っ
て
い
る
。

第

一
に
、
判
事
補
制
度
の
改
革
が
必
要
で
あ
る
と
し
、
「多
様
で
豊
か
な
知
識
、
経
験
等
を
備
え
た
判
事
を
確
保
す
る
た
め
、
原
則
と
し
て

全
て
の
判
事
補
に
裁
判
官
の
職
務
以
外
の
多
様
な
法
律
専
門
家
と
し
て
の
経
験
を
積
ま
せ
る
こ
と
を
制
度
的
に
担
保
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
る

こ
と
」
お
よ
び
、
特
例
判
事
補
制
度
を
計
画
的
か

つ
段
階
的
に
解
消
す
べ
き
こ
と
を
提
言
し
た
。

第
二
に
、
「
最
高
裁
判
所
が
下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
と
し
て
任
命
さ
れ
る
べ
き
者
を
指
名
す
る
過
程
に
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、

最
高
裁
判
所
に
、
そ
の
諮
問
を
受
け
、
指
名
さ
れ
る
べ
き
適
任
者
を
選
考
し
、
そ
の
結
果
を
意
見
と
し
て
述
べ
る
機
関
を
設
置
す
べ
き
で
あ
る
」

と
し
、
裁
判
官
の
任
命
過
程
に
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
制
度
の
整
備
を
求
め
た
。

第
二
に
、
裁
判
官
の
人
事
制
度
の
見
直
し
と
し
て
、
「裁
判
官
の
人
事
評
価
に
つ
い
て
、
評
価
権
者
及
び
評
価
基
準
を
明
確
化

・
透
明
化
し
、

評
価
の
た
め
の
判
断
資
料
を
充
実

・
明
確
化
し
、
評
価
内
容
の
本
人
開
示
と
本
人
に
不
服
が
あ
る
場
合
の
適
切
な
手
続
を
設
け
る
」
な
ど
、
人

事
の
透
明
性

・
客
観
性
を
確
保
す
る
仕
組
み
を
整
備
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

意
見
書
が
示
し
た
以
上
の
よ
う
な
裁
判
官
制
度
改
革
に
対
し
て
は
、　
一
方
で
、
官
僚
司
法
の
改
革
を
求
め
て
き
た
論
者
の
中
か
ら
も
、
「裁

判
官
人
事
の
透
明
化
、
裁
判
所
運
営

へ
の
国
民
の
参
加
は
や
り
方
次
第
で
は
、
最
高
裁
事
務
総
局
と
個
々
の
裁
判
官
の
関
係
を
変
革
す
る
可
能

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八
五
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梢

牌

け
に
は
な
″
短

請

鍵

口篠
お 一
囃
物

中

糾

健

鮨

蘇

憾

靴

碁

勢

昇

舞

孵

螺

ガ

羮

卿

暉

ま
た
、
意
見
書
の
提
言
は
、
「任
命

・
人
事
制
度
に
、
民
意
反
映
、
透
明
化
、
客
観
化
な
ど
の
名
目
で
関
連
情
報
収
集
拡
大
及
び
評
価
シ
ス
テ

ム
強
化
を
持
ち
込
む
」
も
の
で
、
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
統
制
は
む
し
ろ
強
ま
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
さ
ら
に
厳
し
い
評
価
を
下
す
論

（４６
）

者
も
見
ら
れ
る
。

意
見
書
の
提
言
を
見
る
限
り
、
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
裁
判
官
統
制
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
核
心
部
分
は
維
持
さ
れ
る
と
考
え
る
の
が
妥

当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
意
見
書
は
、
裁
判
官
の
給
源
の
多
元
化
を
提
言
し
て
は
い
る
が
、
司
法
研
修
所
を
終
了
し
て
す
ぐ
判
事
補
に
任

命
さ
れ
、
も

っ
ぱ
ら
裁
判
所
内
部
で
養
成
さ
れ
る
と
い
う
形
で
裁
判
官
に
な
る
人
も
か
な
り
の
割
合
で
存
続
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

確
か
に
、
こ
れ
ら
の
判
事
補
も
、
裁
判
官
以
外
の
法
律
専
門
家
と
し
て
の
経
験
を
積
む
こ
と
で
多
様
で
豊
か
な
知
識
、
経
験
を
備
え
る
こ
と
は

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
事
行
政
が
現
在
の
ま
ま
で
維
持
さ
れ
る
限
り
、
現
実
に
は
、
裁
判
官
に
戻

っ
た
と
き
に
、
そ
の
よ
う
な
知
識
、

端嚇】理「購蒙律］“解』闘「「鵬詢赦̈
脚瞳［講みヵゝ膨ゎれヵゝｒ」彗ｒ時群はど辞辞でヵゝ錦̈
囃増邦げＭはれ（しな『耐膨榊臓耐

の
裁
判
官
の
任
命
過
程
に
国
民
の
意
思
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
提
言
に
し
て
も
、
具
体
的
な
制
度
と
し
て
は
、
「
最
高
裁
の
ほ
う
で
リ
ス
ト
を

減
詳
は̈』〔鰤琳鋪
潮ギ
評
軒
ゆ昴
誡
耽̈
・署
の蘭
に「裁調
の内部者が入るということも妨メ
埋

は
、
実
際
上
、
限
ら
れ
た
も
の
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

０
　
直
接
主
義

・
口
頭
主
義
の
実
質
化

意
見
書
は
、
刑
事
裁
判
の
充
実
化

・
迅
速
化
の
具
体
的
方
策
と
し
て
、
直
接
主
義

・
口
頭
主
義
の
実
質
化
も
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

伝
聞
法
則
が
現
実
に
も
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
な
ら
、
真
の
意
味
で
の
裁
判
の
充
実
化

・
迅
速
化
に
資
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
歓
迎
す
べ



き
改
革
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
見
書
か
ら
は
、
伝
聞
法
則
が
厳
格
に
適
用
さ
れ
る
よ
う
に
改
革
す
べ
き
だ
と
い
う
強
い
意
欲
は
伝
わ

っ

て
こ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
見
書
は

「
運
用
を
誤

っ
た
結
果
と
し
て
書
証
の
取
調
べ
が
裁
判
の
中
心
を
占
め
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
」
と
し

て
、
伝
聞
法
則
の
運
用
の
現
状
に
問
題
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
仮
定
的
な
問
題
設
定
し
か
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
結
論

と
し
て
は
、
「
関
連
諸
制
度
の
あ
り
か
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
る
に
と
ど

錐
「
て
ぉ
り
、
伝
聞
例
外
の

「例
外
の
徹
底
化
」

識
「
¨
¨
い

へ ど
¨

安 ヵゝ
宥
崚
鰤
』
御
が
」
州
利
】
い
剣
制
れ
な
れ
嗽

力ゝ っ
】
「

力ヽ る
一
］
端

力ゝ 摘
「
け
い
嚇

力ゝ 察
朔
『

あ
（
前

鋼
『

（刑
訴
法
三
二

一
条

一
項
二

２
．

捜
査
手
続
の
あ
り
方

そ
れ
で
は
、
次
に
、
捜
査
手
続
改
革
に
対
す
る
意
見
書
の
考
え
方
を
見
て
い
こ
う
。
捜
査
手
続
自
体
は
、
も
ち
ろ
ん
裁
判
員
が
直
接
関
与
す

る
部
分
で
は
な
い
が
、
捜
査
手
続
に
お
い
て
収
集
さ
れ
る
証
拠
が
裁
判
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
大
き
く
、
と
り
わ
け
、
捜
査
段
階
で
取
ら
れ

た
自
白
が
裁
判
員
の
心
証
形
成
の
上
で
実
際
上
有
す
る
影
響
力
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
捜
査
手
続
、
特
に
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ

が
適
正
な
も
の
で
あ
る
必
要
性
は
従
来
以
上
に
高
く
な
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
自
白
採
取
の
適
正
性
の
問
題
に
通
じ
る
被
疑
者
の
身
柄
拘

束
お
よ
び
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
べ
に
関
し
て
は
、
被
疑
者
に
対
す
る
適
正
手
続
の
保
障
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
指
摘
が
、
様
々
な

論
点
を
め
ぐ

っ
て
な
さ
れ
て
き
た
わ
け
だ
か
ら
、
審
議
会
は
捜
査
手
続
に
つ
い
て
改
革
す
べ
き
課
題
を
数
多
く
背
負

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
意
見
書
で
は
、
捜
査
手
続
の
改
革
課
題
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
先
送
り
さ
れ
て
し
ま

っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
ず
、
被
疑
者

に
対
す
る
取
り
調
べ
の
規
制
に
関
し
て
は
、
取
調
べ
の
都
度
の
書
面
に
よ
る
記
録
の
義
務
付
け
の
み
の
提
案
に
終
わ
り
、
弁
護
人
の
立
会
い
、

取
調
べ
状
況
の
録
音

・
録
画
に
つ
い
て
は

「現
段
階
で
、
そ
の
よ
う
な
方
策
の
導
入
の
是
非
に
つ
い
て
結
論
を
得
る
の
は
困
難
で
あ
り
、
将
来

的
な
検
討
課
題
と
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
事
実
上
否
定
さ
れ
る
格
好
に
な

っ
た
。
ま
た
、
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
に
関
し
て
、
高
木

レ
ポ
ー
ト
等
で
指
摘
さ
れ
、
国
内
に
お
い
て
も
国
際
的
に
も
広
く
問
題
と
さ
れ
、
喫
緊
の
改
革
課
題
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ

っ
た

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八
七
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代
用
監
獄
問
題
、
起
訴
前
保
釈
問
題
、
身
柄
拘
束
の
令
状
審
査
問
題
、
接
見
交
通
問
題
な
ど
に
対
し
て
は
、
「
現
状
の
評
価
の
相
違
等
に
起
因

し
て
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
具
体
的
結
論
を
得
る
こ
と
は
困
難
」
と
し
て
、
解
決
の
方
向
性
さ
え
打
ち
出
せ
な
か

っ
た
。

被
疑
者
の
身
柄
拘
束
と
取
調
べ
に
関
し
て
は
、
法
務
省
ヒ
ア
リ
ン
グ

（審
議
会
第
二
六
回
）
や
水
原
レ
ポ
ー
ト
、
山
本

レ
ポ
ー
ト
な
ど
で
く

り
返
し
、
適
正
手
続
と
真
実
発
見
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
強
調
し
、
取
調
べ
、
自
白
の
必
要
性
や
効
用
を
説
く
意
見
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

鑑嘲紹和にい蹴『御』瑯畔取府脚〔］辞燎＼弟にい束っけ卸″はいい訳Ｆけ騰薇コれっな一端―こ局ｒ（̈
疇つ見鵡］嘲略猜卸一杉

れ
ど
こ
ろ
か
、
現
状
よ
り
も
後
退
す
る
お
そ
れ
さ
え
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
第

一
に
、
取
調
べ
や
身
柄
拘
束
の
実
情
自
体
は
こ
れ
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
側
が
取
調
べ
の
違
法

性
や
自
白
の
任
意
性
を
公
判
で
争

っ
た
場
合
に
、
取
調
べ
過
程
を
記
録
し
た
書
面
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
安
易
に
取
調
べ
の
適
法
性
、

供
述
の
任
意
性
が
肯
定
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
裁
判
員
制
度
と
の
関
係
で
、
調
書
自
体
が
、
現
在
よ

り
も
さ
ら
に
要
約
さ
れ
た
形
で
公
判
に
出
て
く
る
お
そ
れ
が
強
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
意
見
書
は
、
被
疑
者
の
取
調
べ
や
自
白

阿
い
純
は
新
』
帥
躊
割
国
預
馨
障

‐こ 見
提 ‐こ
略
一
け
篠
崚
れ
な
琳
獅

‐こ 的
『
鰤
』
“
」
な
い
」
「
膨
ぼ
製
鋼
ヽ
鰤

力ゝ 程
¨
Ⅷ
畷

方 ヵ、
「
鰤
詢
れ
舞
い
帥
は
臓

宅
に
持
ち
帰

っ
て
読
み
込
む
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
裁
判
員
に
読
ま
せ
る
た
め
に
、
自
白
調
書
も
含
め
て
調
書
の
量
を
か
な
り
絞
る
必

要
が
あ
る
。
取
調
べ
時
間
を
限
定
し
た
上
で
ビ
デ
オ
録
画
を
取
る
と
か
、
弁
護
人
に
立
ち
会
わ
せ
る
と
い
っ
た
取
調
べ
の
あ
り
方
を
変
更
せ
ず
、

従
来
の
取
調
べ
方
法
を
前
提
と
し
た
上
で
調
書
の
量
を
減
ら
す
た
め
に
は
調
書
の
作
成
の
仕
方
を
変
え
る
し
か
方
法
は
な
い
か
ら
、
結
局
、
現

在
よ
り
も
さ
ら
に
要
約
し
た
調
書
が
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
現
に
、
井
上
委
員
は
、
適
切
な
範

剤
漱
婦
『
餞
珈
綱
」
」
「
〕
観
％
」
い
い
「
畔
帥
吊
設
け
釧
剣
暉
¨
鯵
鰤
倖
罐
▼
』
韓
解
嘲

「 の
付
加
「
静
層
劃
章
¨
〕
一
請
”
¨
針
勁
は
囃
薦
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つ
な
が
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

３
．

意
見
書
の
構
想
す
る
刑
事
手
続
の
流
れ

以
上
に
見
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
意
見
書
が
構
想
す
る
刑
事
手
続
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
捜

査
段
階
に
お
い
て
は
、
被
疑
者
は
基
本
的
に
現
在
と
変
わ
ら
な
い
身
柄
拘
束
と
取
調
べ
を
受
け
る
。
す
な
わ
ち
、
逮
捕
さ
れ
た
被
疑
者
の
多
く

は
代
用
監
獄
に
二
〇
日
又
は
そ
れ
以
上
の
間
、
勾
留
さ
れ
、
そ
の
間
、
連
日
長
時
間
に
わ
た

っ
て
捜
査
官
か
ら
取
調
べ
を
受
け
、
自
白
を
追
ら

れ
る
。
取
調
室
で
は
、
被
疑
者
は

一
人
で
捜
査
官
に
対
峙
す
る
こ
と
に
な
り
、
弁
護
人
か
ら
直
接
に
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
接

見
の
際
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
接
見
も
場
合
に
よ

っ
て
は
制
限
さ
れ
る
。
取
調
べ
の
過
程
の
録
音
、
録
画
は
行
わ
れ
ず
、
従
来
ど
お
り
、
捜
査
官

が
物
語
り
形
式
で
調
書
を
作
成
し
て
い
く
。
次
に
、
準
備
手
続
が
行
な
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
争
点
整
理
が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
審
理

計
画
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
の
段
階
で
被
疑
者

・
弁
護
人
側
に
は
、
検
察
側
の
証
拠
が
開
示
さ
れ
る
が
、
開
示
の
対
象
は
争
点
に
関
連
す
る

一
定

の
範
囲
に
と
ど
ま
り
、
検
察
官
手
持
ち
証
拠
が
全
面
的
に
開
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
被
告
人
側
に
と

っ
て
重
要
な
争
点
の
形
成
や
公

判
に
お
け
る
防
御
活
動

へ
向
け
た
十
分
な
準
備
が
必
ず
し
も
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
争
点
整
理
を
行
う
た
め
に
、
あ
る
い
は
証
拠
開
示
の
是

非
を
判
断
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
は

一
定
の
範
囲
で
、
両
当
事
者
の
主
張
を
聞
き
、
資
料
に
触
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
争
点
と
審
理
計
画

に
つ
い
て
準
備
が
な
さ
れ
た
上
で
、
次
に
、
裁
判
員
と
準
備
手
続
を
主
宰
し
た
裁
判
官
と
が
裁
判
体
を
形
成
し
て
、
公
判
が
行
わ
れ
る
。
公
判

で
は
、
絞
ら
れ
た
争
点
に
つ
い
て
、
集
中
的
に
証
人
尋
問
等
の
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
。
調
書
も

一
定
の
範
囲
で
利
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
大

量
の
調
書
を
自
宅
に
持
ち
帰

っ
て
読
み
込
む
と
い
う
作
業
を
裁
判
員
が
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
調
書
は
、
今
よ
り
も
要
約
さ
れ
た

形
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
伴

っ
て
、
捜
査
段
階
で
の
調
書
の
作
成
方
法
も
若
干
変
わ
る
か
も
し
れ
な
い
。
書
証
の
作
ら
れ
方
が
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
な
る
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
最
初
か
ら
現
在
よ
り
も
簡
略
化
し
た
記
述
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
準
備
手
続
で
裁
判
官
に
見

せ
る
こ
と
を
予
定
し
て
、
現
在
と
同
様
の
調
書
を
作
成
し
た
上
で
、
公
判
用
に
ま
と
め
の
調
書
を
も
う

一
通
作
り
、
公
判
で
は
そ
ち
ら
の
取
調

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
八
九
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べ
請
求
を
す
る
と
い
う
形
に
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
事
件
に
つ
い
て
一
定
の
事
前
の
知
識
を
有
す
る
裁
判
官
と
公
判
で
は
じ

め
て
事
件
の
内
容
を
知
り
、
要
点
を
絞

っ
た
調
書
を
読
む
裁
判
員
と
で
評
議
が
な
さ
れ
、
量
刑
も
含
め
た
判
決
が
下
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な

ＺＯ
。

四
　
裁
判
員
制
度
の
評
価
方
法

以
上
に
示
し
た
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
、
意
見
書
か
ら
読
み
取
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
予
測
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
今
後
の
議
論
を

通
じ
て
具
体
化
さ
れ
る
制
度
が
こ
こ
で
予
測
し
た
と
お
り
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
現
に
、
既
に
例
え
ば
証
拠
開
示
の
ル
ー
ル
の
法
定
化
に
関

し
て
、
不
開
示
が
認
め
ら
れ
る
弊
害
の
お
そ
れ
を
具
体
的
な
レ
ベ
ル
で
要
求
し
、
弊
害
の
お
そ
れ
が
類
型
的
に
低
い
種
類
の
証
拠
に
つ
い
て
は

一
括
開
示
し
、
個
別
に
開
示
の
可
否
を
審
査
す
べ
き
証
拠
に
つ
い
て
は
、
被
告
人
側
が
個
別
に
開
示
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
検
察

官
に
捜
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
全
資
料
の
標
目
の
作
成
を
義
務
付
け
る
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
い
っ
た
提
案
が
な
さ
れ
て
お
り
、
具
体
的
な

制
度
が
こ
の
よ
う
な
形
で
実
現
す
れ
ば
、
全
面
開
示
に
事
実
上
近
づ
く
可
能
性
も
あ
（廻
」

し
か
し
ヽ
他
方
で
、
意
見
書
が
構
想
す
る
刑
事
手
続

と
し
て
、
右
に
示
し
た
よ
う
な
制
度
に
な
る
現
実
的
な
可
能
性
が
相
当
程
度
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
裁
判
員
制
度
も
、
か
か
る
制
度
の
も
と
に

位
置
付
け
た
形
で
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
評
価
方
法
を
取
る
と
き
、
市
民
が
裁
判
体
に
参
加
す
る
、
あ
る
い
は
、

裁
判
員
が
圧
倒
的
多
数
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
と
言

っ
て
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
裁
判
員
制
度
を
積
極
的
に
評
価
す
る
と
い
う
結
論
は
得
ら

（５７
）

れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

す
な
わ
ち
、
以
上
の
よ
う
な
制
度
の
も
と
で
裁
判
員
が
刑
事
裁
判
に
関
与
す
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
員
と
職
業
裁
判
官
と
の
間
に
は
、
か
な
り

の
情
報
格
差
が
生
じ
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
。
こ
の
格
差
は
、
審
理

・
評
議

へ
の
裁
判
員
の
主
体
的
関
与
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
が
強
い
か
ら
、

裁
判
員
が
実
質
的
に
審
理

・
評
議
に
参
加
す
る
た
め
に
は
、
職
業
裁
判
官
が
裁
判
員
の
実
質
的
関
与
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
訴
訟
運
営
を
す
る



必
要
が
あ
る
。
逆
に
い
え
ば
、
職
業
裁
判
官
が
、
裁
判
員
の
意
見
に
仮
託
し
て
、
自
分
の
意
図
す
る
方
向
に
裁
判
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と

は隷制に簾脚［』性‐こ猜黎け“」崚囃闘嘲斑耐］̈
詢綱敏舞療罐鵬映‐こ却嘲れ】』げ「財卸‐こっけに築嘲Ｍ韓猜い減雅』力ゝるいけ

が
ら
、
既
に
簡
単
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
意
見
書
の
裁
判
官
改
革
に
対
す
る
考
え
方
を
見
る
と
、
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
裁
判
官
に
対
す
る

官
僚
的
統
制
を
封
じ
る
と
い
う
方
向
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
の
あ
り
方
を
全
体
と
し
て
見
る
と
、
結
局
、

裁
判
員
が
官
僚
的
統
制
に
基
づ
く
裁
判
官
制
度
の
中
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
危
険
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、
市
民
の
常
識
の
反
映
そ
れ
自
体
に
も
問
題
が
な
く
は
な
い
。
裁
判
員
と
し
て
無
作
為
に
選
ば
れ
る
市
民
は
、
い
わ
ば
裸
の

市
民
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
適
正
手
続
抜
き
の
生
の
処
罰
欲
求
を
も
っ
た
者
も
含
ま
れ
う
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
我
々
市
民
が
マ
ス
コ

ミ
を
通
じ
て
得
る
こ
と
の
で
き
る
犯
罪
情
報
の
情
報
源
が
事
実
上
ほ
と
ん
ど
捜
査
機
関
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
、
結
果
的
に
世
論

が
有
罪
視

・
厳
罰
化
の
方
向
に
誘
導
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
見
ら
れ
る
現
状
に
鑑
み
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
生
の
処
罰
欲
求
、
厳
罰
化
指
向

を
持

っ
た
市
民
の
方
が
多
数
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
市
民
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
裁
判
飾
靴
入
っ
て
き
た
と
き
、
市
民
の
常
識
の
反
映
は
、

適
正
手
続
無
視
の
厳
罰
化
を
後
押
し
す
る
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
逆
に
、
市
民
像
を
そ
の
よ
う
な
形
で
固
定
化
し
て
捉
え
、
市
民
参
加
は
危
険
だ
と
結
論
付
け
る
の
も

ま
た
拙
速
と
の
批
判
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
。
多
く
の
市
民
の
意
識
は
、
決
し
て
固
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
流
動
的
で
、
時
に
矛
盾

す
ら
は
ら
ん
だ

一
貫
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
こ
そ
市
民
感
覚
の
よ
さ
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
市

民
の
意
識
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
本
当
の
意
味
で
の
、
す
な
わ
ち
、
無
事
の
不
処
罰
と
い
う
意
味
で
の
市
民
の
常
識
を
裁
判
に
反

映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
適
正
手
続
の
重
要
性
を
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
に
市
民
や
裁
判
員
に
事
前
に
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
て
も
ら
う
制
度
の
整

備
や
報
道
に
よ
る
予
断
を
遮
断
す
る
方
法
の
開
発
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
有
罪
の
予
断
、
偏
見
を
ぬ
ぐ
え
な
い
人
を
忌
避
す
る
法
シ
ス
テ
ム

等
の
整
備
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
わ
れ
（御
に

そ
し
て
ヽ
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
意
見
書
も
、
裁
判
員
制
度
の
具
体
的
な
制
度
設
計
に
お
い
て
は
、

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九
一
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適
正
手
続
の
保
障
な
ど
憲
法
の
趣
旨
を
十
分
に
踏
ま
え
、
こ
れ
に
適
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
制
度
の
円
滑
な
導
入

の
た
め
の
具
体
策
と
し
て
、
制
度
の
意
義

・
趣
旨
の
周
知
徹
底
や
司
法
教
育
の
充
実
に
言
及
し
、
さ
ら
に
、
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
公
平
な
裁

判
を
確
保
す
る
仕
組
み
と
し
て
忌
避
制
度
等
を
設
け
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
条
件
整
備
が
現

実
化
す
る
基
盤
は
存
在
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
意
見
書
か
ら
想
定
可
能
な
刑
事
司
法
改
革
の
枠
組
み
に
つ
い
て
シ
ビ
ア
に
評
価
す
る
と
い
う
前
提
に
立

っ
た
上
で
、
被
疑
者

・

被
告
人
の
適
正
手
続
保
障
の
実
効
化
を
す
す
め
る
方
法
を
追
求
す
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
先
ほ
ど
シ
ミ

ュ
レ
ー
ト
し
た
意
見
書
が
構
想
す
る
刑

事
手
続
全
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
見
書
が
構
想
す
る
刑
事
手
続
制
度
の
も
と
で
も
、
な
お
制
度
の
詳
細
に
つ
い
て

は
固
ま

っ
て
い
な
い
部
分
は
多
々
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
の
部
分
を
捉
え
て
、
丁
寧
か

つ
慎
重
に
制
度
設
計
す
る
こ
と
で
裁
判
員
制
度
を
意
味

あ
る
市
民
参
加
と
し
て
実
現
す
る
余
地
は
残
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。
以
下
で
は
、
本
稿
が
、
意
味
あ
る
市
民
参
加
を
可
能
と
す
る
た
め
に
最
低

限
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
か

つ
意
見
書
が
提
示
し
た
枠
組
み
の
中
で
も
実
現
可
能
と
考
え
る
条
件
を
さ
し
あ
た
り
四
点
、
提

示
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

第

一
に
、
伝
聞
法
則
の
厳
格
な
適
用
を
可
能
と
す
る
よ
う
に
刑
訴
法
の
規
定
、
と
り
わ
け
三
二

一
条

一
項
二
号
を
根
本
的
に
見
直
す
こ
と
で

あ
る
。
先
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
意
見
書
は
こ
の
点
に
消
極
的
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
直
接
主
義
、
日
頭
主
義
の
実
質
化

を
唱
え
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

第
二
に
、
証
拠
能
力
判
断
、
特
に
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
問
題
と
自
白
の
任
意
性
判
断
に
裁
判
員
が
加
わ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
意
見

書
で
は
、
準
備
手
続
で
ど
の
問
題
を
処
理
し
、
ど
の
部
分
を
公
判
で
の
判
断
に
委
ね
る
か
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
「
法
律
問
題
、
訴
訟
手
続
上

の
問
題
等
専
門
性

・
技
術
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
事
項
に
裁
判
員
が
関
与
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
」
と
し

て
お
り
、
具
体
的
な
と
こ
ろ
ま
で
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
意
見
書
の
趣
旨
に
つ
い
て
の
井
上
委
員
の
説
明
で
も
、
準
備
手
続
で
証
拠

の
採
否
ま
で
踏
み
込
む
か
ど
う
か
は
今
後
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
て
」
御
に

し
た
が

つ
て
ヽ
公
判
で
裁
判
員
を
含
め
た
裁
判
体
が
判
断



す
る
と
い
う
選
択
肢
は
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
き
、
市

（
民
い
判
断
に
加
力
っ
て
は
じ
め
て
、
自
白
の
任
意
性
判
断
等
が
厳
格
化

し
、
そ
の
結
果
、
取
調
べ
方
法
へ
の
変
革
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。

し
か
し
、
違
法
収
集
証
拠
の
排
除
問
題
や
自
白
の
任
意
性
の
判
断
に
裁
判
員
が
加
わ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
市
民
が
判
断
権
を
得
た
と
い
う

だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
際
に
証
拠
能
力
判
断
の
厳
格
化
に
つ
な
げ
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
次
の
二
つ
の
条
件
が
満
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
が
、
第
二
、
第
四
の
条
件
で
あ
る
。

一
つ
は
、
裁
判
員
の
比
率
で
あ
る
。
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
裁
判
官
統
制
の
根
本
的
変
革
の
実
現
が
相
当
困
難
な
形
で
構
想
さ
れ
て
い
る

意
見
書
の
枠
組
み
の
下
で
、
職
業
裁
判
官
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
離
れ
、
市
民
が
主
体
的
に
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
裁
判
体
に
お
い

て
裁
判
員
が
圧
倒
的
多
数

（例
え
ば
、
裁
判
員
対
職
業
裁
判
官
の
比
率
が
３

¨
１
）
を
な
す
と
い
う
環
境
を
作
り
出
す
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必

要
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
環
境
が
提
供
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
市
民
は
責
任
感
を
持

っ
て
、
自
覚
的
、
主
体
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

も
う

一
つ
は
、
既
に
述
べ
た
が
、
裁
判
員
に
対
す
る
適
正
手
続
に
つ
い
て
の
事
前
の
レ
ク
チ
ャ
ー
、
捜
査
機
関
の
報
道
機
関
を
通
じ
た
世
論

誘
導
、
情
報
操
作
を
規
制
す
る
枠
組
み
の
制
度
化
、
予
断
を
持

っ
た
裁
判
員
候
補
者
の
忌
避
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
整
備
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
制
度

の
整
備
は
、
単
な
る
技
術
的
な
問
題
と
捉
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
市
民
参
加
を
意
味
あ
る
も
の
と
す
る
た
め
の
本
質
的
な
前
提
と
捉
え
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
が
満
た
さ
れ
た
う
え
で
、
市
民
が
裁
判
に
参
加
す
る
と
き
は
じ
め
て
、
市
民
は
、
国
家
権
力
か
ら
の
恣
意
、
専
横
か
ら
同
輩

た
る
被
疑
者

・
被
告
人
を
守
る
と
い
う
、
本
来
果
た
す
べ
き
役
割
を
担
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
逆
に
、
少
な
く
と
も
以
上
四
つ
の
条
件
の
い

ず
れ
か
が
満
た
さ
れ
な
い
裁
判
員
制
度
は
、
裁
判
員
が
量
刑
判
断
に
も
加
わ
る
こ
と
を
も
考
慮
す
れ
ば
、
厳
罰
化
あ
る
い
は
被
疑
者

・
被
告
人

に
対
す
る
適
正
手
続
を
受
け
る
権
利
の
保
障
の
後
退
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
を
拭
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て

二
九
二
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二
九
四

五
　
結
語
―
刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法

被
疑
者

・
被
告
人
の
適
正
手
続
の
実
効
的
保
障
と
い
う
観
点
か
ら
意
見
書
の
刑
事
司
法
に
関
連
す
る
部
分
を
見
る
と
き
、
本
稿
で
検
討
し
た

範
囲
か
ら
も
、
き
わ
め
て
不
十
分
な
改
革
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
検
討
の
対
象
と
し

た
裁
判
員
制
度
な
ど
個
々
の
い
く
つ
か
の
制
度
改
革
に
つ
い
て
は
、
適
正
手
続
保
障
に
資
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、

現
段
階
で
は
あ
く
ま
で
も
可
能
性
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、　
一
歩
間
違
う
と
適
正
手
続
保
障
を
後
退
さ
せ
る
危
険
性
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

今
後
は
、
こ
の
こ
と
を
肝
に
銘
じ
て
、
裁
判
員
等
の
改
革
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
も
っ
た
制
度
提
案
が
、
真
に
被
疑
者

・
被
告
人
の
適
正
手
続

保
障
に
つ
な
が
る
制
度
に
な
る
た
め
に
絶
対
に
欠
け
て
は
な
ら
な
い
条
件
を
理
論
的
か
つ
実
態
に
即
し
て
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
そ
の
条
件
が
必

要
不
可
欠
な
の
か
を
丁
寧
に
解
き
明
か
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
条
件
が
入
れ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
誘
惑
を
断

ち
切

っ
て

「
い
ら
な
い
」
と
決
断
す
る
覚
悟
を
持

っ
て
、
今
後
の
議
論
に
臨
む
べ
き
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
例
え
ば
、
審
議
会
が
提
示
し
た
裁

判
員
制
度
に
対
し
て
今
後
ど
の
よ
う
に
対
応
す
べ
き
か
を
考
え
た
と
き
、
今
次
の
改
革
は
市
民
の
司
法
参
加
を
実
現
す
る
千
載

一
遇
の
チ
ャ
ン

ス
で
あ
り
、
ま
た
、
拒
否
し
て
も
結
局
も
と
の
官
僚
司
法
の
も
と
で
の
職
業
裁
判
官
制
度
が
維
持
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
機
会
を
逃

す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
こ
の
制
度
は
制
度
設
計
が
少
し
違
う
だ
け
で
毒
に
な
り
う
る
要

素
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
ん
な
裁
判
員
制
度

（例
え
ば
、
職
業
裁
判
官
二
人
対
裁
判
員
二
人
）
で
あ
っ
て
も
、
い
ま
よ
り
は
ま
し
な

制
度
に
な
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



（１
）
意
見
書
の
全
文
は
、
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
八
号

（二
〇
〇

一
）

一
八
五
頁
以
下
、
月
刊
司
法
改
革
三
二
号

（二
〇
〇

一
）
四
四
頁
以
下
、
法
律
時
報

増
刊

ｏ
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）
二

一
五
頁
以
下
な
ど
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（２
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇

一
年
七
月
二
日
。

（３
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇

一
年

一
〇
月
二
三
日
。

（４
）
朝
日
新
聞
二
〇
〇

一
年

一
一
月

一
〇
日
。

（５
）
月
刊
司
法
改
革
五
号

（二
〇
〇
〇
）

一
一
三
頁
以
下
。

（６
）
裁
判
へ
の
市
民
参
加

（と
り
わ
け
陪
審
制
）
と
司
法
権
の
独
立
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
参
照
、
棟
居
快
行

「陪
審
制
の
憲
法
問
題
―

陪
審
制
は
司
法
権
の
独
立
を
侵
害
す
る
か
」
丸
田
隆
編

『
日
本
に
陪
審
制
度
は
導
入
で
き
る
の
か
』
（現
代
人
文
社
、
二
〇
〇
〇
）
七
頁
以
下
。

（７
）
月
刊
司
法
改
革

一
五
号

（二
〇
〇
〇
）

一
一
七
頁
以
下
。

（８
）
月
刊
司
法
改
革

一
五
号

（二
〇
〇
〇
）

一
一
二
頁
以
下
。

（９
）
月
刊
司
法
改
革

一
五
号

（
二
〇
〇
〇
）

一
二
四
頁
以
下
。
な
お
、
審
議
会
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
意
見
書
の
趣
旨
説
明
、
評
価
は
、
意
見
書
の
趣
旨
を
分

析
、
評
価
し
、
今
後
の
改
革
の
可
能
性
を
見
極
め
る
う
え
で
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
持

つ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
審
議
会
メ
ン
バ
ー

で
あ

っ
た
者
の
発
言
、
見
解
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
す
た
め
に
、
意
見
書
答
申
後
の
発
言
等
に
つ
い
て
も
、
委
員
と
い
う
一肩
書
き
を
付
し
て
引
用
、

紹
介
す
る
こ
と
と
す
る
。

（１０
）
月
刊
司
法
改
革

一
五
号

（二
〇
〇
〇
）

一
二
七
頁
以
下
。

（Ｈ
）
月
刊
司
法
改
革

一
五
号

（二
〇
〇
〇
）

一
七
〇
頁
以
下
、
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
九
八
号

（二
〇
〇

一
）

一
七
三
頁
以
下
、
法
律
時
報
増
刊

ｏ
シ
リ
ー
ズ

司
法
改
革
Ⅱ

（二
〇
〇

一
）

一
一
六
頁
以
下
な
ど
に
掲
載
。

（‐２
）
月
刊
司
法
改
革
二
〇
号

（二
〇
〇

一
）

一
三
二
頁
以
下
。

（Ｂ
）
佐
藤
文
哉

「主
と
し
て
裁
判
員
制
度
の
具
体
化
に
向
け
て
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
八
号

（二
〇
〇

一
）

一
五
三
頁
。

（
‐４
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

「∧
鼎
談
ｖ
国
民
の
司
法
参
加

・
刑
事
司
法
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
八
号

（二
〇
〇

一
）

一
三
七
頁
以
下
。

（‐５
）
長
尾

一
紘

「裁
判
員
制
度
と
日
本
国
憲
法
」
現
代
刑
事
法
三
二
号

（二
〇
〇

一
）
三
二
頁
、
四
宮
啓

「国
民
の
司
法
参
加
」
自
由
と
正
義
五
二
巻
八

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て

二
九
五
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一二
九
六

号

（二
〇
〇

一
）
八
六
頁
。
藤
田
政
博

「裁
判
員
の
人
数
」
法
律
時
報
増
刊

・
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）

一
四
〇
頁
以
下
は
、
社
会
心
理

学
の
知
見
を
手
が
か
り
に
、
裁
判
員
が
裁
判
官
の
三
倍
を
切
る
と
、
裁
判
の
結
果
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
推
測
さ
れ
る
と
す
る
。

（‐６
）
意
見
書
が
出
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
久
保
井

一
匡
日
弁
連
会
長
は
、

「立
法
化
の
段
階
で
小
さ
な
も
の
に
な
っ

て
し
ま
う
危
険
性
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
例
え
ば
、
裁
判
員
の
数
を
職
業
裁
判
官
よ
り
も
多
く
す
る
こ
と
を
実
現
し
よ
う
と
思
え
ば
、
や
は
り
市
民
に
対

し
て
大
き
く
呼
び
か
け
て
い
っ
て
、
全
国
的
運
動
に
発
展
さ
せ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
参
照
、
自
由
と
正
義
五
二
巻
八

号

（二
〇
〇

一
）
二

一
頁
。
こ
の
発
言
の
前
提
に
は
、
当
然
、
「裁
判
員
の
数
を
多
く
す
る
こ
と
は
実
現
可
能
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ

の
他
、
堀
野
紀

「山
が
動
い
た
」
法
と
民
主
主
義
三
六
〇
号

（二
〇
〇

一
）
三
二
頁
。
な
お
参
照
、
高
田
昭
正

「国
民
の
司
法
参
加
と
高
木
案
―
数
倍

の

『裁
判
員
』
に
よ
る
独
立
評
決
」
月
刊
司
法
改
革
二
〇
号

（二
〇
〇

一
）
三
六
頁
。

（‐７
）
藤
浦
龍
治

「陪
審
制
度
の
実
現
を
求
め
て
」
戒
能
道
厚
監
修

『
み
ん
な
で
考
え
よ
う
司
法
改
革
』
（日
本
評
論
社
、
二
〇
〇

一
）

一
三
三
頁
。

（‐８
）
平
良
木
登
規
男
＝
岩
瀬
徹
＝
佐
藤
博
史
＝
甲
斐
行
夫
＝
椎
橋
隆
幸

「∧
座
談
会
∨
裁
判
員
制
度
導
入
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
」
現
代
刑
事
法
三
二
号

（二

〇
〇

一
）

一
六
頁
以
下

〔佐
藤
博
史
〕
。

（‐９
）
平
良
木
登
規
男
＝
岩
瀬
徹
＝
佐
藤
博
史
＝
甲
斐
行
夫
＝
椎
橋
隆
幸

・
前
掲
註

一
八

・
一
五
頁

〔平
良
木
登
規
男
〕。

（２０
）
天
川
晃
＝
小
田
中
聰
樹

『
日
本
国
憲
法

・
検
証
　
第
六
巻
　
地
方
自
治

・
司
法
改
革
』
（小
学
館
文
庫
、
二
〇
〇

一
）
三
七
三
頁
以
下

〔小
田
中
聰
樹
〕、

森
山
文
昭

「
中
間
報
告
と
法
曹
制
度
」
法
の
科
学
三

一
号

（二
〇
〇

一
）

一
六

一
頁
以
下
。

（２‐
）
小
田
中
聰
樹

「今
般
の
司
法
制
度
改
革
の

『逆
改
革
』
的
本
質
」
法
と
民
主
主
義
三
六
〇
号

（二
〇
〇

一
）
三
七
頁
、
立
松
彰

「最
終
意
見
書

へ
の

疑
問
―
青
法
協
に
お
け
る
議
論
か
ら
」
法
と
民
主
主
義
三
六
〇
号

（二
〇
〇

一
）
二
六
頁
、
藤
浦
龍
治

・
前
掲
註

一
七

・
一
三
四
頁
、
秋
山
賢
三

「『司

法
審
』
最
終
意
見
書
に
関
す
る
総
括
」
法
と
民
主
主
義
三
六
〇
号

（二
〇
〇

一
）
四
〇
頁
。

（２２
）
大
出
良
知

「刑
事
司
法
改
革
の
行
方
―
二
〇
世
紀
の
負
の
遺
産
を
払
拭
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
季
刊
刑
事
弁
護
二
八
号

一
〇
頁
以
下
、
早
野
貴
文
＝

谷
員
人

「司
法
制
度
改
革
の
基
本
理
念
と
そ
の
方
向
性
」
自
由
と
正
義
五
二
巻
八
号

（二
〇
〇

一
）
五
六
頁
。

（２３
）
長
尾

一
紘

・
前
掲
註

一
五

・
三
二
頁
。

（２４
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

・
前
掲
註

一
四

ｏ
一
一
七
頁
以
下
。



（２５
）
月
刊
司
法
改
革
九
号

（二
〇
〇
〇
）

一
五
五
頁
以
下
。

（２６
）
月
刊
司
法
改
革

一
二
号

（二
〇
〇
〇
）

一
七
四
頁
以
下
。

（２７
）
月
刊
司
法
改
革

一
二
号

（二
〇
〇
〇
）

一
九
五
頁
以
下
。

（２８
）
現
に
意
見
書
提
出
を
受
け
て
行
わ
れ
た
座
談
会
で
、
井
上
委
員
か
ら
、
意
見
書
の
趣
旨
に
つ
い
て
、
「検
察
官
に
よ
る
証
拠
開
示
も
無
条
件
で
認
め
ら

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
全
面
事
前
開
示
と
い
う
の
は
行
き
す
ぎ
だ
と
い
う
反
対
の
意
見
も
強
く
、
最
終
的
に
は
、
争
点
整
理
と
い
う
も

の
に
絡
ん
で
、
そ
の
準
備
に
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲
で
開
示
を
認
め
よ
う
ヽ
と
い
う
こ
と
に
落
ち
着
い
た
わ
け
で
す
」
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

参
照
、
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

・
前
掲
註

一
四
・
一
二

一
頁
。

（２９
）
同
様
の
見
方
を
す
る
も
の
と
し
て
、
立
松
彰

「危
機
に
さ
ら
さ
れ
る
刑
事
司
法
」
戒
能
通
厚
監
修

『
み
ん
な
で
考
え
よ
う
司
法
改
革
』
（日
本
評
論
社
、

二
〇
〇

一
）

一
六
二
頁
、
秋
山
賢
三

・
前
掲
註
二

一
・
二
九
頁
な
ど
。

（３０
）
参
照
、
伊
藤
員
ほ
か

「
〈座
談
会
〉
司
法
制
度
改
革
審
議
会
中
間
報
告
を
め
ぐ

っ
て
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
九
八
号

（二
〇
〇

一
）
五
〇
頁
以
下
。
こ

の
座
談
会
で
、
大
野
恒
太
郎
東
京
地
検
総
務
部
長
は
、
罪
証
隠
滅
、
証
人
威
迫
、
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
等
を
根
拠
に
挙
げ
て
、
事
前
全
面

開
示
に
は
到
底
賛
成
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
浦
功
弁
護
士
は
、
実
務
に
お
け
る
証
拠
開
示
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
の
な
か
で
、
検
察
官

側
か
ら
証
拠
開
示
の
弊
害
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
し
て
、
弊
害
論
に
よ
る
証
拠
開
示
の
制
限
に
反
発
し
て
い
る
。
こ
の
問
題
に
対

す
る
裁
判
所
の
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
参
照
、
安
原
浩

「証
拠
開
示
の
現
状
と
展
望
」
季
刊
刑
事
弁
護

一
九
号

（
一
九
九
九
）
二
七
頁
。

（３‐
）
た
だ
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
準
備
手
続
の
導
入
が
長
期
裁
判
の
短
縮
に
効
果
が
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
間
視
す
る
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
参
照
、
指
宿
信

「争
点
整
理
手
続
」
法
律
時
報
増
刊

ｏ
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）

一
七
三
頁
。

（３２
）
高
田
昭
正

「審
議
会

『中
間
報
告
』
を
ど
う
み
る
か
　
２
証
拠
開
示
」
季
刊
刑
事
弁
護
二
五
号

（二
〇
〇

一
）
九
〇
頁
。

（３３
）
月
刊
司
法
改
革

一
二
号

（二
〇
〇
〇
）

一
六
七
頁
以
下
。

（３４
）
大
出
良
知

・
前
掲
註
三
二

・
一
四
頁
。

（３５
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

・
前
掲
註

一
四

・
一
二

一
頁
。

（３６
）
葛
野
尋
之

「『国
民
の
司
法
参
加
』
を
め
ぐ
る
審
議
」
法
律
時
報
七
三
巻
六
号

（二
〇
〇

一
）

一
一
一
頁
。
な
お
参
照
、
本
佐
茂
男
＝
丸
田
隆
＝
佐
藤

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九
七



法
政
研
究
六
巻
三

・
四
号
公
一〇
〇
二
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一二
九
八

鉄
男
＝
宮
澤
節
生
＝
須
網
隆
夫
＝
大
出
良
知

「
〈座
談
会
〉
審
議
会

『
最
終
意
見
書
』
か
ら
見
え
る
も
の
、
見
え
な
い
も
の
」
月
刊
司
法
改
革
二
四
号

（二
〇
〇

一
）
八
八
、
八
九
頁
の
丸
田
隆
発
言
。

（３７
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
立
松
彰

・
前
掲
註
二
九

・
一
六
三
頁
。

（３８
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

・
前
掲
註

一
四

ｏ
一
二
〇
頁
、　
〓

〓
二
頁

〔井
上
正
仁
発
言
〕、
酒
巻
匡

「刑
事
裁
判
の
充
実

・
迅
速
化
―
争
点
整

理
と
証
拠
開
示
手
続
の
構
築
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
一
九
八
号

（二
〇
〇

一
）

一
四
八
頁
以
下
。

（３９
）
天
川
晃
＝
小
田
中
聰
樹

・
前
掲
註
二
〇

・
二

一
三
頁
以
下
、
と
り
わ
け
二

一
九
頁
以
下

〔小
田
中
聰
樹
〕
、
小
田
中
聰
樹

「
司
法
制
度
改
革
審
議
会

『
中
間
報
告
』
の
評
価
基
準
」
渡
部
保
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集

『
誤
判
救
済
と
刑
事
司
法
の
課
題
』
（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
）
四
六
五
頁
以
下

（小
田
中
聰
樹

『
司
法
改
革
の
思
想
と
論
理
』
（信
山
社
、
二
〇
〇

一
）
所
収
）、
自
取
祐
司

「
日
本
の
刑
事
司
法
―
市
民
参
加
は

″蘇
生
″
の
契
機
と
な

る
か
」
北
大
法
学
論
集
五
二
巻

一
号

（二
〇
〇

一
）
三
二
四
頁
以
下
、
梶
田
英
雄

「裁
判
所
の
現
状
と
課
題
」
法
律
時
報
増
刊

・
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革

Ｉ

（二
〇
〇
〇
）

一
三
八
頁
以
下
、
石
松
竹
雄

「裁
判
官
の
職
権
の
独
立
と
司
法
行
政
に
関
す
る
断
章
―
司
法
制
度
改
革
の
動
き
に
寄
せ
て
」
梶
田
英

雄
判
事

・
守
屋
克
彦
判
事
退
官
記
念
論
文
集

『刑
事

・
少
年
司
法
の
再
生
』
（現
代
入
文
社
、
二
〇
〇
〇
）

一
頁
以
下
。

（
４０
）
こ
の
よ
う
な
裁
判
の
傾
向
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
、
検
察
側
の
主
張

・
立
証
を
批
判
的
に
検
討
す
る
必
要
性
を
論
じ
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
渡
部
保
夫

『無
罪
の
発
見
―
証
拠
の
分
析
と
判
断
基
準
』
（勁
草
書
房
、　
一
九
九
二
）
三
九
八
頁
以
下
、
と
り
わ
け
四

一
五
頁
以
下
、
木
谷
明

「事
実
認
定
適
正
化

の
方
策
」
廣
瀬
健
二
＝
多
田
辰
也
編

『
田
宮
裕
博
士
追
悼
論
集
　
上
巻
』
（信
山
社
、
二
〇
〇

一
）

一
三
二
頁
以
下
。

（４‐
）
笹
田
栄
司

「
二
つ
の
司
法
制
度
改
革
の
間
に
あ
る
も
の
」
月
刊
司
法
改
革
二
三
号

（二
〇
〇

一
）
三
七
頁
、
堀
野
紀

・
前
掲
註

一
六

・
二

一
頁
。

（
４２
）
そ
の
他
、
斎
藤
浩
＝
明
賀
英
樹
＝
小
川
達
雄
＝
相
川
裕

「裁
判
官
制
度
の
改
革
」
自
由
と
正
義
五
二
巻
八
号

（二
〇
〇

一
）
七
四
頁
以
下
な
ど
。

（
４３
）
立
松
彰

・
前
掲
註
二

一
・
二
六
頁
。

（４４
）
庭
山
英
雄

「『
司
法
改
革
』
に
思
う
」
法
の
科
学
三

一
号

（二
〇
〇

一
）
六
頁
。

（
４５
）
そ
の
他
、
鳥
毛
美
範

「官
僚
的
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
か
ら
法
曹

一
元
制
へ
」
戒
能
通
厚
監
修

『
み
ん
な
で
考
え
よ
う
司
法
改
革
』
（日
本
評
論
社
、
二

〇
〇

一
）

一
一
八
頁
以
下
。

（
４６
）
小
田
中
聰
樹

・
前
掲
註
二

一
・
三
七
頁
。



（４７
）
北
澤
貞
男

「『裁
判
官
の
良
心
』
に
点
数
は
つ
け
ら
れ
な
い
」
法
と
民
主
主
義
一三
ハ
○
号

（二
〇
〇

一
）

一
九
頁
。

（４８
）
大
野
正
男
＝
竹
下
守
夫
＝
戸
波
江
二

「
〈鼎
談
〉
裁
判
官
制
度

・
法
曹

一
元

ｏ
最
高
裁
判
所
」
ジ

ュ
リ
ス
ト

一
二
〇
八
号

（二
〇
〇

一
）
七
七
頁
、

七
八
頁
の
竹
下
発
言
。

（４９
）
大
野
正
男
＝
竹
下
守
夫
――
戸
波
江
二

ｏ
前
掲
註
四
八

・
七
七
頁
に
お
い
て
も
、
「ど
れ
ほ
ど
実
質
的
に
機
能
す
る
か
や
や
疑
問
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
る

意
味
で
は

一
種
の
シ
ン
ポ
リ
ッ
ク
な
も
の
と
し
て
手
続
の
民
主
化
と
言
い
ま
す
か
、
透
明
化
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
」
と
の
指
摘

〔戸
波
江
二
〕

が
な
さ
れ
て
い
る
。

（５０
）
小
田
中
聰
樹
＝
大
出
良
知
＝
川
崎
英
明
編

『刑
事
弁
護
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
ー
　
刑
事
訴
訟
法
』
三
〇
四
頁
、
三
〇
九
頁

〔川
崎
英
明
〕
な
ど
。

（５‐
）
同
様
の
評
価
を
す
る
も
の
と
し
て
、
参
照
、
森
下
弘

「具
体
的
制
度
設
計
に
左
右
さ
れ
る
改
革
」
月
刊
司
法
改
革
二
四
号

（二
〇
〇

一
）
六
八
頁
。

（５２
）
梅
田
豊

「取
調
べ
の
適
正
性
の
確
保
」
法
律
時
報
増
刊

・
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）

一
八
五
頁
、
小
田
中
聰
樹

・
前
掲
註
二

一
・
三
七

頁
、
森
下
弘

・
前
掲
註
五

一
・
六
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
、
丸
田
隆

「裁
判
員
制
度
と
は
」
法
律
時
報
増
刊

ｏ
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）

一

三
七
頁
は
、
取
調
べ
毎
の
書
面
に
よ
る
記
録
の
義
務
付
け
は
、
取
調
べ
の
公
正
さ
を
確
保
し
、
違
法
な
自
白
強
要
な
ど
を
防
止
す
る
効
果
が
あ
る
と
評

価
す
る
が
、
疑
間
で
あ
る
。

（５３
）
佐
藤
文
哉

・
前
掲
註

一
三

・
一
五
五
頁
は
、
天
■
の
刑
事
裁
判
に
つ
い
て
調
書
裁
判
で
あ
る
と
の
批
判
が
あ
る
が
、
調
書
は
弁
護
人
が
同
意
す
る
か
法

律
の
定
め
る
伝
聞
法
則
の
例
外
に
あ
た
る
場
合
に
し
か
証
拠
に
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
証
人
尋
問
等
を
し
な
い
で
済
ま
せ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
現
状
理
解
を
前
提
と
し
て
、
「裁
判
員
制
度
に
な
っ
て
も
、
調
書
を
利
用
す
る
こ
と
は

一
向
に
差
し
支
え
な
い
」
と
す
る
。

（５４
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

・
前
掲
註

一
四

・
一
四
七
頁
。

（
５５
）
検
面
調
書
が
検
察
官
の

「作
文
」
で
あ
る
と
の
指
摘
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
白
取
祐
司

「少
年
事
件
の
報
道
と
少
年
法
」
法
律
時
報
七
〇
巻
八
号

（
一
九
九
八
）
三
四
頁
、
司
法
の
現
実
に
驚
い
た
五
三
期
修
習
生
の
会
編

『
司
法
修
習
生
が
見
た
裁
判
の
ウ
ラ
側
』
（現
代
人
文
社
、
二
〇
〇

一
）
九
五

頁
以
下
。

（５６
）
田
淵
浩
二

「証
拠
開
示
」
法
律
時
報
増
刊

・
シ
リ
ー
ズ
司
法
改
革
Ⅲ

（二
〇
〇

一
）

一
七
五
頁
、
酒
巻
匡

・
前
掲
註
三
八

・
一
四
九
頁
以
下
。
た
だ

し
、
私
自
身
は
、
証
拠
開
示
の
被
疑
者

・
被
告
人
の
防
御
権
保
障
に
と

っ
て
の
重
要
性
に
鑑
み
、
仮
に
例
外
的
に
弊
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
も
、

刑
事
司
法
制
度
改
革
の
評
価
方
法
―
裁
判
員
制
度
を
素
材
と
し
て

二
九
九
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・
四
号
公
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二
年
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四
〇
〇

罰
則
等
の
開
示
拒
否
以
外
の
方
法
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
弊
害
論
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
参
照
、
梅
田
豊

「証
拠
開
示

弊
害
論
の
問
題
点
」
季
刊
刑
事
弁
護

一
九
号

（
一
九
九
九
）
八
八
頁
以
下
。

（５７
）
白
取
祐
司

・
前
掲
註
二
九

・
二
三

一
頁
以
下
。

（５８
）
同
様
の
指
摘
を
す
る
も
の
と
し
て
、
自
取
祐
司

・
前
掲
註
二
九

・
三
二
九
頁
。

（５９
）
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
姿
勢
が
厳
罰
化
世
論
形
成
に
結
び
つ
く
危
険
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
本
間
重
紀

「『中
間
報
告
』
の
評
価
基
準
と
対
抗
戦
略

に
つ
い
て
の
二
、
三
の
論
点
」
法
と
民
主
主
義
二
五
五
号

（二
〇
〇

一
）
六

一
頁
。

（６０
）
こ
の
点
に
つ
い
て
、
詳
細
は
、
参
照
、
拙
稿

「
犯
罪
報
道
と
適
正
手
続
と
の
交
錯
―
共
生
モ
デ
ル
構
築

へ
向
け
て
の
序
論
的
考
察
―
」
法
学
六
〇
巻

三
号

（
一
九
九
六
）

一
二
九
頁
以
下
。

（６‐
）
井
上
正
仁
＝
長
沼
範
良
＝
山
室
恵

ｏ
前
掲
註

一
四

・
一
一
九
頁
。

（鬱
）
同
様
の
考
え
方
に
立

つ
も
の
と
し
て
、
参
照
、
平
良
木
登
規
男
＝
岩
瀬
徹
――
佐
藤
博
史
＝
甲
斐
行
夫
＝
椎
橋
隆
幸

・
前
掲
註

一
八

・
一
四
頁

〔岩
瀬

徹
、
佐
藤
博
史
〕。
こ
れ
に
対
し
て
荒
木
友
雄

「裁
判
員
制
に
お
け
る
事
実
認
定
と
量
刑
」
現
代
刑
事
法
三
二
号

（二
〇
〇

一
）
五
三
頁
は
、
伝
聞
証
拠

や
自
白
の
任
意
性
の
判
断
は
、
裁
判
官
が
も

っ
ぱ
ら
判
断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
し
、
「裁
判
員
は
、
取
締
役
に
対
す
る
監
査
役
の
存
在
に
似
て
、
審

理
の
場
に
い
て
、
裁
判
官
の
判
断
を
見
守

っ
て
い
る
こ
と
そ
れ
自
体
で
、　
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
も
評
価
で
き
よ
う
」
と
主
張
し
て
い
る
が
、

裁
判
員
が
た
だ
見
て
い
る
だ
け
で
、
自
白
の
任
意
性
の
判
断
が
厳
格
化
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
も

っ
と
も
、
現
状
の
自
白
の
任
意
性
の
判
断
に
問
題

は
な
い
と
い
う
前
提
に
立

つ
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
理
解
も
あ
り
え
よ
う
。


