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司
会

中
川
）

時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
國
學
院
大
學
法
学
部
五
〇

周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
裁
判
員
制
度
の
現
状
と
課
題
」
を
始
め
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
本
日
司
会
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
は
、
本
学
法
学
部
で
刑
事
訴
訟
法
を
担
当
し
て
お
り
ま
す
中
川
で

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
拍
手
）

そ
れ
で
は
開
会
の
辞
と
い
た
し
ま
し
て
、
法
学
部
長
坂
本
一
登
よ
り
挨

拶
が
ご
ざ
い
ま
す
。

【
開
会
の
辞
】

國
學
院
大
學
法
学
部
長

坂

本

一

登

こ
ん
に
ち
は
、
法
学
部
長
の
坂
本
で
す
。
本
日
は
ご
来
場
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
さ
わ
や
か
な
秋
晴
れ
の
日
に
こ
ん
な
に
多
く
の
人
に
集

ま
っ
て
い
た
だ
い
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
け
る
こ
と
を
嬉
し
く
思
っ
て

お
り
ま
す
。

二
〇
〇
九
年
に
司
法
改
革
の
一
環
と
し
て
「
裁
判
員
制
度
」
が
導
入
さ

れ
ま
し
た
。
導
入
の
際
は
ず
い
ぶ
ん
話
題
と
な
り
、
皆
さ
ん
も
、
こ
れ
か

ら
裁
判
は
ど
う
な
っ
て
い
く
ん
だ
ろ
う
と
か
、
も
し
自
分
が
裁
判
員
に
選

ば
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
か
と
不
安
に
感
じ
た
人
も
い
ら
し
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
制
度
と
い
う
も
の
は
、
し
か
し
導
入
さ
れ
た
だ
け
で
は
す
み
ま
せ

ん
。
導
入
さ
れ
た
後
に
な
っ
て
初
め
て
わ
か
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
で
す
か
ら
、
制
度
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
は
、
導
入

後
の
検
証
、
す
な
わ
ち
そ
の
制
度
の
運
営
実
態
を
踏
ま
え
た
改
善
の
議
論

を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。
経
験
が
あ
る
程
度
蓄
積

し
、
少
し
距
離
を
お
い
て
も
の
ご
と
を
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在

は
、
検
証
の
絶
好
の
時
期
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
そ
こ
で
こ
の
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
裁

判
員
制
度
を
よ
り
良
き
も
の
に
し
て
い
く
た
め
の
、
そ
し
て
制
度
が
成
熟

し
て
い
く
た
め
の
一
助
に
な
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

今
回
の
裁
判
員
に
関
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
國
學
院
大
學
創
設
一
三

〇
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
、
ま
た
法
学
部
創
設
五
〇
周
年
を
記
念
し
て

企
画
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
企
画
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
た
く
さ
ん
の

方
々
の
ご
協
力
を
得
ま
し
た
。
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
パ
ネ
リ
ス
ト
の

方
々
は
、
い
ず
れ
も
裁
判
員
制
度
に
、
裁
判
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
法
律

専
門
家
と
し
て
、
な
い
し
は
報
道
関
係
者
と
し
て
、
直
接
携
わ
っ
て
こ
ら

れ
た
方
々
で
、
そ
の
分
野
で
著
名
で
高
い
見
識
を
持
っ
た
方
々
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
非
常
に
お
忙
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
に
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
も
単
に
本
日
参
加
し
て
く
だ

さ
る
だ
け
で
な
く
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
質
を
高
め
る
た
め
に
事
前
の
や
り

取
り
に
も
快
く
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
素
晴
ら
し
い
パ
ネ
リ
ス
ト
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
法
科

大
学
院
の
四
宮
啓
先
生
に
も
改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
く
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
側
の
全
面
的
な
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
法
科
大
学
院
事
務
課
、
教
務
課
、
管
財

課
、
広
報
課
な
ど
関
係
部
署
の
ご
協
力
の
お
か
げ
で
実
現
に
こ
ぎ
着
け
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
、
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

大
学
は
最
近
、
社
会
か
ら
な
に
か
と
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す

が
、
本
日
は
大
学
が
知
的
生
産
の
場
と
し
て
健
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た

い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
か
皆
さ
ん
の
積
極
的
な
参
加
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
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【
パ
ネ
リ
ス
ト
の
自
己
紹
介
】

司
会

中
川
）

そ
れ
で
は
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
の
法
学
部
長
の
お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
テ
ー
マ

は
、
裁
判
員
制
度
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
、
ど
こ
が
評
価
さ
れ

る
べ
き
か
、
そ
し
て
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
は
じ

め
に
お
詫
び
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
が
、
検
討
項
目
は
非

常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
、
こ
れ
を
す
べ
て
拾
っ
て
い
く
と
お
そ
ら
く
こ

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
六
時
間
ぐ
ら
い
か
か
る
と
思
う
の
で
す
。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
時
間
は
二
時
間
し
か
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で

事
前
に
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
と
打
ち
合
わ
せ
を
行
い
ま
し
て
、
パ
ネ
リ
ス

ト
の
方
々
が
特
に
語
り
た
い
こ
と
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
い
た
だ
い
た
の

で
す
が
、
そ
れ
ら
を
中
心
に
議
論
し
ま
す
。
で
す
か
ら
特
別
な
関
心
を
も

っ
て
参
加
さ
れ
た
方
々
の
中
に
は
、
あ
る
点
に
つ
い
て
議
論
を
聞
き
た
か

っ
た
の
に
、
全
然
議
論
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
っ
た
ご
不
満
が
出
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
疑
と
い
う
場
、

そ
し
て
お
配
り
し
て
お
り
ま
す
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
に
ご
意
見
等
を
お
書
き

い
た
だ
く
と
い
う
機
会
を
設
け
て
お
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。そ

れ
で
は
早
速
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
パ
ネ
リ
ス
ト
紹
介
か
ら

始
め
た
い
の
で
す
が
、
ま
ず
私
が
簡
単
に
ご
所
属
と
お
名
前
を
ご
紹
介
申

し
上
げ
ま
し
て
、
そ
の
あ
と
パ
ネ
リ
ス
ト
の
皆
さ
ん
自
ら
、
ど
の
よ
う
な

形
で
裁
判
員
裁
判
に
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
お
話
し

い
た
だ
き
な
が
ら
、
自
己
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
右
か
ら
順
番
に
い

き
ま
す
。
裁
判
員
経
験
者
で
、
か
つ
、L

a
y Ju

d
g
e C

o
m
m
u
n
ity C

lu
b

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
で
も
あ
り
ま
す
田
口
真
義
さ
ん
で
す
。
そ
し
て
隣

り
の
テ
ー
ブ
ル
に
移
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
右
か
ら
順
に
、
東
京
地
方
裁
判

所
判
事
の
川
田
宏
一
さ
ん
。
東
京
地
方
検
察
庁
公
判
部
副
部
長
の
名
倉
俊

一
さ
ん
。
日
本
弁
護
士
連
合
会
裁
判
員
本
部
事
務
局
次
長
の
宮
村
啓
太
さ

ん
。
そ
し
て
共
同
通
信
企
画
委
員
兼
編
集
委
員
の
竹
田
昌
弘
さ
ん
で
す
。

で
は
田
口
さ
ん
か
ら
自
己
紹
介
お
願
い
し
ま
す
。

田
口

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
日
本
で
最
も
守
秘
義
務
違
反
に
近
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
る
裁
判
員
経
験
者
の
田
口
で
す
。

私
は
二
年
前
、
二
〇
一
〇
年
に
裁
判
員
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

要
は
も
う
二
年
も
前
の
話
な
ん
で
す
。
も
っ
と
こ
こ
最
近
、
あ
る
い
は
全

国
で
言
う
と
三
万
人
余
り
の
裁
判
員
経
験
者
が
生
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
二
年
も
前
の
人
の
話
が
い
ま
だ
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ

に
や
や
疑
問
と
い
う
か
不
安
な
点
を
抱
い
て
い
ま
し
て
、
も
っ
と
広
く
柔

軟
に
裁
判
員
経
験
者
の
声
を
拾
う
場
が
あ
れ
ば
い
い
な
と
、
で
き
れ
ば
い

い
な
と
い
う
思
い
を
込
め
て
、
今
年
の
夏
にL

a
y
 
Ju
d
g
e C

o
m
m
u
n
ity

 
C
lu
b

、
略
称
Ｌ
Ｊ
Ｃ
Ｃ
、
裁
判
員
経
験
者
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
と

い
う
形
で
団
体
を
つ
く
り
ま
し
た
。
裁
判
員
経
験
者
同
士
が
気
楽
に
交
流

し
て
、
ま
た
、
そ
の
中
で
生
ま
れ
て
き
た
言
葉
を
こ
う
い
う
場
で
、
裁
判

員
を
や
る
か
も
し
れ
な
い
多
く
の
市
民
の
方
々
に
還
元
す
る
と
い
う
の
を

主
軸
に
し
て
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
形
で
社
会
に
何
ら
か
の
形
で

役
立
て
ば
い
い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
日
、
私
の
言
葉
で
役
立

つ
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
何
か
持
ち
帰
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
、
一
つ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
拍
手
）

川
田

東
京
地
裁
の
判
事
の
川
田
宏
一
で
す
。
こ
れ
ま
で
東
京
地
裁
、
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札
幌
地
裁
で
裁
判
官
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
刑
事
裁
判
を
担
当
し
て
き
ま
し

た
。
平
成
十
六
年
の
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
法
等
の
制
定
を
受
け
ま
し
て
、
ま

ず
は
地
元
の
皆
さ
ん
の
協
力
も
得
る
な
ど
し
て
模
擬
裁
判
を
実
施
し
、
裁

判
員
制
度
の
運
用
を
検
討
し
た
り
、
ま
た
、
裁
判
員
制
度
の
広
報
活
動
も

行
っ
た
り
し
ま
し
て
、
平
成
二
十
一
年
の
裁
判
員
制
度
の
実
施
を
迎
え
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
一
六
件
の
裁
判
員
裁
判
を
担
当
、
経
験
し
て
お
り
ま
し

て
、
取
り
扱
っ
た
事
件
も
比
較
的
多
様
な
類
型
に
わ
た
っ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
制
度
施
行
三
年
の
感
想
と
い
う
こ
と
で
一
言
言
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
と
、
参
加
さ
れ
た
裁
判
員
の
皆
さ
ん
は
い
ず
れ
の
事
件
に
お
い
て

も
た
い
へ
ん
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
て
、
い
ず
れ
の

判
決
も
裁
判
員
と
裁
判
官
が
十
分
議
論
を
し
て
判
断
に
至
っ
た
も
の
で
あ

る
と
、
自
信
を
持
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
近
年
司
法
の
分
野
に
か

ぎ
ら
ず
、
国
民
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
制
度
が
導
入
さ
れ
て
お
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
こ
の
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
そ
の
導
入
初
期
の
段
階
と
し
て

は
、
概
ね
順
調
に
運
用
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
国
民
が
刑
事
裁
判
の
過
程
に
参
加
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
な

か
っ
た
大
き
な
制
度
改
革
の
運
用
に
関
わ
り
ま
す
し
、
現
実
問
題
と
し
て

裁
判
員
裁
判
を
進
行
し
て
い
く
う
え
で
、
種
々
の
課
題
は
あ
り
ま
す
。
し

た
が
い
ま
し
て
制
度
を
運
用
し
て
い
く
法
律
家
と
し
て
は
、
裁
判
員
制
度

の
導
入
の
趣
旨
に
沿
っ
て
、
さ
ら
に
よ
り
良
い
も
の
と
し
て
い
く
た
め

に
、
改
め
る
べ
き
点
は
改
善
し
て
い
く
と
い
う
、
そ
う
い
う
不
断
の
努
力

が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。
本
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
そ
の

た
め
に
有
益
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
ま
し
て
参
加
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
ま
す
。
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

名
倉

東
京
地
検
公
判
部
副
部
長
の
名
倉
と
申
し
ま
す
。
今
日
は
こ
の

よ
う
な
席
で
発
言
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
検
事
に
な
っ
て
今
年
で
ち
ょ
う
ど
二
〇
年
目
で
し
て
、
北
は
北
海

道
札
幌
か
ら
南
は
宮
崎
ま
で
各
地
を
赴
任
し
ま
し
て
、
刑
事
裁
判
、
そ
れ

か
ら
、
捜
査
に
も
当
た
っ
て
き
ま
し
た
。
私
自
身
の
刑
事
裁
判
に
専
従
し

た
期
間
と
い
う
の
は
約
七
年
間
で
し
て
、
そ
の
う
ち
、
こ
こ
四
年
半
の
間

は
刑
事
裁
判
を
担
当
す
る
公
判
部
と
い
う
部
署
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
。

で
す
の
で
、
ち
ょ
う
ど
い
ろ
い
ろ
な
刑
事
司
法
改
革
が
具
体
化
し
て
き
ま

し
て
、
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
っ
た
と
き
か
ら
ず
っ
と
刑
事
裁
判
を
担
当
し

て
い
る
検
事
の
立
場
か
ら
、
い
ま
の
裁
判
員
制
度
の
現
状
と
課
題
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、
発
言
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
拍
手
）

宮
村

弁
護
士
の
宮
村
と
申
し
ま
す
、
本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。弁

護
士
登
録
を
し
て
一
〇
年
目
に
な
り
ま
す
。
こ
の
一
〇
年
間
、
刑
事

事
件
に
一
生
懸
命
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。
ま
た
、
私
は
、
日
常
の
弁
護

士
業
務
の
ほ
か
に
、
日
弁
連
の
裁
判
員
本
部
と
い
う
組
織
で
、
全
国
の
裁

判
員
裁
判
の
運
用
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
め
た
り
、
そ
れ
を
分
析
し
た
り

す
る
業
務
に
従
事
し
て
い
ま
す
。
そ
の
関
係
で
比
較
的
裁
判
員
裁
判
に
関

す
る
情
報
に
多
く
接
す
る
立
場
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
本
日
は
お
招
き

い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
自
身
は
裁
判
員
裁
判
を
三
件
経
験
し
て
い
ま
す
。

初
公
判
か
ら
判
決
ま
で
一
ヵ
月
近
く
か
か
っ
た
事
件
が
二
件
あ
り
ま
し
た

の
で
、
比
較
的
長
く
か
か
っ
た
事
件
を
経
験
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
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最
近
、
裁
判
員
裁
判
を
契
機
と
し
た
刑
事
裁
判
の
変
化
を
感
じ
て
い
ま

す
。
以
前
は
、
時
と
し
て
法
廷
で
の
や
り
取
り
が
形
骸
化
し
て
い
る
と
の

批
判
も
あ
っ
た
の
が
、
生
き
生
き
と
し
た
法
廷
で
、
法
廷
の
中
で
見
て
聞

い
て
理
解
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
法
廷
に
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
実
感
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
、
刑
事
裁
判
が
弁
護
士
と
し
て
さ
ら
に
や
り
が

い
の
あ
る
分
野
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
も
そ
う
で
す
が
、
法
曹
三
者
や
そ
れ
以
外
の
皆
さ
ん
と
、
よ
り
良
い

刑
事
裁
判
の
あ
り
方
を
議
論
す
る
場
が
増
え
て
い
る
の
も
た
い
へ
ん
嬉
し

く
思
い
ま
す
。
本
日
は
異
な
る
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
交
換
で
き
る
こ

と
を
、
私
も
楽
し
み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し

ま
す
。（
拍
手
）

竹
田

共
同
通
信
の
竹
田
と
申
し
ま
す
。
記
者
に
な
っ
て
二
五
年
ぐ
ら

い
に
な
り
ま
す
が
、
う
ち
二
〇
年
ぐ
ら
い
、
事
件
と
司
法
を
担
当
し
て
き

ま
し
た
。
裁
判
員
制
度
は
司
法
制
度
改
革
審
議
会
と
い
う
と
こ
ろ
で
二
〇

〇
一
年
に
導
入
を
決
め
て
、
二
〇
〇
九
年
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
そ
の
審
議
会
の
と
き
か
ら
取
材
し
て
い
ま
す
。
最
近
は
法
廷
な
ど
へ

取
材
に
い
く
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
、
も
っ
ぱ
ら
裁
判
員
経
験
者
の
方
と

取
材
と
称
し
て
お
酒
を
飲
ん
で
い
る
だ
け
で
す
が
、
以
前
『
知
る
、
考
え

る
裁
判
員
制
度
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
本
を
出
し
た
こ

と
も
あ
り
、
こ
う
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
に
呼
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
今
日
は
法
曹
三
者
の
皆
さ
ん
も
来
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
と

く
に
裁
判
員
裁
判
の
課
題
の
よ
う
な
も
の
を
お
話
し
で
き
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。（
拍
手
）

【
討
論
】

１

裁
判
員
制
度
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
「
裁
判
員
制
度
は

ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
か
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、
具
体
的
に
裁
判

員
裁
判
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
な
手
続
で
進
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
し
て
そ

の
運
用
は
実
際
に
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
ま

し
て
、
基
本
的
な
知
識
を
フ
ロ
ア
の
皆
様
と
共
有
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
竹
田
さ
ん
に
、
基
本
的
な
講
義
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。

講
義
と
い
い
ま
し
て
も
一
〇
分
し
か
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
ぜ
ひ
お
聞
き

く
だ
さ
い
ま
せ
。
で
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
竹
田
氏
に
よ
る
報
告
﹈

お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
と
ス
ラ
イ
ド
を
見
な
が
ら
お
聞
き
く
だ
さ
い
。

●

裁
判
員
の
選
任
と
裁
判
員
裁
判
の
手
続
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ

①
」
参
照
）

ま
ず
裁
判
員
裁
判
の
チ
ャ
ー
ト
で
す
が
、
選
任
の
最
初
は
、
衆
議
院
議

員
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
て
、
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
つ

く
り
ま
す
。
皆
さ
ん
も
二
〇
歳
に
な
る
と
名
簿
に
載
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
名
簿
に
載
る
と
、
今
年
は
十
一
月
十
二
日
に
発
送
す
る
と
聞
き
ま
し

た
が
、
通
知
が
届
き
ま
す
。

●

名
簿
記
載
通
知
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
れ
が
名
簿
に
載
っ
た
よ
と
い
う
通
知
で
す
。
こ
う
い
う
封
筒
に
入
っ

て
届
き
ま
す
。
一
年
目
は
封
筒
が
大
き
く
て
、
郵
便
ポ
ス
ト
か
ら
は
み
出

す
と
い
う
苦
情
が
あ
り
、
封
筒
の
大
き
さ
が
半
分
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
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●

裁
判
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
の
お
知
ら
せ
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

封
筒
の
中
に
は
、
こ
う
い
う
「
裁
判
員
候
補
者
名
簿
へ
の
記
載
の
お
知

ら
せ
」
と
い
う
の
が
載
っ
て
ま
す
。

●

調
査
票
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

法
令
に
定
め
ら
れ
た
辞
退
理
由
が
あ
り
、
辞
退
を
希
望
す
る
人
は
こ
の

調
査
票
で
申
し
出
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
学
生
さ
ん
は
辞
退
で
き
ま
す

が
、
で
き
れ
ば
辞
退
し
な
い
で
、
や
っ
て
み
た
ら
い
い
か
な
と
思
い
ま

す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
、
最
高
刑
が
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
の
罪
な

ど
で
す
が
、
対
象
事
件
が
起
訴
さ
れ
、
公
判
前
整
理
手
続
で
裁
判
の
日
程

が
決
ま
る
と
、
こ
の
写
真
の
よ
う
に
、
パ
ソ
コ
ン
で
裁
判
員
の
候
補
者
を

名
簿
か
ら
抽
出
し
ま
す
。
最
初
の
裁
判
の
と
き
、
一
回
だ
け
公
開
さ
れ
ま

し
た
。
パ
ソ
コ
ン
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
の
は
、
弁
護
人
と
検
察
官
で

す
。

●

裁
判
員
等
選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
（
呼
出
状
）（
ス
ラ
イ
ド
略
）

事
件
ご
と
に
裁
判
員
の
候
補
者
を
名
簿
か
ら
選
び
、
そ
の
人
に
「
裁
判

員
等
選
任
手
続
期
日
の
お
知
ら
せ
（
呼
出
状
）」
を
送
り
ま
す
。
同
封
さ

れ
て
い
る
質
問
票
で
辞
退
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
辞
退
で
き
る

理
由
が
な
い
候
補
者
は
日
程
を
調
節
し
て
、
裁
判
所
に
行
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

●

裁
判
員
の
選
任
と
裁
判
員
裁
判
の
手
続
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

裁
判
所
に
行
く
と
、
選
任
手
続
が
あ
り
ま
す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
う
い
う
部
屋
で
、
裁
判
長
か
ら
「
皆
さ
ん
何
か
公
平
に
裁
判
で
き
な

い
事
情
が
あ
り
ま
す
か
、
手
を
挙
げ
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
と
質
問
さ
れ
ま

す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

あ
る
い
は
、
個
別
に
こ
う
い
う
部
屋
で
、
質
問
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
裁
判
官
三
人
に
書
記
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
に
囲
ま
れ
て
面
接
を
受

け
る
み
た
い
な
感
じ
で
、
大
変
緊
張
し
た
と
話
す
経
験
者
の
方
も
お
ら
れ

ま
す
。

●

裁
判
員
の
選
任
と
裁
判
員
裁
判
の
手
続
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

裁
判
員
や
そ
の
病
欠
な
ど
に
備
え
る
補
充
裁
判
員
に
選
ば
れ
る
と
、
公

判
と
な
り
、
密
室
で
の
評
議
を
経
て
判
決
を
言
い
渡
し
ま
す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
れ
が
東
京
地
裁
で
い
ち
ば
ん
大
き
い
一
〇
四
号
法
廷
で
す
。
法
壇
の

後
ろ
か
ら
撮
っ
た
写
真
で
す
が
、
裁
判
員
に
な
り
、
法
廷
に
入
る
と
、
こ

ん
な
感
じ
で
す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
れ
は
法
壇
を
横
か
ら
見
た
写
真
で
す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
れ
が
評
議
室
で
す
。
こ
こ
で
評
議
を
し
て
、
被
告
の
人
は
有
罪
か
ど

う
か
、
有
罪
の
場
合
は
刑
は
何
年
に
し
よ
う
か
と
話
し
合
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
は
東
京
地
裁
の
評
議
室
で
す
。

●

写
真
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
ち
ら
が
さ
い
た
ま
地
裁
の
評
議
室
で
す
。
裁
判
所
に
よ
っ
て
ち
ょ
っ

と
違
い
ま
す
。
ど
っ
ち
の
椅
子
が
い
い
か
く
ら
い
の
違
い
で
す
け
ど
。
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●

イ
ラ
ス
ト
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

経
験
者
の
話
を
も
と
に
描
い
た
イ
ラ
ス
ト
で
す
。
評
議
で
は
、
こ
う
や

っ
て
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
論
点
を
書
き
な
が
ら
や
っ
て
い
く
そ
う
で
す
。

●

量
刑
分
布
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
の
イ
ラ
ス
ト
は
、
過
去
の
似
た
よ
う
な
事
件
の
裁
判
例
を
見
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
と
い
っ
て
、
単
独
犯
か
そ
う
で
な
い

か
、
被
害
者
は
何
人
か
、
凶
器
は
何
か
、
あ
る
い
は
動
機
な
ど
で
検
索
し

た
結
果
を
グ
ラ
フ
と
表
に
し
て
あ
る
そ
う
で
す
。

●

事
件
一
覧
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

こ
ち
ら
が
表
の
ほ
う
で
す
。

●

イ
ラ
ス
ト
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

い
よ
い
よ
判
決
を
言
い
渡
す
と
、
こ
ん
な
ふ
う
に
な
り
ま
す
。

●

二
〇
一
二
年
七
月
現
在
ま
で
の
最
高
裁
集
計
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ

メ
②
」
参
照
）

今
年
七
月
ま
で
に
三
、
八
五
六
件
の
裁
判
員
裁
判
が
終
わ
り
、
二
万

三
、
五
三
五
人
の
方
が
裁
判
員
を
務
め
ま
し
た
。
補
充
裁
判
員
は
八
、
一

六
二
人
。
一
事
件
当
た
り
二
・
一
人
で
す
。

●

二
〇
一
〇
年
の
裁
判
員
経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト

ど
ん
な
人
が
裁
判
員
を
や
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
ず
男
性
が
五

四
・
六
％
、
女
性
が
四
三
・
六
％
で
す
。
実
は
二
〇
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で

の
男
女
比
は
、
男
が
四
八
で
女
性
が
五
二
で
す
。
こ
れ
が
逆
転
し
て
ま
す

か
ら
、
女
性
で
辞
退
さ
れ
て
い
る
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
年
代
は
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
、
ば
ら
け
て
ま
す
け
ど
、
い
ま

の
年
代
比
率
で
い
く
と
、
三
〇
代
と
四
〇
代
の
人
が
ち
ょ
っ
と
多
め
に
裁

判
員
を
や
ら
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
で
す
。
職
業
で
す
が
、
裁
判
所
の
ア

ン
ケ
ー
ト
の
選
択
肢
は
な
ん
と
「
お
勤
め
」
で
す
。「
お
勤
め
」
と
言
っ

た
ら
何
で
も
入
っ
て
し
ま
っ
て
、
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、
五
四
・
八

％
。
民
間
も
公
務
員
も
取
締
役
も
み
ん
な
「
お
勤
め
」
で
す
。
次
い
で
パ

ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
、
専
業
主
婦
・
主
夫
、
自
営
業
の
順
と
な
っ
て

い
ま
す
。

●

一
二
年
七
月
現
在
の
最
高
裁
集
計

こ
れ
ま
で
名
簿
に
記
載
さ
れ
た
人
は
九
五
万
人
余
り
で
、
事
件
ご
と
に

抽
出
さ
れ
た
候
補
者
の
数
、
辞
退
が
認
め
ら
れ
た
人
の
数
、
選
任
手
続
に

呼
び
出
さ
れ
た
人
の
数
、
出
席
し
た
人
の
数
は
こ
こ
に
書
か
れ
た
と
お
り

で
す
。
次
の
「
検
察
側
・
弁
護
側
の
理
由
な
し
不
選
任
」
と
い
う
の
は
、

検
察
官
や
弁
護
人
が
「
公
平
な
裁
判
を
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
な
ど
と

思
っ
て
外
し
た
候
補
者
の
数
で
す
。
一
事
件
当
た
り
四
人
、
こ
れ
ま
で
に

一
万
五
千
人
で
す
。
外
さ
れ
た
こ
と
は
候
補
者
本
人
に
は
わ
か
り
ま
せ

ん
。
下
の
ほ
う
の
「
辞
退
率
」
で
す
が
、
な
ん
と
五
九
・
一
％
と
非
常
に

高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
二
〇
〇
九
年
や
一
〇
年
は
五
三
％
で
し

た
が
、
昨
年
は
五
九
％
に
上
が
っ
て
い
ま
す
。

●

二
〇
一
一
年
の
最
高
裁
集
計

こ
こ
に
は
、
審
理
期
間
と
か
、
証
人
の
人
数
な
ど
が
書
い
て
あ
り
ま

す
。
評
議
の
平
均
時
間
は
九
時
間
二
四
分
、
か
な
り
長
く
や
っ
て
ま
す
。

否
認
事
件
だ
と
、
一
一
時
間
三
六
分
も
評
議
を
し
て
い
ま
す
。

●

評
議
時
間
と
職
務
従
事
日
数
の
推
移
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
③
」

参
照
）

評
議
員
の
平
均
時
間
は
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
年
々
長
く
な
っ
て
い
ま
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す
。

●

裁
判
員
が
裁
判
所
に
通
っ
た
平
均
日
数

そ
れ
か
ら
、
裁
判
員
が
裁
判
所
に
通
っ
た
平
均
日
数
も
こ
う
い
う
ふ
う

に
、
年
々
右
肩
上
が
り
に
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●

審
理
内
容
の
理
解
の
し
や
す
さ
に
つ
い
て
の
裁
判
員
経
験
者
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
の
推
移

理
解
し
や
す
か
っ
た
と
い
う
割
合
が
年
々
下
が
っ
て
い
ま
す
。

●

理
解
し
に
く
か
っ
た
理
由

ど
う
い
う
理
由
で
理
解
し
に
く
か
っ
た
か
を
聞
く
と
、「
事
件
の
内
容

が
非
常
に
複
雑
だ
っ
た
」
が
一
五
・
四
％
で
、「
調
書
の
朗
読
が
長
か
っ

た
」
が
一
二
・
四
％
。「
証
人
や
被
告
人
が
法
廷
で
話
す
内
容
が
わ
か
り

に
く
か
っ
た
」
は
一
九
・
五
％
で
す
。

●

法
廷
で
の
説
明
等
の
わ
か
り
や
す
さ
（
検
察
官
）
に
つ
い
て
の
裁
判
員

経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
推
移
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
④
」
参

照
）検

察
官
の
説
明
は
わ
か
り
や
す
い
」
と
い
う
回
答
は
、
二
〇
〇
九
年

は
八
〇
％
で
し
た
が
、
今
年
六
月
末
ま
で
の
ア
ン
ケ
ー
ト
だ
と
、
六
三
％

ま
で
下
が
っ
て
ま
す
。

●

法
廷
で
の
説
明
等
の
わ
か
り
や
す
さ
（
弁
護
人
）
に
つ
い
て
の
裁
判
員

経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
推
移

も
っ
と
す
ご
い
の
は
弁
護
人
で
す
。「
わ
か
り
や
す
か
っ
た
」
と
い
う

回
答
は
検
察
官
に
比
べ
て
少
な
く
て
、
今
年
は
三
三
・
四
％
に
な
っ
て
い

ま
す
。
も
と
も
と
弁
護
と
い
う
仕
事
自
体
が
わ
か
り
に
く
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

●

法
廷
で
の
説
明
等
の
わ
か
り
や
す
さ
（
裁
判
官
）
に
つ
い
て
の
裁
判
員

経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
の
推
移

裁
判
官
の
説
明
は
評
判
が
よ
く
て
九
〇
％
近
く
の
方
が
わ
か
り
や
す
い

と
回
答
し
て
い
ま
す
。

●

評
議
に
お
け
る
議
論
の
充
実
度
に
つ
い
て
の
裁
判
員
経
験
者
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
の
推
移
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
⑤
」
参
照
）

評
議
の
充
実
度
、「
十
分
に
議
論
で
き
た
」
と
い
う
人
は
、
あ
ま
り
変

化
が
な
く
、
七
〇
％
ち
ょ
っ
と
ぐ
ら
い
で
す
。

●

裁
判
員
と
し
て
裁
判
に
参
加
し
た
感
想
に
つ
い
て
の
裁
判
員
経
験
者
ア

ン
ケ
ー
ト
結
果
の
推
移

そ
れ
か
ら
裁
判
員
を
務
め
た
感
想
で
す
が
、「
非
常
に
よ
い
経
験
と
感

じ
た
」
と
「
よ
い
経
験
と
感
じ
た
」
を
足
す
と
、
ず
っ
と
九
〇
％
を
超
え

て
い
ま
す
。

●

裁
判
員
経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
自
由
記
載
欄

呼
出
状
と
い
う
文
書
に
違
和
感
を
感
じ
た
」
と
か
、
上
か
ら
目
線
だ

と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
け
ど
、
い
ろ
い
ろ
文
句
が
書
い
て
あ
り
ま

す
。
ぜ
ひ
お
読
み
く
だ
さ
い
。「
十
分
な
評
議
が
な
さ
れ
た
よ
う
に
感
じ

な
か
っ
た
。
結
局
は
判
例
に
従
っ
て
考
え
ら
れ
た
」
と
い
う
意
見
も
結
構

あ
り
ま
す
。
真
ん
中
あ
た
り
に
あ
る
「
弁
護
人
の
質
問
の
意
図
、
質
問
の

意
味
が
わ
か
ら
な
い
点
が
多
数
あ
っ
た
」
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
の
ア
ン

ケ
ー
ト
で
「
弁
護
人
の
説
明
が
わ
か
り
や
す
い
」
と
い
う
の
が
少
な
い
理

由
の
一
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
か
ら
「（
評
議
で
は
）
慣
例
に
従
っ
た
方
向
へ
の
誘
導
が
多
か
っ

た
が
、
制
度
の
意
義
と
異
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
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す
。
最
後
の
「
法
衣
を
貸
与
し
て
も
ら
い
た
い
」
は
、
裁
判
官
が
着
て
い

る
黒
い
上
っ
張
り
を
み
ん
な
着
て
い
る
と
、
一
人
ひ
と
り
が
目
立
た
な
い

か
ら
の
よ
う
で
す
。
色
は
裁
判
官
の
黒
に
対
し
て
グ
レ
ー
と
い
う
意
見
も

あ
り
ま
し
た
。

●

共
同
通
信
の
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
（
二
〇
一
〇

年
七
月
調
査
、
二
一
〇
人
回
答
）（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
⑥
」
参

照
）

こ
れ
は
共
同
通
信
が
最
高
裁
と
ま
っ
た
く
違
う
設
問
で
や
っ
た
ア
ン
ケ

ー
ト
で
す
。
た
だ
一
年
目
で
、
回
答
者
が
少
な
い
で
す
。「
刑
事
裁
判
の

ル
ー
ル
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
人
が
八
％
も

い
ま
し
た
。
評
議
の
時
間
に
つ
い
て
「
も
っ
と
話
し
合
い
し
た
か
っ
た
」

が
一
六
％
。
裁
判
長
・
裁
判
官
に
よ
る
議
論
の
誘
導
は
「
あ
っ
た
」「
少

し
あ
っ
た
」
を
足
し
て
二
一
％
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

●

最
高
裁
の
意
識
調
査
（
一
二
年
一
月
実
施
）

こ
れ
は
「
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
参
加
し
た
い
か
」
と
一
般
の
有

権
者
に
た
ず
ね
た
調
査
で
す
が
、「
参
加
し
て
も
よ
い
」
と
い
う
人
の
割

合
が
次
第
に
減
っ
て
き
て
い
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
の
報
道
が
減
っ
た
影
響

か
な
と
僕
は
み
て
ま
す
。
た
だ
、
こ
こ
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
若
い
世
代

は
「
参
加
し
て
も
よ
い
」
が
結
構
多
い
で
す
。

●

一
二
年
七
月
現
在
の
最
高
裁
集
計

今
度
は
事
件
で
す
が
、
強
盗
致
傷
が
一
番
多
く
、
次
に
殺
人
、
未
遂
が

ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
所
別
で
は
、
千
葉
地
裁
が
最
も
事
件
が
多

い
。
こ
れ
は
成
田
空
港
か
ら
の
覚
せ
い
剤
密
輸
事
件
が
多
く
、
一
番
に
な

っ
て
い
ま
す
。
逆
に
少
な
い
裁
判
所
は
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
と
お
り
で

す
。有

罪
判
決
の
う
ち
、
死
刑
は
一
四
人
で
す
。
無
期
懲
役
が
八
〇
人
。

（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
⑦
」
参
照
）
一
方
、
無
罪
は
一
八
人
、
無
罪

率
は
〇
・
四
％
で
す
。
無
罪
と
な
っ
た
の
は
、
下
に
書
い
た
よ
う
な
事
件

で
、
覚
せ
い
剤
密
輸
事
件
が
多
く
て
八
人
い
ま
す
。

●

死
刑
求
刑
事
件

検
察
官
が
死
刑
を
求
刑
し
た
被
告
は
一
八
人
い
ま
す
。
一
四
人
が
死
刑

で
、
無
期
懲
役
が
三
人
。
残
る
一
人
は
無
罪
で
す
。

●

強
姦
致
傷

こ
れ
は
量
刑
の
傾
向
を
示
し
た
も
の
で
す
。
赤
い
の
が
裁
判
員
裁
判

で
、
青
い
の
は
裁
判
官
裁
判
で
す
。
ま
ず
強
姦
致
傷
は
、
完
全
に
山
が
右

側
へ
一
つ
動
い
て
ま
す
か
ら
、
裁
判
員
裁
判
で
刑
が
重
く
な
っ
た
と
言
え

る
と
思
い
ま
す
。

●

強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
⑧
」
参
照
）

強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
も
、
実
刑
で
あ
れ
ば
、
裁
判
員
の
ほ
う
が
や
は
り

一
つ
山
が
動
い
て
い
ま
す
。
執
行
猶
予
も
少
な
く
、
重
く
な
っ
て
い
ま

す
。

●

傷
害
致
死

傷
害
致
死
は
微
妙
な
感
じ
で
す
が
、
一
五
年
以
下
、
一
三
年
以
下
、
一

一
年
以
下
、
九
年
以
下
、
七
年
以
下
で
い
ず
れ
も
裁
判
員
裁
判
の
ほ
う
が

上
回
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
重
く
な
っ
て
い
る
か
な
と
い
う
感
じ
が
し
ま

す
。

●

殺
人
既
遂

逆
の
傾
向
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
殺
人
の
既
遂
で
す
が
、
執
行
猶
予
が
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裁
判
官
裁
判
よ
り
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

●

現
住
建
造
物
等
放
火
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ
⑨
」、「
レ
ジ
ュ
メ

⑩
」
参
照
）

こ
れ
も
執
行
猶
予
が
裁
判
員
裁
判
の
ほ
う
が
多
い
。
と
い
う
わ
け
で
、

全
体
と
し
て
、
刑
の
幅
が
広
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思

い
ま
す
。

●

執
行
猶
予
と
保
護
観
察

次
の
保
護
観
察
と
い
う
の
は
、
保
護
司
さ
ん
が
執
行
猶
予
の
期
間
中
、

指
導
や
監
督
、
支
援
を
し
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
で
は
、
保
護
観
察
付
き
の

執
行
猶
予
判
決
が
こ
ん
な
に
多
く
出
て
い
ま
す
。
被
告
の
こ
と
を
考
え
る

と
、
単
な
る
執
行
猶
予
で
は
心
配
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
執
行
猶
予
全
体
の
割
合
も
裁
判
官
裁
判
よ
り
二
ポ
イ
ン
ト
ぐ
ら
い
高

く
な
っ
て
い
ま
す
。

●

保
護
観
察
に
つ
い
て
の
最
高
裁
意
識
調
査

保
護
観
察
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
意
識
論
調
査
で
た
ず
ね
て
み
た

と
こ
ろ
、
大
体
半
分
ぐ
ら
い
の
人
が
「
妥
当
だ
」「
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば

妥
当
だ
」
と
い
う
回
答
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

●

記
者
会
見
で
の
裁
判
員
・
補
充
裁
判
員
の
主
な
発
言
（
ス
ラ
イ
ド
略
）

裁
判
員
と
補
充
裁
判
員
の
方
に
は
、
判
決
後
に
記
者
会
見
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
の
主
な
発
言
で
す
。
最
初
の
四
つ
は
（
レ
ジ
ュ
メ

⑨
〜
⑩
に
お
け
る
「1011

横
浜
」、「1012

宮
崎
」、「1106

千
葉
」、

「1204

さ
い
た
ま
」）
す
べ
て
死
刑
を
言
い
渡
し
た
あ
と
の
発
言
で
す
。

「
す
ご
く
悩
ん
だ
。
何
回
も
涙
を
流
し
た
」
と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。
四
番

目
（1204

さ
い
た
ま
）
は
木
嶋
佳
苗
被
告
の
裁
判
員
の
方
で
す
、
一
〇

〇
日
も
裁
判
が
続
き
ま
し
た
。「
難
し
い
の
ひ
と
言
」
だ
そ
う
で
す
。
次

（1012

鹿
児
島
）
の
「
遺
族
に
申
し
訳
な
い
が
、
証
拠
が
不
十
分
だ
っ
た

の
が
一
番
の
原
因
」、
こ
れ
は
死
刑
求
刑
事
件
で
無
罪
と
な
っ
た
鹿
児
島

地
裁
の
裁
判
員
の
言
葉
で
す
。
浜
松
の
（1102

浜
松
）
は
、
正
当
防
衛

を
認
め
て
、
殺
人
罪
を
無
罪
に
し
た
と
き
の
裁
判
員
の
方
で
す
、「
最
後

は
疑
わ
し
き
は
被
告
の
利
益
に
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
い
ち
ば
ん

下
（
レ
ジ
ュ
メ
に
は
未
掲
載
。1107

大
阪
）
は
、
ち
ょ
っ
と
色
が
違
い

ま
す
け
ど
、
取
り
調
べ
の
様
子
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
見
た
裁
判
員
の

方
。「
無
理
や
り
言
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
で
き
た
」

と
話
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
（1003

鳥
取
）
は
二
人
殺
害
事
件
で
求
刑
通
り
無
期
懲
役
と
な
っ

た
鳥
取
地
裁
の
裁
判
員
で
す
が
、「
中
立
的
に
判
断
し
た
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
私
は
「
中
立
的
」
に
は
疑
問
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
は
弁
護
人
の
主

張
を
ふ
ま
え
て
、
検
察
官
の
主
張
が
間
違
い
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
れ

ば
い
い
の
で
あ
っ
て
、
双
方
の
主
張
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
、
中
立
的
に

判
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
会
見
場
で
聞
い
て
い
て
疑
問
に
思
い
ま

し
た
。
そ
の
一
つ
の
上
（0909

青
森
）
の
「
被
害
者
の
こ
と
を
親
身
に

考
え
た
」。
被
害
者
の
親
の
立
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
発
言
に
も
首

を
か
し
げ
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
被
害
者
重
視
の
裁
判
員
は
多
く
、
先
ほ

ど
の
性
犯
罪
な
ど
の
厳
罰
化
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

●

〇
六
〜
〇
八
年
の
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件＝

裁
判
官
裁
判

裁
判
官
裁
判
で
審
理
し
て
い
た
〇
六
年
か
ら
〇
八
年
の
裁
判
員
裁
判
対

象
事
件
の
判
決
で
す
。
注
目
は
〇
・
六
％
の
無
罪
率
。
先
ほ
ど
裁
判
員
裁

判
の
無
罪
率
は
〇
・
四
％
で
し
た
か
ら
、
裁
判
官
裁
判
の
ほ
う
が
高
い
。
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た
だ
、
こ
れ
に
は
裏
が
あ
り
ま
す
。

●

起
訴
率
（
公
判
請
求
╱
通
常
受
理
）

起
訴
率
」
と
僕
は
呼
ん
で
い
る
ん
で
す
が
、
警
察
か
ら
送
ら
れ
た
容

疑
者
の
う
ち
、
何
人
が
起
訴
さ
れ
た
か
と
い
う
デ
ー
タ
で
す
。
ご
覧
の
よ

う
に
、
二
〇
〇
六
年
の
殺
人
は
四
〇
・
六
％
だ
っ
た
の
で
す
が
、
昨
年
は

二
五
％
に
な
っ
て
ま
す
。
強
盗
致
傷
も
〇
六
年
の
三
八
％
が
昨
年
は
二
一

％
。
次
の
強
姦
致
死
傷
、
こ
れ
も
六
三
％
が
三
八
％
に
、
非
常
に
起
訴
率

が
下
が
っ
て
い
ま
す
。
グ
ラ
フ
に
す
る
と
、
こ
う
な
り
ま
す
（
ス
ラ
イ
ド

略
）。検

察
は
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
高
度
な
見
込
み
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て

起
訴
す
る
と
い
う
、
基
準
で
ず
っ
と
や
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
裁
判
員
裁

判
で
も
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
員
が
加

わ
っ
た
こ
と
で
見
込
み
が
変
わ
っ
た
わ
け
で
す
。
た
と
え
ば
殺
意
。
こ
れ

を
立
証
し
な
い
と
、
殺
人
罪
は
成
立
し
な
い
わ
け
で
、
こ
れ
ま
で
は
裁
判

官
と
、
あ
う
ん
の
呼
吸
と
で
も
い
う
よ
う
な
感
じ
で
認
定
さ
れ
て
き
た
の

で
す
が
、
裁
判
員
を
納
得
さ
せ
る
殺
意
の
立
証
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

集
め
た
証
拠
で
は
、
裁
判
員
を
納
得
さ
せ
る
立
証
で
き
な
い
と
な
る
と
、

殺
人
で
は
な
く
、
傷
害
致
死
で
起
訴
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

起
訴
率
の
低
下
に
は
こ
う
し
た
背
景
が
あ
り
、
先
ほ
ど
の
裁
判
官
裁
判

よ
り
無
罪
率
が
低
い
の
も
、
起
訴
が
慎
重
だ
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
以
上

で
す
。

２

裁
判
員
制
度
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
さ
て
、
知
識
を
共
有
し
て

い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
、
２
の
議
論
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
、「
裁
判

員
制
度
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
」
で
あ
り
ま

す
。
実
際
に
裁
判
員
を
経
験
さ
れ
ま
し
た
田
口
さ
ん
か
ら
基
本
的
な
報
告

を
い
た
だ
い
て
、
そ
の
後
、
全
員
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
り
た

い
と
思
い
ま
す
。
で
は
、
田
口
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
田
口
氏
に
よ
る
報
告
﹈

裁
判
員
制
度
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
た
か
」
と

い
う
お
題
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
い
く
つ
か
論
点
を
挙
げ
た
ん
で
す
け
ど

も
、
仰
々
し
く
も
資
料
に
レ
ジ
ュ
メ
と
い
う
も
の
を
付
け
さ
せ
て
い
た
だ

い
た
ん
で
す
が
、
と
く
に
時
間
の
関
係
も
あ
り
ま
す
の
で
、
重
点
的
に
二

点
だ
け
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

論
点
１

わ
か
り
や
す
い
裁
判
に
な
っ
た
の
か
（
以
下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ

メ

」
参
照
）

ま
ず
、「
わ
か
り
や
す
い
裁
判
に
な
っ
た
の
か
」
と
い
う
疑
問
に
つ
い

て
、
当
初
か
ら
「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
裁
判
」
と
い
う
ふ
う
に
裁
判

員
裁
判
の
特
徴
的
な
、
象
徴
的
な
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
け
ど

も
。
従
前
、
書
類
に
よ
る
証
拠
が
中
心
で
、
法
廷
で
は
そ
れ
を
読
み
上
げ

る
だ
け
、
読
む
だ
け
と
い
う
の
が
あ
っ
た
の
で
す
け
ど
も
、
裁
判
員
制
度

導
入
に
あ
た
っ
て
、
直
接
、
証
人
あ
る
い
は
被
告
人
に
聞
い
て
、
直
接
聞

こ
う
と
い
う
直
接
主
義
に
転
換
し
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
そ
の
裁
判
員
に
対
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
と
い
う
こ
と

で
、
検
察
官
・
弁
護
人
・
裁
判
所
も
、
そ
の
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
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工
夫
と
い
う
の
を
、
研
鑽
を
積
ま
れ
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と
え

ば
、
法
律
用
語
、
あ
る
い
は
専
門
用
語
を
な
る
た
け
わ
か
り
や
す
い
平
易

な
言
葉
に
す
る
と
か
。
あ
と
、
今
し
が
た
竹
田
さ
ん
も
使
わ
れ
て
お
り
ま

し
た
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
な
ど
を
駆
使
す
る
と
か
。
初
期
の
頃
は
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
と
か
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
聞
い
て
お
り
ま
す
。

た
だ
、
私
が
そ
こ
で
「
う
ん
？
」
と
思
っ
た
の
が
、「
わ
か
り
や
す
い

っ
て
何
？
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
と
く
に
私
は
ア
ナ
ロ
グ
人
間
な

の
で
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
も
の
が
全
然
納
得
で
き
な
い
と
言
う
と
変

な
言
い
方
で
す
け
ど
、
腑
に
落
ち
な
く
て
、
実
際
自
分
の
裁
判
の
と
き

も
、
弁
護
人
も
検
察
官
も
両
方
と
も
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
使
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
け
ど
も
、
は
っ
き
り
言
っ
て
わ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い

う
の
が
感
想
な
ん
で
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
い
う
の
は
や
は
り
文
明
の

利
器
で
、「
要
点
を
簡
潔
」
に
示
し
て
、
そ
の
「
補
足
を
口
頭
で
説
明
」

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
を
深
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
イ
メ
ー
ジ
を
摑
み

や
す
い
も
の
に
す
る
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。

た
だ
、
そ
れ
で
理
解
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
い
う
の
は
、
た
だ
、
そ
れ
を
見

て
感
じ
た
そ
の
人
の
主
観
で
は
な
い
か
と
。「
客
観
性
や
相
対
性
に
欠
け

る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
の
が
、
私
が
実
際
の
体
験
か
ら
思
っ
た
こ

と
な
ん
で
す
。

た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
、
最
初
の

候
補
者
登
録
通
知
は
ど
こ
か
ら
く
る
か
と
言
わ
れ
て
、
皆
さ
ん
覚
え
て
ま

す
か
。
知
っ
て
る
と
か
で
な
く
て
覚
え
て
ま
す
か
、
と
言
わ
れ
て
も
わ
か

ら
な
い
で
す
よ
ね
。
た
ぶ
ん
先
ほ
ど
の
竹
田
さ
ん
の
説
明
す
ご
く
わ
か
り

や
す
か
っ
た
の
で
、
全
体
的
に
は
何
と
な
く
わ
か
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

細
か
い
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
わ
か

っ
た
つ
も
り
に
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
の
危
険

性
で
す
。

裁
判
員
が
た
だ
「
見
た
だ
け
、
聞
い
た
だ
け
」
で
、
わ
か
っ
た
つ
も
り

に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
そ
れ
は
す
ご
く
事
実
認
定
と
い
う
、

人
様
の
人
生
を
決
め
る
と
き
に
あ
た
っ
て
、
そ
う
い
う
何
と
な
く
感
覚
で

摑
ん
で
し
ま
っ
て
判
断
す
る
の
っ
て
大
丈
夫
な
の
か
な
と
い
う
、
危
険
性

を
す
ご
い
感
じ
ま
し
て
、
実
際
評
議
の
と
き
に
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
考

え
る
こ
と
、
思
考
を
奪
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
逆
に
、
と

い
う
の
が
す
ご
く
経
験
か
ら
も
怖
い
な
と
。
と
に
か
く
「
見
て
、
聞
い

て
、
わ
か
る
」
の
で
は
な
く
て
、「
見
て
、
聞
い
て
、
考
え
る
裁
判
」
で

な
い
と
、
裁
判
員
裁
判
と
い
う
も
の
は
、
今
後
ち
ょ
っ
と
、
足
元
ぐ
ら
つ

い
て
い
く
の
で
は
な
い
か
な
と
。
端
的
に
言
う
と
、
何
で
も
口
頭
直
接
主

義
は
一
方
で
は
す
ご
く
い
い
と
思
い
ま
す
、
直
接
聞
く
と
い
う
の
は
直
接

感
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
評
価
で
き
る
と
思
う
の
で
す
が
。
そ
れ
に
傾
斜
し

て
い
く
こ
と
の
危
険
性
が
、
た
と
え
ば
、
先
ほ
ど
の
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

も
、
皆
さ
ん
の
手
元
に
あ
る
資
料
か
ら
、
い
ま
確
認
す
れ
ば
最
高
裁
判
所

か
ら
登
録
通
知
く
る
ん
だ
な
と
い
う
の
は
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
補

完
す
る
意
味
で
、
資
料
と
い
い
ま
す
か
書
証
、
書
面
は
あ
る
程
度
必
要
な

の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
至
っ
た
結
論
な
ん
で
す
。

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
は
、
何
を
お
い
て
も
や
は
り
「
正
し
く
見
て
聞
か
な

い
と
い
け
な
い
」。
た
だ
、
見
て
、
聞
く
の
で
は
な
く
て
、
正
し
く
見
て

聞
く
た
め
に
は
、「
正
し
く
知
る
力
」
が
必
要
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
。

こ
れ
は
法
律
知
識
と
か
司
法
リ
テ
ラ
シ
ー
、
そ
う
い
っ
た
部
分
と
は
全
然

次
元
が
別
で
、
た
だ
、
裁
判
員
と
し
て
感
情
を
交
え
ず
に
、
冷
静
に
客
観
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的
に
法
廷
で
見
聞
き
す
る
能
力
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
の
で
は
な
い
か

と
。
こ
れ
は
専
門
的
な
知
識
と
は
ま
た
別
次
元
の
お
話
で
す
の
で
、
そ
れ

は
別
に
法
律
学
と
か
そ
う
い
う
の
を
勉
強
し
て
な
く
て
も
、
そ
の
人
の
考

え
方
で
、
身
の
持
ち
方
で
持
て
る
も
の
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
「
正
し

く
知
る
力
」
と
い
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
参
加
す
る
市
民
に
は
求
め
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
な
と
。
そ
う
す
る
こ
と
で
結
果
的
に
「
正
し
く
考
え
る
」

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
そ
れ
に
は
「
公

平
・
公
正
な
証
拠
」
で
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
れ
は
ひ

と
つ
の
課
題
だ
と
思
い
ま
す
。

論
点
２

裁
判
員
と
裁
判
官
の
協
働
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
の
か
（
以

下
、
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ

」
参
照
）

実
際
川
田
さ
ん
も
お
み
え
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
評
議
室
、

あ
る
い
は
公
判
で
裁
判
員
は
裁
判
官
と
一
緒
に
そ
の
法
廷
に
臨
ん
で
、
評

議
に
臨
む
わ
け
な
ん
で
す
が
。

あ
く
ま
で
私
の
個
人
的
な
感
想
と
い
う
か
、
私
見
に
な
る
の
で
す
け
ど

も
、
裁
判
官
と
い
う
の
は
前
例
、
判
例
に
従
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
、

異
例
の
事
態
と
い
う
も
の
を
好
ま
な
い
と
言
っ
た
ら
語
弊
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
の
で
す
け
ど
。
そ
れ
に
対
し
て
裁
判
員
の
場
合
、
そ
れ
が
は
じ

め
て
の
刑
事
裁
判
に
な
り
ま
す
の
で
、
は
じ
め
て
の
判
断
者
に
な
り
ま
す

の
で
前
例
経
験
が
な
い
で
す
。
よ
く
言
わ
れ
る
「
量
刑
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

（
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
）」
に
対
し
て
も
、
コ
メ
ン
ト
と
し
て
こ
れ
は
吹
き

出
し
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
ど
の
裁
判
と
は
言
え
ま
せ
ん

が
、
実
際
に
出
て
き
た
言
葉
で
す
。
裁
判
員
側
か
ら
は
こ
う
い
っ
た
量
刑

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
過
去
の
判
例
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
参
考
に
は
な
る

け
ど
も
、
そ
れ
じ
ゃ
自
分
た
ち
が
参
加
し
た
意
味
が
な
い
じ
ゃ
な
い
か

と
、
自
分
た
ち
で
判
例
作
る
か
ら
裁
判
員
裁
判
じ
ゃ
な
い
、
と
。
こ
れ
の

是
非
も
あ
る
の
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
発
言
。
そ
れ
に
対
す
る
裁
判
官
の

発
言
で
は
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
裁
判
官
は
「
皆
さ
ん
厳
し
い
で
す
ね

ぇ
」
と
、
聞
こ
え
な
い
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
た
ん
で
す
、
ど
の
裁
判
官
か
わ

か
っ
ち
ゃ
う
か
。
そ
う
い
う
感
想
を
双
方
で
持
ち
合
っ
て
い
る
。

他
方
、
裁
判
官
の
ほ
う
も
、
こ
れ
は
私
の
私
見
で
す
け
れ
ど
も
、
専
門

家
と
し
て
の
自
負
と
い
う
の
が
、
法
衣
を
ま
と
っ
て
い
る
以
上
は
威
厳
を

持
つ
と
い
う
の
は
あ
る
程
度
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
け
ど
、
そ
れ

に
対
し
て
裁
判
員
が
不
必
要
に
萎
縮
し
て
し
ま
っ
て
い
る
ん
で
す
。
や
っ

ぱ
り
法
律
に
関
わ
っ
た
こ
と
が
な
い
一
般
市
民
は
、
裁
判
官
っ
て
偉
い
人

と
い
う
、
す
ご
い
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
ま
す
。
博
識
で
い
ろ
ん
な
法
律
判
断

を
し
て
い
る
と
い
う
、
偉
い
、
近
づ
き
が
た
い
人
と
い
う
ふ
う
な
イ
メ
ー

ジ
が
あ
る
ん
で
す
が
。
た
ぶ
ん
こ
の
あ
と
ご
発
言
い
た
だ
く
か
と
思
う
の

で
す
が
、
川
田
さ
ん
の
お
話
聴
い
て
わ
か
る
と
思
う
の
で
す
が
、
法
衣
を

脱
い
で
い
る
と
、
ち
ょ
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
知
っ
て
る
普
通
の
人
な
ん
で

す
。
裁
判
官
っ
て
別
に
特
異
性
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
な
い
は
ず
で
す
の

で
、
そ
う
い
う
誤
解
も
あ
り
つ
つ
、
最
近
も
そ
う
だ
と
は
思
う
の
で
す
け

れ
ど
も
、
裁
判
所
が
裁
判
員
を
過
度
に
お
客
様
扱
い
し
て
い
る
状
況
が
、

ち
ょ
っ
と
言
葉
が
合
っ
て
る
か
ど
う
か
、
適
切
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
で

す
け
ど
、
勘
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
私
た
ち
っ
て

特
別
な
ん
で
は
な
い
か
っ
て
、
私
た
ち
っ
て
偉
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
い

う
、
そ
う
い
う
勘
違
い
が
ま
た
そ
の
溝
を
深
め
て
し
ま
っ
て
い
る
結
果
に
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つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
は
思
う
の
で
す
け
ど
も
。

そ
う
い
っ
た
流
れ
の
な
か
で
、
裁
判
員
の
判
断
で
は
な
く
て
、「
意
見

や
考
え
方
」
と
い
う
も
の
を
重
視
す
る
傾
向
が
、
正
直
危
惧
す
る
と
こ
ろ

で
は
あ
り
ま
す
。
端
的
に
言
う
と
「
お
互
い
に
不
必
要
な
誤
っ
た
先
入

観
」
か
ら
、
遠
慮
し
合
っ
て
、
チ
グ
ハ
グ
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
こ
の
間

の
俯
瞰
し
た
形
な
の
か
な
と
い
う
ふ
う
に
は
思
っ
て
い
ま
す
。
裁
判
が
終

わ
っ
た
あ
と
に
、
裁
判
官
も
交
え
て
裁
判
員
と
み
ん
な
で
、
打
ち
上
げ
と

し
て
飲
み
に
い
っ
た
り
と
い
う
裁
判
体
も
あ
る
ん
で
す
。
同
窓
会
で
す

ね
。
そ
う
い
う
部
分
も
あ
り
つ
つ
、
だ
か
ら
両
面
あ
る
ん
だ
と
思
う
の
で

す
け
ど
も
、
こ
れ
は
私
の
視
点
か
ら
言
う
と
、
そ
も
そ
も
専
門
家
と
素
人

と
い
う
段
階
で
、
住
ん
で
い
る
領
域
と
い
う
か
、
階
段
の
段
が
違
い
ま
す

の
で
、
お
互
い
に
一
段
ず
つ
上
っ
て
下
り
て
、
近
寄
り
合
え
ば
い
い
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
と
。
裁
判
員
、
あ
る
い
は
一
般
市
民
の
方
か
ら
す
る
と
、
刑

事
裁
判
は
自
分
に
は
関
係
な
い
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
程
度
刑
事

裁
判
の
原
則
だ
っ
た
り
と
か
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
知
識
は
身
に
つ
け
て

い
た
だ
い
て
臨
ん
で
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
で
、
裁
判
官
の
思
考
と
い
う

の
も
少
し
は
わ
か
る
よ
う
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
。
た
と
え
ば
、
そ

う
い
う
よ
う
な
形
で
お
互
い
に
歩
み
寄
る
と
い
う
「
信
頼
関
係
の
構
築
」

が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

以
降
、
時
間
も
あ
り
ま
す
の
で
、
論
点
３
以
下
（
後
掲
「
レ
ジ
ュ
メ

」
参
照
）
は
お
読
み
流
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
の
で
、
簡
単
に

二
点
だ
け
挙
げ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
い
ま
の
田
口
さ
ん
の
報

告
を
基
調
に
議
論
し
て
い
く
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
前
提
と
し
ま
し

て
、
い
く
つ
か
の
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
論
点
１
の
ほ
う
で

「
見
て
、
聞
い
て
、
分
か
る
裁
判
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
冒
頭
に
出
て
き

ま
し
た
け
ど
も
、
こ
れ
は
裁
判
員
裁
判
を
成
功
さ
せ
る
た
め
の
一
つ
の
ス

ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
。
一
般
市
民
が
参
加
さ
れ

て
も
、
そ
の
裁
判
が
訳
の
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
と
、
た
だ
ち
に
裁
判
員

裁
判
は
崩
壊
し
ま
す
の
で
、
訳
の
わ
か
る
も
の
に
す
る
た
め
に
法
律
関
係

者
は
非
常
に
努
力
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を

前
提
に
い
ま
の
田
口
さ
ん
の
報
告
が
あ
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
は

ち
ょ
っ
と
溯
り
ま
し
て
、「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
裁
判
」
と
い
う
の

は
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
も
の
で
、
そ
の
実
現
す
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
努

力
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
法
律
関
係
者
か
ら
簡
単
に
説
明
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
川
田
さ
ん
か
ら
、
そ
し
て
、
補
足
で
名

倉
さ
ん
、
宮
村
さ
ん
、
お
願
い
し
ま
す
。

川
田

ま
ず
「
わ
か
り
や
す
い
裁
判
」
に
つ
い
て
、
田
口
さ
ん
か
ら
問

題
提
起
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
を

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

裁
判
員
に
わ
か
り
や
す
い
裁
判
と
は
、
公
判
審
理
に
お
け
る
意
見
や
、

証
拠
の
意
味
、
内
容
に
つ
い
て
、
裁
判
員
に
正
し
く
理
解
で
き
る
こ
と
、

こ
れ
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。「
わ
か
り
や
す
い
裁
判
」、
あ

る
い
は
、
い
ま
あ
り
ま
し
た
「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
裁
判
」
と
い
う

ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
こ
れ
ま
で
の
法
廷
に
お
け
る
意
見
や
証
拠
が
、
法
律
専

門
家
で
は
な
い
人
に
と
っ
て
難
解
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
省
か
ら
出
て
き
た

も
の
で
す
。
ま
さ
に
田
口
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁
判
員
が
正
し
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く
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
審
理
を
し
よ
う
と
い
う
意
味
に
な
り
ま

す
。言

葉
を
言
い
換
え
れ
ば
、
的
確
な
心
証
を
得
る
と
、
そ
う
い
う
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
と
よ
り
そ
の
よ
う
に

し
て
正
し
く
理
解
し
た
う
え
で
、
考
え
る
こ
と
は
当
然
必
要
な
こ
と
で

す
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
判
決
の
内
容
も
決
ま
り
ま
せ
ん
。
法
廷
で
の
様
子

を
見
聞
き
し
て
い
れ
ば
、
判
決
の
結
論
に
つ
い
て
考
え
な
く
て
も
自
然
に

わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
目
指
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う

ふ
う
に
思
い
ま
す
。
実
際
、
公
判
審
理
の
あ
と
の
段
階
で
、
必
ず
評
議
が

行
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ほ
か
の
人
の
意
見
を
聞
い
て
、
自
分
の

意
見
を
決
め
る
と
こ
ろ
、
そ
う
い
う
場
に
な
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な

意
味
で
の
わ
か
り
や
す
い
裁
判
を
目
指
し
て
、
裁
判
所
と
検
察
官
、
弁
護

人
は
、
公
判
前
整
理
手
続
に
お
い
て
主
張
を
整
理
し
て
、
真
に
争
点
と
す

べ
き
点
を
明
確
化
し
、
証
拠
も
真
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
調
べ
る
と

い
う
こ
と
に
取
り
組
ん
で
き
た
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
公
判
手

続
に
お
い
て
も
、
検
察
官
、
弁
護
人
は
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
訴
訟
活
動

を
行
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に
認
識
し
て
い
ま
す
。

こ
の
過
程
で
、
直
接
主
義
の
観
点
か
ら
す
る
立
証
方
法
と
し
て
の
人
証

中
心
の
公
判
審
理
の
あ
り
方
と
い
う
点
も
問
題
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
ま
た
後
ほ
ど
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

名
倉

東
京
地
検
の
名
倉
で
す
。
と
く
に
付
け
加
え
る
こ
と
は
あ
ま
り

な
い
の
で
す
が
。「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
裁
判
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ

ン
が
掲
げ
ら
れ
た
頃
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
見
て
、
裁
判
員
っ
て
ど
ん

な
方
が
来
ら
れ
る
の
か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ポ
ス
タ
ー
な
ん
か

に
は
「
市
民
誰
で
も
参
加
で
き
ま
す
よ
」
と
い
う
よ
う
な
意
味
だ
と
思
う

の
で
す
が
、
い
ろ
ん
な
作
業
服
を
着
た
り
、
エ
プ
ロ
ン
を
し
た
人
と
か
、

い
ろ
ん
な
人
が
裁
判
員
な
ん
で
す
よ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
っ
た

く
わ
れ
わ
れ
も
そ
う
い
う
感
じ
だ
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
び
っ
く
り
し

た
の
は
、
こ
ん
な
こ
と
言
っ
た
ら
本
当
に
裁
判
員
の
方
に
失
礼
な
の
で
す

が
、
裁
判
員
を
さ
れ
る
方
っ
て
も
の
す
ご
く
能
力
が
高
い
と
い
う
こ
と
が

よ
く
わ
か
っ
た
の
で
す
。

わ
れ
わ
れ
検
察
官
は
評
議
の
場
に
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、

あ
と
で
裁
判
官
か
ら
一
般
的
な
感
想
を
聞
く
と
、
裁
判
官
自
身
も
評
議
を

し
て
い
て
、
事
実
認
定
で
ハ
ッ
と
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
人
で
あ
る
裁

判
員
か
ら
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
ん
で
す
と
、
こ
う
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
す
ご
い
ん
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
た
の
で

す
が
、
今
日
、
田
口
さ
ん
か
ら
「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
」
じ
ゃ
な
く

て
、「
見
て
、
聞
い
て
、
考
え
る
裁
判
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
て
、

私
も
ち
ょ
っ
と
改
め
て
目
を
覚
ま
さ
せ
ら
れ
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
、
非

常
に
素
晴
ら
し
い
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

宮
村

「
見
て
、
聞
い
て
、
考
え
て
も
ら
う
裁
判
」
に
な
る
た
め
に

は
、
ま
ず
、
や
は
り
、
わ
れ
わ
れ
が
理
解
さ
れ
や
す
い
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ

ョ
ン
を
す
る
技
術
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
従
来

は
、
書
面
を
説
得
的
に
書
い
て
、
そ
れ
を
公
判
が
終
わ
っ
た
後
で
裁
判
官

に
読
ん
で
も
ら
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
力
点
が
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
裁
判
員
裁
判
で
は
法
廷
の
中
で
の
プ
レ
ゼ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
問
わ
れ
ま
す
の
で
、
弁
護
士
会
と
し
て
も
研
修
な
ど

を
積
極
的
に
行
っ
て
い
ま
す
。
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ま
た
、
弁
護
活
動
の
中
身
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
、「
こ
の
事
件
で
弁

護
側
は
ど
の
よ
う
な
主
張
を
し
、
そ
の
主
張
が
な
ぜ
裁
判
員
・
裁
判
官
に

受
け
入
れ
ら
れ
て
、
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
結
論
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
」
と
い
う
方
針
を
明
確
に
立
て
て
法
廷
に
臨
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
法
廷
に
い
っ
て
、
出
た
と
こ

ろ
勝
負
で
、
あ
る
い
は
検
察
官
の
立
証
の
様
子
を
見
な
が
ら
あ
と
で
方
針

を
考
え
る
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
で
公
判
に
臨
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
思

い
ま
す
。
先
ほ
ど
、
竹
田
さ
ん
か
ら
ご
紹
介
が
あ
っ
た
裁
判
員
経
験
者
の

声
の
中
に
、「
弁
護
人
の
質
問
の
意
図
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
」
と
い
う
感

想
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
弁
護
人
と
し
て
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
と
り
あ
え
ず
質
問
し
て
み
る
」、「
と
り
あ
え
ず

こ
う
主
張
し
て
み
る
」、
そ
の
よ
う
な
活
動
が
な
か
っ
た
か
を
顧
み
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。

公
判
前
整
理
手
続
と
い
う
準
備
手
続
の
中
で
証
拠
開
示
請
求
権
が
認
め

ら
れ
て
、
よ
り
多
く
の
情
報
に
接
し
て
第
一
回
公
判
に
臨
む
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
弁
護
人
と
し
て
は
、
防
御
活
動
の
方
針
と
戦
略

を
き
ち
ん
と
立
て
て
、
そ
し
て
、
一
つ
一
つ
の
訴
訟
活
動
の
意
味
が
理
解

さ
れ
る
だ
け
の
準
備
を
立
て
た
う
え
で
法
廷
に
臨
む
こ
と
が
重
要
に
な
っ

て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

﹇
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
﹈

⑴

見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
裁
判
」
に
つ
い
て

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、
し
ば
ら
く
田
口
さ

ん
が
提
起
さ
れ
た
論
点
１
の
各
論
と
い
い
ま
す
か
、
細
か
い
点
に
つ
い
て

パ
ネ
リ
ス
ト
の
間
で
フ
リ
ー
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
り
た
い
と
思
い
ま

す
。従

来
「
調
書
裁
判
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
、
書
面
、
つ
ま
り
、
紙
に
文

字
で
書
か
れ
た
も
の
が
証
拠
の
中
心
だ
っ
た
裁
判
が
わ
か
り
に
く
い
と
い

う
こ
と
で
、
証
人
尋
問
や
被
告
人
質
問
中
心
、
つ
ま
り
直
接
に
被
害
に
あ

っ
た
人
や
、
目
撃
者
や
、
罪
を
犯
し
た
か
も
し
れ
な
い
人
が
、
直
接
法
廷

で
語
り
、
そ
れ
を
聞
く
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、

そ
の
改
革
が
滞
っ
て
き
た
と
い
う
批
判
が
少
し
前
に
な
さ
れ
、
ま
た
最

近
、
再
び
人
証
中
心
と
い
い
ま
す
か
、
口
頭
主
義
が
強
調
さ
れ
つ
つ
あ
る

よ
う
で
す
。

今
回
私
が
田
口
さ
ん
の
ご
報
告
を
聴
い
て
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
の

は
、
わ
か
り
や
す
い
裁
判
の
た
め
に
書
証
は
す
べ
て
捨
て
去
る
べ
き
か
と

い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
と
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
人

証
で
す
と
、
ボ
ー
ッ
と
見
て
聞
い
て
い
て
そ
の
場
で
は
わ
か
る
、
あ
る
い

は
、
そ
の
場
で
感
覚
的
に
訴
え
て
く
る
も
の
は
大
な
の
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
で
理
性
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
提

起
を
さ
れ
た
こ
と
で
す
ね
。
そ
の
た
め
に
、
い
わ
ば
補
完
す
る
意
味
で
の

書
証
と
い
う
の
が
必
要
だ
と
い
う
提
起
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
点
は

一
般
的
に
も
重
要
な
論
点
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
点
を
中
心
に
デ

ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
で
は
ご
自
由
に
お

手
を
お
挙
げ
く
だ
さ
い
。
は
い
、
で
は
川
田
さ
ん
。

川
田

そ
れ
で
は
裁
判
官
の
立
場
か
ら
若
干
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。「
書
証
の
わ
か
り
に
く
さ
」
の
問
題
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、

こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
「
供
述
録
取
書
」
と
言
わ
れ
る
も
の
と
、
そ
れ
以
外
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の
も
の
を
分
け
て
議
論
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
有
益
か
な
と
考
え
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、「
実
況
見
分
調
書
」
等
の
客
観
的
な
証
拠
な
ど
に
つ
き

ま
し
て
は
、
書
証
の
方
が
適
切
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
、
写
真
や
見
取
図

な
ど
の
こ
れ
ら
の
内
容
を
ま
と
め
た
、
い
わ
ゆ
る
「
統
合
捜
査
報
告
書
」

と
い
う
形
で
呼
ば
れ
て
お
り
ま
す
け
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
る
と

か
、
こ
う
い
う
証
拠
の
一
部
を
証
拠
と
し
た
抄
本
が
作
成
さ
れ
て
お
り
ま

し
て
、
ま
さ
に
正
し
く
知
る
た
め
の
当
事
者
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。
証
拠
調
べ
の
際
に
も
、
そ
う
い
う
証
拠
に
つ
い
て
は
、
当
事

者
に
よ
っ
て
適
切
に
そ
の
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
供
述
録
取
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
お
話
し
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。
裁
判
員
法
施
行
前
の
段
階
で
は
、
先
ほ
ど
の
意
味
で
の
「
わ
か
り

や
す
い
裁
判
」
を
目
指
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
公
判
審
理
は
書
証
中
心
で

は
な
く
、
人
証
中
心
で
行
う
の
が
望
ま
し
い
と
い
う
の
が
関
係
者
の
共
通

認
識
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
一
環
と
し
て
、
た
と
え
ば
被

告
人
質
問
を
先
行
さ
せ
て
、
事
件
の
内
容
を
被
告
人
の
口
か
ら
語
っ
て
も

ら
い
、
不
要
に
な
っ
た
被
告
人
の
供
述
録
取
書
は
撤
回
す
る
と
い
う
運
用

が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
被
告
人
以
外
の
人
の
供
述
録
取
書
に
つ
い
て
は
、
法
廷
で
心

証
を
取
る
た
め
に
全
て
の
内
容
を
出
す
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
を
延
々
と

朗
読
し
て
い
く
よ
う
な
審
理
、
こ
れ
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
審
理
で
は
裁
判
員
も
結
局
疲
れ
て
し
ま
っ
て
、
裁
判
官

と
し
て
も
供
述
録
取
書
の
朗
読
を
聴
く
よ
り
も
、
供
述
者
の
証
言
を
聴
く

ほ
う
が
、
正
し
く
考
え
る
た
め
に
正
し
く
知
る
こ
と
に
資
す
る
と
、
身
を

も
っ
て
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

そ
の
供
述
録
取
書
と
の
比
較
で
、
人
証
、
要
す
る
に
証
人
尋
問
で
す

ね
、
こ
の
効
用
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
簡
単
に
三
点
ほ
ど
申
し
ま
す
が
、

一
点
目
と
し
て
、
情
報
の
取
得
の
し
や
す
さ
。
そ
れ
か
ら
二
点
目
と
し
ま

し
て
、
印
象
、
記
憶
へ
の
残
り
や
す
さ
。
そ
れ
か
ら
三
点
目
と
し
て
、
事

件
の
真
相
の
把
握
の
し
や
す
さ
と
い
う
利
点
が
あ
り
ま
す
。
人
証
で
あ
れ

ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
直
接
目
の
前
に
い
る
証
人
に
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
刑
事
訴
訟
法
自
体
、
人
証
、
こ
れ
を

原
則
と
し
た
枠
組
み
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
人
証
に
よ
れ
ば

裁
判
員
が
事
件
の
実
態
を
正
し
く
実
感
を
も
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き

る
、
す
な
わ
ち
、
的
確
な
心
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
延
々
と
書
証
を
読
み
上
げ
ら
れ
る
審
理
に
比
べ

て
、
裁
判
員
の
公
判
で
の
負
担
と
い
う
の
も
軽
減
さ
れ
る
と
い
う
メ
リ
ッ

ト
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
裁
判
員
裁
判
に
お
い
て
は
、
自
白
事
件
で

あ
っ
て
も
、
事
件
の
重
要
な
部
分
、
た
と
え
ば
、
犯
情
等
に
つ
い
て
争
い

の
あ
る
部
分
で
あ
る
と
か
、
量
刑
の
根
幹
と
な
る
行
為
責
任
を
基
礎
づ
け

る
部
分
に
つ
い
て
は
、
人
証
で
立
証
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

宮
村

川
田
さ
ん
か
ら
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
書
類

に
つ
い
て
一
律
に
考
え
る
の
で
は
な
く
、
書
類
の
性
質
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
く
る
点
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
現
場
の
状
況
に
つ
い
て
の
実
況
見
分
調

書
の
よ
う
な
客
観
的
な
書
類
で
あ
れ
ば
、
書
類
を
証
拠
と
し
て
取
り
調
べ

る
こ
と
が
わ
か
り
や
す
い
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
他
方
で
、
誰
が
、
何
を
見
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か

を
審
理
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
や
は
り
、
そ
の
本
人
か
ら
直
接
話
を
聞
く
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の
が
い
ち
ば
ん
わ
か
り
や
す
く
、
得
ら
れ
る
情
報
量
も
多
い
と
思
い
ま

す
。私

自
身
の
経
験
を
一
つ
申
し
上
げ
ま
す
。
犯
罪
の
成
立
に
争
い
が
な
い

事
件
で
、
被
告
人
の
家
族
に
今
後
被
告
人
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
っ
て
い

く
か
を
証
言
し
て
も
ら
い
た
い
と
考
え
て
、
家
族
の
う
ち
複
数
名
の
証
人

尋
問
を
請
求
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
所
か
ら
「
時
間
の
関

係
で
証
人
は
一
人
だ
け
に
し
て
、
そ
の
他
の
方
は
嘆
願
書
で
す
ま
せ
た
ら

ど
う
か
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
は
、
家
族
の
顔
を
見
て
も
ら

い
た
い
、
緊
張
し
な
が
ら
証
言
し
て
い
る
そ
の
姿
を
見
て
も
ら
い
た
い
、

そ
う
や
っ
て
本
人
が
法
廷
に
来
て
こ
そ
伝
わ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
、
証
人
尋
問
に
よ
る
立
証
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
実
際
に
証
人

尋
問
を
や
っ
て
み
て
、
や
は
り
書
類
を
私
た
ち
が
代
わ
り
に
読
み
上
げ
る

の
で
は
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
実
感
し
ま
し

た
。も

ち
ろ
ん
最
終
的
に
は
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
だ
と
思
い
ま
す
。
た

だ
し
、
弁
護
人
の
立
場
で
「
こ
の
情
報
は
き
っ
ち
り
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
思
っ
た
と
き
に
は
、
や
は
り
直
接
体
験
し
た
方
に
法
廷
に
証
人

と
し
て
立
っ
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
方
の
証
言
を
直
接
聞
く
の
が
基
本
に
な

る
と
思
い
ま
す
。

名
倉

東
京
地
検
の
名
倉
で
す
。
検
察
官
の
立
場
か
ら
そ
の
問
題
に
つ

い
て
お
答
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
や
っ
ぱ
り
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ

ー
ス
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
い
ま
す
。
川
田
さ
ん
、
あ
る
い
は
宮
村

さ
ん
の
言
わ
れ
る
こ
と
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。

た
だ
し
で
す
ね
、
証
人
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
こ
の
証
人
と
し

て
法
廷
に
出
て
き
て
証
言
さ
れ
る
と
い
う
方
に
も
、
そ
れ
な
り
の
ご
負
担

が
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な
例
を
ち
ょ
っ
と
皆
さ
ん
に
も
考
え
て
み
て
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
が
、
た
と
え
ば
、
山
梨
県
内
で
東
京
を
拠
点
と
す
る
強
盗

団
に
よ
る
強
盗
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。
け
が
を
さ
れ
た
人
が
い
ま
す
、
そ
の

け
が
を
さ
れ
た
人
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
五
人
が
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。
い

ろ
ん
な
余
罪
が
あ
っ
た
り
と
か
、
認
め
て
い
る
者
が
い
た
り
、
否
認
し
て

い
る
者
が
い
た
り
と
い
う
こ
と
で
、
五
人
全
員
が
バ
ラ
バ
ラ
に
審
理
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
事
件
に
つ
い
て
、
山
梨
に
お
住
ま
い
の
被
害
者
の
方
に
、
五
回
そ

れ
ぞ
れ
法
廷
に
出
て
き
て
い
た
だ
い
て
、
証
言
い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う

か
と
い
う
こ
と
を
お
願
い
し
た
と
き
の
被
害
者
の
ご
負
担
、
し
か
も
全
部

平
日
に
お
願
い
し
ま
す
。
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
く
だ
さ
い
。
否
認
事
件

で
、
被
害
者
の
調
書
が
弁
護
側
に
よ
り
不
同
意
に
さ
れ
て
い
る
、
こ
れ
は

も
う
証
人
尋
問
は
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
と
い
う
場
合
だ
け
で
な
く
、
自
白
事

件
で
被
害
者
調
書
を
弁
護
人
も
同
意
し
て
い
る
と
い
っ
た
場
合
に
ま
で
、

は
た
し
て
そ
れ
だ
け
の
ご
負
担
を
か
け
る
必
要
が
あ
る
の
か
。
そ
う
い
う

面
か
ら
も
証
人
尋
問
の
必
要
性
と
い
う
も
の
を
、
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー

ス
で
判
断
し
て
い
き
た
い
な
と
、
検
察
官
と
し
て
は
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
。

竹
田

お
聞
き
に
な
っ
た
よ
う
に
、
私
は
「
調
書
論
争
」
と
呼
ん
で
い

る
の
で
す
が
、
い
ま
裁
判
所
と
検
察
の
間
で
大
き
な
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い

ま
す
。
実
は
、
名
倉
さ
ん
も
少
し
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
ど
、
制
度
が
始

ま
る
前
は
裁
判
員
の
力
、
能
力
を
と
て
も
過
少
評
価
し
て
い
た
ん
だ
と
思

い
ま
す
、
法
曹
三
者
の
方
は
。
制
度
を
紹
介
す
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
漫
画
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で
す
し
、「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
る
」
な
ん
て
い
う
の
は
、
人
に
よ
っ

て
は
、
小
バ
カ
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
が
、
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
、
裁
判
員
の
能
力
は
非
常
に
高

い
。
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
辞
退
率
五
七
％
の
マ
ジ
ッ
ク
で
、
ど
う

し
て
も
や
り
た
く
な
い
と
い
う
人
と
か
、
や
っ
た
ら
倒
れ
そ
う
だ
と
か
、

そ
う
い
う
人
た
ち
の
辞
退
を
ど
ん
ど
ん
認
め
て
い
る
わ
け
で
、
結
局
、
や

っ
て
も
い
い
と
い
う
人
や
、
や
り
た
い
人
が
裁
判
員
に
な
っ
て
い
る
わ
け

で
す
。
自
分
の
利
害
に
か
か
わ
ら
な
い
、
公
の
仕
事
を
、
選
ば
れ
た
か
ら

や
っ
て
み
よ
う
か
と
思
っ
て
や
っ
て
く
だ
さ
る
方
の
レ
ベ
ル
は
と
て
も
高

い
と
思
い
ま
す
。

そ
う
な
る
と
、
し
め
し
め
と
ば
か
り
に
、
以
前
の
よ
う
な
裁
判
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
わ
け
で
す
。
先
ほ
ど
「
調
書
裁
判
」
と
い
う

言
葉
が
出
ま
し
た
が
、
裁
判
官
裁
判
で
は
、
検
察
が
作
成
し
た
詳
細
な
供

述
調
書
を
読
み
込
ん
で
、
詳
細
に
事
実
を
認
定
し
て
い
ま
し
た
。「
精
密

司
法
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
実
は
こ
れ
「
検
察
官
司
法
」
な
の

だ
と
思
い
ま
す
。
起
訴
の
権
限
を
持
っ
て
い
て
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う

に
、
有
罪
判
決
を
得
ら
れ
る
高
度
な
見
込
み
が
な
い
と
起
訴
し
な
い
、
自

分
た
ち
が
作
っ
た
調
書
で
事
実
認
定
さ
れ
る
、
起
訴
す
れ
ば
九
九
％
有

罪
。
こ
れ
は
検
察
官
の
証
拠
評
価
や
心
証
を
裁
判
所
が
追
認
し
て
い
る
よ

う
な
も
の
で
す
。

そ
れ
が
裁
判
員
裁
判
に
な
る
と
、
検
察
に
と
っ
て
大
事
な
調
書
が
少
な

く
な
っ
て
、
証
人
で
立
証
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
裁
判
所
が
証
言
を
聞
い

て
、
検
察
側
の
主
張
を
評
価
す
る
と
い
う
、
本
来
の
形
に
な
り
つ
つ
あ

る
。
今
回
の
調
書
論
争
の
背
景
に
は
こ
う
し
た
事
情
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
最
高
裁
長
官
が
今
年
の
年
頭
の
言
葉
で
「
自
白
事
件
で
供
述
調
書
の

利
用
が
増
加
し
、
口
頭
主
義
、
直
接
主
義
か
ら
離
れ
た
運
用
が
広
が
っ
て

い
る
の
は
深
刻
な
問
題
だ
」「
直
接
証
人
の
話
を
聞
く
こ
と
の
必
要
性
を

考
え
な
さ
い
」
と
注
意
し
、
そ
の
前
後
か
ら
裁
判
所
は
、
自
白
事
件
で
も

重
要
な
部
分
は
証
人
で
立
証
す
る
よ
う
検
察
側
に
働
き
か
け
て
い
る
よ
う

で
す
が
、
調
書
論
争
の
背
景
に
は
、
刑
事
裁
判
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
重
大

な
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

田
口

す
み
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
話
、
そ
も
そ
も
の
あ
れ
に
戻
り
ま
す

が
、
裁
判
員
制
度
に
よ
っ
て
刑
事
裁
判
、
全
体
が
ど
う
変
わ
っ
た
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
が
、
僕
個
人
的
に
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
、
裁
判
員
裁
判
に
よ

っ
て
人
証
で
あ
っ
た
り
、
書
証
を
省
い
た
り
し
て
、
わ
か
り
や
す
く
な
っ

た
と
い
う
ふ
う
に
先
ほ
ど
川
田
さ
ん
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
た
ん
で
す
が
。

そ
の
裁
判
員
裁
判
導
入
前
、
そ
の
裁
判
官
の
所
感
と
し
て
は
や
は
り
わ
か

り
に
く
か
っ
た
の
か
、
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
官

に
と
っ
て
も
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
の
か
。
と
同
時
に
、
刑
事
裁
判
全
体

で
言
う
と
、
い
ま
裁
判
員
裁
判
で
は
な
い
職
業
裁
判
官
の
み
の
裁
判
も
、

や
は
り
同
様
に
人
証
を
優
先
し
た
り
と
か
、
い
わ
ゆ
る
直
接
主
義
の
ほ
う

に
風
は
向
い
て
い
る
の
か
と
い
う
の
は
単
純
に
う
か
が
っ
て
み
た
い
で

す
。も

う
一
点
、
宮
村
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
ら
れ
た
よ
う
に
、
直
接
と
い
う
の

は
も
の
す
ご
く
大
事
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
川
田
さ
ん
が
お
っ

し
ゃ
ら
れ
た
実
況
見
分
調
書
で
は
、
現
場
は
た
し
か
に
客
観
的
に
わ
か
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
。
こ
れ
に
、
た
と
え
ば
特
化
し
て
言
う
と
、
実

際
に
現
場
に
い
っ
た
ほ
う
が
絶
対
に
わ
か
り
ま
す
。
自
分
の
務
め
た
裁
判
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の
と
き
も
実
際
に
個
人
的
に
現
場
に
行
き
ま
し
た
か
ら
、
あ
る
い
は
傍
聴

し
て
い
た
裁
判
も
、
現
場
に
い
く
と
法
廷
で
や
っ
て
る
こ
と
と
現
場
の
状

況
っ
て
、
大
き
な
齟
齬
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
。
そ
れ
は
現
場
を
見
な

い
こ
と
に
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。
こ
こ
の
部
分
に
つ
い
て
言
う
と
、

現
場
で
直
接
と
い
う
の
が
一
番
わ
か
り
や
す
い
と
は
思
い
ま
す
。
ち
ょ
っ

と
話
逸
れ
て
す
み
ま
せ
ん
け
ど
、
川
田
さ
ん
に
、
従
前
と
現
在
と
、
そ
れ

か
ら
裁
判
員
裁
判
以
外
に
、
裁
判
の
全
体
に
お
い
て
変
わ
っ
た
の
は
と
い

う
の
を
う
か
が
い
た
い
で
す
。

川
田

い
ま
の
点
で
す
け
ど
、
た
と
え
ば
、
書
証
の
関
係
に
つ
い
て
従

前
の
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
で
は
、
ど
ん
な
形
で
動
い
て
い
た
か
、
そ
こ
を

ま
ず
説
明
し
た
ほ
う
が
い
い
か
と
思
い
ま
す
。
従
前
は
公
判
廷
で
は
ど
う

い
う
証
拠
調
べ
を
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
書
証
の
取
り
調
べ
と
し
て

は
、
そ
の
要
旨
を
告
知
す
る
と
い
う
形
で
、
内
容
を
ま
と
め
て
要
点
を
検

察
官
に
説
明
し
て
も
ら
う
、
そ
し
て
、
法
廷
か
ら
裁
判
官
室
に
戻
っ
て
改

め
て
そ
の
供
述
録
取
書
を
裁
判
官
が
読
み
直
す
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
形

で
証
拠
調
べ
を
行
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
も
の

と
比
較
し
ま
す
と
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
裁
判
員
裁
判
で
行
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
証
拠
調
べ
、
人
証
を
中
心
と
し
た
証
拠
調
べ
と
い
う
の
は
か
な

り
違
っ
て
く
る
も
の
に
な
っ
て
、
こ
こ
は
理
解
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

基
本
的
に
そ
う
い
う
証
拠
調
べ
の
あ
り
方
、
証
拠
方
法
と
し
て
の
人
証

の
優
位
性
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
点
で
は
裁
判
員
裁
判
、
裁
判
官
裁

判
に
共
通
す
る
部
分
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。
従
前
、
た

と
え
ば
、
争
い
の
あ
る
事
件
で
、
弁
護
人
が
書
証
を
不
同
意
と
し
て
、
証

人
を
調
べ
る
と
い
う
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
一
部
同
意
に

し
て
も
ら
っ
て
、
書
証
を
一
部
調
べ
て
対
応
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た

と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
た
り
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。
い
ま
、
裁
判
員
裁
判
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
検
討
を
進
め
て
い
ま
す

が
、
裁
判
官
裁
判
に
つ
い
て
も
、
必
要
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
然

人
証
で
調
べ
る
べ
き
で
し
ょ
う
し
、
実
際
そ
の
よ
う
な
対
応
が
さ
れ
た
り

も
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
れ
か
ら
、
い
ま
、
人
証
の
関
係
で
、
そ
れ
が
正
し
く
伝
わ
る
の
か
ど

う
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か
と
思
う
の
で
す

が
、
や
は
り
否
認
事
件
で
は
な
く
て
も
、
裁
判
員
が
判
断
の
前
提
と
し
て

的
確
な
心
証
を
得
る
た
め
に
必
要
な
場
合
に
は
、
人
証
に
よ
る
べ
き
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
こ
う
い
う
例

が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
会
社
の
仕
事
な
ど
の
裁
判
と
関
係
な

い
分
野
で
も
、
ま
ず
相
手
に
会
っ
て
み
る
こ
と
の
有
用
さ
、
こ
れ
は
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
警
察
と
か
検
察
、
そ
れ
か
ら

弁
護
士
も
人
の
話
の
内
容
を
理
解
し
て
、
信
用
性
を
判
断
す
る
た
め
に

は
、
会
っ
て
話
を
聞
く
こ
と
、
こ
れ
が
最
も
有
効
だ
と
考
え
て
い
る
と
思

う
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
最
終
的
な
判
断
の
場
で
あ
る
裁
判
の
場
に
お
い

て
も
、
ま
さ
に
裁
判
の
場
だ
か
ら
こ
そ
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
人
に
つ
い
て

は
判
断
者
が
直
接
会
っ
て
話
を
聞
く
べ
き
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

先
ほ
ど
、
名
倉
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
証
人
の
負
担
の
話
が
出
て
き
ま
し

た
。
そ
の
点
に
つ
い
て
で
す
け
ど
、
証
人
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
次
的

な
被
害
が
懸
念
さ
れ
る
よ
う
な
、
性
犯
罪
の
被
害
者
な
ど
に
つ
い
て
は
、
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そ
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
い
う
ふ
う
に
思

い
ま
す
。
こ
の
点
は
長
く
な
り
ま
す
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
切
り
ま

す
。司

会

中
川
）

私
か
ら
も
、
川
田
さ
ん
に
質
問
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
田

口
さ
ん
の
最
初
の
ご
報
告
の
中
身
と
少
し
関
連
す
る
の
で
す
が
、
た
し
か

に
証
人
や
被
告
人
が
自
ら
の
口
で
語
る
、
そ
れ
を
直
接
聞
く
と
い
う
の
は

非
常
に
印
象
深
い
で
す
し
、
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私
に
も

納
得
で
き
る
ん
で
す
け
ど
も
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
く
に
否
認
事
件
の
場

合
に
証
人
や
被
告
人
の
供
述
が
信
用
で
き
る
の
か
で
き
な
い
の
か
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
評
議
の
場
で
議
論
す
る
際
に
、
公
判
で
得
た
情
報
を
細
か

い
点
ま
で
記
憶
し
て
、
そ
の
記
憶
を
保
持
し
て
議
論
す
る
と
い
う
こ
と

が
、
は
た
し
て
十
分
に
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
曖
昧
な
記
憶
や
曖
昧
な

印
象
に
基
づ
い
た
議
論
に
終
始
す
る
の
で
は
非
常
に
ま
ず
い
と
思
い
ま
す

し
。
先
ほ
ど
竹
田
さ
ん
の
講
義
の
中
に
あ
り
ま
し
た
裁
判
員
の
感
想
も
そ

う
だ
け
れ
ど
も
、「
何
か
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
わ
か
ら
な

か
っ
た
の
で
評
議
の
部
屋
で
、
内
容
を
裁
判
官
に
教
え
て
も
ら
っ
て
」
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
証
拠
に
基
づ
く
裁
判
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
官
に

レ
ク
チ
ャ
ー
し
て
も
ら
っ
た
内
容
に
基
づ
く
裁
判
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
か
ら
、
か
な
り
危
険
な
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に

つ
い
て
、
実
際
に
問
題
が
生
じ
た
ケ
ー
ス
や
、
問
題
が
生
じ
な
い
よ
う
に

裁
判
官
た
ち
が
工
夫
さ
れ
た
り
し
て
る
こ
と
と
い
う
の
は
あ
り
ま
す
か
。

川
田

い
ま
の
中
川
さ
ん
の
指
摘
は
非
常
に
重
要
で
、
評
議
の
前
提
と

し
て
証
拠
の
内
容
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
く
、
こ
れ
は
当
然
の
前
提
に

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
証
拠
調
べ
済
み
の
証
拠
の
内
容
に
つ
い
て
記
憶
が

曖
昧
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
こ
れ
は
し
ば
し
ば
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
こ
れ
は
田
口
さ
ん
も
た
ぶ
ん
そ
う
い
う
経
験
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で

す
け
ど
も
。

こ
の
点
は
、
証
人
尋
問
、
被
告
人
質
問
と
い
っ
た
、
法
廷
で
語
ら
れ
る

場
合
の
話
が
問
題
提
起
さ
れ
て
ま
し
た
け
ど
も
、
実
際
に
感
じ
て
い
る
の

は
、
証
人
尋
問
よ
り
も
供
述
録
取
書
の
朗
読
の
ほ
う
が
、
記
憶
に
残
り
に

く
い
傾
向
に
あ
る
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
だ
、
証
人
尋
問
に
し
ま
し

て
も
、
供
述
録
取
書
の
記
載
内
容
に
し
ま
し
て
も
、
記
憶
が
曖
昧
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
当
然
証
拠
に
当
た
っ
て
そ
の
内
容
を
確
認
す
る
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
証
人
尋
問
、
被
告
人
質
問
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
つ

は
、
映
像
や
音
声
を
同
時
に
記
録
し
た
記
録
媒
体
が
あ
り
ま
す
の
で
、
曖

昧
な
と
こ
ろ
は
そ
こ
を
再
現
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
も
う
一
回
確
認
し
て
議
論

を
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
各
自
適
宜
手
控
え
を
取
っ
て
ま
す
の
で
、
そ
れ

を
参
照
し
な
が
ら
議
論
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
裁
判
員
の
方
に
は
熱
心

な
方
も
い
て
、
か
な
り
詳
細
に
、
こ
ち
ら
が
取
っ
て
く
だ
さ
い
と
い
う
つ

も
り
は
な
い
の
で
す
け
ど
も
、
手
控
え
を
取
ら
れ
て
い
る
方
も
い
て
、
的

確
に
正
確
に
証
言
内
容
を
再
現
さ
れ
て
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
て
も
う
少
し

議
論
し
た
い
の
で
す
が
、
す
で
に
予
定
し
て
い
る
時
間
が
超
過
し
始
め
て

お
り
ま
す
の
で
、
次
の
話
題
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、「
見
て
、
聞
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
裁
判
」
に
関
連
し
て
、
何

の
た
め
の
証
拠
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
証
拠
を
次
か
ら
次
へ
と
出
す
と
混

乱
し
ま
す
の
で
、
非
常
に
厳
選
さ
れ
た
、
本
当
に
必
要
な
証
拠
だ
け
を
裁

判
員
に
見
て
も
ら
う
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
証
拠
の
厳
選
と
い
う
方
策
が
と
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ら
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
証
拠
の
厳
選
は
、
公
判
前
整
理
手
続
で
行

わ
れ
て
お
り
ま
す
。
公
判
前
整
理
手
続
で
、
証
拠
を
厳
選
し
て
い
く
実
際

の
過
程
に
つ
い
て
も
、
川
田
さ
ん
に
連
続
し
て
発
言
を
お
願
い
し
て
申
し

訳
な
い
の
で
す
け
ど
、
簡
単
に
説
明
し
て
い
た
だ
い
た
あ
と
、
パ
ネ
リ
ス

ト
全
員
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
田

い
ま
の
点
に
つ
い
て
で
す
け
れ
ど
も
、
わ
か
り
や
す
い
裁
判
を

目
指
し
て
、
公
判
前
整
理
手
続
に
お
い
て
主
張
を
整
理
し
、
争
点
を
明
確

化
し
て
、
調
べ
る
証
拠
も
吟
味
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
裁
判
の

た
め
に
必
要
な
証
拠
、
こ
れ
が
取
り
調
べ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
現
行
の
刑
事
訴
訟
制
度
は
当
事
者

主
義
を
基
本
と
し
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
当
事
者
が
主
張
を
明
確
に
し

て
、
き
ち
ん
と
必
要
な
証
拠
を
見
極
め
、
ベ
ス
ト
の
方
法
で
主
張
立
証
し

て
、
こ
れ
を
裁
判
員
、
裁
判
官
に
よ
る
裁
判
体
が
評
価
す
る
と
い
う
、
そ

う
い
う
枠
組
み
で
判
断
が
な
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
裁
判
所
と
し
ま
し
て
も
、
争
点
や
証
拠
を
整
理
し
て
い
く
う

え
で
、
適
切
に
交
通
整
理
を
し
て
い
く
必
要
は
あ
り
ま
す
し
、
た
と
え

ば
、
先
日
の
最
高
裁
判
決
、
最
判
平
成
二
十
四
年
九
月
七
日
で
す
け
ど

も
、
そ
こ
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
被
告
人
と
犯
人
の
同
一
性
の
証
明
に
用

い
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
前
科
立
証
が
な
さ
れ
よ
う
と
す
る
よ
う
な
場
合

に
は
、
こ
れ
は
き
ち
ん
と
制
限
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
証
拠
が
足
り
な
い
と
い
う
裁
判
員
の
方
の
感
想
が
も
た
ら
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
感
想
に
つ
い
て
は
二
つ
の
類
型
が
想

定
さ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
一
つ
の
類
型
と
し
て
は
、
公
判
前
整
理
手
続
に

お
け
る
主
張
証
拠
の
整
理
の
結
果
、
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
も

の
、
こ
れ
が
一
つ
の
類
型
で
す
。
も
う
一
つ
の
類
型
と
し
ま
し
て
は
、
も

と
も
と
当
事
者
が
証
拠
請
求
を
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
、
そ
も
そ
も
こ
れ

は
証
拠
が
な
い
よ
う
な
場
合
も
含
ま
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
二
つ

の
類
型
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
実
際
に
裁
判
員
と
話
を
し
て
い
る
と
、
い
ま

言
っ
た
あ
と
の
ほ
う
の
類
型
で
す
ね
、
も
と
も
と
当
事
者
が
証
拠
請
求
し

て
な
か
っ
た
も
の
、
証
拠
が
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
、
こ
れ
に
つ

い
て
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま

す
。
こ
の
点
は
き
ち
ん
と
区
別
し
た
う
え
で
議
論
す
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
ま
す
。

司
会

中
川
）

川
田
さ
ん
か
ら
説
明
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
実
際
に

公
判
前
整
理
手
続
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
な
さ
る
当
事
者
で
あ
り
ま
す
検

察
官
や
弁
護
士
の
方
々
は
、
ど
ん
な
こ
と
を
感
じ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
、

お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

名
倉

東
京
地
検
の
名
倉
で
す
。
証
拠
の
厳
選
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま

し
て
は
、
当
事
者
で
あ
り
ま
す
検
察
官
は
非
常
に
気
を
つ
か
っ
て
お
り
ま

す
。
先
ほ
ど
川
田
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
あ
り
ま
し
た
が
、
客
観
的
な
証
拠
に

つ
い
て
は
、
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
る
前
は
、
実
況
見
分
調
書
、
検
証
調

書
、
報
告
書
と
い
う
証
拠
を
、
ブ
ル
ー
フ
ァ
イ
ル
何
冊
に
も
な
る
よ
う
な

く
ら
い
、
裁
判
所
に
提
出
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
し

た
。
殺
人
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
と
、
そ
れ
だ
け
で
記
録
が
ブ
ル

ー
フ
ァ
イ
ル
何
冊
分
も
積
み
上
が
る
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
検
察
官
は
当
た

り
前
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
今
は
ま
っ
た
く
違
い
ま

す
、
先
ほ
ど
川
田
さ
ん
か
ら
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
統
合
捜
査
報
告
書
と

か
、
あ
る
い
は
、
抄
本
化
と
い
う
対
応
を
し
て
い
ま
す
。
統
合
捜
査
報
告
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書
と
い
う
の
は
、
複
数
の
証
拠
の
中
か
ら
検
察
官
が
必
要
と
思
う
部
分
を

ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
一
つ
の
報
告
書
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
、

抄
本
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
あ
る
よ
う
な
厚
い

実
況
見
聞
調
書
の
う
ち
、
本
当
に
こ
の
殺
人
事
件
に
つ
い
て
立
証
す
る
た

め
に
必
要
だ
な
と
思
う
と
こ
ろ
を
検
察
官
が
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
、
一
〇

枚
ぐ
ら
い
の
書
類
に
薄
く
す
る
と
、
こ
う
い
う
よ
う
な
方
法
で
す
。
こ
れ

は
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
る
ま
で
は
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

問
題
な
の
は
、
裁
判
員
の
経
験
者
か
ら
、
も
っ
と
証
拠
が
必
要
で
は
な

か
っ
た
か
と
い
う
意
見
が
聞
か
れ
る
こ
と
で
す
。
実
は
今
年
の
四
月
に
私

が
東
京
地
方
裁
判
所
で
立
ち
会
っ
た
強
盗
致
死
傷
事
件
が
あ
り
ま
し
た

が
、
そ
の
事
件
の
判
決
の
翌
日
の
新
聞
を
見
ま
し
た
ら
、
私
が
担
当
し
た

事
件
に
つ
い
て
「
証
拠
が
少
な
い
」
と
い
う
裁
判
員
の
意
見
が
載
っ
て
い

ま
し
て
、
厳
選
と
は
言
い
な
が
ら
そ
れ
な
り
の
証
拠
を
出
し
た
つ
も
り
だ

っ
た
ん
だ
が
な
と
思
っ
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。

最
近
に
な
っ
て
私
が
感
じ
て
い
る
の
は
、
や
っ
ぱ
り
厚
く
す
る
と
こ
ろ

と
、
本
当
に
厳
選
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
を
、
わ
れ
わ
れ
当
事

者
が
し
っ
か
り
分
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
思
い
で
す
。
た
と
え

ば
、
自
白
事
件
で
あ
れ
ば
、
こ
の
人
に
ど
う
い
う
刑
を
科
す
の
が
大
事
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て
、
い
わ
ゆ
る
情
状
と
い
っ
て
、
被
告

人
に
と
っ
て
い
い
こ
と
悪
い
こ
と
、
諸
々
の
事
情
の
証
拠
な
の
で
す
が
、

こ
う
い
っ
た
も
の
は
厚
く
出
す
と
か
。
あ
る
い
は
、
否
認
事
件
で
私
は
人

を
殺
し
て
い
な
い
、
そ
の
現
場
に
い
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ

の
人
が
そ
の
現
場
に
い
た
と
い
う
証
拠
を
で
き
る
だ
け
厚
く
出
す
。
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
裁
判
員
は
判
断
を
し
や
す
く
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
の
証
拠
ま
で
厳
選
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
誤
解
し

て
い
て
、
裁
判
員
の
方
に
本
来
必
要
な
証
拠
を
提
出
し
て
な
か
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
も
っ
と
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
た
厳

選
を
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

宮
村

こ
れ
ま
で
の
話
に
も
出
て
い
る
よ
う
に
、
証
拠
の
厳
選
と
い
っ

て
も
、
も
ち
ろ
ん
判
断
に
必
要
な
証
拠
は
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
大
前
提
だ
と
思
い
ま
す
。「
証
拠
を
減
ら
す
」
こ
と
あ
り
き
で
は
な
く
、

ど
の
証
拠
で
何
を
立
証
す
る
必
要
が
あ
る
か
を
予
め
明
確
に
し
た
う
え
で

証
拠
調
べ
請
求
を
す
べ
き
こ
と
が
、
当
事
者
の
責
務
と
し
て
課
せ
ら
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

従
来
、
そ
の
こ
と
が
弁
護
人
に
と
っ
て
は
容
易
で
は
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第
一
回
公
判
を
迎
え
る
に
当
た
っ
て
、
検
察
官

が
証
拠
調
べ
請
求
を
し
な
い
証
拠
の
開
示
を
受
け
る
権
利
が
法
的
に
保
障

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
第
一
回
公
判
の
あ
と
も
、
検
察
官
が

ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
ど
の
よ
う
な
証
拠
を
追
加
で
出
し
く
る
か
が
、
手

続
的
に
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
検
察
官
が
あ
と
に
な
っ
て
追
加
で

証
拠
を
出
し
て
く
る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
た

と
え
ば
、
情
報
量
が
少
な
く
て
判
断
が
つ
か
な
い
か
ら
、
と
り
あ
え
ず
こ

の
点
も
争
っ
て
お
く
、
あ
る
い
は
、
検
察
官
が
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
弁
護
人
と
し
て
も
あ
あ
い
う
こ
と
も
言
っ
て

お
く
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
活
動
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
と
思

う
の
で
す
。

し
か
し
、
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
は
公
判
前
整
理
手
続
に
付
さ
れ
ま

す
。
公
判
前
整
理
手
続
で
は
、
弁
護
人
に
証
拠
開
示
請
求
権
が
認
め
ら
れ
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ま
す
。
そ
し
て
、
公
判
前
整
理
手
続
が
終
わ
っ
た
あ
と
は
、
検
察
官
も
弁

護
人
も
、
原
則
と
し
て
追
加
で
証
拠
調
べ
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
検
察
官
の
主
張
・
立
証
が
第
一
回
公
判
前

に
明
ら
か
に
な
っ
て
、
そ
し
て
証
拠
開
示
請
求
を
す
る
こ
と
も
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
証
拠
で
、
何
を
立
証

し
て
、
そ
し
て
ど
う
い
う
主
張
で
こ
の
裁
判
で
求
め
る
結
論
を
得
る
か
と

い
う
方
針
を
確
立
し
て
、
第
一
回
公
判
に
臨
む
た
め
の
条
件
が
整
っ
た
と

思
う
の
で
す
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
と
り
あ
え
ず
広
め
に
証
拠
を
出

し
て
お
く
、
そ
し
て
証
拠
調
べ
が
終
わ
っ
て
か
ら
、
必
要
な
証
拠
を
選
ん

で
継
ぎ
は
ぎ
し
て
最
終
弁
論
を
つ
く
る
、
そ
の
よ
う
な
訴
訟
活
動
は
許
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
当
事
者
と
し
て
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

と
思
い
ま
す
。

竹
田

外
か
ら
見
る
と
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
と
、
裁
判
員
経
験
者
の

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
あ
っ
た
よ
う
に
「
説
明
の
わ
か
り
や
す
さ
」
や
「
審

理
内
容
の
理
解
の
し
や
す
さ
」
が
年
々
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
、
や
は
り

謙
虚
に
受
け
止
め
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
調

書
の
朗
読
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
最
高
裁

長
官
も
言
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
言
え
る
こ
と
は
、
先
ほ
ど
田
口
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た

が
、
裁
判
員
の
方
に
と
っ
て
、
直
接
触
れ
る
証
拠
が
重
要
な
ん
で
す
。
調

書
を
読
み
上
げ
ら
れ
る
よ
り
、
や
は
り
目
の
前
で
そ
の
人
の
証
言
を
聞
い

て
、
顔
や
表
情
も
見
て
判
断
し
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
取
り
調
べ
の
様

子
を
収
録
し
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
も
裁
判
員
の
方
に
好
評
で
す
。
顔
や
表
情
が
見
え

る
か
ら
。
直
接
感
が
あ
る
か
ら
。
証
拠
の
厳
選
で
は
、
そ
う
い
う
証
拠
を

選
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

い
ま
宮
村
さ
ん
が
証
拠
開
示
の
話
を
さ
れ
ま
し
た
が
、
東
電
女
性
社
員

殺
害
事
件
で
は
、
肝
心
の
被
害
者
の
体
に
残
っ
て
い
た
証
拠
が
再
審
請
求

審
に
な
る
ま
で
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
裁
判
員
経
験

者
の
方
で
、
東
電
事
件
の
報
道
を
見
て
、
自
分
の
裁
判
で
は
証
拠
隠
し
は

な
か
っ
た
か
、
大
丈
夫
か
と
話
す
人
も
い
ま
す
。
検
察
官
に
は
、
実
は
証

拠
を
自
由
に
で
き
る
権
限
が
あ
り
、
こ
の
間
、
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
を

い
た
ず
ら
し
た
検
事
も
い
ま
し
た
。
や
は
り
、
捜
査
機
関
が
集
め
た
全
証

拠
の
リ
ス
ト
を
開
示
す
る
よ
う
義
務
づ
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
い
ま

す
。
そ
う
し
な
い
と
、
有
権
者
か
ら
ア
ン
フ
ェ
ア
に
見
え
ま
す
。

⑵

裁
判
官
と
裁
判
員
の
協
働
」
に
つ
い
て

司
会

中
川
）

も
う
少
し
詰
め
て
議
論
し
た
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
す

が
、
時
間
の
関
係
で
次
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
田
口
さ
ん
の
報
告
の
二
つ
目

の
論
点
は
、
そ
の
「
裁
判
官
と
裁
判
員
の
協
働
」
が
充
実
し
た
も
の
に
な

っ
て
い
る
か
に
関
す
る
も
の
で
し
た
。
実
際
に
評
議
室
の
中
で
裁
判
官
と

裁
判
員
は
ど
の
よ
う
に
議
論
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ

が
、
や
は
り
興
味
深
い
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
実
際
に
評
議
を
さ
れ
て
お
り

ま
す
川
田
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
評
議
が
な
さ
れ
て
い

る
か
、
そ
れ
を
お
話
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

川
田

評
議
の
進
行
に
お
き
ま
し
て
、
裁
判
員
が
十
分
に
意
見
を
述
べ

て
、
裁
判
体
と
し
て
充
実
し
た
評
議
を
実
現
し
て
、
裁
判
員
と
裁
判
官
の

協
働
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
裁
判
官
と
し
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
行

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
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評
議
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
点
と
し
ま
し
て
、
一
点
目
と
し
て
、
公

判
審
理
、
評
議
の
全
過
程
を
通
じ
ま
し
て
、
そ
の
内
容
を
裁
判
員
に
わ
か

り
や
す
い
も
の
と
す
る
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
点
目
と
し

ま
し
て
、
裁
判
員
が
話
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
考

え
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
三
点
目
と
し
ま
し
て
、
具
体
的
な
評
議
の
場

で
、
裁
判
員
が
発
言
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
こ
の
三
点
、
こ
の
点
を
留
意

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

第
一
点
目
は
当
然
の
前
提
で
す
け
ど
も
、
公
判
審
理
が
始
ま
っ
た
当
初

の
段
階
か
ら
、
裁
判
員
に
各
訴
訟
活
動
の
意
味
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
、

そ
の
裁
判
員
の
疑
問
に
丁
寧
に
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
述
べ
た
二
点
目
の
関
係
で
は
、
裁
判
員
は
、
や
は

り
裁
判
手
続
に
は
じ
め
て
関
与
し
て
お
り
ま
し
て
、
し
か
も
周
囲
は
初
対

面
の
人
ば
か
り
と
い
う
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
、

休
憩
時
間
等
に
は
、
裁
判
官
の
ふ
だ
ん
の
仕
事
ぶ
り
で
す
と
か
、
刑
事
裁

判
の
状
況
な
ど
も
説
明
し
て
、
裁
判
員
の
持
っ
て
い
る
裁
判
に
対
す
る
関

心
等
に
丁
寧
に
答
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
三
点
目
の
関
係
で
は
、
裁
判
員
の
発
言
の
内
容
を
、
こ
れ

を
的
確
に
裁
判
官
と
し
て
も
把
握
し
た
う
え
で
、
適
宜
裁
判
員
に
発
言
を

求
め
た
り
、
問
題
提
起
を
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
評
議
を
活
性
化
す

る
と
い
う
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
評
議
で
司
会
を
担
当
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
以
外
の
場
合
で
あ
っ
て
も
裁
判
官
が
述
べ
る
意
見
が
、
裁
判
員
に
対

す
る
押
し
つ
け
と
受
け
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
、
発
言
の
仕
方
に
つ
い
て
は

私
自
身
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
議
論
が
検
討
す
べ
き
論
点
か
ら

ず
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
と
か
、
証
拠
に
基
づ
か
な
い

議
論
を
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
こ
れ
は
早
め
に
指
摘
す
る
よ

う
に
し
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
は
、
公
判
前
整
理
手
続
で
き

ち
ん
と
争
点
が
整
理
さ
れ
て
、
公
判
審
理
で
当
事
者
が
そ
れ
に
し
た
が
っ

て
か
み
合
っ
た
主
張
立
証
活
動
を
行
っ
て
、
評
議
に
入
っ
た
と
い
う
よ
う

な
ケ
ー
ス
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
司
会
役
の
裁
判
官
と
し
て
は
、
当
事
者

の
主
張
を
指
摘
し
て
、
評
議
を
進
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
争

点
に
集
中
し
た
充
実
し
た
評
議
が
円
滑
に
行
わ
れ
て
い
る
か
な
と
い
う
ふ

う
に
感
じ
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
裁
判
官
と
し
て
は
裁
判
員
と
の
評
議
を
誤
導
し
た
り
誘
導

し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
つ
ね
に
意
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
当
然

裁
判
員
に
対
し
て
必
要
な
法
令
を
説
明
し
た
り
、
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る

責
務
、
こ
れ
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
官
も
評
議
に
お
い
て
は

き
ち
ん
と
自
ら
の
意
見
を
述
べ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
う
な
っ
て
い
る
も

の
と
思
っ
て
い
ま
す
。

司
会

中
川
）

こ
の
点
に
つ
い
て
、
他
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
、
コ
メ
ン

ト
を
す
る
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
竹
田
さ
ん
。

竹
田

経
験
者
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
「
評
議
に
お
け
る
議
論
の
充
実
度
に

つ
い
て
」
と
い
う
設
問
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
ま
り
下
が
っ
て
は
い
ま

せ
ん
。
一
定
の
充
実
感
を
も
っ
て
や
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
た

だ
個
別
に
お
話
を
聞
く
と
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
で
似
た
よ
う
な
事
件
の

裁
判
例
を
出
さ
れ
、
田
口
さ
ん
の
さ
っ
き
の
レ
ジ
ュ
メ
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
そ
れ
自
体
を
誘
導
と
感
じ
る
裁
判
員
の
方
も
結
構
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
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い
ま
川
田
さ
ん
は
「
誘
導
し
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
ま
す
」
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
ま
し
た
け
ど
、
逆
に
遠
慮
し
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。
裁
判
官
が
退
き
す
ぎ
る
と
、
裁
判
員
だ
け
の
議
論
で
裁
判
例
か
ら

か
け
離
れ
た
判
決
も
出
か
ね
ま
せ
ん
。
こ
の
間
、
大
阪
地
裁
で
求
刑
を
四

年
上
回
る
判
決
が
あ
り
ま
し
た
し
、
逆
に
弁
護
人
が
「
懲
役
五
年
が
相

当
」
と
言
っ
た
の
に
、
懲
役
二
年
の
判
決
だ
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
幅

が
あ
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
で
す
が
、
限
度
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。あ

と
刑
を
決
め
る
と
き
に
は
、
そ
の
犯
罪
行
為
に
見
合
っ
た
刑
を
ま
ず

決
め
て
、
被
告
の
事
情
と
か
被
害
者
の
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
重
く
し
た
り

軽
く
し
た
り
す
る
と
い
う
や
り
方
、
こ
れ
が
裁
判
員
に
よ
く
理
解
さ
れ
て

い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
経
験
者
の
方
と
話
し
て
い
て
、
そ
う
思
い
ま

す
。
評
議
の
難
し
さ
、
こ
れ
は
す
ご
く
あ
る
の
で
、
守
秘
義
務
に
さ
わ
ら

な
い
範
囲
で
、
田
口
さ
ん
に
評
議
を
思
い
出
し
て
も
ら
っ
た
ら
ど
う
か
と

思
う
の
で
す
け
ど
。

田
口

無
茶
振
り
を
さ
れ
た
ん
で
、
守
秘
義
務
に
触
れ
な
い
範
囲
で
評

議
の
…
。
そ
う
で
す
ね
え
、
じ
ゃ
あ
私
の
個
人
的
な
感
想
で
。
川
田
さ
ん

を
前
に
言
う
の
も
あ
れ
な
ん
で
す
け
ど
、
そ
の
議
論
に
お
い
て
、
絶
対
裁

判
官
に
は
負
け
な
い
ぞ
と
思
っ
て
ま
し
た
。
で
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
聞
き

入
れ
な
い
の
で
は
な
く
て
、
裁
判
官
の
お
話
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
専
門

家
、
法
律
家
と
し
て
の
、
ま
た
経
験
則
も
含
め
て
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、

そ
の
お
話
は
も
ち
ろ
ん
き
ち
ん
と
耳
を
傾
け
ま
す
。
納
得
す
る
と
こ
ろ
は

納
得
し
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
た
だ
、
や
は
り
お
か
し
い
と
い
う
と
こ
ろ
は

お
か
し
い
と
。
い
ち
ば
ん
私
が
、
強
い
て
納
得
い
か
な
か
っ
た
の
は
、
そ

れ
こ
そ
被
告
人
に
も
う
一
回
聞
き
た
い
で
す
と
か
、
も
ち
ろ
ん
現
場
に
も

行
っ
て
み
た
い
で
す
、
と
い
う
の
を
聞
き
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
私

は
す
ご
い
不
満
で
し
た
。
な
の
で
先
ほ
ど
、
自
分
で
現
場
に
行
っ
て
き

て
、
ま
た
、
被
告
人
へ
の
も
う
一
回
聞
き
た
か
っ
た
こ
と
と
い
う
の
は
聞

け
な
か
っ
た
で
す
け
ど
も
。
あ
る
い
は
、
証
人
に
対
し
て
も
そ
う
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
本
当
は
、
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
た
ぶ

ん
守
秘
義
務
大
丈
夫
だ
と
思
い
ま
す
。

川
田

い
ま
田
口
さ
ん
か
ら
、
証
人
尋
問
と
被
告
人
質
問
、
直
接
も
う

一
回
聞
き
た
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
た
と

え
ば
、
証
人
尋
問
と
か
被
告
人
質
問
に
つ
い
て
は
、
再
尋
問
と
か
再
質
問

の
必
要
性
が
生
じ
る
事
態
が
起
き
な
い
よ
う
に
、
証
拠
調
べ
の
順
番
な
ど

あ
ら
か
じ
め
工
夫
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
私
た
ち
の
場
合
に
は
、
証

人
尋
問
が
始
ま
る
前
に
、
裁
判
員
に
、
尋
問
が
終
わ
る
と
証
人
は
帰
っ
て

し
ま
う
の
で
、
聞
き
た
い
こ
と
は
聞
い
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
よ
と
い

う
こ
と
を
注
意
喚
起
し
て
、
聞
き
た
い
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た

め
に
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
り
も
必
ず
行

っ
て
い
ま
す
。

た
だ
、
本
当
に
再
審
問
と
か
再
質
問
の
必
要
性
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
な

け
れ
ば
判
断
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
事
態
が
、
例
外
的
に
起
き
る
場

合
が
あ
り
得
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
、
こ
れ
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
つ
い
て
再
尋
問
等
を
実
施

し
な
い
と
い
う
方
針
を
裁
判
所
が
決
め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の

で
、
そ
の
点
は
誤
解
な
き
よ
う
に
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
、
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
の
指
摘
が
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
説
明
よ
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ろ
し
い
で
す
か
。
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
会
場
に
は
学

生
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
の
で
簡
単
に
言
及
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
け
れ
ど
も
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
そ
の
罪
名
を
選
ん
で
検
索
条
件
を

入
力
す
る
と
、
量
刑
の
分
布
の
状
況
、
こ
れ
が
グ
ラ
フ
に
な
っ
て
出
て
く

る
、
こ
う
い
う
も
の
で
す
。
量
刑
に
つ
い
て
は
法
が
予
定
す
る
行
為
責
任

の
原
則
を
基
本
と
し
た
考
え
方
が
あ
り
ま
す
の
で
、
裁
判
官
は
裁
判
員
に

対
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。
そ
の
際
に
こ
れ
ま
で
同
様
の

社
会
的
類
型
の
事
件
が
、
量
刑
上
ど
の
程
度
の
も
の
と
さ
れ
て
き
た
か
を

把
握
し
て
お
く
こ
と
も
、
こ
れ
は
必
要
な
こ
と
で
す
。
同
じ
よ
う
な
行
為

を
し
な
が
ら
裁
判
体
に
よ
っ
て
量
刑
が
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

公
平
の
観
点
か
ら
ど
う
か
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
実
際
の

量
刑
は
そ
の
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
の
検
索
の
結
果
か
ら
、
一
義
的
に
導
か

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
目
安
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
併
せ
て
説
明
し
て
ま
す
。

な
お
、
先
ほ
ど
竹
田
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
、
行
為
責
任
を
含
む
量
刑
の
決

め
方
に
つ
い
て
、
裁
判
員
経
験
者
が
、
説
明
不
足
と
い
う
印
象
を
持
た
れ

て
い
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
点
に
関
す
る
裁
判
官
の
説
明

は
非
常
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
ま
す
の
で
、
さ
ら
に
そ
の
点
は
検
討
さ

せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
が
押
し
て
い
る
の
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
も
質
問
し
た
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で

す
が
。
裁
判
官
は
、
何
か
す
れ
ば
「
誘
導
し
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
」
と
怒

ら
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
裁
判
員
の
意
見
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
と
、

「
腰
が
ひ
け
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
て
、
あ
ち
ら
を
立
て
れ
ば
こ
ち
ら
が

立
た
ず
と
い
う
厄
介
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
判
決
書
を

書
く
と
い
う
場
面
で
も
同
じ
よ
う
な
力
学
が
働
く
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

関
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

評
議
・
評
決
の
後
、
そ
の
後
判
決
書
を
裁
判
官
が
書
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
判
決
理
由
に
何
を
ど
う
書
く
か
は
、
基
本
的
に
は
裁
判
官
の
裁

量
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
て
、
裁
判
員
裁
判
の
判
決
書
の
中
に

は
、
普
通
の
裁
判
官
だ
っ
た
ら
書
か
な
い
よ
う
な
こ
と
が
た
ま
に
書
か
れ

ま
す
。
た
と
え
ば
、「
い
ま
の
少
年
法
の
規
定
は
刑
の
上
限
が
低
す
ぎ
る

と
思
う
の
だ
が
、
法
律
に
は
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
、
そ
の
マ
ッ
ク
ス

で
量
刑
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
理
不
尽
で
あ
る
か
ら
速
や
か

に
法
改
正
す
べ
き
で
あ
る
」
と
か
、
そ
う
い
う
立
法
提
言
ま
で
含
め
て
判

決
理
由
が
書
か
れ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
た
ぶ
ん
裁
判
員
の
人
た

ち
の
強
い
要
請
に
よ
っ
て
書
い
た
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
普

通
だ
っ
た
ら
判
決
理
由
に
書
か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
、
裁
判
員
が
ぜ
ひ
書

い
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
う
い
う
と
き

に
裁
判
官
は
、
ど
う
い
う
ス
タ
ン
ス
で
、
そ
の
要
請
に
応
え
る
の
か
、
あ

る
い
は
応
え
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思

う
の
で
す
け
ど
。

川
田

私
は
個
別
の
ケ
ー
ス
に
は
か
か
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
具
体
的

な
事
件
の
関
係
で
は
述
べ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
け
ど
も
、
一
般
論
と
し

て
は
、
ま
ず
評
議
の
場
で
裁
判
官
と
し
て
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う

に
、
き
ち
ん
と
言
う
べ
き
こ
と
は
言
う
、
そ
う
い
う
責
務
を
負
っ
て
る
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
判
決
書
に
書
く
内
容
な
ん
で
す

が
、
こ
れ
も
き
ち
ん
と
裁
判
員
と
裁
判
官
が
評
議
を
し
て
、
そ
こ
で
載
せ
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る
べ
き
要
素
と
い
う
の
を
議
論
し
た
う
え
で
、
そ
の
評
議
の
結
果
を
反
映

さ
せ
る
も
の
と
し
て
判
決
書
を
記
載
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
ち
ゃ
ん
と
裁
判
官
と
裁
判
員
が
評
議
で
議
論
を
し

て
、
判
決
書
に
載
せ
る
と
い
う
内
容
を
確
認
し
て
、
そ
れ
で
記
載
す
る
、

こ
う
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
の
程
度
で

よ
ろ
し
い
で
す
か
。

司
会

中
川
）

一
般
論
と
し
て
は
、
判
決
書
に
書
か
れ
た
こ
と
と
い
う

の
は
、
裁
判
員
に
押
し
切
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
裁
判
官
が
積
極
的
に

同
意
し
て
書
い
た
と
い
う
ふ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
認
識
し
て
よ
ろ
し
い
で

す
か
。

川
田

も
ち
ろ
ん
そ
の
決
ま
り
方
に
つ
い
て
は
、
最
終
的
に
は
、
た
と

え
ば
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
評
決
の
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
か

ら
、
そ
れ
に
従
っ
て
出
さ
れ
た
結
論
、
そ
れ
を
記
載
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
結
論
に
至
る
と
こ
ろ
で
評
議
の
中
で
議
論
し
た
内
容
を
、
判
決

書
に
書
く
と
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

３

裁
判
員
制
度
が
刑
事
裁
判
以
外
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か

司
会

中
川
）

さ
て
、
残
さ
れ
た
時
間
は
あ
と
二
〇
分
と
い
う
状
況
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
大
胆
に
今
後
の
進
行
を
考
え
ね
ば
な
り

ま
せ
ん
。
次
に
予
定
し
て
い
た
の
は
、「
裁
判
員
制
度
が
刑
事
裁
判
以
外

に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
か
」、
つ
ま
り
、
職
場
環
境
と
か
、
さ
ま

ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
裁
判
員
制
度
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
き
た
か
に

つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
時
間
が
ご
ざ
い

ま
せ
ん
。
た
い
へ
ん
恐
縮
で
す
け
れ
ど
も
、
報
告
を
予
定
さ
れ
て
お
り
ま

し
た
竹
田
さ
ん
と
田
口
さ
ん
、
大
胆
に
全
面
カ
ッ
ト
し
て
よ
ろ
し
い
で
し

ょ
う
か
。
す
み
ま
せ
ん
。

（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
に
カ
ッ
ト
さ
れ
た
、
竹
田
さ
ん
と
田
口
さ
ん
の
報

告
の
骨
子
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
）

竹
田

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
に
は
、
公
に
参
加
す
る
こ
と
で
主
権
者
意
識

を
高
め
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
裁
判
員
裁
判
に
も

同
じ
よ
う
な
効
果
は
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
辞
退
を
多
く
認
め
て
い
る
の

は
、
そ
の
面
で
は
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
研
究
を
ふ
ま

え
る
と
、
で
き
る
だ
け
広
い
層
か
ら
裁
判
員
を
選
べ
ば
、
多
様
な
有
権
者

の
代
表
が
意
見
を
述
べ
て
合
議
体
の
質
は
高
ま
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

裁
判
員
を
経
験
し
、
田
口
さ
ん
た
ち
の
Ｌ
Ｊ
Ｃ
Ｃ
の
取
り
組
み
を
は
じ

め
、
親
の
い
な
い
子
ど
も
の
た
め
に
活
動
す
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
を
立
ち
上
げ
た
方

や
地
域
の
会
合
で
犯
罪
を
テ
ー
マ
に
話
し
て
い
る
方
な
ど
が
い
ま
す
。
罪

を
犯
し
て
し
ま
っ
た
人
の
多
く
は
、
幼
少
期
に
親
の
愛
情
を
受
け
て
い
な

い
、
学
齢
期
に
し
っ
か
り
と
し
た
教
育
を
受
け
て
い
な
い
、
社
会
に
出
て

ち
ゃ
ん
と
し
た
職
が
な
い
と
い
う
三
つ
の
要
因
が
共
通
し
て
い
ま
す
。
虐

待
や
体
罰
、
い
じ
め
を
体
験
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。
裁
判
員
を
経
験
し

て
、
こ
う
し
た
人
た
ち
が
罪
を
犯
す
前
に
社
会
が
何
ら
か
の
形
で
手
を
さ

し
の
べ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
だ
と
考
え
て
い
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま

す
。
保
護
観
察
付
き
の
執
行
猶
予
の
判
決
が
多
い
の
も
、
監
獄
に
隔
離
す

る
よ
り
支
援
し
て
社
会
の
中
で
立
ち
直
ら
せ
よ
う
と
い
う
気
持
ち
の
現
れ

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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田
口

「
被
告
人
の
そ
の
後
が
気
に
な
る
」
と
い
う
声
に
表
れ
て
い
る

よ
う
に
、
ご
く
一
部
の
裁
判
員
経
験
者
は
判
決
を
言
い
渡
し
て
終
わ
り
、

で
は
な
く
控
訴
な
ど
の
情
報
も
含
め
て
被
告
人
の
人
間
そ
の
も
の
に
関
心

を
寄
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
制
度
を
通
じ
て
近
年
失
わ
れ

つ
つ
あ
っ
た
人
間
同
士
の
関
わ
り
が
再
生
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
思
い
ま
す
。

私
個
人
的
に
は
「
更
生
保
護
」
の
分
野
。
刑
事
裁
判
に
参
加
し
て
、
犯

罪
者
と
自
分
を
分
け
る
境
界
線
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
に

気
付
き
ま
し
た
。
彼
ら
犯
罪
者
あ
る
い
は
触
法
少
年
た
ち
の
こ
と
を
知
る

に
つ
け
、
環
境
要
因
と
し
て
責
任
の
一
端
は
自
分
た
ち
社
会
に
あ
る
こ
と

を
痛
感
し
た
の
で
す
。

彼
ら
が
や
が
て
社
会
に
戻
っ
て
き
た
と
き
に
、
そ
の
一
員
と
し
て
再
統

合
す
る
と
こ
ろ
ま
で
が
裁
判
員
の
役
割
な
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
そ
の

役
割
機
能
こ
そ
が
従
前
の
裁
判
官
裁
判
で
は
成
し
得
な
か
っ
た
一
般
市
民

が
参
加
す
る
裁
判
員
制
度
の
真
価
な
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
す
。

４

裁
判
員
制
度
の
課
題

司
会

中
川
）

最
後
に
な
り
ま
す
が
、「
裁
判
員
制
度
の
課
題
」
に
移

り
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
ま
で
議
論
し
て
き
た
よ
う
な
状
況
に
あ
る
裁

判
員
裁
判
で
す
け
れ
ど
も
、
現
在
、
い
わ
ゆ
る
三
年
後
見
直
し
と
い
う
こ

と
で
、
裁
判
員
制
度
の
あ
り
方
が
本
格
的
に
議
論
さ
れ
て
い
る
時
期
で
、

多
方
面
か
ら
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
田
口
さ
ん
を
は
じ
め

と
す
る
有
志
の
方
々
も
一
定
の
提
言
を
さ
れ
て
い
ま
す
し
、
宮
村
さ
ん
も

メ
ン
バ
ー
で
あ
り
ま
す
日
弁
連
の
ほ
う
か
ら
も
一
定
の
提
言
を
し
て
お
ら

れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
配
付
資
料
の
う
し
ろ
の
ほ
う
に
、
ご
く
ご
く
簡
単
に

項
目
だ
け
を
記
載
し
て
い
る
の
で
す
が
、
24
ペ
ー
ジ
と
25
ペ
ー
ジ
（
後
掲

「
レ
ジ
ュ
メ

」、「
レ
ジ
ュ
メ

」
参
照
）
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
中

で
、
と
く
に
い
ま
ま
で
の
議
論
で
触
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
で

と
く
に
語
る
必
要
が
高
い
点
だ
け
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
田
口
さ
ん
、
宮
村
さ
ん
の
順
序
で
お
願
い
し
ま
す
。

﹇
田
口
氏
に
よ
る
報
告
﹈

提
言
」
の
各
項
目
に
つ
い
て
は
、
概
略
の
ほ
う
を
ご
覧
い
た
だ
い
て
、

「
趣
旨
」
や
な
ん
か
に
つ
い
て
も
お
目
通
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

一
三
項
目
の
提
言
と
い
う
か
、
意
見
を
書
き
上
げ
た
の
で
す
が
、
こ
れ

の
特
徴
的
な
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
裁
判
員
経
験
者
だ
け
、
も
う
ち
ょ
っ

と
言
い
換
え
て
一
般
市
民
、
素
人
で
す
ね
、
だ
け
で
考
え
た
、
自
分
た
ち

の
経
験
を
も
と
に
、
五
名
で
す
け
ど
も
議
論
し
て
作
っ
て
、
全
国
の
裁
判

所
の
ほ
う
に
、
六
〇
ヵ
所
で
す
ね
、
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
官
公
庁
と
言
っ

た
ら
い
い
ん
で
す
か
、
に
も
届
け
ま
し
た
。

全
体
を
通
し
て
端
的
に
は
、
透
明
性
を
高
め
て
、
公
平
・
公
正
な
裁
判

で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
あ
る
い
は
、
司
法
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
。
司
法
全
体

に
対
し
て
公
平
性
、
公
正
性
を
高
め
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
願
い
と
い
う

か
思
い
と
し
て
入
れ
た
と
こ
ろ
で
す
。
本
日
、
取
り
立
て
て
議
論
に
な
っ

て
い
な
い
よ
う
な
の
で
言
う
と
、
た
と
え
ば
、
項
目
の
三
番
で
す
「
刑
務

所
見
学
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
一
般
市
民
っ
て
、
今
ま
で
あ
ま

り
に
も
塀
の
中
を
知
ら
な
す
ぎ
た
な
と
い
う
自
戒
を
こ
め
て
い
る
ん
で

す
。
実
際
自
分
た
ち
が
裁
判
員
を
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
被
告
人
が
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自
分
た
ち
の
判
断
の
先
に
ど
う
い
う
生
活
が
、
ど
う
い
う
人
生
が
待
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
の
を
想
像
し
た
と
き
に
、
中
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と

に
す
ご
い
戦
慄
を
覚
え
た
ん
で
す
。

こ
れ
、
も
う
ち
ょ
っ
と
重
い
こ
と
に
な
る
と
、
一
一
番
目
で
す
ね
、

「
死
刑
に
つ
い
て
の
情
報
公
開
」、
こ
れ
に
つ
い
て
言
う
と
、
あ
る
死
刑
判

決
を
下
し
た
裁
判
員
経
験
者
の
方
の
お
話
、
評
議
の
中
で
裁
判
官
か
ら
死

刑
に
つ
い
て
の
説
明
、
死
刑
と
は
ど
う
い
う
の
か
と
い
う
説
明
が
あ
っ
た

ら
し
い
の
で
す
が
、
非
常
に
お
ざ
な
り
、
判
決
か
ら
六
ヵ
月
以
内
に
執
行

さ
れ
て
、
執
行
方
法
は
絞
首
刑
で
す
と
い
う
だ
け
の
お
話
。
わ
か
り
や
す

く
言
う
と
裁
判
官
も
知
ら
な
い
で
す
、
当
た
り
前
な
ん
で
す
け
ど
。
た
ぶ

ん
立
ち
会
っ
た
裁
判
官
と
い
う
の
は
も
う
日
本
に
は
い
な
い
の
か
な
と
い

う
ふ
う
に
は
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
裁
判
員
も
知
ら
な
け
れ
ば
裁
判
官
も
知

ら
な
い
。
評
議
室
の
中
、
誰
も
死
刑
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
ん
で
す
。

判
決
し
た
あ
と
ど
う
い
う
ふ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
の
を
、
受
刑
者
で
な

か
っ
た
ら
、
死
刑
囚
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
過
ご
す
の
か
と
い
う
の
を
含
め

て
知
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
っ
て
す
ご
く
恐
ろ
し
い
こ
と
だ
な
と
い
う
よ

う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
知
ら
な
い
世
界
が
多
す
ぎ
た
と
い
う
と

こ
ろ
の
自
戒
を
こ
め
て
、
刑
務
所
見
学
、
あ
る
い
は
、
死
刑
に
関
す
る
情

報
公
開
。
要
す
る
に
、
公
開
性
、
透
明
性
を
高
め
て
ほ
し
い
と
い
う
の

が
、
総
じ
て
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
裁
判
員
経

験
者
、
い
わ
ゆ
る
市
民
の
視
点
で
す
。

司
会

中
川
）

続
い
て
宮
村
さ
ん
。

﹇
宮
村
氏
に
よ
る
報
告
﹈

お
手
元
の
資
料
の
25
ペ
ー
ジ
に
、
日
弁
連
の
提
案
項
目
を
ま
と
め
ま
し

た
。
今
年
の
三
月
十
五
日
、
日
弁
連
は
、
裁
判
員
裁
判
に
つ
い
て
こ
れ
ま

で
三
年
間
の
運
用
を
踏
ま
え
た
提
案
を
六
つ
の
意
見
書
に
わ
た
っ
て
公
表

い
た
し
ま
し
た
。
内
容
は
非
常
に
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
が
、
意
見
書
の
全

文
が
日
弁
連
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
意
見
書
」
の
コ
ー
ナ
ー
に
載
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
そ
ち
ら
も
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
べ
て
ご
説

明
す
る
と
た
い
へ
ん
時
間
か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
の
で
、
個
人
的
に
私
が

思
い
入
れ
の
あ
る
項
目
を
二
つ
取
り
上
げ
た
い
、
ご
説
明
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

一
番
目
の
意
見
書
の
中
の
①
と
②
の
項
目
に
な
り
ま
す
。

⑴

裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
拡
大

ま
ず
「
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
の
拡
大
」
を
提
案
し
て
お
り
ま
す
。
現

在
の
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
は
、
裁
判
員
法
に
定
め
ら
れ
た
一
定
の
重
大

犯
罪
で
す
。
自
白
、
否
認
は
問
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
さ
ら
に
、
公
訴
事
実

に
争
い
の
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
法
定
刑
に
か
か
わ
ら
ず
対
象
に
す
べ

き
で
は
な
い
か
。
そ
の
中
で
も
公
訴
事
実
に
争
い
が
あ
っ
て
、
か
つ
、
被

告
人
ま
た
は
弁
護
人
が
請
求
し
た
事
件
に
つ
い
て
、
裁
判
員
裁
判
の
対
象

に
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
裁
判
は
、
被
告
人
が
起
訴
状
に
書
か
れ
た
罪
を
犯
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
と
言
え
る
の
か
を
、
裁
判
官
の
目
で
チ
ェ
ッ
ク
し
、
裁
判
員

の
目
で
も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
制
度
で
す
。
そ
の
よ
う
に
間
違
い
な
く
有
罪
と

言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
二
重
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
必
要
性
は
、
法
定
刑

が
重
い
罪
に
限
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
通
勤
電
車
の
中
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で
起
き
た
と
さ
れ
る
痴
漢
事
件
に
つ
い
て
、
被
告
人
が
間
違
い
な
く
犯
人

で
あ
る
と
言
え
る
の
か
、
ま
た
、
自
動
車
を
運
転
し
て
い
て
事
故
を
起
こ

し
た
方
が
、
自
動
車
運
転
過
失
致
死
罪
に
問
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、
被
告

人
に
間
違
い
な
く
過
失
が
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
。
法
定
刑
か
ら
は
裁
判

員
裁
判
対
象
事
件
に
な
ら
な
い
事
件
で
も
、
プ
ロ
の
裁
判
官
の
目
で
チ
ェ

ッ
ク
し
、
そ
し
て
市
民
の
目
で
も
チ
ェ
ッ
ク
す
る
と
い
う
、
ダ
ブ
ル
・
チ

ェ
ッ
ク
を
働
か
せ
る
意
義
が
、
大
き
い
事
件
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

実
際
に
、
否
認
事
件
の
依
頼
者
か
ら
、
自
分
の
事
件
は
裁
判
員
裁
判
で

や
っ
て
も
ら
え
な
い
の
か
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

事
件
で
市
民
の
目
で
も
ダ
ブ
ル
・
チ
ェ
ッ
ク
を
働
か
せ
る
と
い
う
意
義
は

非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
裁
判
員
裁
判
対
象
事
件
を
拡
大

し
て
も
ら
い
た
い
で
す
。

⑵

証
拠
開
示
規
定
の
改
正

公
判
前
整
理
手
続
に
お
い
て
証
拠
開
示
請
求
権
が
被
告
人
側
に
認
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、
弁
護
活
動
を
進
め
る
う
え
で
非
常
に
大
き

な
意
義
を
も
ち
ま
す
。
検
察
官
が
選
ん
だ
証
拠
以
外
の
証
拠
も
見
て
、
防

御
方
針
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
た
だ
し
、

現
在
の
証
拠
開
示
請
求
権
は
、
す
べ
て
の
証
拠
の
開
示
を
受
け
る
機
会
を

保
障
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
刑
事
訴
訟
法
の
三
一
六
条
の
一
五
と

三
一
六
条
の
二
〇
に
定
め
ら
れ
た
要
件
を
ク
リ
ア
ー
し
た
証
拠
に
つ
い
て

の
み
開
示
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
弁
護
人
が
三
一
六
条
の
一
五
ま
た
は
三
一
六
条
の
二
〇
の
要
件
に
該

当
す
る
と
考
え
て
開
示
を
請
求
し
た
証
拠
に
つ
い
て
、
検
察
官
か
ら
「
こ

の
証
拠
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
弊
害
が
あ
る
か
ら
開
示
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」
と
い
う
回
答
を
受
け
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
す
べ
て
の
証
拠
を
弁
護
側
に
開
示
す
る
制
度
に
つ

い
て
は
、「
証
拠
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
、
個
人
の
重
大
な
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
が
書
い
て
あ
る
、
も
し
く
は
開
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
事
件
の
捜

査
に
支
障
が
お
よ
ん
で
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
弊
害
が
あ

り
う
る
か
ら
、
す
べ
て
の
証
拠
を
開
示
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
な
ら
ば
、
あ
ら
か
じ
め
開
示
対
象
と
な
る
証
拠
を
一
定
類
型
の
も

の
絞
り
込
む
の
で
は
な
く
て
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
証
拠
を
開
示
対
象

と
し
た
上
で
、
そ
の
中
で
開
示
す
る
こ
と
に
弊
害
が
あ
る
も
の
だ
け
を
例

外
的
に
開
示
対
象
か
ら
除
外
す
る
、
検
察
官
が
こ
の
証
拠
に
は
例
外
的
に

不
開
示
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
の
弊
害
が
あ
る
と
主
張
し
て
、
裁

判
所
の
目
か
ら
見
て
も
、
た
し
か
に
開
示
す
る
こ
と
に
弊
害
が
あ
る
と
い

う
証
拠
だ
け
を
開
示
対
象
か
ら
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
十
分
に
弊
害

を
防
止
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
か

ら
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
証
拠
を
開
示
対
象
に
す
る
、
と
い
う
制
度
を

提
案
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
先
ほ
ど
竹
田
さ
ん
か
ら
も
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、
検
察
官
が

捜
査
の
過
程
で
集
め
、
ま
た
は
、
作
っ
た
証
拠
と
し
て
ど
の
よ
う
な
証
拠

が
あ
る
の
か
、
そ
の
リ
ス
ト
を
検
察
官
か
ら
弁
護
人
に
交
付
す
る
制
度
も

提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
リ
ス
ト
の
交
付
に
よ
っ
て
、
ど
う
い
う

証
拠
が
あ
る
の
か
、
も
し
く
は
な
い
の
か
を
め
ぐ
っ
て
、
当
事
者
間
で
紛

糾
す
る
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
ご

く
ま
れ
に
起
き
る
「
証
拠
隠
し
」
や
、
そ
れ
が
疑
わ
れ
る
よ
う
な
不
正
行
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為
も
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
、
証
拠
リ
ス
ト
の
交
付
制
度
を
提
案
し
て
い
ま
す
。

そ
の
他
の
事
項
も
、「
被
告
人
の
利
益
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
よ
り
裁

判
員
制
度
を
良
く
す
る
た
め
の
提
案
を
と
り
ま
と
め
ま
し
た
。
以
上
で

す
。司

会

中
川
）

ほ
か
に
も
各
方
面
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
見
直
し
案
が
出
て

い
る
の
で
す
け
ど
も
、
い
ま
、
お
二
方
が
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
中

か
ら
、
と
く
に
竹
田
さ
ん
の
目
か
ら
見
て
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
つ
い

て
、
少
し
紹
介
し
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

﹇
竹
田
氏
に
よ
る
報
告
﹈

性
犯
罪
を
裁
判
員
裁
判
の
対
象
か
ら
外
し
て
ほ
し
い
と
い
う
声
を
よ
く

聞
き
ま
す
。
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
問
題
で
、
た
と
え
ば
、
被
害
者

と
裁
判
員
が
街
で
会
う
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
方
も
い
ま
す
。
覚
せ
い
剤

密
輸
事
件
も
裁
判
員
裁
判
で
や
ら
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
人

も
い
ま
す
。
最
高
刑
が
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
の
罪
は
裁
判
員
裁
判
と
な

り
ま
す
。
覚
せ
い
剤
密
輸
の
最
高
刑
は
無
期
な
の
で
や
っ
て
い
る
の
で
す

が
、
実
は
偽
造
通
貨
行
使
罪
、
た
と
え
ば
一
万
円
札
を
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー
し

て
使
う
、
こ
れ
も
最
高
刑
は
無
期
な
の
で
、
裁
判
員
裁
判
で
や
っ
て
い
ま

す
。ま

た
、
そ
こ
に
お
ら
れ
る
四
宮
先
生
も
メ
ン
バ
ー
で
す
が
、
法
務
省
の

検
討
会
で
、
被
害
者
団
体
か
ら
来
て
い
る
委
員
の
方
は
、
裁
判
所
は
非
常

に
裁
判
員
に
配
慮
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
被
害
者
は
ど
う
な
っ
た
ん
だ
と

お
っ
し
ゃ
て
い
ま
し
た
。
被
害
者
の
ほ
う
の
支
援
が
大
事
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
意
見
で
す
。

最
後
に
先
ほ
ど
評
議
は
難
し
い
と
い
う
お
話
を
し
た
ん
で
す
け
ど
、
評

議
を
難
し
く
な
く
す
る
方
法
が
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、
全
員

一
致
に
す
る
こ
と
で
す
、
多
数
決
だ
か
ら
難
し
い
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の

陪
審
は
原
則
全
員
一
致
で
す
。
誘
導
の
問
題
の
か
な
り
の
部
分
が
変
わ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
疑
わ
し
き
は
被
告
人
の
利
益
に
」
と
い
う
こ

と
は
、
有
罪
と
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
と
一
人
で
も
主
張
し
た
ら
有
罪
に

は
な
ら
な
い
は
ず
。

も
う
一
つ
は
守
秘
義
務
を
解
除
す
る
こ
と
。
裁
判
員
や
裁
判
官
の
プ
ラ

イ
バ
シ
ー
、
田
口
裁
判
員
は
こ
ん
な
こ
と
言
っ
た
と
か
、
そ
う
い
う
の
は

守
秘
義
務
が
あ
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
以
外
の
、
た
と
え

ば
、
当
初
は
こ
ん
な
意
見
が
大
勢
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
変
わ
っ

て
い
っ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
い
い
と
思
い
ま
す
。
守
秘
義
務
を
解
除
す

れ
ば
、
評
議
が
検
証
さ
れ
ま
す
の
で
、
検
証
が
前
提
の
評
議
と
な
り
ま

す
。
そ
う
す
る
と
、
評
議
の
難
し
さ
み
た
い
な
の
は
か
な
り
解
消
さ
れ
る

ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
四
宮
さ

ん
の
お
名
前
も
出
ま
し
た
の
で
…
…
。
法
務
省
で
行
わ
れ
て
い
る
「
裁
判

員
制
度
に
関
す
る
検
討
会
」
が
見
直
し
項
目
を
検
討
し
て
い
る
最
中
な
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
審
議
状
況
な
ど
を
ご
紹
介
い
た
だ
け
る
の
で
し

た
ら
、
四
宮
さ
ん
、
お
願
い
で
き
ま
す
か
。

四
宮

法
科
大
学
院
の
四
宮
と
申
し
ま
す
、
弁
護
士
も
し
て
お
り
ま

す
。
い
ま
、
ご
紹
介
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
法
務
省
に
「
裁
判
員
制
度
に
関

す
る
検
討
会
」
と
い
う
も
の
が
二
〇
〇
九
年
に
で
き
ま
し
て
、
現
在
活
動
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し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
検
討
会
は
、
裁
判
員
法
と
い
う
法
律
が
、
裁
判
員

法
施
行
か
ら
三
年
た
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
施
行
状
況
を
見
て
、
裁
判
員
制

度
に
つ
い
て
改
善
す
る
べ
き
点
が
あ
っ
た
ら
改
善
す
る
よ
う
に
政
府
に
命

じ
て
い
る
か
ら
な
ん
で
す
。
こ
れ
は
裁
判
員
制
度
を
や
め
る
こ
と
は
含
ま

な
い
ん
で
す
、
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
検
討
は
、
こ
の
制
度
が
こ
の
国
の
司

法
制
度
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
せ
る
よ
う
に
、
も
っ
と
も

っ
と
い
い
も
の
に
な
る
よ
う
に
検
討
し
な
さ
い
と
い
う
趣
旨
だ
か
ら
で

す
。そ

れ
で
ち
ょ
っ
と
前
の
、
十
月
九
日
に
検
討
会
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
こ

で
議
論
す
べ
き
論
点
と
い
う
の
が
大
体
決
ま
り
ま
し
た
。
大
き
く
分
け
て

八
つ
あ
り
ま
す
。
一
つ
は
、
い
ま
議
論
に
な
り
ま
し
た
け
ど
も
対
象
事

件
、
ど
ん
な
事
件
に
つ
い
て
裁
判
員
裁
判
を
行
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

二
番
目
は
、
裁
判
員
を
選
ぶ
手
続
の
問
題
、
と
く
に
こ
れ
は
三
・
一
一
の

大
震
災
を
経
験
し
ま
し
た
の
で
、
そ
う
い
う
場
合
に
は
ど
う
す
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
議
論
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
三
点
目
は
、
先
ほ
ど

か
ら
出
て
い
る
裁
判
の
準
備
手
続
で
あ
る
公
判
前
整
理
手
続
と
、
公
判
の

あ
り
方
の
問
題
で
す
。
よ
り
わ
か
り
や
す
い
裁
判
に
す
る
た
め
に
は
ど
う

し
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
四
番
目
は
、
評
議
・
評

決
で
す
。
こ
の
中
に
は
死
刑
に
つ
い
て
は
全
員
一
致
に
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
よ
う
な
点
も
議
論
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
五
番
目
は
、
上

訴
で
す
、
一
審
で
裁
判
員
裁
判
に
よ
っ
て
判
決
が
出
た
場
合
に
、
そ
れ
に

対
し
て
控
訴
し
た
り
、
さ
ら
に
は
上
告
し
た
り
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の

控
訴
審
、
上
告
審
の
あ
り
方
や
特
に
死
刑
判
決
に
対
す
る
上
訴
の
在
り

方
、
た
と
え
ば
被
告
人
が
控
訴
し
な
く
て
も
自
動
的
に
上
訴
と
な
る
制
度

は
ど
う
か
、
な
ど
が
議
論
の
対
象
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
六
番
目
は
、
被

害
者
の
保
護
、
い
ま
も
少
し
出
ま
し
た
け
ど
も
、
被
害
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
の
保
護
な
ど
。
七
番
目
は
、
裁
判
員
の
負
担
、
義
務
の
点
で
す
。
こ
の

中
で
大
き
な
議
論
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
は
守
秘
義
務
の
在
り
方
で
す
。

い
ま
竹
田
さ
ん
か
ら
も
話
が
あ
り
ま
し
た
け
ど
も
、
い
ま
の
制
度
で
は
裁

判
員
経
験
者
に
は
非
常
に
広
い
範
囲
の
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
中
に
は
罰
則
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
い
く
か
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
最
後
は
、
そ
の
他
と
い
う
こ
と
で
、
さ
っ
き
宮
村

さ
ん
も
言
っ
て
お
ら
れ
た
よ
う
な
証
拠
開
示
の
問
題
と
か
、
争
い
の
あ
る

事
件
で
は
、
有
罪
、
無
罪
を
判
断
す
る
手
続
と
、
有
罪
に
な
っ
た
場
合
の

刑
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
手
続
を
分
け
て
や
る
べ
き
で
は
な
い
か
な
ど
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

裁
判
員
制
度
が
始
ま
っ
て
三
年
た
っ
て
、
現
在
四
年
目
で
、
四
年
目
に

議
論
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
ど
も
、
お
そ
ら
く
は
四
年
目
の
最
後
、
つ
ま

り
来
年
の
五
月
二
十
日
に
な
り
ま
す
と
丸
四
年
た
つ
わ
け
で
す
け
ど
も
、

そ
の
前
後
に
と
り
ま
と
め
の
方
向
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
て

お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

司
会

中
川
）

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
う
い
っ
た
い
く
つ
か

の
見
直
し
提
言
に
関
し
て
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
も
予
定
し
て
い
た
の
で

す
が
、
時
計
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
こ
ん
な
時
刻
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

【
質
疑
応
答
】

司
会

中
川
）

パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
の
ご
意
見
も
重
要
で
す
が
、
フ
ロ
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ア
の
方
々
の
ご
意
見
も
重
要
で
し
て
、
限
ら
れ
た
時
間
で
は
あ
り
ま
す

が
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
人
た
ち
と
や
り
と
り
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
。
質
問
や
ご
意
見
の
あ
る
方
は
挙
手
を
し
て
く
だ
さ
い
。

質
問

法
学
部
二
年
の
Ｍ
と
申
し
ま
す
、
本
日
は
貴
重
な
お
話
を
ど
う

も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
後
の
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
見
直
し

に
つ
い
て
少
し
疑
問
に
思
っ
た
ん
で
す
が
、
先
ほ
ど
の
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方

か
ら
出
て
い
た
ご
意
見
で
、
被
告
人
の
ほ
う
が
裁
判
員
裁
判
に
し
て
く
れ

な
い
の
か
と
い
う
声
が
あ
っ
た
と
聞
き
ま
し
た
、
被
告
人
は
た
し
か
私
の

記
憶
し
て
い
る
限
り
で
は
、
裁
判
員
裁
判
に
な
る
か
ど
う
か
は
選
べ
な
か

っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
被
告
人
に
は
職
業
裁
判
官
で
構
成
さ
れ

て
い
る
法
廷
か
、
裁
判
員
裁
判
か
を
選
ぶ
権
利
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ

る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
の
点
に
関
し
て
現
職
の

方
々
や
、
実
際
に
参
加
さ
れ
た
方
か
ら
ご
意
見
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い

ま
す
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
会

中
川
）

た
ぶ
ん
、
全
員
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
ほ
し
い
と
い
う
リ
ク

エ
ス
ト
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
限
ら
れ
た
時
間
な
の
で
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
が
、
一
人
に
限
る
と
す
る
と
誰
で
す
か
。

Ｍ

で
は
、
検
察
官
の
方
に
。

司
会

中
川
）

名
倉
さ
ん
お
願
い
し
ま
す
。

名
倉

東
京
地
検
の
名
倉
で
す
。
た
し
か
に
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
被

告
人
に
は
職
業
裁
判
官
か
裁
判
員
裁
判
か
と
い
う
こ
と
を
選
ぶ
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
な
の
で
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
十
分
検
討
の
対
象
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
こ
れ
は
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
る
と
き
に

も
、
た
し
か
検
討
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
私
の
記
憶
が
違
え
ば
、
ま
た
四
宮
先
生
に
言
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
う
の
で
す
が
。

問
題
は
諸
外
国
で
は
い
わ
ゆ
る
陪
審
裁
判
を
被
告
人
が
選
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
国
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
そ
の

活
用
率
が
非
常
に
下
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
質
問
が
出
る
と
は

思
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
全
然
下
調
べ
し
て
き
て
な
い
の
で
す

が
、
日
本
に
先
駆
け
て
韓
国
で
裁
判
員
裁
判
に
似
た
陪
審
裁
判
が
始
ま
っ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
ど
う
も
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
な
い
の
は
、
そ
の
点

に
も
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
、
又
聞
き
の
又
聞
き
の

又
聞
き
ぐ
ら
い
に
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
今
後
ご
指
摘
の
点
は
た
し

か
に
重
要
な
と
こ
ろ
な
の
で
、
被
告
人
自
身
が
選
べ
る
と
い
う
こ
と
も
議

論
の
対
象
に
な
っ
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
完
全

に
被
告
人
の
判
断
で
選
択
が
あ
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
い
ろ
い
ろ
考
慮
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
も
あ
る
か
と
思
い
ま

す
。
す
み
ま
せ
ん
、
と
り
と
め
も
な
い
答
え
で
。

司
会

中
川
）

ほ
か
い
か
が
で
し
ょ
う
。
…
…
ど
う
し
ま
し
ょ
う
、
四

人
も
挙
が
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ち
ょ
っ
と
プ
ロ
の
人
は
ご
遠
慮
い
た
だ

い
て
、
そ
の
女
性
の
方
に
お
願
い
し
ま
す
。

質
問

貴
重
な
お
話
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
裁
判
員
ネ
ッ
ト
と

い
う
団
体
で
活
動
し
て
お
り
ま
す
Ｔ
と
申
し
ま
す
。
私
た
ち
市
民
モ
ニ
タ

ー
と
い
う
形
で
裁
判
員
裁
判
の
傍
聴
や
、
模
擬
評
議
と
い
う
こ
と
を
行
っ

て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
市
民
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
、

裁
判
員
裁
判
導
入
の
際
に
、
市
民
感
覚
の
反
映
と
い
う
こ
と
が
意
義
の
一

つ
と
し
て
強
調
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
。
市
民
感
覚
で
あ
る
と

252國學院法學第50巻第4号 (2013)



か
、
市
民
の
常
識
で
あ
る
と
か
、
市
民
の
良
識
で
あ
る
と
か
、
そ
う
い
っ

た
こ
と
を
法
曹
三
者
の
皆
さ
ん
は
、
と
く
に
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
市

民
感
覚
と
い
う
も
の
を
捉
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
い
う
こ
と
。
ま

た
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
現
状
の
裁
判
を
ど
の
よ
う
な
評
価
し
て
お
ら
れ

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
う
か
が
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

司
会

中
川
）

一
人
だ
け
指
定
し
て
く
だ
さ
い
。

Ｔ

そ
う
し
ま
し
た
ら
川
田
さ
ん
に
お
願
い
で
き
ま
す
か
、
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

川
田

そ
の
市
民
感
覚
、
そ
れ
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
反
映
し
た
判

決
と
、
そ
う
い
う
話
の
質
問
で
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
裁
判
員
制
度
導

入
の
と
き
に
そ
う
い
う
議
論
が
さ
れ
て
、
実
際
に
制
度
が
導
入
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
裁
判
官
の
立
場
か
ら
そ
の
あ
た
り
を
ど
う
捉
え

る
か
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
や
は
り
市
民
、
国
民
と
し
て
裁
判
員

に
評
議
に
一
緒
に
参
加
し
て
も
ら
っ
て
、
一
緒
に
考
え
る
わ
け
で
す
ね
。

そ
の
評
議
の
中
で
い
ろ
ん
な
意
見
が
出
る
わ
け
で
す
が
、
も
ち
ろ
ん
裁
判

員
の
方
は
裁
判
員
の
生
活
な
り
、
国
民
、
市
民
と
し
て
の
感
覚
に
根
差
し

て
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
。
裁
判
官
と
し
て
は
裁
判
官
と
し
て
の
自
分
の
意

見
を
述
べ
て
、
評
議
を
通
じ
て
一
つ
の
結
論
が
つ
く
ら
れ
て
い
く
わ
け
で

す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
、
裁
判
員
の
考
え
も
し
っ
か
り

反
映
さ
れ
た
一
つ
の
判
断
に
な
る
。
裁
判
官
の
立
場
か
ら
し
て
も
、
こ
れ

ま
で
の
裁
判
官
の
判
断
に
比
べ
て
、
や
は
り
厚
み
を
持
っ
た
結
論
と
な
っ

て
い
く
。
そ
う
い
う
意
味
で
冒
頭
の
と
こ
ろ
で
私
、
感
想
と
し
て
お
話
し

し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
自
信
を
持
っ
て
判
決
を
言
い
渡
せ
る
と
、
そ
う
い

う
実
感
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
こ
の
程
度
で
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

司
会

中
川
）

本
当
は
も
う
時
間
な
ん
で
す
が
、
積
極
的
に
学
生
さ
ん

か
ら
手
が
挙
が
る
と
教
員
と
し
て
は
嬉
し
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。
ち
ょ
っ
と
延
長
い
い
で
し
ょ
う
か
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

と
い
う
こ
と
で
、
は
い
、
あ
の
男
の
方
。

質
問

法
学
部
…
…
。

司
会

中
川
）

す
み
ま
せ
ん
、
最
初
に
誰
に
対
し
て
質
問
し
て
い
る
の

か
、
明
確
に
お
願
い
し
ま
す
。

質
問

じ
ゃ
あ
全
体
に
質
問
し
て
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

司
会

中
川
）

一
人
で
す
。（
笑
）

質
問

川
田
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。
法
学
部
一
年
の
Ｅ
で
す
。
証
拠

開
示
請
求
権
が
あ
っ
て
も
、
検
察
と
弁
護
士
に
捜
査
能
力
、
証
拠
収
集
能

力
に
依
然
差
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
け
ど
。
こ
の
こ
と
が
法
律
に

関
し
て
初
心
者
で
あ
る
裁
判
員
の
、「
見
て
、
聞
い
て
、
考
え
る
」
と
い

う
こ
と
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
が
弁
護
士
の
と
り
あ
え
ず
主
張
や
、
裁
判
員
の
感
想
に
あ
る

弁
護
人
の
質
問
の
意
図
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が

っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
、
ど
う
思
い
ま
す
か
。

川
田

質
問
の
趣
旨
を
ち
ょ
っ
と
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
要

す
る
に
証
拠
開
示
が
十
分
な
さ
れ
て
な
い
現
状
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か

と
。
そ
れ
に
よ
っ
て
法
廷
の
審
理
で
そ
の
弁
護
人
の
主
張
立
証
活
動
に
つ

い
て
、
十
分
な
活
動
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
現
状
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
い
う
ご
質
問
で
す
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
裁
判
官
に
、
そ
う
い
う

実
感
が
あ
る
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
話
で
し
ょ
う
か
、
す
み
ま
せ
ん
。

Ｅ

裁
判
員
に
そ
う
い
う
判
決
を
出
す
と
き
に
、
影
響
を
与
え
ら
れ
て
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い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
質
問
で
す
。

川
田

先
ほ
ど
来
説
明
し
て
き
て
ま
す
け
ど
も
、
裁
判
員
と
裁
判
官

は
、
公
判
前
整
理
手
続
を
経
て
、
法
廷
に
出
て
き
た
証
拠
の
み
に
基
づ
い

て
判
断
す
る
と
、
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ

れ
で
出
て
き
た
も
の
の
み
に
基
づ
い
て
判
断
し
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、

実
際
に
こ
う
い
う
証
拠
が
あ
っ
た
ん
だ
け
ど
、
出
て
き
て
な
い
と
、
そ
の

影
響
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
実
は
測
り
か
ね
る
部

分
が
あ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
の
は
む
し
ろ
証
拠
を
収

集
し
た
り
す
る
当
事
者
の
ほ
う
が
、
い
ろ
い
ろ
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
裁
判
官
と
し
て
は
そ
う
い
う
コ
メ
ン
ト
に
な
り
ま

す
。Ｅ

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
パ
ネ
リ
ス
ト
の
感
想
】

司
会

中
川
）

時
間
が
や
や
超
過
し
て
し
ま
い
、
か
つ
、
か
な
り
大
胆

に
は
し
ょ
っ
て
し
ま
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
さ
れ
て
き
た
パ
ネ
ラ
ー
の

方
々
、
そ
し
て
フ
ロ
ア
の
方
々
に
は
申
し
訳
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
最
後
に
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
感
想
を
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
か

ら
、
一
人
二
〇
秒
ぐ
ら
い
ず
つ
で
お
願
い
で
き
れ
ば
と
い
う
ふ
う
に
思
い

ま
す
。
で
は
田
口
さ
ん
か
ら
。

田
口

二
〇
秒
、
二
〇
秒
、
二
〇
秒
、
五
秒
ぐ
ら
い
減
り
ま
し
た

（
笑
）。
現
役
の
判
事
、
検
事
、
も
ち
ろ
ん
弁
護
士
と
お
話
し
す
る
と
い
う

機
会
は
な
か
っ
た
の
で
、
非
常
に
私
も
こ
ち
ら
で
聴
い
て
い
て
勉
強
に
な

っ
た
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
思
っ
た
以
上
に
ハ
ー
ド
だ
な
と
い

う
、
す
ご
い
な
ん
か
、
も
う
少
し
温
か
く
て
も
い
い
の
か
な
と
い
う
気
も

し
て
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
立
法
論
も
含
め
て
、
ハ
ー
ド
面
の
部
分
は
専

門
家
の
方
々
に
お
任
せ
す
る
と
し
ま
し
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
制
度
を
通

じ
て
、
私
た
ち
一
般
市
民
は
、
い
ま
一
度
そ
の
司
法
で
あ
っ
た
り
、
更
生

の
分
野
に
つ
い
て
も
、
自
分
た
ち
の
姿
勢
と
い
う
も
の
を
改
め
る
こ
と

が
、
私
自
身
の
個
人
的
な
見
直
す
べ
き
点
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

今
さ
ら
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
の
位
置
な
ん
か
、
パ
ッ

と
見
、
裁
判
員

専
門
家
み
た
い
に
見
え
る
ん
で
す
け
ど
、
違
い
ま
す
、

た
だ
単
に
こ
う
い
う
席
の
配
置
ら
し
い
の
で
、
私
と
し
て
は
そ
っ
ち
側
に

い
き
た
か
っ
た
と
い
う
の
が
感
想
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
拍
手
）

川
田

本
日
は
こ
の
裁
判
員
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
、
か
な
り
突
っ
込

ん
だ
議
論
を
す
る
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
私
自
身
こ
う
い
う

経
験
は
は
じ
め
て
な
も
の
で
す
か
ら
、
た
い
へ
ん
参
加
し
て
よ
か
っ
た

し
、
今
日
の
議
論
を
今
後
の
運
用
の
改
善
等
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
と
い

う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。
ど
う
も
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。（
拍
手
）

名
倉

東
京
地
検
の
名
倉
で
す
。
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
市
民
の
司
法
参
加
と
い
う
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。
実
際
は
市
民
の
司
法
参
加
と
い
う
の
は
、
検
察
審
査
会
も
あ
り

ま
す
し
、
た
と
え
ば
、
一
般
市
民
の
方
が
被
害
者
に
な
り
、
目
撃
者
に
な

り
、
そ
し
て
捜
査
、
裁
判
に
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
、
そ
れ
も
市
民
参
加

な
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
市
民
参
加
の
司
法
と
い
う
の
は
、
裁
判
員
裁

判
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
い
ろ
ん
な
方
々
、
裁
判
員
以
外
の
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方
も
含
め
た
一
般
市
民
の
方
が
参
加
し
て
、
は
じ
め
て
適
正
な
刑
事
司
法

が
実
現
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
も
う
少
し
考
え
て
い
き
た

い
な
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
発
言
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま

し
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
裁
判
員
裁
判
が
よ
り
良
い
制
度
に

な
る
こ
と
を
、
現
場
の
検
察
官
と
し
て
も
願
っ
て
お
り
ま
す
。（
拍
手
）

宮
村

裁
判
員
制
度
を
契
機
と
し
て
、
刑
事
裁
判
が
い
ろ
ん
な
局
面
で

動
き
つ
つ
あ
る
こ
と
を
日
々
実
感
し
て
い
ま
す
。
今
日
も
非
常
に
有
益
な

意
見
交
換
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
初
の
竹
田
さ
ん
か
ら

の
レ
ポ
ー
ト
で
、「
弁
護
人
の
わ
か
り
や
す
さ
」
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー

ト
結
果
で
、「
わ
か
り
や
す
い
」
と
い
う
回
答
が
ど
ん
ど
ん
減
っ
て
い
る

じ
ゃ
な
い
か
、
こ
れ
を
謙
虚
に
受
け
止
め
る
べ
き
だ
と
い
う
ご
指
摘
が
あ

り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
と
お
り
で
す
。
わ
れ
わ
れ
弁
護
士
は
、
謙
虚

に
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
受
け
止
め
て
、
研
修
や
日
々
の
鍛
練
、
技
術

の
習
得
に
努
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
今
日
は

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

竹
田

ア
メ
リ
カ
で
は
、
陪
審
員
を
経
験
し
た
人
は
よ
く
選
挙
に
行
く

よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
し
て
、
私
も
裁
判
員
経
験
者
の
方
に
会

う
た
び
に
、
そ
の
話
を
す
る
ん
で
す
け
ど
、
ほ
と
ん
ど
の
方
が
「
選
挙
に

は
昔
か
ら
行
っ
て
ま
す
よ
」
と
答
え
ま
す
。
や
っ
ぱ
り
辞
退
を
多
く
認
め

て
い
る
の
で
、
い
つ
も
選
挙
に
行
っ
て
い
る
人
た
ち
が
裁
判
員
を
や
ら
れ

て
い
る
、
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
い
る
学
生
の
皆
さ
ん
は
た
ぶ
ん
一
九
九
〇
年
以
降
の
生
ま
れ
だ

と
思
い
ま
す
が
、
九
〇
年
を
境
に
こ
の
国
は
大
き
く
変
わ
り
ま
し
た
。
そ

れ
ま
で
は
経
済
成
長
が
続
き
、
前
の
年
よ
り
売
り
上
げ
が
上
が
り
、
税
収

も
増
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
と
き
は
、
政
治
に
勢
い
が
あ
り
ま
す
。

有
権
者
は
み
ん
な
中
流
目
指
し
て
働
く
の
に
懸
命
で
、「
お
任
せ
民
主
主

義
」
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
が
何
十
年
も
続
い
て
き
ま
し
た
。
で
も
バ

ブ
ル
の
崩
壊
後
、
成
長
前
提
の
シ
ス
テ
ム
が
行
き
詰
ま
り
、
も
う
任
せ
て

お
け
な
い
と
い
う
有
権
者
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
参
加
型
民
主

主
義
」
の
方
向
に
進
ん
で
い
く
べ
き
で
、
こ
の
裁
判
員
裁
判
の
経
験
っ

て
、
そ
れ
に
非
常
に
役
に
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
、
じ
わ
じ
わ
と
社
会
に

浸
透
し
て
い
く
と
、
参
加
型
民
主
主
義
を
促
す
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。

今
年
の
六
月
に
世
田
谷
区
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を

開
き
ま
し
た
。
無
作
為
に
千
人
ぐ
ら
い
の
区
民
を
選
び
、
そ
の
後
い
ろ
い

ろ
や
り
取
り
を
し
て
、
百
数
十
人
ぐ
ら
い
の
方
に
来
て
い
た
だ
い
た
。
裁

判
員
の
選
任
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
テ
ー
マ
が
話
し
合
わ
れ
た
の
で
す
が
、
と
て
も
い
い
話
し
合
い
が
で
き

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
無
作
為
抽
出
と
い
う
の
は
役
立
つ
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
い
ま
す
。

き
ょ
う
は
出
ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
、
民
事
裁
判
と
か
、
あ
る
い
は
、
国

や
地
方
自
治
体
を
訴
え
る
裁
判
に
も
、
裁
判
員
を
ぜ
ひ
入
れ
た
ら
い
い
と

思
っ
て
ま
す
。
今
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

す
み
ま
せ
ん
、
大
事
な
こ
と
言
う
の
忘
れ
ま
し
た
、
今
晩
七
時
か
ら
文

化
放
送
で
「
裁
判
員
制
度
三
年
、
市
民
の
参
加
ど
こ
ま
で
進
ん
だ
か
」
と

い
う
特
番
が
あ
り
ま
す
。
田
口
さ
ん
、
四
宮
先
生
、
死
刑
を
言
い
渡
し
た

事
件
で
裁
判
員
を
経
験
さ
れ
た
人
、
市
橋
達
也
被
告
の
裁
判
員
を
さ
れ
た

方
と
私
の
五
人
が
出
ま
す
。
ち
な
み
に
田
口
さ
ん
は
押
尾
学
被
告
の
裁
判

255 國學院大學法学部五〇周年記念シンポジウム (中川孝博)



員
で
す
。
特
番
を
お
聴
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）

司
会

中
川
）

ま
だ
ま
だ
、
発
言
さ
れ
た
い
方
と
か
、
今
回
の
シ
ン
ポ

を
体
験
さ
れ
て
い
ろ
ん
な
思
い
を
抱
か
れ
た
方
と
か
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
う
の
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
用
紙
が
お
手
元
に
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、

そ
こ
に
思
い
の
た
け
を
ぶ
つ
け
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
そ
の
あ
と
す
ぐ
、
こ

の
パ
ネ
リ
ス
ト
全
員
が
皆
さ
ん
の
書
い
た
も
の
を
読
む
こ
と
を
お
約
束
し

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
お
書
き
い
た
だ
い
て
、
回
収
箱
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す

か
ら
そ
こ
に
投
函
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

今
日
は
司
会
の
不
手
際
で
大
幅
な
カ
ッ
ト
を
迫
ら
れ
て
、
た
い
へ
ん
申

し
訳
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
有
意
義
な
シ
ン
ポ
に
な
っ
た
と
思

っ
て
お
り
ま
す
。
次
回
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
初
め
か
ら
三
時
間
以
上

に
設
定
し
ま
し
ょ
う
。
本
日
は
お
疲
れ
さ
ま
で
し
た
。（
拍
手
）

（
了
）

256國學院法學第50巻第4号 (2013)
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國學院大法学部 50 周年記念シンポジウム 

裁判員制度の現状と課題 
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●2012 年 7 月現在の最高裁集計 

 裁判員裁判の件数                3,856 件 

 選任された裁判員                23,535 人 

 選任された補充裁判員              8,162 人（１件平均 2.1 人） 

 

●10 年の裁判員経験者アンケート 

 

●12 年 7 月現在の最高裁集計 

 裁判員候補者名簿に記載された人【注１】                   955,876 人 

 事件ごとに抽出された候補者    352,589 人（１件当たり 91 人） 

 辞退が認められた候補者（辞退率）【注２】         201,380 人（57.1％） 

 選任手続きに出席を求められた候補者    156,021 人（１件当たり 40 人） 

 選任手続きに出席した候補者（出席率）【注３】         123,388 人（79.1％） 

 検察側・弁護側の理由なし不選任      15,274 人（１件当たり４人） 

 【注１】09 年 295,036 人、10 年 344,900 人、11 年 315,940 人の合計 

 【注２】辞退率＝09 年 53.1％、10 年 53.0％、11 年 59.1％ 

 【注３】出席率＝09 年 83.9％、10 年 80.6％、11 年 78.4％ 

 

●2011 年の最高裁集計 

 公判前整理手続きの平均期間        6.4 カ月（否認 8.3 カ月） 

 公判の平均回数【注４】          4.1 回（否認 4.9 回） 

 取り調べた証拠の平均個数         32.5 個（否認 34.7 個） 

 証人の平均人数          2.3 人（否認 3.4 人） 

 証人尋問の平均時間     2 時間 45 分（否認 4 時間 20 分） 

 被告人質問の平均時間     2 時間 30 分（否認 3 時間 11 分） 

 評議の平均時間     9 時間 24 分（否認 11 時間 36 分） 

 審理期間の平均（起訴～判決）【注５】        8.9 カ月（否認 10.9 カ月） 

 裁判員が職務に従事した日数    5.0 日（自白 4.0 日、否認 6.3 日） 

 【注４】06 年の裁判員裁判対象事件＝公判の平均回数 5.6 回（否認 8.8 回） 

 【注５】06 年の裁判員裁判対象事件＝審理期間の平均 8.0 カ月（否認 12.1 カ月） 
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●評議時間と職務従事日数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●裁判員経験者アンケート（理解しにくかった理由は 2012 年 1～6 月） 
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●裁判員経験者アンケート自由記載欄 

「呼出状という文書に違和感。別の言葉を使用した方がいい」（11 候） 

「個別質問を多くしてほしい。グループ質問では言いたいことが言えない」（09 候） 

「８人を選ぶために 50 人近くも招集する必要があるのか。時間と税金の無駄」（10 候） 

「４日間仕事を休み、給料が減額されるので、その分日当をいただきたい」（同） 

「急に決まり、理解しないうちに始まり、何もわからずに進むので心の整理ができぬ」（11 員） 

「検察は情に訴える場面が多かった。もっと論理的にやってほしい」（09 員） 

「（調書読み上げは）理解に時間がかかった。裁判官の補足説明で理解できた」（11 補） 

「弁護人の質問の意図、質問の意味がわからい点が多数あった」（11 員） 

「質問できる時間が短く、疑問点を残したまま評議をせざるを得なかった」（10 員） 

「判断するためにはもっと審理時間がほしい」（10 員） 

「十分な評議がなされたように感じなかった。結局は判例に従って考えられた」（10 員） 

「（評議では）慣例に従った方向への誘導が多かったが、制度の意義と異なるのでは」（11 員） 

「一方的に被害者の立場で考えていたが、被告人について見方が変わった」（11 員） 

「社会に対して積極的にかかわっていきたいと感じた」（10 員） 

「民主主義はお金と手間がかかるが、この制度は持続していただきたい」（11 補） 

「法衣を貸与してもらいたい。色はグレーでもよい」（10 員） 
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●共同通信の裁判員・補充裁判員経験者アンケート（2010 年 7 月調査、210 人回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●最高裁の意識調査（12 年 1 月実施） 

●12 年 7 月現在の最高裁集計 

 裁判員裁判で判決（家裁移送決定の 4 人含む）を言い渡されたのは 4,074 人 

多い罪名 多い地裁 少ない地裁 

 ①強盗致傷（943 人）  ①千葉（458 人）  ①鳥取（9 人） 

 ②殺人（未遂含む、920 人）  ②東京（355 人）  ①松江（同） 

 ③現住建造物等放火（378 人）  ③大阪（323 人）  ③秋田（12 人） 

 ④傷害致死（372 人）  ④横浜（198 人）  ④盛岡（13 人） 

 ⑤覚醒剤取締法違反（366 人）  ⑤名古屋（194 人）  ⑤函館、旭川（15 人）

 

有  罪            4,052 人 

  死  刑            14 人 

  無期懲役                    80 人 

  懲役 20 年超                   101 人 
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  懲役 20 年以下 10 年超                   613 人 

  懲役 10 年以下 ３年超                 2,343 人 

  懲役３年以下・実刑          257 人 

  懲役３年以下・執行猶予（有罪全体に占める割合）      642 人（15.8％）

   うち保護観察付き（執行猶予に占める割合）      348 人（54.2％）

 無罪(無罪率)        18 人（0.4％）

  覚せい剤取締法違反            8 人 

  殺  人（未遂含む）                     4 人 

  傷害致死                     2 人 

  強盗殺人、強盗致傷、保護責任者遺棄致死 

  組織犯罪処罰法違反 
                 各 1 人 

 

●死刑求刑事件（△無期懲役、▲死刑、□無罪） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●強姦致傷 
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●強制わいせつ致傷 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●傷害致死 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●殺人既遂 
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●現住建造物等放火 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●執行猶予と保護観察 

 有罪判決 うち執行猶予 うち保護観察 

 裁判員裁判（～12 年 7 月） 4,052 人 642 人（15.8％） 348 人（54.2％） 

 裁判官裁判（06～08 年） 7,224 人 997 人（13.8％） 305 人（30.6％） 

 

●保護観察についての最高裁意識調査 

 

●記者会見での裁判員・補充裁判員の主な発言 

「すごく悩んだ。何回も涙を流した」「毎日大変で、気が重かった」（1011 横浜） 

「（判決を出すことが）怖かった。一生悩み続けると思った」（1011 仙台） 
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「判決が正しかったのかと今でも思う。人生で一番大きな出来事だった」（1012 宮崎） 

「殺害されたのが１人だったので迷ったが、他の事件の結果が深刻だった」（1106 千葉） 

「眠れない夜もあり、重い判断を任されてよかったのか、悩みながら生きていく」（1202 長野） 

「難しいのひと言。みんなで話し合って決めたので、揺らいだりはしない」（1204 さいたま） 

「遺族には申し訳ないが、証拠が不十分だったのが一番の原因」（1012 鹿児島） 

「断定できる部分とできない部分があった。最後は疑わしきは被告人の利益に」（1102 浜松） 

「証拠が弱かった。外国での証拠は集めにくく、検察官は苦労していたようだ」（1107 東京） 

「これからも増えるだろう老老介護に、何かメッセージを出せればと思った」（1002 東京） 

「私の母も認知症なので、介護する側、される側の苦労を考えさせられた」（1007 鹿児島） 

「責任能力という形のないものを判断することは非常に難しかった」（1008 岡山） 

「（刑場の）光景が浮かんでしまい、評議への影響がある」（1008 岡山） 

「（保護観察付き判決）本人が悩みながらも社会で生きていければいいなと思う」（1111 盛岡） 

「傍聴席に被告の知人がいて怖かった。酒井法子さんの刑は甘いのではないか」（1001 立川） 

「プライバシーの問題があり、性犯罪は裁判員裁判の対象から外すべきだ」（0912 神戸） 

「量刑がばらつく不公平がある。評議を第三者が見届けてチェックすべきだ」（1002 福岡） 

「裁判官と生活感にずれがあり、血の通った議論がされていない」（1002 大阪） 

「裁判員の気持ちが反映されていない。見えない線路が引かれているような感じ」（0910 浜松） 

「被害者のことを親身に考えた。求刑通りでよかった」（0909 青森） 

「言葉ではうまく言えないが、中立的に判断した」（1003 鳥取） 

 

●06～08 年の裁判員裁判対象事件＝裁判官裁判 

 有罪 7,224 人（一部無罪 19 人含む）、無罪 44 人（無罪率 0.6％）、家裁移送決定 5 人 

 

●起訴率（公判請求／通常受理） 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 刑法犯 22.8％ 22.0 22.7 22.6 21.6 21.1 

 殺 人 40.6 37.8 33.4 32.9 24.7 25.0 

 傷害致死 94.5 90.1 73.2 73.5 95.7 87.7 

 強盗致傷 38.1 34.7 30.0 28.1 25.8 21.6 

 強姦致死傷 63.1 54.9 56.7 42.0 36.1 38.6 

 強制わいせつ致死傷 66.7 54.5 49.6 43.7 40.0 39.9 

 現住建造物等放火 46.1 43.5 42.2 35.8 33.1 33.2 

 

検察＝有罪判決を得られる高度な見込みがある場合に限って起訴する（検察講義案） 
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裁判員制度によって刑事裁判はどのように変わったか 
 
論点１．わかりやすい裁判になったのか～「見て、聞いて（   ）る裁判」って？～ 

 
                          裁判員にわかりやすくするための工夫 

      従前          裁判員裁判       法律用語／専門用語⇒平易な言葉に 
書証主義      人証・口頭・直接主義     パワーポイントなどを駆使 

                          （初期はアニメーションも） 
✓書証ではなく法廷での直接尋問は評価 

 
     「わかりやすい」とは？ 
 
 
    パワポ   見やすい 
                    「見やすい、聞きやすい裁判？？」 
   平易な言葉   聞きやすい 

 
※「見て、聞いた」だけでわかったつもりになっている裁判員はいないか？ 

 
   パワーポイントの有効性 
    ・要点を簡潔に示す          イメージを 
    ・補足説明により理解         掴みやすい 
 
 
   それで理解したイメージは主観であり 客観性・相対性に欠けるのではないか？？ 
 

つまり 
 
   見ただけ～聞いただけ～ で理解した  イメージ   は客観性に欠け 

   

冷静に事実認定を考える時にかえって…  危険    思考を奪う！？ 
   

「見て、聞いて考える裁判」  そして  客観視のため補完する意味での書証 

 

正しく見て聞く     正しく考える 

正しく知る力    

公平・公正な証拠 

見て、聞いて理解できること！！ 

し・か・し！？

思考を奪う！？ 
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論点２．裁判員と裁判官の協働はうまくいっているのか 
 

裁判官            裁判員 

 
前例主義に沿う            前例経験ない 

 
 

 
 
 
 
 
 

専門家としての自負             威厳に委縮する 
 

法衣を脱いだら普通の人               裁判官＝偉い人 
 
 

裁判員をお客様扱い               勘違い 
 

過度な気遣い                           特別？ 
 
 
       とりあえず 

なんでも                        危険 
 

裁判員の意見や考え方        重視する傾向 
 
 
     互いに誤った先入観       不必要な遠慮       チグハグ 
 
 
    裁判官          お互いに 

                 一段降り         信頼関係の構築 

            裁判員  一段登る 
 
 

過去の判例は指標にはなるが、

それに捕らわれずに自分たちで

判例を作るから裁判員裁判 

皆さん厳しいですねぇ 

裁判官＝偉い人 

特別？ 

量刑データベース（量刑検索システム） 

お互いに

一段降り         

一段登る

 

法衣を脱いだら普通の人                

とりあえず

なんでも
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その他の論点 

 
論点３．公判前整理手続の功罪 

 整理された争点とそこに至るまでの経緯は？ 
 裁判官が取捨を判断した証拠で裁判員は審理に臨む 
 公判の短期化⇔被告人の長期勾留 

 
論点４．冒頭陳述と論告・弁論の躍動 

 大きな抑揚もなく読み上げる従前⇒飛躍的に伝導効果が高まった 
 見やすさ、聞きやすさ×⇒信念に基づく言葉○ 
 訴えかける相手 

 裁判員×⇒裁判体○  
 裁判員は主権者だが裁判の主体ではない 

 
論点５．被害者等参加制度の一考 

 対審構造としての矛盾 
 手続き二分論のほか裁判官による丁寧な説示 
 犯罪被害者への真摯な救済策を拡大すべき 

 
論点６．知られざる更生の世界 

 保護観察付判決の増加と保護観察現場の実情 
 不足する保護観察官・保護司⇒おざなりの対応（面接ではなく電話） 
 名誉職と化した保護司／高齢化問題 

 裁判官も刑務所は管轄外 
 塀による物理的な社会からの隔離 
 社会の受け入れ体制の不備が再犯へ←偏見／蔑視 

 

 果たして更生とは？⇔贖罪とは？ 

 
 

裁判官では更生保護        一市民である裁判員 
の分野への介入は困難 

 
 

同じ社会の一員として受け入れることが可能 

 

・・・ａｎｄ ｓｏ ｏｎ 

裁判官では更生保護       

の分野への介入は困難
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裁判員制度と周辺環境における提言書（概略） 
 
 提 出 先（２０１２年） 
１月１９日～４月２５日 全国裁判員裁判実施裁判所（５０庁１０支部） 

２月２０日       法務大臣／法務省「裁判員制度に関する検討会」 

３月２６日       日本弁護士連合会会長 

５月１１日       最高裁判所「裁判員制度の運用等に関する有識者懇談会」 

５月１４日       最高検察庁検事総長 

５月２５日       最高裁判所長官 

７月１０日       参議院法務委員会 

８月 ７日       衆議院法務委員会／各政党 

 作成者および提出者   裁判員経験者有志５名（東京地裁３名・千葉地裁１名・仙台地裁１名） 
 趣 旨 
・制度構築時には国民の声はどこにも反映されていなかった 
・見直し時には実際に携わった裁判員経験者の声にも耳を傾けてほしい 
・これをきっかけに全国民が自分たちのことを自分たちで考え行動する    参加型民主主義へ 

 
～以下本文より抜粋（一部補正）～

 裁判員経験を通じて実感した制度の課題と社会における真の正義と、公平で公正な裁判の実現のため

に、そして新学習指導要領に基づき法教育が子どもたちに施される時代にすべての国民が司法の現状を

直視し、一人ひとりが主体性を持って関わり、正しいこと間違っていることを是々非々で議論し合いよ

り充実した正義ある社会と司法環境が実現することを願ってやみません。 

 

１.公判前整理手続は可能な限り裁判員に提示すること 

２.検察は証拠を原則すべて（弁護人に対し）開示すること 

３.希望する裁判員候補者には刑務所見学を実施すること 

４.裁判員等選任手続は原則公開で行うこと 

５.裁判員からの検察官・弁護人に対する質問を可能にすること 

６.証人・被告人に対する再尋問・再質問を可能にすること 

７.期日を超過したとしても評議時間は充実したものにすること 

８.希望する裁判員経験者には上級審の公判期日を知らせること 

９.裁判官も記者会見を開くこと 

１０.裁判所主催の裁判員経験者の意見交換会を定例化すること 

１１.死刑についての情報公開を徹底すること 

１２.被害者等参加制度の運用改善をすること 

１３.民事・行政訴訟にも裁判員制度を運用拡大すること 

１.公判前整理手続は可能な限り裁判員に提示示示すること

２.検察は証拠を原則すべて（弁護人に対し）開示すること

３.希望する裁判員候補者には刑務所見学を実施すること

４.裁判員等選任手続は原則公開で行うこと

５.裁判員からの検察官・弁護人に対する質問を可能にすること

６.証人・被告人に対する再尋問・再質問を可能にすること

７.期日を超過したとしても評議時間は充実したものにすること

８.希望する裁判員経験者者者には上級審の公判期日を知らせること

９.裁判官も記者会見を開くこと

１０.裁判所主催の裁判員経験者者者者者の意見交換換換会を定例化すること

１１.死刑についての情報公開を徹底すること

１２.被害者等参加制度の運用改善をすること

１３.民事・行政訴訟にも裁判員制度を運用拡大すること



印字データ名：ＮＡＫＡＧＡＷＡ(0272) 作成日時：13.02.21 15:02
コメント ：

271 國學院大學法学部五〇周年記念シンポジウム (中川孝博)

國學院大學法学部50周年記念シンポジウムレジュメ (日弁連提案)
2012/10/13  

弁護士 宮村 啓太 
 

日弁連・裁判員裁判に関する改革提案 
 
１ 裁判員の参加する公判手続等に関する意見書（2012/3/15） 

① 裁判員裁判対象事件の拡大（争いのある事件について） 
② 証拠開示規定の改正（拡充） 
③ 被告人側への公判前整理手続に付することの請求権の付与 
④ 争いのある事件における公判手続の二分 
⑤ 裁判員に対する説明の拡充 
⑥ 評決要件の改正（裁判官の過半数かつ裁判員の過半数に） 

 
２ 裁判員の負担軽減化に関する意見書（2012/3/15） 

① 心理的負担を軽減させるための措置 
② 心理的負担の軽減に資する説明 

 
３ 死刑の量刑判断における評決要件に関する意見書（2012/3/15） 

○ 死刑の量刑判断についての全員一致制 

 
４ 少年逆送事件の裁判員裁判に関する意見書（2012/3/15） 

① 少年法の理念（成長発達権保障，プライバシー権保障）に則った規定新設 
② 科学主義の理念の明記 
③ 少年法の理念，少年法固有の規定の説明についての規定新設 

 
５ 裁判員法における守秘義務規定の改正に関する立法提言（2011/6/16） 

① 裁判員等の職にあった者の罰則対象行為の限定 
② 制度運用に関する調査研究のための守秘義務適用除外規定の新設 

 
６ 裁判員制度を検討するための検証機関設置を求める提言（2008/11/19） 

○ 有識者等及び法曹三者によって構成される新たな検証機関の設置 

 
＊意見書の全文は日本弁護士連合会ホームページに掲載 


