
は
じ
め
に

｢

二
一
世
紀
の
我
が
国
社
会
に
お
い
て
、
国
民
は
、
こ
れ
ま
で
の
統
治
客
体
意
識
に
伴
う
国
家
へ
の
過
度
の
依
存
体
質
か
ら
脱
却
し
、

自
ら
の
う
ち
に
公
共
意
識
を
醸
成
し
、
公
共
的
事
柄
に
対
す
る
能
動
的
姿
勢
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
国
民
主
権
に

基
づ
く
統
治
構
造
の
一
翼
を
担
う
司
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
国
民
が
、
自
律
性
と
責
任
感
を
持
ち
つ
つ
、
広
く
そ
の
運
用
全
般
に
つ

い
て
、
多
様
な
形
で
参
加
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
国
民
が
法
曹
と
と
も
に
司
法
の
運
営
に
広
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
司
法

と
国
民
と
の
接
地
面
が
太
く
広
く
な
り
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
が
進
み
、
司
法
な
い
し
裁
判
の
過
程
が
国
民
に
分
か
り
や
す
く

な
る
。
そ
の
結
果
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。(

中
略)

そ
も
そ
も
、
司
法
が
そ

の
機
能
を
十
全
に
果
た
す
た
め
に
は
、
国
民
か
ら
の
幅
広
い
支
持
と
理
解
を
得
て
、
そ
の
国
民
的
基
盤
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
欠

で
あ
り
、
国
民
の
司
法
参
加
の
拡
充
に
よ
る
国
民
的
基
盤
の
確
立
は
、
今
般
の
司
法
制
度
改
革
の
三
本
柱
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
る

��－�･�－ (名城 ���)���
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人
の
認
否
に
よ
る
区
別
は
設
け
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
被
告
人
が
裁
判
官
と
裁
判
員
で
構
成
さ
れ
る
裁
判
体
に
よ
る
裁
判
を
辞

退
す
る
こ
と
は
、
認
め
な
い
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る｣

と
し
た
。
一
方
、
公
判
手
続
・
上
訴
つ
い
て
は
、
⑤

｢

裁
判
員
の
主
体
的
・
実

質
的
関
与
を
確
保
す
る
た
め
、
公
判
手
続
等
に
つ
い
て
、
運
用
上
様
々
な
工
夫
を
す
る
と
と
も
に
、
必
要
に
応
じ
、
関
係
法
令
の
整
備

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
判
決
書
の
内
容
は
、
裁
判
官
の
み
に
よ
る
裁
判
の
場
合
と
基
本
的
に
同
様
の
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
当
事
者

か
ら
の
事
実
誤
認
又
は
量
刑
不
当
を
理
由
と
す
る
上
訴

(

控
訴)

を
認
め
る
べ
き
で
あ
る｣

と
し
た
。

こ
う
し
た
改
革
審
に
よ
る
基
本
構
造
の
制
度
設
計
に
よ
っ
て
、｢

刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
、
広
く
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
官
と
と

も
に
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協
働
し
、
裁
判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
制
度
と
し
て
の
裁
判

員
制
度
の
導
入｣

が
政
府
の
公
式
議
題
に
上
る
こ
と
と
な
っ
た

(

４)

。

し
か
し
、
改
革
審
内
部
で
の
多
様
な
利
害
の
相
違
を
反
映
し
て
、
意
見
書
で
は
、｢

訴
訟
手
続
へ
の
一
般
の
国
民
の
参
加
は
、
司
法

の
国
民
的
基
盤
を
確
立
す
る
た
め
の
方
策
と
し
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、
一
般
の
国
民
が
、
裁
判
の
過
程

に
参
加
し
、
裁
判
内
容
に
国
民
の
健
全
な
社
会
常
識
が
よ
り
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
司
法
に
対
す
る
理
解
・

支
持
が
深
ま
り
、
司
法
は
よ
り
強
固
な
国
民
的
基
盤
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る｣

と
し
て
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
確
立
の

中
に
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
目
的
が
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
一
方
で
、
改
革
審
の
議
論
に
お
い
て
、
弁
護
士
や
市
民
出
身
の
委
員
ら
が
強

く
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
が
統
治
の
客
体
意
識
か
ら
脱
却
し
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
統
治
の
主
体
と
し
て
、
司
法
の
分
野
に

お
い
て
も
、｢

国
民
が
、
自
律
性
と
責
任
感
を
持
ち
つ
つ
、
広
く
そ
の
運
用
全
般
に
つ
い
て
、
多
様
な
形
で
参
加
し｣

、｢

広
く
一
般
の

国
民
が
裁
判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
新
た
な
制
度
の
導
入｣

が
、
基
本
理
念
と
し
て
明
記
さ
れ

た
。こ

の
よ
う
に
、
改
革
審
の
意
見
書
に
お
い
て
、
国
民
の
司
法
へ
の
参
加
を

｢

国
民
の
期
待
に
応
え
る
司
法
制
度｣

と
は
別
建
て
の

｢

国
民
的
基
盤
の
確
立｣

の
手
段
と
位
置
づ
け
た
こ
と
か
ら
、
裁
判
員
制
度
の
制
度
設
計
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
や
、
政
権
与
党
の
自

裁判員制度の立法過程の検証
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こ
と
が
で
き
る

(

１)

。｣

司
法
制
度
改
革
審
議
会(

以
下
、
改
革
審
と
略
す)

が
二
年
間
の
審
議
を
経
て
最
終
意
見
書(

二
〇
〇
一
年
六
月)

を
提
出
し
た
際
、

裁
判
員
制
度
は
、｢

国
民
の
期
待
に
応
え
る
司
法
制
度｣

、｢

司
法
制
度
を
支
え
る
法
曹
の
在
り
方｣

と
と
も
に
、
司
法
制
度
改
革
の
三

本
柱
の
一
つ
と
し
て
、｢

国
民
的
基
盤
の
確
立｣

の
中
心
に
位
置
付
け
ら
れ
た
。
裁
判
員
制
度
の
提
案
に
当
た
っ
て
は
、
陪
審
制
の
導

入
を
主
張
す
る
日
弁
連
と
、
陪
審
制
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
す
る
最
高
裁
や
法
務
省
と
の
間
の
対
立
が
、
審
議
会
内
の
弁
護
士
出
身

委
員
と
、
裁
判
所
・
検
察
出
身
の
委
員
と
の
間
の
意
見
対
立
に
発
展
し
、
合
意
点
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た

中
で
、
自
民
党
内
か
ら
も
参
審
制
導
入
の
意
見
が
出
る
よ
う
に
な
り
、
陪
審
制
を
阻
止
す
る
た
め
に
は
、
参
審
制
を
受
け
入
れ
ざ
る
を

得
な
い
と
の
考
え
方
か
ら
最
高
裁
や
法
務
省
も
参
審
制
導
入
を
容
認
す
る
よ
う
に
な
っ
た

(

２)

。
最
終
的
に
は
、
裁
判
員
と
裁
判
官
が
協
働

し
て
事
実
認
定
や
刑
の
量
定
を
決
定
す
る
と
い
う
、
裁
判
員
制
度
導
入
へ
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
し
て
い
っ
た
。

改
革
審
の
意
見
書
で
は
、
裁
判
員
制
度
の
基
本
的
構
造
と
し
て
、
①

｢

裁
判
官
と
裁
判
員
は
、
共
に
評
議
し
、
有
罪
・
無
罪
の
決
定

及
び
刑
の
量
定
を
行
う
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
員
は
、
評
議
に
お
い
て
、
裁
判
官
と
基
本
的
に
対
等
の
権
限
を
有
し
、
審
理
の

過
程
に
お
い
て
は
、
証
人
等
に
対
す
る
質
問
権
な
ど
適
当
な
権
限
を
有
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る｣

と
し
た
も
の
の
、
②

｢

一
つ
の

裁
判
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
と
裁
判
員
の
数
及
び
評
決
の
方
法
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
の
主
体
的
・
実
質
的
関
与
を
確
保
す
る
と
い
う

要
請
、
評
議
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
等
を
踏
ま
え
、
こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
事
件
の
重
大
性
の
程
度
や
国
民
に
と
っ
て

の
意
義
・
負
担
等
を
も
考
慮
の
上
、
適
切
な
在
り
方
を
定
め
る
べ
き
で
あ
る

(

３)｣

と
し
て
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
具
体
的
な
人
数
と
構
成

は
、
そ
の
判
断
を
改
革
審
後
に
委
ね
た
。
た
だ
し
、
③

｢

少
な
く
と
も
裁
判
官
又
は
裁
判
員
の
み
に
よ
る
多
数
で
被
告
人
に
不
利
な
決

定
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
員
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
選
挙
人
名
簿
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
者
を
母
体

と
し
、
更
に
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
公
正
な
裁
判
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
適
切
な
仕
組
み
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る｣

と
し
た
。
そ
し
て
、

対
象
と
な
る
刑
事
事
件
に
つ
い
て
は
、
④

｢

対
象
事
件
は
、
法
定
刑
の
重
い
重
大
犯
罪
と
す
べ
き
で
あ
る
。
公
訴
事
実
に
対
す
る
被
告

論 説
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(

３)

意
見
書
で
は
、
陪
審
制
型
を
支
持
す
る
委
員
の
主
張
を
受
け
、｢

裁
判
員
の
主
体
的
・
実
質
的
関
与
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
か
ら
は
、
裁

判
員
の
意
見
が
評
決
結
果
に
影
響
を
与
え
う
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る｣

こ
と
が
、
参
審
制
型
を
支
持
す
る
立
場
の
委
員
の
主
張
に
よ
っ
て
、

｢

評
議
の
実
効
性
を
確
保
す
る
と
い
う
要
請
か
ら
は
、
裁
判
体
の
規
模
を
、
実
質
的
内
容
を
伴
っ
た
結
論
を
導
き
出
す
た
め
に
、
裁
判
官
及
び

裁
判
員
の
全
員
が
十
分
な
議
論
を
尽
く
す
こ
と
が
で
き
る
程
度
の
員
数
と
す
る
必
要
が
あ
る｣

こ
と
が
併
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(

４)
｢

裁
判
員
が
、
裁
判
官
と
と
も
に
責
任
を
分
担
し
つ
つ
協
働
し
、
裁
判
内
容
の
決
定
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る｣

と
の
意
見
書
の
記

述
に
つ
い
て
、｢

責
任
を
分
担
す
る｣

と
の
表
現
が
、
有
罪
・
無
罪
の
決
定
と
量
刑
を
陪
審
員
と
裁
判
官
で
分
担
し
合
う

｢

陪
審
制｣

を
連
想

さ
せ
、｢

協
働
す
る｣

と
の
表
現
が
、
事
実
認
定
と
量
刑
を
参
審
員
と
裁
判
官
が
共
同
し
て
行
う

｢

参
審
制｣

を
連
想
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が

り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
反
対
の
立
場
か
ら
異
議
が
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
結
果
的
に
、
陪
審
で
も
、
参
審
で
も
な
い
と
い
う
意
味
合
い
を
強
調

す
る
た
め
に
、
裁
判
員
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
制
度
設
計
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

二
〇
〇
四
年
度
日
本
法
社
会
学
会
学
術
大
会
ミ
ニ
シ

ン
ポ

｢

司
法
制
度
改
革
の
軌
跡
と
展
望｣

に
お
け
る
早
野
貴
文
・
元
司
法
制
度
改
革
審
議
会
事
務
局
主
任
専
門
調
査
員
の
コ
メ
ン
ト
に
よ
る)

。

(

５)

西
村
健
・
工
藤
美
香

｢｢

裁
判
員
制
度｣

制
度
設
計
の
経
過
と
概
要｣

『

自
由
と
正
義』

二
〇
〇
四
年
二
月
号
一
四
〜
二
五
頁
。

第
一
章

政
府
案
決
定
過
程

第
一
節

裁
判
員
制
度
を
法
制
化
す
る
た
め
の
決
定
ル
ー
ル
と
政
治
過
程

裁
判
員
制
度
の
法
案
化
を
行
う
た
め
の
政
府
案
決
定
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
政
治
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
規
定
し
た
要
因
と
し
て
、
次
の

三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
一
は
、
裁
判
員
制
度
を
含
む
司
法
制
度
改
革
を
推
進
す
る
決
定
機
関
が
、
内
閣
の
主
導
の
下
、
公
式
に
設
置
さ
れ
、
そ
こ
に
お
け

る
決
定
ル
ー
ル
が
明
示
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
設
計
の
内
容
が
高
度
の
政
治
性
を
帯
び
る
に
つ
れ
、
協
議
の
場
が
、
自

民
党
と
公
明
党
を
中
心
と
す
る
与
党

(

と
政
府)

の
協
議
に
移
行
し
、
政
治
的
な
争
点
と
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

裁判員制度の立法過程の検証
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民
党
の
よ
う
に
、
現
状
の
裁
判
制
度
を
肯
定
的
に
捉
え
、
そ
れ
を
補
完
す
る
観
点
か
ら
の
国
民
の
参
加
に
力
点
を
置
く
勢
力
と
、
改
革

審
の
底
流
と
な
っ
た
民
主
主
義
の
基
盤
確
立
、
国
民
主
権
の
理
念
を
実
現
す
る
も
の
と
し
て
裁
判
員
制
度
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
日
弁

連
や
公
明
党
、
民
主
党
な
ど
の
諸
政
党
か
ら
な
る
対
抗
セ
ク
タ
ー
と
の
間
で
齟
齬
が
生
じ
、
以
後
の
裁
判
員
制
度
の
法
制
化
に
当
た
っ

て
は
、
こ
う
し
た
両
者
の
基
本
理
念
の
違
い
が
最
大
の
争
点
と
な
っ
て
い
っ
た

(

５)

。

本
稿
で
は
、
改
革
審
の
意
見
書
以
降
、
①

｢

裁
判
員
制
度｣

の
具
体
化
案
が
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検

討
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
検
討
が
進
め
ら
れ
た
の
か
、
②
自
民
党
と
公
明
党
を
中
心
と
す
る
政
府
・
与
党
内
の
折
衝
に
よ
っ
て
、
政

府
案
が
ど
の
よ
う
に
確
定
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
、
③
法
案
提
出
後
の
国
会
に
お
け
る
民
主
党
と
の
交
渉
を
経
て
、
裁
判
員
法
案
の
修

正
合
意
が
ど
の
よ
う
に
決
定
さ
れ
た
の
か
を
微
視
的
に
分
析
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
う
し
た
分
析
を
通
じ
て
、
官
僚
制
や
政
党
、
利
益

団
体
間
の
相
互
作
用
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
日
本
の
法
律
の
形
成
過
程

(

立
法
過
程)

に
お
い
て
、
裁
判

員
制
度
が
、
利
害
と
理
念
と
の

｢

せ
め
ぎ
合
い｣

の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
検
証
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

(

注)

(

１)

司
法
制
度
改
革
審
議
会

『

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書

二
一
世
紀
の
日
本
を
支
え
る
司
法
制
度

』

二
〇
〇
一
年
六
月
一
二
日
。

(

２)

谷
勝
宏

｢

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
政
治
過
程｣

『
法
社
会
学』

第
五
七
号

(

二
〇
〇
二
年)

一
六
三
〜
一
六
五
頁
。
陪
審
制
を
強
く
主
張

す
る
日
弁
連
に
対
し
て
、
最
高
裁
は
、
陪
審
制
を
拒
否
す
る
観
点
か
ら
、
参
審
制
受
け
入
れ
や
む
な
し
と
の
立
場
に
転
じ
た
が
、
諸
外
国
の
参

審
制
の
よ
う
な
裁
判
員
に
法
令
解
釈
の
判
断
権
を
与
え
る
こ
と
に
否
定
的
で
、
法
律
判
断
に
つ
い
て
は
裁
判
官
の
み
で
行
う
こ
と
を
主
張
し
た
。

こ
う
し
た
法
曹
三
者
の
利
害
の
不
一
致
に
よ
り
、
審
議
会
で
は
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
具
体
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、
選
挙

人
名
簿
か
ら
無
作
為
抽
出
し
た
者
を
裁
判
員
の
母
体
と
す
る
と
い
う
裁
判
員
選
任
の
民
主
性
は
、
推
薦
制
や
自
薦
制
に
よ
っ
て
も
選
任
さ
れ
る

参
審
制
と
異
な
り
、
陪
審
制
に
見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
っ
た

(

佐
藤
博
史

｢

裁
判
員
制
度
と
刑
事
弁
護｣

『

ジ
ュ
リ
ス
ト』

第
一
二
六
八
号
二
〇

〇
四
年
六
月
一
日
一
〇
二
頁)

。
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同
検
討
会
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
井
上
座
長
自
身
が
、
第
二
回
の
検
討
会
に
お
い
て
、｢

い
ろ
い
ろ
な
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
持
っ

た
委
員
が
、
個
人
の
資
格
で
参
加
し
て
、
推
進
本
部
が
今
後
お
決
め
に
な
る
改
革
の
具
体
策
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
意
見
を
言
う
と
い

う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
何
か
こ
こ
で
決
議
を
し
て
決
め
て
い
く
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん｣

と
の
発
言
を
行
っ
て
い
る

(

�)
。
こ
の

井
上
の
発
言
は
、
検
討
会
で
の
議
論
を
経
る
に
従
っ
て
、
後
に
、
推
進
本
部
事
務
局
が
法
案
の
立
案
作
業
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
そ

の
前
提
と
し
て
検
討
会
で
の
検
討
状
況
を
踏
ま
え
て
進
め
ら
れ
る
と
の
認
識
に
変
容
し
て
い
く
こ
と
に
な
る

(

�)

。
し
か
し
、
検
討
会
の
発

足
時
に
お
い
て
は
、
法
案
の
立
案
作
業
の
専
管
的
な
権
限
は
、
推
進
本
部
事
務
局
に
あ
り
、
そ
の
作
業
の
骨
格
作
り
の
た
め
に
、
刑
事

司
法
に
関
す
る
法
律
専
門
家
か
ら
な
る
検
討
会
を

｢

知
恵
袋｣

と
し
て
活
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会

に
お
い
て
、
ユ
ー
ザ
ー
側
の
労
働
組
合
や
市
民
の
代
表
が
参
加
し
、
国
民
の
視
点
か
ら
国
民
の
司
法
参
加
に
つ
い
て
意
見
を
集
約
し
て

い
っ
た
方
式
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
裁
判
員
制
度
の
立
案
機
関
と
し
て
は
、
公
式
の
権
限
を
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部(

実
際
に
は
事
務
局)

が
保
有
し
、

検
討
会
は
そ
の
知
恵
袋
と
し
て
設
置
さ
れ
た
。
検
討
会
で
は
、
各
委
員
が
フ
リ
ー
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
見
解
を
主
張
し
あ
っ
た
が
、

実
際
に
は
、
人
事
と

｢

事
務
局｣

機
能
の
両
面
で
検
討
会
を
補
佐
す
る
推
進
本
部
事
務
局
が
井
上
座
長
と
一
体
と
な
っ
て
そ
の
舵
取
り

を
図
っ
た
。
検
討
会
は
、
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
顔
ぶ
れ
か
ら
、
高
度
の
専
門
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
よ
り
、
改
革
審
の
意
見
書
が
積
み
残

し
た
課
題
に
つ
い
て
の
細
部
に
わ
た
る
検
討
を
行
う
こ
と
を
可
能
と
し
た
。
し
か
し
、
検
討
会
内
部
に
お
い
て
も
、
日
弁
連
出
身
委
員

や
、
市
民
派
の
学
者
委
員
な
ど
か
ら
国
民
の
視
点
に
立
っ
た
意
見
が
表
明
さ
れ
、
法
務
省
や
最
高
裁
主
導
で
議
論
を
集
約
す
る
こ
と
は

困
難
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
検
討
会
の
限
界
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
決
定
の
場
は
、
検
討
会
か
ら
政
治
ベ
ー
ス
の
政
府
・
与
党
間

の
折
衝
に
移
行
し
、
検
討
会
は
、
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
を
中
心
と
す
る
技
術
的
な
面
に
つ
い
て
の
検
討
に
重
点
を
移
さ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。
検
討
会
は
、
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日
の
座
長
案
を
作
成
し
た
段
階
で
、
裁
判
員
制
度
の
制
度
設
計
に
つ

い
て
の
実
質
的
な
役
割
を
終
え
る
こ
と
と
な
っ
た
。

裁判員制度の立法過程の検証
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二
〇
〇
一
年
六
月
に
、
最
終
意
見
書
を
提
出
し
た
改
革
審
は
、
意
見
書
の
提
言
を
実
現
す
る
た
め
内
閣
に
強
力
な
推
進
体
制
を
整
備
す

る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
こ
の
提
言
を
受
け
て
、
政
府
は
、
同
年
の
臨
時
国
会
で
、
司
法
制
度
改
革
推
進
法
を
制
定
し
、
首
相
を
本
部

長

(
法
務
大
臣
を
副
本
部
長)

と
し
て
全
閣
僚
か
ら
構
成
さ
れ
る
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
を
三
年
間
の
期
限
で
設
置
し
た

(

二
〇
〇

一
年
一
二
月
か
ら
二
〇
〇
四
年
一
一
月
末
ま
で)

。
推
進
本
部
の
設
置
に
よ
っ
て
具
体
案
の
作
成
作
業
を
内
閣
の
下
に
一
元
化
す
る
手

法
は
、
橋
本
行
革
の
際
の
中
央
省
庁
等
改
革
推
進
本
部
の
例
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
推
進
本
部
は
、
そ
の
設
置
さ
れ
た
期
間
に

限
り
、
法
務
省
等
の
各
省
庁
が
持
っ
て
い
る
法
案
作
成
権
限
の
移
譲
を
受
け
、
司
法
制
度
改
革
の
た
め
の
諸
立
法
を
司
法
制
度
改
革
推

進
計
画
に
基
づ
い
て
作
成
す
る

｢

法
案
担
当
部
局｣

の
役
割
を
担
う
こ
と
と
な
っ
た
。
も
っ
と
も
推
進
本
部
の
各
省
庁
か
ら
の
授
権
の

範
囲
は
、
改
革
審
の
意
見
書
の
範
囲
内
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
る
内
容
に
つ
い
て
は
、
各
省
庁
の
所
管
権
限
と
し
て
留
保

さ
れ
て
お
り
、
推
進
本
部
の
権
限
は
無
制
限
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

(

６)

。
裁
判
員
制
度
の
導
入
と
そ
れ
に
関
連
す
る
刑
事
裁
判
の
充
実
・

迅
速
化
に
つ
い
て
は
、
推
進
本
部
が
法
案
の
立
案
担
当
部
局
と
な
り
、
平
成
一
六
年
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
予
定
と
す
る
こ
と
が

司
法
制
度
改
革
推
進
計
画
に
明
記
さ
れ
た
。
実
際
に
は
、
同
本
部
に
設
置
さ
れ
た
事
務
局
が
法
案
の
立
案
作
業
を
担
当
し
、
同
事
務
局

は
、
前
法
務
省
民
事
局
長
の
山
崎
潮
が
事
務
局
長
に
就
任
し
、
法
務
省

(

裁
判
所)

、
日
弁
連
の
法
曹
三
者
に
加
え
て
、
関
係
省
庁
か

ら
の
出
向
者
で
構
成
さ
れ
た

(

７)

。
こ
う
し
た
事
務
局
の
立
案
作
業
を
補
佐
す
る
た
め
、
一
一
の
テ
ー
マ
ご
と
の
検
討
会
が
設
置
さ
れ
、
裁

判
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
が
設
置
さ
れ
た
。

裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
改
革
審
の
委
員
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
骨
子
案
を
作
成
し
た
井
上
正
仁
東
大
教

授
が
座
長
に
起
用
さ
れ
、
以
下
、
刑
事
訴
訟
法
を
専
門
と
す
る
法
学
部
教
授
三
名

(

内
一
名
は
元
裁
判
官)

、
現
職
裁
判
官

(

東
京
地

裁
判
事)

一
名
、
最
高
検
検
事
一
名
、
弁
護
士
二
名

(

内
一
名
は
日
弁
連
司
法
制
度
改
革
調
査
室
長
、
も
う
一
名
は
元
検
察
官)

、
警

察
庁

(

刑
事
局
刑
事
企
画
課
長)

一
名
、
マ
ス
コ
ミ

(

共
同
通
信
社
論
説
委
員)
一
名
、
大
学
教
授

(

社
会
情
報
学)

一
名
の
合
計
一

一
名
か
ら
構
成
さ
れ
た

(

８)

。
こ
れ
ら
の
委
員
の
人
選
は
、
す
べ
て
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
事
務
局
の
意
向
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た

(

９)

。
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内
で
の
意
見
の
対
立
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
期
限
内
で
合
意
形
成
に
至
ら
せ
る
こ
と
に
作
用
し
た

(

�)

。
改
革
作
業
全
般
に
対
す
る
お
目
付

け
役
的
な
顧
問
会
議
の
監
視
作
用
は
、
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
や
、
行
政
訴
訟
検
討
会
な
ど
で
の
議
論
の
方
向
性
に
対
し
て
、
強

い
批
判
を
行
う
こ
と
で
一
定
の
影
響
力
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
。
内
閣
は
、
こ
う
し
た
時
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
監
視
の
作
用
に
よ
っ
て
、

官
僚
制
特
有
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
・
ス
ラ
ッ
ク
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。

第
三
は
、
改
革
審
の
意
見
書
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
骨
格
案
が

｢

縛
り｣

と
な
っ
て
、
検
討
会
で
の
議
論
を
拘
束
し
、

推
進
本
部
事
務
局
に
よ
る
論
点
整
理
や
た
た
き
台
、
検
討
会
で
の
座
長
試
案
の
背
骨
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
改
革
審
は
、
司
法
制
度

改
革
の
提
言
が
、
法
務
省
や
裁
判
所
、
日
弁
連
等
の
実
施
機
関
に
よ
っ
て
骨
抜
き
に
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
改
革
の
た
め
の
制

度
設
計
を
で
き
る
だ
け
詳
細
に
意
見
書
に
盛
り
込
ん
だ
。
特
に
、
裁
判
員
制
度
を
法
制
度
と
し
て
設
計
す
る
た
め
の
骨
格
の
大
部
分
は
、

意
見
書
の
中
に
規
定
さ
れ
、
以
後
の
政
府
の
推
進
機
関
に
と
っ
て
の

｢

縛
り｣

と
し
て
作
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。
こ
の
改
革
審
の
縛

り
は
、
政
治
ベ
ー
ス
に
調
整
の
場
が
移
っ
て
も
、
公
明
党
や
民
主
党
を
中
心
と
す
る
政
党
の
見
解
に
反
映
さ
れ
、
自
民
党
と
の
交
渉
を

経
て
、
実
現
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
改
革
審
の
意
見
書
に
示
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
導
入
の
理
念
が
、
相
互
に
利
害
対
立

す
る
ア
ク
タ
ー
間
を
結
び
つ
け
る

｢

焦
点｣

や

｢

糊｣

と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

改
革
審
の
意
見
書
が
明
記
し
た
よ
う
に
、｢

国
民
が
、
統
治
客
体
意
識
か
ら
脱
却
し
、
国
民
主
権
に
基
づ
く
統
治
構
造
の
一
翼
を
担

う
司
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
国
民
が
、
自
律
性
と
責
任
感
を
持
ち
つ
つ
、
広
く
そ
の
運
用
全
般
に
つ
い
て
、
多
様
な
形
で
参
加
し
、

国
民
が
法
曹
と
と
も
に
司
法
の
運
営
に
広
く
関
与
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ

る
こ
と
に
な
る｣

と
い
う
裁
判
員
制
度
導
入
の
理
念
は
、
法
曹
三
者
や
自
民
党
な
ど
の
各
政
党
に
お
い
て
も
、
広
く
共
有
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
の
理
念

(

規
範
と
ア
イ
デ
ア)

は
、
関
係
ア
ク
タ
ー
の
行
為
指
針
と
し
て
、
検
討
会
や
、
与
党
協
議
の
場
に
お
け
る
、

道
路
地
図
と
し
て
の
役
割
を
持
っ
た

(

�)

。
国
民
が
参
加
し
、
裁
判
官
と
協
働
す
る
こ
と
で
司
法
の
国
民
的
基
盤
を
確
立
す
る
と
い
う
裁
判

員
制
度
の
理
念
に
対
し
て
、
法
曹
三
者
の
見
解
が
一
致
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
政
治
的
適
応
性
は
高
く
な
り
、
理
念
の
具
現
化
す
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こ
う
し
て
自
民
党
と
公
明
党
の
与
党
間
の
政
治
的
争
点
と
な
っ
た
裁
判
員
制
度
は
、
連
立
与
党
内
で
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
政
策
協
議
で
は

決
着
せ
ず
、
連
立
与
党
政
策
責
任
者
会
議
の
下
に
設
け
ら
れ
た
司
法
制
度
改
革
プ
ロ
ジ
エ
ク
ト
チ
ー
ム
に
調
整
が
委
ね
ら
れ
た
。
決
定

の
場
が
、
実
質
的
に
与
党
に
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
最
高
裁
と
日
弁
連
の
関
係
利
害
団
体
は
、
自
民
党
や
公
明
党
に
対
し
て
、
影

響
力
を
行
使
す
る
た
め
の
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
た
。
そ
こ
で
は
、
利
害
団
体
間
の
相
互
作
用
の
上
に
立
っ
て
、
自
民
党
と
公
明
党
の

そ
れ
ぞ
れ
の
党
内
・
与
党
間
の
政
治
力
学
が
働
い
た
結
果
、
最
終
的
な
決
着
が
図
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
制

度
の
政
策
合
理
性
よ
り
も
、
両
党
の
中
位
点
に
選
択
肢
を
特
定
す
る
こ
と
で
連
立
政
権
の
維
持
を
図
る
と
い
う
従
来
型
の
決
定
パ
タ
ー

ン
が
踏
襲
さ
れ
た
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
の
規
定
要
因
は
、
法
案
立
案
化
の
過
程
で
制
度
改
革
に
消
極
的
な
ア
ク
タ
ー
の
意
図
的
な
遅
延
や
、
内
容
の
骨
抜
き
を
防
ぐ
た

め
に
、
内
閣
が
法
制
化
の
た
め
の
時
間
的
制
約
を
立
法
と
閣
議
決
定
に
よ
っ
て
設
定
し
、
さ
ら
に
、
法
制
化
作
業
を
監
視
す
る
顧
問
会

議
を
設
置
し
た
こ
と
で
あ
る
。
時
間
的
制
約
に
つ
い
て
は
、
司
法
制
度
改
革
推
進
法
を
三
年
間
の
時
限
立
法
と
し
、
推
進
本
部
の
設
置

期
限
を
二
〇
〇
四
年
一
一
月
末
ま
で
と
区
切
っ
た
。
さ
ら
に
、
内
閣
は
、
二
〇
〇
二
年
三
月
二
九
日
に
、｢

司
法
制
度
改
革
推
進
計
画｣

を
閣
議
決
定
し
、
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
法
案
の
担
当
部
局
を
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
と
し
、
実
施
時
期
に
つ
い
て
も
、
二
〇
〇

四
年
度
の
通
常
国
会
に
提
出
予
定
と
す
る
こ
と
を
明
示
し
た
。
加
え
て
、
内
閣
は
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
長
で
あ
る
首
相
の
顧
問

と
し
て
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
会
長
で
あ
っ
た
佐
藤
幸
治
を
座
長
と
す
る
法
曹
三
者
を
含
ま
な
い
八
名
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
な
る
司

法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
を
設
置
し
、
司
法
制
度
改
革
に
対
す
る
大
所
高
所
か
ら
の
意
見
注
入
と
、
改
革
作
業
全
体
の
監
視
の

役
割
を
付
与
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
う
し
た
検
討
時
間
の
出
口
と
な
る
法
案
提
出
期
限
を
設
定
し
、
監
視
機
関
と
し
て
の
顧
問
会
議
を

常
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
閣
は
、
利
害
調
整
が
困
難
な
関
係
機
関
・
団
体

(

省
庁
官
僚
制
を
含
む)

や
政
党
間
の
対
立
に
よ
る
審

議
の
停
滞
や
意
図
的
な
遅
延
を
き
束
し
、
改
革
審
意
見
書
か
ら
の
逸
脱
を
一
定
の
監
視
下
に
置
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
時
間
上
の
制
約
の
設
定
は
、
検
討
会
の
議
論
を
継
続
的
・
集
中
的
に
実
施
す
る
よ
う
な
運
営
方
式
を
加
速
化
さ
せ
、
連
立
与
党
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カ
ル
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
の
機
能
を
果
た
す
の
で
あ
る

(

�)

。
一
方
で
、
ア
イ
デ
ア
は
、
ア
ク
タ
ー
間
に
利
害
対
立
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
を
解

消
し
、
同
盟
を
結
び
つ
け
る

｢

糊｣

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
従
来
で
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
同
盟
の
形
成
を

実
現
し
た
り
、
一
時
的
な
同
盟
で
な
く
、
長
期
的
な
同
盟
を
形
成
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
ア
イ
デ
ア
自
体
が
政
策
決
定
に
影
響
力
を
持

つ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

(

�)

。

裁
判
員
制
度
導
入
の
政
策
決
定
過
程
を
決
定
付
け
た
の
は
、
ア
ク
タ
ー
間
の
相
互
作
用
や
政
治
的
な
変
化
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ク
タ
ー

間
の
利
害
の
対
立
を
解
消
す
る

｢

焦
点｣

や

｢

糊｣

と
し
て
、
そ
の
理
念

(

ア
イ
デ
ア)

自
体
が
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、

裁
判
員
制
度
導
入
の
立
法
が
成
功
し
え
た
と
説
明
す
る
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
節

検
討
会
に
お
け
る
骨
格
案
作
成
過
程

裁
判
員
制
度
の
骨
格
案
作
り
に
携
わ
っ
た
の
は
、
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会(

以
下
、
検
討
会
と
略
す)

で
あ
る
。
検
討
会
で
は
、

委
員
間
の
議
論
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
二
〇
〇
二
年
四
月
二
三
日
の
第
二
回
会
合
で
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の

｢

当
面
の
論
点｣

が

事
務
局
よ
り
提
示
さ
れ
た
。
こ
の
会
合
で
は
、
二
〇
〇
四
年
の
通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
と
い
う
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
観
点
か
ら
、

事
務
局
よ
り
検
討
会
で
の
検
討
終
了
を
二
〇
〇
三
年
夏
ご
ろ
を
目
途
と
す
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
。
同
論
点
で
は
、
改
革
審
の
意
見
書

に
基
づ
き
、
①
裁
判
員
は
、
法
律
問
題
、
訴
訟
手
続
上
の
問
題
等
に
関
す
る
判
断
に
も
関
与
す
る
こ
と
と
す
る
か
否
か
、
②
裁
判
体
の

構
成
、
評
決
の
方
法
を
ど
う
す
る
か
、
③
裁
判
員
の
選
任
方
法
を
ど
う
す
る
か
、
④
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
範
囲
の
事
件
を
対
象
と
す

る
か
、
⑤
裁
判
員
が
関
与
す
る
事
件
の
公
判
手
続
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
⑥
第
一
審
に
お
い
て
裁
判
員
が
関
与
し
た
事
件
に
つ
い

て
、
そ
の
控
訴
審
の
裁
判
体
の
構
成
、
審
理
方
式
等
を
ど
の
よ
う
に
す
べ
き
か
、
⑦
憲
法
に
適
合
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
は
ど
の
よ

う
な
制
度
と
す
べ
き
か
の
各
論
点
が
提
示
さ
れ
、
ま
た
、
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
に
つ
い
て
も
、
新
た
な
準
備
手
続
の
創
設
、
充

実
し
た
争
点
整
理
の
た
め
の
証
拠
開
示
の
拡
充
、
連
日
的
開
廷
の
確
保
の
た
め
の
関
連
諸
制
度
の
整
備
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義
の
実

裁判員制度の立法過程の検証

��－�･�－ (名城 ���)���

る
確
率
は
高
ま
っ
た
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
道
路
地
図
と
し
て
の
理
念
は
、
関
係
ア
ク
タ
ー
に
制
度
刷
新
の
方
向
を
提
示
す
る
機
能
を
も
つ
反
面
、
そ
の
成

否
は
政
治
的
配
置
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
ウ
ィ
ア
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ど
の
ア
イ
デ
ア
が
生
き
残
る
の
か
は
そ
の
存
在
自
体
に
よ
っ

て
決
ま
る
の
で
な
く
、
ア
イ
デ
ア
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
諸
要
因
を
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
に
戦
略
的
に
解
釈
し
、
行
動
す
る
か
に
よ
る

(

�)

。

改
革
審
の
意
見
書
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
理
念
を
、
司
法
の
国
民
的
基
盤
の
確
立
の
中
に
位
置
づ
け
て
お
り
、
国
民
の
期
待
に
応
え

る
司
法
制
度
確
立
の
中
に
は
含
め
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
の
二
通
り
の
異
な
る
解
釈
を

も
た
ら
し
、
現
行
裁
判
制
度
を
肯
定
し
た
上
で
、
国
民
の
参
加
を
求
め
る
こ
と
で
そ
の
改
良
を
図
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
国
民
主
権
の

下
で
裁
判
制
度
を
抜
本
的
に
改
革
す
る
の
か
、
と
い
う
争
点
対
立
を
生
ん
だ
。
例
え
ば
、
自
民
党

(

と
同
党
に
対
し
て
影
響
力
を
も
っ

た
最
高
裁)

は
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
、
制
度
導
入
の
意
義
を
踏
ま
え
た
上
で
、
現
行
制
度
の
長
所
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
、

円
滑
な
導
入
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
制
度
の
骨
格
と
し
て
構
成
し
、
既
存
制
度
を
ベ
ー
ス
に
微
調
整
を
行
う

｢

漸
増
主
義
的｣

な
解
決
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
明
党

(

と
同
党
に
対
し
て
影
響
力
を
も
っ
た
日
弁
連)

は
、
裁
判
員
制
度
が
、
国
民
主
権
の

理
念
を
活
か
す
も
の
で
あ
り
、
従
来
の
制
度
の
延
長
線
上
に
捉
え
ず
、
国
民
が
参
加
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
、
参
加
の
意
義
を
実

感
で
き
る
制
度
を

｢

ゼ
ロ
ベ
ー
ス｣

か
ら
構
築
す
る
こ
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ア
ク
タ
ー
は
、
裁
判
員
制
度
導
入
の

理
念
を
戦
略
的
に
解
釈
し
、
自
己
の
利
害
を
主
張
し
た
。

こ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
間
の
利
害
の
対
立
を
収
束
さ
せ
、
理
念
そ
の
も
の
が
、
ア
ク
タ
ー
の
政
治
的
配
置
を
決
定
す
る
と
考
え
る
の
が
、

フ
ォ
ー
カ
ル
ポ
イ
ン
ト

(

焦
点)

と
し
て
の
ア
イ
デ
ア
で
あ
る
。
ア
ク
タ
ー
間
の
利
害
関
係
が
複
雑
で
多
様
な
状
況
で
は
、
ア
ク
タ
ー

は
自
己
の
利
益
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
他
者
の
行
為
戦
略
を
予
測
し
、
自
己
の
行
為
戦
略
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

実
際
に
は
、
そ
う
し
た
行
為
戦
略
の
予
測
は
複
数
の
均
衡
解
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
複
数
の
均
衡
解

の
中
か
ら
、
ア
ク
タ
ー
間
の
戦
略
的
相
互
作
用
を
促
進
し
、
一
定
の
均
衡
解
へ
の
合
意
を
調
達
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
ア
イ
デ
ア
は
フ
ォ
ー
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員
を
二
な
い
し
三
人
と
す
る
Ａ
案
と
、
裁
判
官
を
一
な
い
し
二
人
と
し
、
裁
判
員
を
九
な
い
し
一
一
人
と
す
る
Ｂ
案
が
示
さ
れ
て
い
た
。

裁
判
官
を
現
行
と
同
じ
三
人
と
す
る
Ａ
案
を
支
持
し
た
の
は
、
裁
判
官
の
池
田
、
最
高
検
の
本
田
、
警
察
庁
の
樋
口
、
元
検
察
官
の
高

井
ら
と
、
学
者
委
員
で
は
、
元
裁
判
官
で
慶
応
大
学
教
授
の
平
良
木
と
酒
巻
、
マ
ス
コ
ミ
出
身
の
土
屋(

二
人
の
場
合
も
あ
る)

で
あ
っ

た
。
こ
れ
に
対
し
、
日
弁
連
の
四
宮
は
裁
判
官
を
原
則
一
人

(

場
合
に
よ
っ
て
は
二
人)

と
す
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
、
大
出
も
裁
判

官
二
人
を
主
張
し
た
。
裁
判
員
の
数
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官
の
池
田
、
最
高
検
の
本
田
、
警
察
庁
の
樋
口
の
各
委
員
が
三
人
を
主
張
し
、

学
者
委
員
も
、
酒
巻
三
人
、
平
良
木
三
な
い
し
四
人
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
元
検
察
官
の
高
井
は
五
人
、
マ
ス
コ
ミ
出
身
の
土
屋

は
六
人
と
し
た
。
Ｂ
案
の
支
持
者
は
二
名
に
過
ぎ
ず
、
日
弁
連
の
四
宮
は
九
か
ら
一
一
人
を
主
張
し
、
大
出
も
一
〇
な
い
し
一
二
名
と

し
た
。
検
討
会
で
は
、
裁
判
所
、
法
務
省
、
警
察
関
係
の
委
員
が
相
対
的
に
多
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
合
議
事
件
と
同
じ
裁

判
官
三
人
を
前
提
に
、
裁
判
員
を
付
加
す
る
と
い
う
Ａ
案
の
支
持
者
が
多
く
、
逆
に
、
裁
判
員
を
裁
判
の
主
体
と
し
て
裁
判
官
と
の
協

働
を
図
る
と
す
る
Ｂ
案
の
支
持
者
は
、
日
弁
連
出
身
委
員
他
、
少
数
意
見
に
過
ぎ
な
か
っ
た

(

一
一
日
の
集
中
審
議
に
は
市
民
派
の
清

原
委
員
は
欠
席)

。
結
果
的
に
、
こ
の
集
中
審
議
で
も
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、

た
た
き
台
で
は
、
評
決
に
つ
い
て

｢

裁
判
官
と
裁
判
員
の
合
議
体
の
員
数
の
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
も
の
と
す
る｣

案
が
示
さ
れ
て
い

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
四
宮
委
員
よ
り
、
合
理
的
な
疑
い
が
残
る
と
い
う
少
数
説
を
排
除
す
る
た
め
に
は
特
別
多
数
決
の
三
分
の
二
が

必
要
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
全
体
の
意
見
は
過
半
数
で
ほ
ぼ
収
束
し
た

(

�)

。

一
方
、
た
た
き
台
で
は
、｢

裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
が
評
議
の
経
過
若
し
く
は
各
裁
判
官
若
し
く
は

各
裁
判
員
の
意
見
若
し
く
は
そ
の
多
少
の
数
そ
の
他
職
務
上
知
り
え
た
秘
密
を
漏
ら
し
、
又
は
合
議
体
の
裁
判
官
及
び
他
の
裁
判
員
以

外
の
も
の
に
対
し
そ
の
担
当
事
件
の
事
実
の
認
定
、
刑
の
量
定
等
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
と
き
は
、
○
年
以
下
の
懲
役
又
は
○
○
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
も
の
と
す
る｣

と
し
て
、
裁
判
員
で
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
守
秘
義
務
を
課
し
、
秘
密
漏
洩
に
つ
い
て
懲
役

刑
の
罰
則
を
盛
り
込
ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
検
討
会
の
集
中
審
議
で
は
、
秘
密
を
保
護
す
る
他
の
罪
と
の
均
衡
か
ら
懲
役

裁判員制度の立法過程の検証
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質
化
を
図
る
た
め
の
関
連
諸
制
度
の
在
り
方
、
訴
訟
指
揮
の
実
効
性
を
担
保
す
る
具
体
的
措
置
、
捜
査
・
公
判
手
続
の
合
理
化
・
拡
充

化
を
図
る
た
め
の
方
策
が
示
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
改
革
審
意
見
を
前
提
に
項
目
を
列
挙
し
た
だ
け
で
具
体
的
な
内
容
は
、
検

討
会
の
委
員
の
議
論
に
委
ね
ら
れ
た
。

検
討
会
で
は
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
、
第
四
回
か
ら
第
六
回
の
会
合
が
開
か
れ
、
事
務
局
の
示
し
た
当
面
の
論
点
に
つ
い
て
の
意

見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
第
七
回

(

九
月
二
四
日)

に
は
、
企
業
、
労
組
、
犯
罪
被
害
者
の
会
、
警
察
庁
、
日
弁
連
、
法
務
省
、
最
高
裁

か
ら
説
明
者
を
招
致
し
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た

(

�)

。
以
後
の
検
討
会
で
は
、
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
と
、
公
訴
提
起
の
在
り
方

(

検
察
審
査
会
制
度
の
見
直
し)

に
関
す
る
検
討
が
行
わ
れ
た

(

�)

。

こ
う
し
て
事
務
局
の
当
面
の
論
点
に
沿
っ
て
、
検
討
会
の
委
員
に
よ
る
一
通
り
の
議
論
を
経
て
、
二
〇
〇
三
年
三
月
一
一
日
の
第
一

三
回
検
討
会
に
、
事
務
局
か
ら
検
討
会
で
の
議
論
を
踏
ま
え
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
向
け
て
議
論
の
た
た
き
台
と
す
る
た
め
の

｢

裁

判
員
制
度
に
つ
い
て

(｢

た
た
き
台｣
と
呼
ば
れ
る)｣

が
提
出
さ
れ
た
。
こ
の
た
た
き
台
で
は
、
検
討
会
で
意
見
が
一
致
し
な
か
っ
た

事
項
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
と
少
数
意
見
を
Ａ
案
、
Ｂ
案
、
Ｃ
案
と
し
て
列
挙
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
案
に
つ
い
て
の
理
由
が
、
事
務
局
と

し
て
の
見
解

(｢

説
明｣)

付
で
示
さ
れ
た
。
以
後
、
検
討
会
で
は
、
た
た
き
台
に
沿
っ
て
、
第
一
三
回
か
ら
第
一
八
回

(

二
〇
〇
三
年

五
月
二
〇
日)

ま
で
、
委
員
間
の
議
論
を
行
い
、
途
中
、
第
一
七
回
に
は
日
本
新
聞
協
会
、
日
本
雑
誌
協
会
、
日
本
民
間
放
送
連
盟
か

ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
っ
た

(

�)

。

事
務
局
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

｢

た
た
き
台｣

で
は
、
委
員
間
の
意
見
の
相
違
が
あ
り
、
一
致
で
き
な
か
っ
た
項
目
に
つ
い
て
両
論

が
併
記
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
複
数
案
が
示
さ
れ
た
項
目
は
、
基
本
構
造
の
う
ち
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
、
評
決
、
対
象
事
件
、
事

件
の
性
質
に
よ
る
対
象
事
件
か
ら
の
除
外
、
裁
判
員
の
要
件

(

年
齢)
、
控
訴
審
、
差
し
戻
し
審
、
罰
則
等
の
項
目
に
絞
り
込
ま
れ
て

い
た
。
こ
れ
ら
の
選
択
肢
を
特
定
す
る
た
め
、
検
討
会
で
は
、
九
月
一
一
日
と
一
二
日
に
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
集
中
審
議
を
実

施
し
、
そ
の
取
り
ま
と
め
に
入
っ
た
。
ま
ず
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
に
つ
い
て
、
た
た
き
台
で
は
、
裁
判
官
を
三
人
と
し
、
裁
判
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つ
い
て
集
中
審
議
を
実
施
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
事
務
局
案
の
準
備
が
進
め
ら
れ
た
。
第
二
順
目
の
集
中
審
議
が
終
わ
っ
た
の
は
、
九

月
二
五
日
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
時
点
で
、
自
民
党
内
の
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
小
委
員
会
で
は
、
意
見
集
約
の
た
め
の
取
り
ま

と
め
が
行
わ
れ
て
い
た
。
同
小
委
員
会
は
九
月
二
六
日
に
中
間
取
り
ま
と
め
を
公
表
し
、
裁
判
官
の
人
数
は
三
人
を
適
当
し
な
が
ら
も
、

裁
判
官
を
一
人
ま
た
は
二
人
と
す
る
、
ま
た
は
二
人
を
原
則
と
し
た
上
で
、
法
律
解
釈
や
訴
訟
手
続
が
困
難
な
場
合
や
事
実
関
係
が
複

雑
な
場
合
は
三
人
と
す
る
な
ど
の
意
見
が
併
記
さ
れ
て
、
さ
ら
に
議
論
を
つ
く
す
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
同
様
に
裁
判
員
の
数
に
つ
い

て
も
、
仮
に
合
議
体
の
全
体
の
規
模
を
一
〇
人
に
至
ら
な
い
程
度
と
し
、
裁
判
官
の
数
を
三
人
と
す
る
と
、
裁
判
員
の
人
数
は
二
人
以

上
六
人
ま
で
と
な
る
が
、
さ
ら
に
具
体
的
な
人
数
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
と
さ
れ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
な
与
党
の
動
向
を
受
け
て
、
推
進
本
部
事
務
局
は
事
実
上
の
政
府
原
案
と
な
る
事
務
局
案
を
提
示
す
る
こ
と
に
躊
躇
せ
ざ

る
を
得
な
く
な
っ
た
。
政
局
は
、
自
民
党
総
裁
選
で
小
泉
首
相
が
再
選
さ
れ
、
同
首
相
は
、
一
〇
月
一
〇
日
に
衆
議
院
を
解
散
し
た
。

こ
う
し
た
政
治
が
流
動
化
す
る
中
で
、
推
進
本
部
事
務
局
は
、
各
政
党
の
議
論
が
本
格
的
に
な
っ
て
き
た
状
況
も
あ
り
、
こ
の
段
階
で

事
務
局
に
よ
る
骨
格
案
を
出
す
こ
と
は
時
期
尚
早
と
判
断
し
た

(

�)

。
そ
の
結
果
、
事
務
局
案
に
代
え
て
、
一
〇
月
二
八
日

(

総
選
挙
公
示

日
で
も
あ
っ
た)

、
井
上
座
長
よ
り
検
討
会
に
座
長
試
案
が
提
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

(

表
１)

。

座
長
試
案
の
内
容
は
、
合
議
体
の
構
成
を
裁
判
官
三
人
、
裁
判
員
四
人
程
度

(

五
人
な
い
し
六
人
も
検
討)

と
す
る
も
の
だ
っ
た

(

�)

。

ま
た
、
対
象
事
件
は
、
法
定
合
議
事
件
で
あ
っ
て
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
の
事
件
、
死
刑
又
は
無
期
の
懲

役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
係
る
事
件
を
対
象
と
し
た
。
評
決
に
つ
い
て
は
、
合
議
体
の
過
半
数
に
よ
る
多
数
決
と
し
、
裁
判
官

一
名
以
上
及
び
裁
判
員
一
名
以
上
が
賛
成
す
る
意
見
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て

は
、
評
議
の
秘
密

(

評
議
の
経
過
、
各
裁
判
官
も
し
く
は
裁
判
員
の
意
見)

そ
の
他
職
務
上
知
り
え
た
秘
密
に
つ
い
て
守
秘
義
務
を
負

う
と
し
、
違
反
者
に
対
し
て
懲
役
刑
又
は
罰
金
刑
が
科
さ
れ
る
と
し
た
。
取
材
報
道
の
規
制
に
つ
い
て
も
、
裁
判
員
に
対
し
、
担
当
事

件
に
関
す
る
接
触
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
た
。
た
だ
し
、
報
道
機
関
の
偏
見
報
道
を
禁
止
す
る
訓
示
規
定
に
つ
い
て
は
、
報
道

裁判員制度の立法過程の検証
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刑
と
罰
金
刑
の
選
択
刑
を
相
当
と
す
る
意
見
が
多
数
と
な
っ
た
が
、
懲
役
刑
は
重
過
ぎ
る
の
で
罰
金
刑
と
す
べ
き
と
す
る
意
見
も
提
起

さ
れ
、
両
者
の
間
で
対
立
が
生
じ
た
。
な
お
、
た
た
き
台
で
は
、
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
行
為
の
禁
止
と
し
て
、｢

何
人
も
裁
判
員
等

に
対
し
て
事
件
に
関
す
る
偏
見
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
そ
の
他
の
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
と
し
、
報
道
機
関

は
事
件
に
関
す
る
報
道
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
等
に
事
件
に
関
す
る
偏
見
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
す
る｣
と
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
委
員
か
ら
は
、
報
道
機
関
に
対
す
る
訓
示
規
定
で
あ
り
、
報
道
の
自
由
の
制
約
に

当
た
ら
ず
、
公
正
な
裁
判
の
確
保
の
観
点
か
ら
必
要
と
す
る
意
見
が
あ
る
一
方
で
、
委
員
の
中
に
は
、
報
道
の
自
由
、
表
現
の
自
由
の

観
点
か
ら
、
た
た
き
台
の
規
定
を
削
除
し
、
報
道
機
関
の
側
の
自
主
的
な
ル
ー
ル
に
任
せ
る
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
こ
こ
で
も
意

見
の
一
致
を
見
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
検
討
会
内
で
の
議
論
は
、
裁
判
所
・
法
務
省
・
警
察
の
利
害
関
係
者
や
そ
れ
に
近
い
見
解
を
と
る
学
者
委
員
と
、
日

弁
連
、
マ
ス
コ
ミ
出
身
の
委
員
や
、
市
民
に
近
い
立
場
の
学
者
委
員
の
間
で
、
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
結
論
は
先
送
り

さ
れ
た
。

こ
う
し
た
検
討
会
の
膠
着
化
し
た
状
況
に
対
し
て
、
二
〇
〇
三
年
九
月
一
八
日
の
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
で
は
、
笹
森

顧
問

(

連
合
会
長)

よ
り
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
裁
判
官
を
一
名
、
裁
判
員
を
一
〇
名
と
す
る
私
案
に
基
づ
き
、
検
討
会
で
議

論
が
ま
と
ま
ら
な
い
な
ら
ば
、
顧
問
会
議
で
方
向
性
を
議
論
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
提
案
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
佐
藤
座
長

は
、
顧
問
会
議
に
検
討
会
の
議
論
の
状
況
を
報
告
さ
せ
、
顧
問
の
間
で
議
論
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
発
言
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

同
じ
く
審
議
の
取
り
ま
と
め
の
遅
滞
を
指
摘
さ
れ
た
行
政
訴
訟
検
討
会
の
塩
野
宏
座
長
よ
り
、
検
討
会
と
顧
問
会
議
の
権
限
関
係
に
つ

い
て
異
議
が
唱
え
ら
れ
、
結
局
、
検
討
会
か
ら
顧
問
会
議
に
対
し
て
意
見
対
立
も
含
む
審
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
す
る
こ
と

を
佐
藤
座
長
よ
り
依
頼
す
る
と
い
う
こ
と
で
引
き
取
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
う
し
た
顧
問
会
議
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
、
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
で
も
、
当
初
の
予
定
通
り
、
九
月
中
に
三
つ
の
テ
ー
マ
に
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ついては対象か
ら除外できる｡

評 決 合議体の過半数
による多数決｡
裁判官一名以上
及び裁判員一名
以上が賛成する
意見によらなけ
ればならない｡

過半数による多
数決｡ 裁判官又
は裁判員のみに
よる多数で決定
することはでき
ない｡

多数決制｡ 裁判
官または裁判員
のみの多数で被
告人に不利な決
定はできない｡

合議体の過半数
による多数決｡
裁判官又は裁判
員のみによる多
数で決定するこ
とはできない｡

公判手続
等

準備手続の創設､
証拠調べ手続､
証拠開示の拡充､
連日開廷等

準備手続の創設､
証拠開示の拡充､
連日的開廷等

準備手続の創設､
証拠開示の拡充､
取調べ状況の録
画等

準備手続の創設､
証拠開示の拡充､
連日的開廷､ 取
調べ状況を録音
録画する制度の
採否の検討等

裁判員の
守秘義務

評議の秘密 (評
議の経過､ 各裁
判官もしくは各
裁判員の意見)
その他職務上知
りえた秘密につ
いて守秘義務を
負う｡ 違反者に
対して懲役刑を
設ける｡

評議の秘密その
他職務上知りえ
た秘密について
守秘義務を負う｡
違反者に対する
罰則を設ける｡
処罰の対象とな
る違反行為の範
囲を明確にする｡

守秘義務違反に
対しては､ 罰金
刑にとどめる｡

評議の経過並び
に各裁判官及び
各裁判員の意見
等職務上知りえ
た秘密について
守秘義務を負う｡
違反者に対して
は､ 懲役又は罰
金による処罰を
科す｡

取材報道
の規制

裁判員に対し､
担当事件に関す
る接触をしては
ならないものと
する｡

裁判員に対し､
審理中に担当事
件に関する接触
を禁止する｡

メディアの自主
的規制に委ねる｡

裁判員に対し､
担当事件に関す
る接触をしては
ならない訓示規
定を設ける｡

国民の負
担軽減

事業主は裁判員
休業の申出を拒
むことができな
い｡

休業制度の創設｡ 裁判員の有給休
業､ 育児・介護
の援助､ 義務の
延期､ 辞退など
の負担軽減｡

雇用主は裁判員
休業を認めなけ
ればならない｡

(注) 下線部は各案の相違点を示す｡
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表� 裁判員制度をめぐる政府・与党案の比較

検討会座長試案
��	��	�


自民党案
��	��	��

公明党案
��	��	��

与党�合意
��	�	��

裁判官と
裁判員の
人数

裁判官�人
裁判員�人程度
(�人ないし �

人も検討)

裁判官�人
裁判員�人程度
(�人以上 �人
まで)

裁判官�人
裁判員�人

裁判官�人
裁判員�人
被告人が公訴事
実を認めている
場合において検
察官､ 被告人､
弁護人に異議が
ないときは事案
の性格を考慮し､
裁判官�人､ 裁
判員�人による
審理とすること
ができる｡

裁判員の
選任

衆議院議員の選
挙権を有する者
で､ 年齢 ��歳
以上のものとす
る｡ くじで選定
する｡

衆議院議員の被
選挙権を得る年
齢である ��歳
以上であること
を要する｡ 無作
為で選出する｡

国会議員の選挙
人資格を有する
者 (��歳以上
の国民) の中か
ら無作為に選ぶ｡
裁判員になるこ
とは国民の義務｡

選挙人名簿に登
録されている年
齢 ��歳以上の
者の中から無作
為抽出する｡

対象事件 法定合議事件で
あって故意の犯
罪行為により被
害者を死亡させ
た罪の事件､ 死
刑又は無期の懲
役若しくは禁錮
に当たる罪に係
る事件を対象と
する｡

法定合議事件の
範囲内で､ 重大
な事件として国
民の関心が高い
事件に限定｡ 死
刑または無期の
懲役若しくは禁
錮に当たる罪の
事件と､ 法定合
議事件であって
故意の犯罪行為
により被害者を
死亡させた罪の
事件を対象とす
る｡ テロ事件や
組織的な犯罪に

基本的に法定合
議事件｡ 文書違
反など国民の判
断に委ねるまで
もない事件は除
外｡

死刑又は無期の
懲役もしくは禁
錮に当たる罪の
事件､ 法定合議
事件で故意の犯
罪行為により被
害者を死亡させ
た事件｡ 裁判員
への報復が予想
される場合には
対象から除外で
きる｡



た
自
民
党
の
裁
判
員
制
度
小
委
員
会
で
は
、
裁
判
官
を
二
人
と
す
る
案
を
支
持
し
て
い
た
臼
井
元
法
務
大
臣
や
太
田
誠
一
衆
議
院
議
員

ら
が
落
選
に
よ
っ
て
姿
を
消
し
、
代
わ
っ
て
、
法
務
族
の
与
謝
野
馨
が
議
員
に
返
り
咲
い
て
、
司
法
制
度
調
査
会
の
議
論
の
方
向
性
を

リ
ー
ド
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た

(

�)

。
一
二
月
一
六
日
に
自
民
党
裁
判
員
制
度
小
委
員
会
が
ま
と
め
た
最
終
案

｢

裁
判
員
制
度
の
あ
り
方

に
つ
い
て｣

は
、
九
月
の
中
間
取
り
ま
と
め
か
ら
後
退
し
、
法
務
省
・
最
高
裁
の
意
向
に
沿
う
形
で
、
裁
判
官
の
人
数
を
三
人
、
裁
判

員
は
四
人
程
度
を
適
当
と
明
記
し
た

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
て
、
同
じ
連
立
与
党
の
公
明
党
は
、
一
二
月
一
一
日
、
党
の
司
法
制
度
改
革
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

(

魚
住
裕
一
郎
座
長)

と
党
法
務
部
会

(

荒
木
清
寛
部
会
長)

の
合
同
で
、
裁
判
官
を
二
人
、
裁
判
員
を
七
人
と
す

る
案
を
打
ち
出
し
た

(

�)

。

こ
う
し
た
連
立
与
党
内
で
の
対
立
点
の
顕
在
化
に
よ
り
、
以
後
、
裁
判
員
制
度
の
法
制
度
設
計
を
め
ぐ
る
協
議
は
、
連
立
与
党
間
の

協
議
に
移
行
し
、
検
討
会
に
お
け
る
裁
判
員
制
度
の
検
討
は
、
実
質
的
に
打
ち
切
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
〇
〇
四
年
一
月
二
九
日

の
最
後
の
第
三
一
回
検
討
会
に
示
さ
れ
た

｢

裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て

(

骨
格
案)｣

は
、
一
月
二
六
日
に
合
意
を
見
た
与
党
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
合
意
案
を
追
認
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
検
討
会
は
メ
ン
バ
ー
の
構
成
か
ら
、
最
高
裁
・
法
務
省
・
警
察
庁
の
関
係
機
関
と
日
弁
連
の
間
の
法
曹
三
者
間
の
見

解
や
利
害
の
対
立
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
親
近
性
を
持
つ
学
者
委
員
や
マ
ス
コ
ミ
出
身
委
員
を
巻
き
込
ん

だ
論
争
が
展
開
さ
れ
た
。
当
面
の
論
点
や
た
た
き
台
の
作
成
段
階
で
は
、
こ
う
し
た
利
害
関
係
者
の
対
立
に
よ
っ
て
、
事
務
局
が
作
成

し
た
原
案
も
、
両
論
併
記
の
事
項
が
多
か
っ
た
。
終
盤
の
取
り
ま
と
め
の
時
期
に
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
座
長
試
案
に
つ
い
て
も
、
事
務

局
と
座
長
が
協
力
し
て
、
一
本
化
さ
れ
た
案
が
示
さ
れ
た
が
、
検
討
会
内
部
で
の
合
意
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
推
進
本
部
に
設
置
さ
れ

た
顧
問
会
議
で
、
労
組
出
身
顧
問
ら
に
よ
っ
て
、
座
長
試
案
に
対
す
る
顧
問
会
議
か
ら
の
方
向
付
け
が
試
み
ら
れ
よ
う
と
し
た
が
、
実

際
に
は
、
そ
う
し
た
権
限
は
顧
問
会
議
に
は
付
与
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
結
局
、
改
革
審
の
意
見
書
に
表
わ
さ
れ
た
理
念
を
制
度
設
計

と
し
て
具
体
化
す
る
段
階
で
、
法
曹
三
者
間
の
一
致
が
得
ら
れ
ず
、
そ
れ
を
調
整
す
る
役
割
は
、
検
討
会
も
、
顧
問
会
議
も
、
そ
し
て
、
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機
関
の
自
主
的
ル
ー
ル
策
定
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
井
上
座
長
の
試
案
は
、
検
討
会
に
お
け
る

裁
判
所
、
検
察
関
係
委
員
の
意
見
に
お
お
む
ね
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、
日
弁
連
や
市
民
派
の
学
者
な
ど
の
委
員
の
少
数
意
見
は
併
記
さ

れ
な
か
っ
た
。

こ
の
座
長
試
案
に
対
し
て
、
第
二
八
回
、
第
二
九
回
の
検
討
会
に
お
い
て
も
、
委
員
の
間
か
ら
は
賛
否
両
論
が
出
さ
れ
て
意
見
の
一

致
を
見
な
か
っ
た

(
�)

。
こ
れ
ま
で
、
座
長
の
井
上
は
、
司
会
役
と
し
て
、
委
員
と
し
て
の
見
解
を
表
明
す
る
こ
と
は
意
図
的
に
避
け
て
き

た
。
し
か
し
、
こ
の
試
案
を
作
成
し
た
後
は
、
ペ
ー
パ
ー
の
作
成
者
と
し
て
、
そ
の
提
案
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
で
会
議
の
議
論
に
参

加
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
井
上
の
示
し
た
試
案
に
対
し
て
は
、
マ
ス
コ
ミ
各
紙
か
ら
強
く
批
判
が
提
起
さ
れ
、
日
弁
連
も
、
裁
判
員
の

人
数
を
裁
判
官
の
三
倍
以
上
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
、
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
活
動
を
展
開
し
、
市
民
と
の
連
携
を
図
っ
た
。
そ
う
し
た
市
民

の
声
は
、
検
討
会
が
設
置
し
た

｢
意
見
募
集
コ
ー
ナ
ー｣

を
通
じ
て
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
役
割
を
果
た
し
た

(

�)

。

九
月
の
会
議
で
は
、
検
討
会
の
取
り
ま
と
め
を
待
っ
て
か
ら
関
与
す
る
と
の
立
場
を
示
し
て
い
た
顧
問
会
議
も
、
一
二
月
五
日
の
会

議
で
、
井
上
座
長
か
ら
試
案
の
報
告
を
受
け
て
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
展
開
し
た
。
顧
問
の
笹
森
は
、
座
長
試
案
を
撤
回
し
、
顧
問

会
議
の
場
で
理
念
か
ら
検
討
し
な
お
す
必
要
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
奥
島
顧
問
も
裁
判
官
と
裁
判
員
の
比
率
を
三
倍
程
度
に
す
る
こ
と

を
述
べ
た
。
井
上
は
、
笹
森
が
現
行
裁
判
制
度
を
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
裁
判
官
三
人
に
よ
る
現
行
裁
判
が
機
能
し

て
き
た
こ
と
を
前
提
に
、
国
民
の
健
全
な
常
識
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
強
固
な
、
よ
り
質
の
高
い
裁
判
を
実
現
し
て
い

く
こ
と
が
、
改
革
審
の
意
見
書
の
趣
旨
で
あ
る
と
し
て
、｢

数
の
大
小
と
い
う
よ
り
、
裁
判
員
に
実
効
的
に
関
与
し
て
い
た
だ
き
、
基

本
的
に
裁
判
官
と
対
等
な
立
場
で
い
い
裁
判
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
欲
し
い｣

と
理
解
を
求
め
た
。
間
に
入
っ
た
佐
藤
座

長
は
、｢

具
体
的
な
制
度
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
国
民
が
参
加
の
意
義
を
十
分
に
実
感
で
き
る
よ
う
な
も
の
と
な
る
よ
う
留
意
す
る｣

こ
と
を
顧
問
会
議
の
ペ
ー
パ
ー
に
明
記
す
る
こ
と
で
、
顧
問
会
議
を
取
り
ま
と
め
た

(

�)

。

こ
う
し
た
検
討
会
と
顧
問
会
議
が
衝
突
す
る
中
で
、
与
党
内
の
動
き
に
変
化
が
生
じ
る
。
一
一
月
九
日
の
総
選
挙
後
、
審
議
を
再
開
し

論 説
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こ
れ
に
対
し
て
、
公
明
党
は
、
裁
判
員
制
度
を
刑
事
司
法
の
民
主
化
に
不
可
欠
と
の
立
場
で
議
論
を
進
め
、
①
国
民
主
権
の
理
念
を

活
か
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
従
来
の
制
度
の
延
長
線
上
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、
③
国
民
が
参
加
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す

く
、
参
加
の
意
義
を
実
感
で
き
る
制
度
と
す
る
こ
と
を
基
本
理
念
と
し
て
掲
げ
た

(

�)

。
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
二
人
、
裁

判
員
七
人
を
打
ち
出
し
た
。
検
討
会
の
井
上
座
長
試
案
や
自
民
党
な
ど
の
裁
判
官
三
人
の
案
に
つ
い
て
は
、
同
党
は
、
裁
判
官
が
三
人

の
場
合
、
参
加
す
る
国
民
か
ら
見
た
場
合
、
プ
ロ
の
多
数
意
見
が
形
成
さ
れ
、
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
り
、
国
民
が
裁
判
官

と
対
等
た
り
え
る
の
か
と
し
て
、
裁
判
員
が
意
見
を
言
い
や
す
い
環
境
作
り
の
重
要
性
を
公
明
党
案
の
理
由
に
挙
げ
た

(

�)

。
同
党
は
、
裁

判
員
制
度
を
国
民
主
権
に
基
づ
く
新
し
い
制
度
と
位
置
づ
け
、
従
来
の
制
度
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
ま
っ
た
く
新
し
い
発
想
の
下
で
設
計
す

る
立
場
を
採
っ
た

(

�)

。
裁
判
員
の
人
数
に
つ
い
て
も
、
国
民
の
多
様
な
意
見
が
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
、
七
人
を
打
ち
出

し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
現
行
制
度
を
前
提
に
漸
増
的
に
国
民
の
参
加
を
付
加
し
よ
う
と
す
る
立
場
の
自
民
党
と
、
国
民
主
権
の
理
念
に
基
づ

き
、
現
行
制
度
を
前
提
と
せ
ず
、
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
か
ら
、
国
民
の
、
国
民
に
よ
る
、
国
民
の
た
め
の
裁
判
員
制
度
を
創
る
と
い
う
公
明
党

の
基
本
理
念
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
員
制
度
の
制
度
設
計
に
お
け
る
骨
格
部
分
の
不
一
致
を
も
た
ら
し
た
。
裁
判
官
と
裁
判
員

の
人
数
以
外
に
お
い
て
も
、
裁
判
員
の
年
齢
要
件
に
つ
い
て
、
自
民
党
は
二
五
歳
以
上
と
し
た
の
に
対
し
、
公
明
党
は
選
挙
権
を
有
す

る
も
の

(

二
〇
歳
以
上)

と
し
た
。
裁
判
員
制
度
の
対
象
事
件
に
つ
い
て
も
、
自
民
党
は
井
上
座
長
試
案
と
同
じ

｢

死
刑
又
は
無
期
の

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
の
事
件｣

と

｢

法
定
合
議
事
件
で
あ
っ
て
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
事
件｣

を
対
象

(

年
間
約
二
八
〇
〇
件)

と
し
た
の
に
対
し
、
公
明
党
は
、
基
本
的
に
法
定
合
議
事
件

(

年
間
約
四
八
〇
〇
件)

と
し
、
た
だ

し
文
書
違
反
な
ど
国
民
の
判
断
に
委
ね
る
ま
で
も
な
い
事
件
は
除
外
す
る
と
し
た

(

�)

。

こ
う
し
た
両
党
の
理
念
の
違
い
は
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
と
報
道
規
制
に
お
い
て
も
現
れ
た
。
特
に
、
裁
判
員
を
退
い
た
後
に
お
い

て
も
、
自
民
党
は
、
現
職
裁
判
員
と
同
様
に
、｢

評
議
の
秘
密
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
え
た
秘
密
に
つ
い
て
の
守
秘
義
務
を
負
う
べ
き

裁判員制度の立法過程の検証
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推
進
本
部
事
務
局
も
、
与
党
の

｢

政
治
的
調
整｣

に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
状
況
を
自
ら
招
く
こ
と
と
な
っ
た
。
必
然
的
に
、
関

係
機
関
・
団
体
は
、
与
党
各
党
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
強
化
し
、
制
度
設
計
の
詰
め
は
政
治
の
場
に
移
行
し
た
。
検
討
会
は
、
刑
事
裁
判

の
充
実
・
迅
速
化
や
公
訴
提
起
の
在
り
方
な
ど
の
技
術
的
問
題
の
精
緻
化
に
専
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
節

与
党
内
調
整
過
程

第
一
項

自
民
・
公
明
両
党
の
ス
タ
ン
ス

連
立
与
党
を
構
成
す
る
自
民
党
と
公
明
党
の
裁
判
員
制
度
を
巡
る
そ
れ
ぞ
れ
の
最
終
案
は
、
下
記
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
っ
た
。
ま

ず
、
自
民
党
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
と
い
う
政
府
の
方
針
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
基
本
的
視
点
と
し
て
、
①
制
度
導
入
の
意
義
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
②
現
行
制
度
の
長
所
を
損
な
う
も
の
で
な
い
こ
と
、
③
円
滑
な
導
入
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
三

点
を
踏
ま
え
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
自
民
党
の
基
本
的
視
点
に
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
国
民
の
司
法
へ
の
関
与
を
拡
充
し
、
司

法
を
よ
り
迅
速
で
、
よ
り
国
民
の
感
覚
が
反
映
さ
れ
、
よ
り
分
か
り
や
す
い
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理

解
を
増
進
さ
せ
、
そ
の
信
頼
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
民
が
主
体
的
に
司
法
の
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
公
共
精

神
の
涵
養
に
つ
な
が
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
し
て
、｢
国
民
の
司
法
へ
の
理
解
の
増
進｣

、｢

公
共
精
神
の
涵
養｣

に
重
点
が
置
か
れ

た
。
ま
た
、
戦
後
の
日
本
の
裁
判
が
国
民
か
ら
高
い
信
頼
を
得
て
き
た
と
評
価
し
、
そ
う
し
た
長
所
を
損
な
う
こ
と
な
く
、
よ
り
良
い

制
度
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
し
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
裁
判
の
在
り
方
や
国
民
へ
の
負
担
な
ど
に
問
題
を
生
じ
な
い
よ
う

な
円
滑
な
導
入
が
必
要
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
自
民
党
の
基
本
的
ス
タ
ン
ス
は
、
現
行
の
裁
判
制
度

(

裁
判
官
に
よ
る
審
理)

を
前

提
に
そ
れ
を
補
完
す
る
制
度
と
し
て
国
民
の
参
加

(

裁
判
員)

を
求
め
る
と
い
う

｢

漸
増
主
義
的｣

な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
基

本
的
ス
タ
ン
ス
の
下
で
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
法
定
合
議
事
件
と
の
均
衡
の
観
点
か
ら
裁
判
官
を
三
人
が
適
当
と
し

(

�)

、

裁
判
員
に
つ
い
て
も
四
人
程
度
と
す
る
こ
と
が
現
実
的
に
適
当
で
あ
る
と
結
論
付
け
た
。
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ル
と
、
連
立
政
権
に
参
加
す
る
政
党
の
み
が
重
要
で
あ
る
が
、
連
立
政
権
に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
る
諸
政
策
は
、
連
立
政
権
の
全
政
党
の

議
員
が
好
む
政
策
を
反
映
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
政
治
的
妥
協
モ
デ
ル
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
三
党
連
立
の
時
期
に
は
、
右
寄
り
の
自
民
党

と
左
寄
り
の
公
明
党
の
間
に
旧
保
守
党
が
バ
ラ
ン
サ
ー
と
な
っ
て
、
三
党
間
の
調
整
を
図
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
保

守
新
党
が
自
民
党
に
吸
収
さ
れ
、
自
民
党
と
公
明
党
の
二
党
連
立
体
制
に
な
っ
て
以
降
は
、
そ
う
し
た
仕
組
み
は
存
在
し
な
く
な
っ
た
。

裁
判
員
制
度
に
関
し
て
も
、
両
党
の
政
策
の
不
一
致
の
背
景
に
は
、
制
度
の
基
本
理
念
を
め
ぐ
る
根
幹
的
な
相
違
が
あ
り
、
そ
の
調
整

の
た
め
に
は
、
両
者
の
中
位
点
で
政
策
を
形
成
す
る
か

(

二
党
連
立
に
お
け
る
中
位
投
票
者
モ
デ
ル)

、
自
民
、
公
明
の
両
党
に
受
け

入
れ
可
能
な
部
分
に
つ
い
て
の
み
合
意
す
る
か

(

政
治
的
妥
協
モ
デ
ル)

と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
考
え
ら
れ
た
。

与
党
協
議
に
参
加
し
た
メ
ン
バ
ー
は
、
保
岡
興
治
元
法
務
大
臣
を
座
長
に
、
自
民
党
の
司
法
制
度
調
査
会
裁
判
員
制
度
小
委
員
会
と

公
明
党
司
法
制
度
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
主
要
幹
部
か
ら
な
り
、
法
曹
出
身
者
や
、
法
務
大
臣
・
政
務
次
官
な
ど
の
経
験
を
有

す
る

｢

法
務
族｣

を
中
心
と
し
て
い
た
。
両
党
の
ス
タ
ン
ス
の
違
い
は
、
最
高
裁
や
法
務
・
検
察
、
日
弁
連
、
報
道
機
関
と
い
っ
た
関

係
機
関
・
団
体
と
の
距
離
に
も
現
れ
て
い
た
。
自
民
、
公
明
両
党
と
も
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
段
階
で
、
法
曹
三
者
や
報
道
機
関
等
か
ら
の
意

見
を
聴
取
し
、
最
高
裁
、
日
弁
連
と
も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
メ
ン
バ
ー
へ
の
接
触
を
頻
繁
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
、
法
務

族
を
中
心
と
す
る
自
民
党
の
メ
ン
バ
ー
に
は
、
最
高
裁
・
法
務
省
の
影
響
力
が
よ
り
強
く
反
映
さ
れ
、
弁
護
士
出
身
者
の
多
い
公
明
党

は
日
弁
連
の
影
響
を
強
く
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
両
党
間
の
利
害
の
対
立
は
、
最
高
裁
・
法
務
省
と
日
弁
連
の
法
曹
三
者
間
の

｢

事

実
上
の
代
理
戦
争｣

と
し
て
の
側
面
も
有
し
て
い
た

(

�)

。

両
党
間
の
調
整
で
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
を

｢

三
対
四
程
度｣

と
す
る
自
民
党
と
、｢

二
対
七｣

と
す
る
公
明
党
の
差
を
ど

う
縮
め
る
か
と
い
う
人
数
問
題
が
最
大
の
焦
点
と
な
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
、
年
明
け
後
の
一
月
七
日
に
協
議
を
再
開
し
、

日
本
新
聞
協
会
な
ど
の
報
道
関
係
団
体
か
ら
、
報
道
の
自
由
の
制
限
に
な
る
と
し
て
そ
の
削
除
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
た

｢

偏
見
報
道

の
禁
止｣

規
定
を
見
送
る
こ
と
が
確
定
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
一
二
日
の
会
議
で
は
、
審
理
中
に
裁
判
員
に
接
触
す
る
行
為
を
禁
止
し
、
裁

裁判員制度の立法過程の検証
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で
あ
る｣

と
し
て
、
違
反
者
に
対
す
る
罰
則
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
場
合
、
処
罰
の
対
象
と
な
る
守
秘
義
務
違
反
行
為

の
範
囲
を
明
確
に
す
る
た
め
法
律
上
又
は
運
用
上
の
方
策
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
明
党
は
、
裁
判
員
経
験

者
の
守
秘
義
務
違
反
の
範
囲
を
現
職
裁
判
員
よ
り
狭
め
、
評
議
の
経
過
に
つ
い
て
は
守
秘
義
務
か
ら
除
外
す
る
こ
と
を
提
案
し
た

(

�)

。
さ

ら
に
、
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
も
、
自
民
党
も
座
長
試
案
の
よ
う
な
懲
役
刑
を
挙
げ
て
い
な
い
が
、
公
明
党
は
、
国

民
参
加
を
促
す
制
度
で
あ
る
以
上
、
国
民
が
尻
込
み
す
る
制
度
は
な
る
べ
く
排
除
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
罰
金
刑
に
と
ど
め
る
こ
と

を
主
張
し
た

(

�)

。
公
判
手
続
に
お
い
て
も
、
公
明
党
は
捜
査
当
局
の
手
持
ち
証
拠
も
含
め
た
証
拠
の
弁
護
側
へ
の
全
面
開
示
を
必
要
と
し
、

取
り
調
べ
状
況
を
録
画
し
て
法
廷
で
再
生
す
る
こ
と

(

取
調
べ
の
可
視
化)

も
検
討
す
る
と
し
た
が
、
自
民
党
は
、
法
務
・
検
察
に
抵

抗
が
強
い
こ
と
か
ら
、
自
民
党
案
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た

(

�)

。
報
道
規
制
に
つ
い
て
も
、
自
民
党
は
、
裁
判
の
公
正
確
保
、
評
議
内

容
の
秘
密
保
持
、
事
件
関
係
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
、
裁
判
員
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、
審
理
中
に
裁
判
員
に
対
し
事
件
に
関
し

て
接
触
す
る
こ
と
を
禁
止
し
、
裁
判
員
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
も
、
守
秘
義
務
を
負
う
範
囲
の
事
項
を
知
る
目
的
で
の
接
触
等
一
定
の

範
囲
で
禁
じ
る
こ
と
と
す
べ
き
と
し
た

(

�)

。
こ
れ
に
対
し
、
公
明
党
は
、
基
本
的
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
自
主
的
規
制
に
委
ね
る
と
し
た

(

�)

。

自
民
、
公
明
の
両
党
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
案
を
決
定
し
た
一
二
月
中
旬

(

一
七
日)

以
降
、
与
党
政
策
責
任
者
会
議
の
下
に
司
法
制
度

改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
を
設
置
し
、
与
党
協
議
に
よ
っ
て
両
党
間
の
一
致
を
目
指
す
こ
と
と
な
っ
た
。

第
二
項

与
党
の
合
意
形
成

連
立
与
党
の
政
策
決
定
機
構
は
、
自
民
・
公
明
・
保
守
の
三
党
連
立
時
以
来
、
与
党
間
で
調
整
が
必
要
な
政
策
課
題
に
つ
い
て
は
、

三
党
の
政
策
担
当
者

(

部
会
長)

が
代
表
と
な
っ
て
、
各
党
間
の
政
策
の
不
一
致
を
調
整
し
、
事
後
的
に
各
党
の
政
調
部
会
、
総
務
会

の
機
関
決
定
を
踏
む
と
い
う
手
続
を
と
っ
て
き
た
。
連
立
政
権
に
お
け
る
合
意
形
成
に
関
し
て
、
グ
ロ
フ
マ
ン
は
、
連
立
政
権
に
入
っ

て
い
る
政
党
の
み
を
重
視
し
、
内
閣
の
中
位
に
位
置
す
る
政
党
が
優
勢
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
持
つ
で
あ
ろ
う
と
す
る
中
位
政
権
政
党
モ
デ
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方
、
最
後
ま
で
調
整
が
つ
か
な
か
っ
た
裁
判
員
の
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
は
、
公
明
党
が
懲
役
刑
に
反
対
し
た
も
の

の
、
自
民
党
が
譲
ら
ず
、
懲
役
刑
と
罰
金
刑
の
選
択
刑
と
す
る
こ
と
で
決
着
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。
ま
た
、
座
長
試
案
で
は
、
疾
病
そ

の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
、
裁
判
員
を
辞
退
で
き
る
も
の
と
す
る
と
し
て
い
た
辞
退
事
由
に
、
国
民
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
、

病
気
、
仕
事
、
育
児
・
介
護
な
ど
を
理
由
に
辞
退
も
可
能
と
し
、
雇
用
者
に
休
業
制
度
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
合
意
案
に
含
ま
れ
た
。

そ
の
他
に
も
、
与
党
合
意
の
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
、
公
明
党
が
要
求
し
て
い
た
裁
判
員
制
度
の
行
政
・
民
事
事
件
へ
の
導
入
や
、

取
調
べ
状
況
を
録
音
録
画
す
る
制
度
の
採
否
に
つ
い
て
も
、
検
討
す
る
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
た

(

�)

。

こ
う
し
て
時
間
的
な
遅
れ
は
あ
っ
た
も
の
の
、
自
民
党
と
公
明
党
の
間
で
妥
協
が
成
立
し
、
与
党
と
し
て
の
裁
判
員
制
度
に
関
す
る

意
思
統
一
を
図
る
こ
と
が
で
き
た
。
両
者
の
合
意
内
容
は
、
合
意
で
き
る
共
通
点
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
妥
協
モ
デ
ル
で
は
な
く
、

包
括
的
な
部
分
に
つ
い
て
、
両
者
の
中
位
点
で
合
意
を
形
成
す
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
で
あ
っ
た

(

両
党
の
中
位
投
票
者
の
選
好
を
反
映

す
る
も
の
で
あ
っ
た)

。
こ
の
よ
う
な
決
着
に
至
っ
た
要
因
は
、
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
自
民
党
と
公
明
党
と
の
間
の
争
点
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
と
い
う
制
度
の
根
幹
部
分
の
相
違
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
裁
判
官
三
人
制
度
を
基
礎
に
裁
判
員
を
付
加
す
る
漸
増
的
な
改
良
か

(

最
高
裁
が
主
張)

、
裁
判
官
を
二
人
に
減
じ
、

裁
判
員
を
そ
の
三
倍
以
上
と
す
る
こ
と
で
裁
判
員
が
主
体
的
、
実
質
的
に
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
裁
判
制
度
の
改
革

を
目
指
す
か

(

日
弁
連
が
支
持)

の
理
念
の
対
立
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
同
様
に
、
守
秘
義
務
の
範
囲
と
懲
役
刑
を
含
む
罰
則

と
す
る
か

(

裁
判
所
が
積
極
的
で
日
弁
連
・
報
道
機
関
が
反
対)

、
捜
査
・
公
判
手
続
に
取
調
べ
状
況
の
録
音
・
録
画
の
制
度
を
導
入

す
る
か

(

日
弁
連
・
裁
判
所
が
積
極
的
で
検
察
・
警
察
が
抵
抗)

、
証
拠
開
示
を
全
面
開
示
と
す
る
か
否
か

(

日
弁
連
が
積
極
的
で
法

務
・
検
察
が
抵
抗)

な
ど
の
争
点
も
加
わ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
シ
ュ
ー
ご
と
に
最
高
裁
、
法
務
省
・
検
察
、
警
察
、
日
弁
連
、
報
道
機

関
な
ど
の
様
々
な
関
係
機
関
・
団
体
の
利
害
が
錯
綜
し
た
。
こ
う
し
た
関
係
ア
ク
タ
ー
間
の
ゲ
ー
ム
に
は
複
数
の
均
衡
解
が
存
在
し
、

ア
ク
タ
ー
間
の
統
一
的
な
意
思
決
定
を
困
難
に
し
た
。

裁判員制度の立法過程の検証
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判
を
終
え
た
後
も
守
秘
義
務
の
及
ぶ
部
分
に
つ
い
て
知
る
目
的
で
第
三
者
が
接
触
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
と
し
た
も
の
の
、
い
ず
れ
も

訓
示
規
定
と
し
て
、
罰
則
を
設
け
な
い
こ
と
で
合
意
し
た
。
守
秘
義
務
の
及
ば
な
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
本
人
が
拒
絶
し
な
い

限
り
、
裁
判
終
了
後
は
接
触
を
可
能
と
す
る
こ
と
も
合
意
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
見
直
し
は
、
報
道
機
関
か
ら
裁
判
終
了
後
も
接
触
を
規

制
す
べ
き
で
な
い
と
の
強
い
批
判
が
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
受
け
た
も
の
で
、
公
明
党
も
取
材
者
の
自
主
規
制
に
委
ね
る
こ
と
を
主
張

し
て
い
た

(

�)

。
こ
う
し
た
懸
案
事
項
が
部
分
的
に
合
意
さ
れ
た
反
面
、
最
大
の
焦
点
の
裁
判
体
の
人
数
問
題
の
調
整
は
難
航
し
た
。
自
民

党
は
、
裁
判
員
数
に
つ
い
て
は
六
人
と
す
る
案
を
公
明
党
に
示
し
歩
み
寄
り
を
示
し
た
が
、
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
最
高
裁
や
政
府
の

意
向
を
踏
ま
え
、
現
行
の
三
人
を
維
持
す
る
態
度
を
強
め
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
公
明
党
は
、
裁
判
員
が
新
た
に
加
わ
る
以
上
、
裁
判

官
は
減
ら
す
べ
き
だ
と
し
て
、
ケ
ー
ス
に
よ
り
裁
判
官
を
二
人
で
も
可
能
と
す
る
制
度
を
求
め
た
。
両
者
の
妥
協
案
と
し
て
、
①
事
実

関
係
を
争
う
事
件
や
法
律
解
釈
が
難
し
い
事
件
は
裁
判
官
三
人
と
す
る
が
、
そ
う
で
な
い
事
件
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
が
裁
判
官
二
人

も
選
択
で
き
る
、
②
審
理
前
の
準
備
手
続
は
裁
判
官
二
人
で
行
う
な
ど
の
裁
判
官
二
人
を
部
分
的
に
入
れ
る
な
ど
の
折
衷
案
が
模
索
さ

れ
た

(

�)

。
し
か
し
、
こ
の
折
衷
案
に
対
し
て
は
、
政
府
や
最
高
裁
は
合
理
性
に
か
け
る
と
し
て
反
発
し
、
成
立
し
な
か
っ
た
。
結
局
、
一

月
二
〇
日
、
二
一
日
に
予
定
し
て
い
た
与
党
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
は
開
催
が
見
送
ら
れ
、
与
党
協
議
は
、
以
後
、
公
式
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
チ
ー
ム
か
ら
、
自
民
党
の
与
謝
野
、
長
瀬
、
公
明
党
の
漆
原
、
魚
住
の
法
務
関
係
議
員
と
法
務
省
の
寺
田
逸
郎
司
法
法
制
部
長
ら

に
よ
る
非
公
式
の
協
議
に
調
整
が
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
自
公
両
党
の
非
公
式
の
協
議
で
、
公
明
党
が
裁
判
官
三
人

を
受
け
入
れ
る
代
わ
り
に
、
例
外
と
し
て
裁
判
官
一
人
、
裁
判
員
三
人
な
い
し
四
人
の
合
議
体
を
作
る
と
い
う
打
開
案
が
浮
上
し
た

(

�)

。

二
五
日
か
ら
始
ま
っ
た
非
公
式
の
最
終
協
議
で
は
、
裁
判
官
に
つ
い
て
は
、
三
人
を
主
張
す
る
自
民
案
を
原
則
と
し
、
裁
判
員
に
つ

い
て
は
、
公
明
案
の
七
人
に
近
い
六
人
と
す
る
こ
と
で
折
り
合
っ
た
。
ま
た
、
公
明
党
側
か
ら
、
被
告
人
が
公
訴
事
実
を
認
め
て
い
る

場
合
で
、
検
察
官
、
被
告
人
、
弁
護
人
に
異
議
が
な
い
と
き
は
事
案
の
性
格
を
考
慮
し
、
裁
判
所
の
判
断
で

｢

裁
判
官
一
人
、
裁
判
員

四
人｣

に
よ
る
審
理
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
の
小
型
合
議
体
を
可
能
と
す
る
案
が
示
さ
れ
、
自
民
党
も
応
じ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。
一
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を
巡
っ
て
政
府
自
民
党
に
譲
歩
し
て
い
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
中
、
参
議
院
選
挙
を
控
え
て
、
党
と
し
て
の
独
自
性
を
発
揮
し
た
い

と
の
誘
因
が
強
く
働
い
て
い
た

(

�)

。
逆
に
、
自
民
党
に
と
っ
て
は
、
イ
ラ
ク
へ
の
自
衛
隊
本
体
の
派
遣
と
国
会
で
の
承
認
を
控
え
て
、
裁

判
員
制
度
で
こ
れ
以
上
、
公
明
党
と
の
溝
を
深
め
る
こ
と
は
得
策
で
な
い
と
の
判
断
が
働
い
た
。
ま
た
、
政
府
に
よ
る
法
案
作
成
と
内

閣
法
制
局
に
よ
る
審
査
の
時
間
を
計
算
す
る
と
、
一
月
二
三
日
が
与
党
協
議
の

｢

タ
イ
ム
リ
ミ
ッ
ト｣

と
し
て
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ

て
お
り
、
こ
う
し
た
時
間
的
制
約
の
中
で
、
与
党
協
議
を
い
た
ず
ら
に
長
引
か
せ
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
最

大
の
争
点
で
あ
っ
た
裁
判
体
の
人
数
問
題
は
、
双
方
の
主
義
・
理
念
を
抑
制
し
、
新
た
な
理
念
と
し
て
の｢

相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
基
づ
く
協
働｣

の
下
に
、
両
党
の
言
い
分
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
妥
協
を
導
い
た
の
で
あ
る
。

第
三
項

自
民
党
の
党
内
手
続
き

こ
う
し
て
与
党
協
議
で
合
意
を
得
た
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
政
府
案
が
推
進
本
部
事
務
局
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
、
閣
議
決
定
を
前
に
、

各
党
の
事
前
承
認
手
続
が
と
ら
れ
た
。
こ
の
段
階
に
な
っ
て
自
民
党
の
総
務
会
で
は
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
は
ま
だ
進

ん
で
い
な
い
と
の
慎
重
論
が
出
、
閣
議
決
定
が
先
送
り
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。
ま
た
、
政
府
案
で
は
、｢

や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ

り
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
者｣

と
し
て
裁
判
員
を
辞
退
で
き
る
要
件
と
し
て
、
病
気
、
家
族
ら
の
介
護
、
養
育
、
仕
事

上
の
著
し
い
損
害
が
出
る
場
合
、
父
母
の
葬
儀
参
列
な
ど
の
重
要
な
用
事
の
四
つ
を
例
示
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
自
民
党
の
総
務

会
で
は
、
辞
退
で
き
る
範
囲
が
狭
す
ぎ
る
、
や
り
た
く
な
い
人
に
ま
で
無
理
に
や
ら
せ
る
こ
と
は
な
い
と
の
批
判
が
強
ま
っ
た

(

�)

。
そ
の

結
果
、
人
を
裁
き
た
く
な
い
な
ど
と
考
え
る
人
の
思
想
・
信
条
に
も
配
慮
し
て
、｢

そ
の
他
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由｣

に

よ
っ
て
辞
退
で
き
る
範
囲
を
定
め
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。
自
民
党
総
務
会
は
、
施
行
す
る
に
当
た
っ
て
総
務
会
の
了
承
を
得
る
こ
と
、
施

行
ま
で
の
間
、
国
民
に
周
知
を
図
る
処
置
な
ど
に
つ
い
て
党
に
必
要
な
報
告
を
す
る
こ
と
を
政
府
に
求
め
る
決
議
を
採
択
し
、
二
月
二

七
日
に
法
案
を
了
承
し
た

(

�)

。
こ
う
し
た
法
案
修
正
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
裁
判
員
法
案
の
審
議
に
際
し
て
、
思
想
、
良
心
の
自
由
等
の

裁判員制度の立法過程の検証

��－�･�－ (名城 ���)���

そ
う
し
た
ア
ク
タ
ー
間
の
対
立
は
、
裁
判
員
制
度
を
裁
判
官
と
裁
判
員
の
対
立
と
捉
え
、
ど
ち
ら
を
主
体
と
す
る
か
と
い
う
既
存
の

概
念
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
自
民
党
・
最
高
裁
と
公
明
党
・
日
弁
連
に
よ
っ
て
体
現
さ
れ
て
い
た
既

成
の
理
念
に
代
わ
っ
て
、
与
党
協
議
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
民
党
と
公
明
党
は
改
革
審
の
意
見
書
に
盛
り
込
ま
れ
た

｢

裁
判
官
と
裁
判
員
が
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識
・
経
験
を
共
有
し
、
そ
の
成
果
を
裁
判
内
容
へ
反

映
さ
せ
る｣
と
い
う
理
念
の
下
に
、
裁
判
員
制
度
を

｢

裁
判
官
と
裁
判
員
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
協
働｣

と
し
て

捉
え
な
お
す
こ
と
に
、
両
者
の
一
致
点
を
見
出
し
た

(

�)

。
裁
判
官
の
法
律
専
門
家
と
し
て
の
専
門
性
を
活
か
し
、
裁
判
員
の
健
全
な
社
会

的
常
識
を
審
理
に
活
か
す
た
め
に
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
一
方
に
偏
り
す
ぎ
る
こ
と
の
な
い
適
正
比
に
配
分
す
る
必
要
が
あ
る
。
自

民
党
と
公
明
党
の
合
意
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
押
さ
え
て
、
裁
判
官
三
名
、
裁
判
員
六
名
を
原
則
と
し
て
、
一
定
の
条
件
の
下
で
の

裁
判
官
一
名
、
裁
判
員
四
名
を
適
正
比
と
判
断
し
た

(

�)

。
ま
た
、
検
察
・
警
察
当
局
に
抵
抗
の
強
か
っ
た
証
拠
開
示
の
拡
充
や
、
録
音
・

録
画
制
度
の
検
討
が
与
党
合
意
に
盛
り
込
ま
れ
た
の
も
、
こ
う
し
た
裁
判
官
と
裁
判
員
の

｢

相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く

協
働｣

と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
体
現
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
調
整
過
程
に
お
け
る
政
策
学
習
に
よ
っ
て
深
化
さ
れ
た
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
協
働
と
い
う
ア
イ
デ
ア

は
、
自
民
党
と
公
明
党
の
ア
ク
タ
ー
間
の
利
害
を
収
斂
さ
せ
、
対
立
を
解
消
す
る

｢

焦
点｣

や

｢

糊｣

と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と

と
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ア
イ
デ
ア
の
存
在
が
政
治
的
配
置
を
変
化
さ
せ
、
政
策
の
帰
結
を
決
定
す
る
強
力
な
因
子
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。も

っ
と
も
、
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
だ
け
が
、
与
党
内
の
合
意
を
も
た
ら
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
連
立
政
権
を
構
成
す
る
不
可
欠
の
パ
ー

ト
ナ
ー
と
し
て
の
与
党
の
決
定
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
両
者
の
合
意
を
間
接
的
に
後
押
し
し
た
。
連
立
与
党
に
と
っ
て
は
、
参
議
院
選
挙
を

間
近
に
控
え
、
選
挙
で
勝
利
す
る
こ
と
は
最
大
限
の
優
先
事
項
で
あ
っ
た
。
与
党
協
議
が
決
着
し
た
一
月
二
六
日
に
は
イ
ラ
ク
へ
の
陸

上
自
衛
隊
本
体
の
派
遣
を
め
ぐ
っ
て
小
泉
首
相
と
神
崎
公
明
党
代
表
と
の
党
首
会
談
が
予
定
さ
れ
て
い
た
。
公
明
党
は
、
イ
ラ
ク
問
題
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(

�)

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
第
一
四
回
議
事
録

(

二
〇
〇
三
年
一
二
月
五
日)

に
お
け
る
井
上
座
長
の
発
言
。
な
お
、
座
長
試
案
の

取
り
ま
と
め
に
当
た
っ
て
、
井
上
は
、
検
討
会
が
事
務
局
と
一
体
と
な
っ
て
制
度
の
立
案
の
た
め
の
必
要
な
検
討
を
行
っ
て
お
り
、
検
討
会
自

身
と
し
て
何
ら
か
の
提
言
を
と
り
ま
と
め
る
と
い
っ
た
こ
と
は
予
定
し
て
い
な
い
と
の
説
明
を
行
っ
て
い
る

(

井
上
正
仁

｢｢

考
え
ら
れ
る
裁

判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て｣

の
説
明｣

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日)

。

(

�)

司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お
け
る
司
法
へ
の
国
民
参
加
に
関
連
す
る
委
員
の
発
言
の
比
重
は
、
井
上
正
仁
委
員

(

一
八
・
六
％)

が
最
も
多

く
、
つ
い
で
佐
藤
幸
治
会
長
の
一
一
・
七
％
、
高
木
剛
委
員

(

連
合
副
会
長)

の
一
一
・
五
％
、
藤
田
耕
三
委
員

(

元
高
裁
長
官)

の
一
〇
・

三
％
、
中
坊
公
平
委
員

(

元
日
弁
連
会
長)

の
八
・
五
％
、
吉
岡
初
子
委
員

(

主
婦
連
事
務
局
長)

の
八
・
二
％
の
順
で
あ
っ
た

(

谷
・
前
掲

論
文
一
五
七
頁)

。

(

�)

通
常
国
会
に
法
案
を
提
出
す
る
場
合
、
閣
議
決
定
の
期
限
に
関
す
る
内
閣
官
房
の
ル
ー
ル
が
あ
り
、
非
予
算
関
連
法
案
の
閣
議
決
定
期
限
は

予
算
関
係
法
案
の
期
限

(

予
算
の
国
会
提
出
か
ら
三
週
間
以
内)

か
ら
四
週
間
以
内
と
さ
れ
て
お
り
、
一
般
的
に
は
、
三
月
一
五
日
が
裁
判
員

法
案
を
閣
議
決
定
す
る
た
め
の
最
終
期
限
で
あ
っ
た
。
政
府
が
法
案
を
閣
議
決
定
し
、
国
会
に
提
出
す
る
に
は
、
そ
の
事
前
の
段
階
で
、
与
党

の
了
承
を
得
る
と
い
う
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、
裁
判
員
法
案
の
場
合
、
政
府
に
よ
る
法
案
の
作
成
、
内
閣
法
制
局
に
よ
る
審
査
時
間
を
考
慮

す
る
と
、
与
党
間
の
対
立
を
決
着
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
限
は
、
少
な
く
と
も
、
二
〇
〇
四
年
一
月
末
に
設
定
さ
れ
て
い
た
。
な
お
、
こ

う
し
た
法
案
提
出
時
期
の
設
定
が
内
閣
の
重
要
法
案
の
選
別
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
の
主
張
に
つ
い
て
、
福
元
健
太
郎

｢

法
案
管
理
に
見
る

内
閣
の
統
合
機
能

現
行
政
府
法
案
提
出
手
続
の
形
成
過
程
と
定
着
理
由
�
〜
�｣

『

議
会
政
治
研
究』

第
六
七
号
〜
第
六
九
号
を
参
照
の

こ
と
。

(

�)

裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
の
委
員
で
あ
っ
た
四
宮
は
、｢

三
一
回
に
及
ぶ
検
討
会
の
議
論
の
中
で
、
意
見
書
に
ク
レ
ー
ム
を
付
け
た
人
は

誰
ひ
と
り
い
な
か
っ
た
。(

委
員
の
間
で
は)

わ
れ
わ
れ
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
意
見
書
を
実
現
す
る
こ
と
だ
と
い
う
合
意
は
あ
っ
た｣

と
し
て
、

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
の
規
定
力
を
評
価
し
て
い
る

(

四
宮
啓

｢

軌
道
に
乗
っ
た
司
法
制
度
改
革｣

『
�
�
�
��』

第
一
二
号

(

二
〇
〇

四
年
三
月)

二
一
頁)

。

(

�)

理
念

(

ア
イ
デ
ア)

が
政
治
の
ア
リ
ー
ナ
に
登
場
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
政
策
や
制
度
の
硬
直
に
よ
っ
て
政
策
効
果
が
低
減
す
る
こ
と
が

条
件
の
一
つ
に
な
る
。
し
か
し
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
は
急
激
な
経
済
変
化
や
世
論
の
需
要
に
迅
速
に
対
応
す
る
た
め
の
政
策
作
成
能
力
を
保
有

裁判員制度の立法過程の検証
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憲
法
上
の
権
利
を
侵
す
こ
と
と
な
る
よ
う
な
義
務
づ
け
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
辞
退
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
を
政
令
に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
し
た
と
、
そ
の
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

�)

。

(

６)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
事
務
局
長
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
二

号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
九
日))

。
こ
う
し
た
推
進
本
部
の
限
界
の
例
と
し
て
、
日
弁
連
や
、
公
明
党
、
民
主
党
な
ど
か
ら
強
く
要
求
さ
れ
た
取

調
べ
状
況
の
可
視
化
や
、
弁
護
人
の
取
調
べ
へ
の
立
会
い
な
ど
の
被
疑
者
・
被
告
人
の
権
利
の
拡
充
な
ど
の
問
題
に
関
し
て
、
改
革
審
意
見
書

が
将
来
的
な
検
討
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
推
進
本
部
は
法
案
作
成
の
段
階
で
十
分
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
さ
れ

る
。

(

７)

推
進
本
部
事
務
局
に
は
事
務
局
長
を
助
け
、
局
務
を
整
理
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
三
人
の
事
務
局
次
長
が
置
か
れ
、
当
初
は
、
司
法
制
度

改
革
推
進
準
備
室
副
室
長
の
大
野
恒
太
郎

(

前
東
京
地
検
総
務
部
長)

と
、
同
じ
く
松
川
忠
晴

(

前
国
税
庁
長
官
官
房
会
計
課
長)

の
二
名
が

任
命
さ
れ
、
後
に
、
日
弁
連
理
事
の
古
川
章
が
次
長
に
追
加
任
命
さ
れ
た

(

二
〇
〇
二
年
四
月
一
日
付
け)

。
事
務
局
の
構
成
は
、
二
〇
〇
二

年
四
月
一
日
時
点
に
お
い
て
、
日
弁
連
四
名
、
法
務
省
以
外
の
府
省
か
ら
一
六
名
、
民
間

(

東
京
電
力)

か
ら
一
名
、
残
り
は
法
務
省
関
係
か

ら
、
合
計
五
六
名
の
体
制
で
あ
っ
た

(

古
川
貞
二
郎

｢

司
法
制
度
改
革
に
つ
い
て｣

『

司
法
改
革
調
査
室
報』

第
三
号
二
〇
〇
四
年
一
〇
頁)

。

(

８)

検
討
会
の
メ
ン
バ
ー
は
、
法
務
省
、
警
察
庁
の
人
事
異
動
で
一
部
入
れ
替
え
が
あ
っ
た
が
、
基
本
的
に
は
、
同
一
メ
ン
バ
ー
で
検
討
が
行
わ

れ
た
。
最
終
的
な
メ
ン
バ
ー
一
一
人
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
っ
た
。
井
上
正
仁
東
京
大
学
教
授

(

座
長)

、
池
田
修
前
橋
地
方
裁
判
所
長
、
大

出
良
知
九
州
大
学
教
授
、
清
原
慶
子
三
鷹
市
長

(

前
東
京
工
科
大
学
教
授)

、
酒
巻
匡
京
都
大
学
教
授
、
四
宮
啓
弁
護
士
、
高
井
康
行
弁
護
士
、

土
屋
美
明
共
同
通
信
社
論
説
委
員
、
樋
口
建
史
警
察
庁
刑
事
局
刑
事
企
画
課
長
、
平
良
木
登
規
男
慶
応
義
塾
大
学
教
授
、
本
田
守
弘
宮
崎
地
方

検
察
庁
検
事
正
。

(

９)

山
口
進

｢

法
案
制
定
に
向
け
て
の
審
議
事
情｣

『

法
学
セ
ミ
ナ
ー』

第
五
九
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月)

五
八
頁
。

(

	)

井
上
座
長
の
発
言
に
対
す
る
批
判
に
つ
い
て
、
丸
田
隆

｢｢

裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会｣

の
チ
ェ
ッ
ク
第
二
回｣

『
�
�
�
��』

第
二
号

(

二

〇
〇
二
年
七
月)

一
〇
二
頁
。
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家
や
政
策
企
業
家
の
役
割
、
政
策
決
定
過
程
に
お
け
る
ア
ク
タ
ー
間
の
利
害
対
立
を
解
消
す
る

｢

糊｣

と
し
て
の
ア
イ
デ
ア
の
役
割
を
事
例
研

究
に
よ
っ
て
明
示
し
て
い
る
。

(

�)

ヒ
ア
リ
ン
グ
の
説
明
者
は
、
以
下
の
通
り
。
中
川
英
彦
住
商
リ
ー
ス
株
式
会
社
取
締
役
副
社
長
、
長
谷
川
裕
子
日
本
労
働
組
合
総
連
合
会
労

働
法
制
局
長
、
岡
村
勲
全
国
犯
罪
被
害
者
の
会
代
表
幹
事
、
杵
淵
智
行
警
察
庁
刑
事
局
刑
事
企
画
課
刑
事
指
導
室
長
、
山
田
幸
彦
日
本
弁
護
士

連
合
会
司
法
改
革
実
現
本
部
副
本
部
長
、
三
浦
守
法
務
省
刑
事
局
刑
事
法
制
課
長
、
今
崎
幸
彦
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
。
な

お
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
発
言
し
た
の
は
、
中
川

(

裁
判
官
三
人
、
裁
判
員
は
二
か
ら
三
人)

、
長
谷
川

(

裁
判
官
を
一
人
、
裁
判
員
は

一
一
か
一
二
人)

、
山
田(

裁
判
員
の
数
を
裁
判
官
の
三
倍
以
上)

の
三
名
の
み
で
、
最
高
裁
、
法
務
省
、
警
察
庁
の
説
明
者
は
言
及
し
な
か
っ

た
。

(

�)

な
お
、
議
事
録
に
発
言
者
名
が
明
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
第
一
一
回
の
会
合

(

二
〇
〇
三
年
一
月
二
八
日)

か
ら
で
あ
る
。

(

�)

第
一
九
回
の
検
討
会
に
は
、｢

刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
に
つ
い
て｣

の
た
た
き
台
が
事
務
局
よ
り
提
出
さ
れ
、
以
後
、
第
二
三
回

(

二

〇
〇
三
年
七
月
二
九
日)

ま
で
と
、
第
二
六
回
か
ら
第
二
七
回

(

二
〇
〇
三
年
九
月
二
五
日)

ま
で
は
、
刑
事
裁
判
の
充
実
・
迅
速
化
に
つ
い

て
の
議
論
が
行
わ
れ
た
。

(

�)

対
象
事
件
の
範
囲
に
つ
い
て
も
、
四
宮
、
大
出
委
員
か
ら
、
法
定
合
議
事
件
を
対
象
と
す
る
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
他
の
委
員
は
、
意

見
書
に
あ
る
重
大
な
事
件
と
い
う
観
点
や
、
最
初
か
ら
対
象
範
囲
を
広
げ
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
政
策
的
な
理
由
か
ら
、
死
刑
又
は
無
期
の

懲
役
若
し
く
は
禁
錮
に
当
た
る
罪
に
か
か
る
事
件
と
、
法
定
合
議
事
件
で
あ
っ
て
故
意
の
犯
罪
行
為
に
よ
り
被
害
者
を
死
亡
さ
せ
た
罪
の
も
の

と
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
と
の
意
見
が
大
勢
を
占
め
た
。
ま
た
、
対
象
事
件
か
ら
の
除
外
規
定
に
つ
い
て
も
、
四
宮
委
員
か
ら
保
護
・
警
備

な
ど
で
対
応
を
講
じ
る
こ
と
で
、
除
外
規
定
を
設
け
る
べ
き
で
な
い
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
が
、
他
の
委
員
の
大
勢
は
一
定
の
要
件
の
下
で
除

外
規
定
を
設
け
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

(

�)

同
小
委
員
会
が
八
月
二
八
日
に
公
表
し
た
中
間
取
り
ま
と
め

(

素
案)

で
は
、
裁
判
体
の
構
成
は
、
裁
判
官
三
人
に
対
し
、
裁
判
員
は
三
か

ら
六
人
と
す
る
案
で
あ
っ
た
。
九
月
二
八
日
の
中
間
取
り
ま
と
め
で
裁
判
官
を
二
人
と
す
る
意
見
が
併
記
さ
れ
た
の
は
、
小
委
員
会
の
委
員
に

対
し
て
、
日
弁
連
の
尾
崎
純
理
副
会
長
ら
が
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
た
結
果
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る

(

山
口
・
前
掲
論
文
五
九
頁)

。

(

�)

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
第
一
四
回
議
事
録

(

二
〇
〇
三
年
一
二
月
五
日)

に
お
け
る
井
上
座
長
の
発
言
に
よ
る
。

裁判員制度の立法過程の検証
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し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
政
治
的
ア
ク
タ
ー
は
改
革
の
手
引
き
を
専
門
家
集
団
に
よ
る
ア
イ
デ
ア
の
創
出
に
求
め
る
よ
う
に
な

る

(	


��


�
���
���


�
�
�


�
�
�
�
�
�
���
�
�
�
�
�
�����	


��
�
���
�
��
����
�
�

�
�
��
�
�
��
�
 
!�
 ����

���
�
�
�"���

#
#
�
�$%�&�)

。

日
本
の
司
法
制
度
は
、
法
務
省
、
最
高
裁
判
所
、
日
弁
連
の
法
曹
三
者
の
自
治
権
に
よ
っ
て
強
固
に
守
ら
れ
、
二
割
司
法
と
言
わ
れ
る
よ
う
に

制
度
の
硬
直
化
を
来
た
し
て
い
た
。
財
界
を
中
心
と
す
る
ユ
ー
ザ
ー
側
か
ら
の
制
度
改
革
へ
の
圧
力
と
、
日
弁
連
内
部
か
ら
の
自
己
改
革
の
噴

出
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
司
法
制
度
改
革
は
、
喪
失
さ
れ
た
既
存
制
度
の
正
統
性
に
代
わ
る
、
新
し
い
理
念

(

ア
イ
デ
ア)

の
創
出
を
求
め
て
、

専
門
家
集
団
で
あ
る
司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
改
革
の
方
針
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
改
革
審
は
、
法
律
専
門
家
と
市
民
の
参
加
と
協
働
の
下

で
、｢

国
民
に
と
っ
て
よ
り
利
用
し
や
す
く
、
分
か
り
や
す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
司
法｣

を
実
現
す
る
た
め
、｢

国
民
が
主
体
的
に
司
法
の
運

営
に
参
加
し
、
責
任
を
分
担
し
つ
つ
支
え
あ
う｣

司
法
制
度
を
構
築
す
る
こ
と
を
新
し
い
理
念
と
し
て
打
ち
出
す
こ
と
と
な
っ
た(

佐
藤
幸
治
・

竹
下
守
夫
・
井
上
正
仁

｢
司
法
制
度
改
革｣

有
斐
閣
、
二
〇
〇
二
年
、
は
し
が
き
�
頁)

。

(

�)

ウ
ィ
ア
は
ニ
ュ
ー
デ
ィ
ー
ル
政
策
か
ら
レ
ー
ガ
ン
政
権
ま
で
の
雇
用
政
策
を
対
象
に
、
政
治
と
ア
イ
デ
ア
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
政
策
イ
ノ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
創
出
す
る
た
め
に
結
合
し
、
ア
イ
デ
ア
が
政
策
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
り
、
失
敗
し
た
り
す
る
の
は
な
ぜ
か
を
分
析
し
て
い
る
。
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な
お
、

ア
イ
デ
ア
・
ア
プ
ロ
ー
チ
の
理
論
的
枠
組
み
を
用
い
た
政
策
決
定
過
程
の
実
証
研
究
と
し
て
、
松
本
俊
太

｢｢

レ
ー
ガ
ン
政
権
期
の

｢

産
業
政

策
論
争｣

と
八
八
年
包
括
通
商
・
競
争
力
強
化
法

(

一)
(

二)｣
『

法
学
論
叢』
第
一
五
二
巻
第
二
号
・
第
四
号

(

二
〇
〇
三
年)

を
参
照
。

同
論
文
は
、
選
好
形
成
過
程
に
お
け
る
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
道
路
地
図
の
提
供
、
政
策
立
案
過
程
に
お
け
る
ア
イ
デ
ア
の
投
入
に
関
し
て
の
専
門

論 説
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党
は
司
法
制
度
調
査
会
の
中
に
、
裁
判
員
制
度
と
国
民
の
司
法
参
加
の
あ
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会

(

長
瀬
甚
遠
小
委
員
長)
を
設
置
し
、
五

月
一
六
日
の
第
一
回
会
合
以
降
、
ほ
ぼ
一
週
間
に
一
回
の
ペ
ー
ス
で
、
大
学
教
授
や
法
曹
三
者

(

元
職)

、
警
察
、
企
業
法
務
、
マ
ス
コ
ミ
な

ど
の
専
門
家
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
と
議
員
間
の
フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
を
実
施
し
、
九
月
二
六
日
に
中
間
と
り
ま
と
め
を
作
成
し
、
公
表
す
る
に

至
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
中
間
報
告
を
ベ
ー
ス
に
、
一
〇
月
の
総
選
挙
後
の
メ
ン
バ
ー
の
入
れ
替
え
を
経
て
、
報
道
機
関
か
ら
の
意
見
聴
取
等

を
行
い
、
裁
判
員
制
度
の
細
部
を
詰
め
た
小
委
員
会
の
検
討
結
果
と
し
て
、｢

裁
判
員
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て｣

を
一
二
月
一
六
日
の
第
二

二
回
会
合
に
お
い
て
取
り
ま
と
め
る
に
至
っ
た
。

(

�)

公
明
党

『

デ
イ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
。

(

�)

さ
ら
に
、
同
小
委
員
会
は
、
法
律
解
釈
、
訴
訟
手
続
に
つ
い
て
裁
判
官
の
み
で
判
断
す
る
こ
と
と
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
裁
判
官
の

意
見
が
分
か
れ
た
場
合
に
多
数
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
奇
数
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
意
思
疎
通
を
十
分
に
確
保
す
る
必
要

が
あ
り
、
裁
判
官
一
人
で
は
対
応
に
無
理
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
裁
判
官
三
人
が
適
当
で
あ
る
と
し
た
。

(

�)

公
明
党

『

デ
イ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
。

(

�)
｢｢

裁
判
員
制
度｣

各
党
は
こ
う
考
え
る｣

『�
�
�
��』

第
一
一
号

(

二
〇
〇
四
年
一
月)

五
八
頁
。

(

�)
｢｢

裁
判
員
制
度｣

各
党
は
こ
う
考
え
る｣

同
。『

公
明
新
聞』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
日
。

(

�)

自
民
党
は
、
国
民
の
負
担
、
裁
判
員
制
度
の
円
滑
な
立
ち
上
げ
を
そ
の
根
拠
に
挙
げ
、
公
明
党
は
、
裁
判
員
制
度
の
早
期
定
着
の
た
め
に
は

多
く
の
国
民
が
経
験
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
た

(

工
藤
美
香

｢

各
政
党
は
裁
判
員
制
度
を
ど
う
構
想
し
て
い
る
か｣

『�
�
�
��』

第
一
一
号

(

二
〇
〇
四
年
一
月)

六
三
頁)

。

(

�)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
七
日
。
公
明
党
は
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
は
新
し
い
制
度
で
あ
り
、
新
た
な
考
慮
が
あ
っ

て
よ
い
、
制
度
に
対
す
る
国
民
の
支
持
と
理
解
を
深
め
る
た
め
に
は
、
制
度
に
関
す
る
情
報
が
豊
富
に
国
民
に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
、
情

報
公
開
に
よ
っ
て
裁
判
の
信
頼
性
を
損
な
う
こ
と
は
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る

(

工
藤
・
同
六
四
頁)

。

(

�)

工
藤
・
同
六
四
〜
六
五
頁
。
公
明
党

『

デ
イ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
。

(

	)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
七
日
。

(


)

自
民
党
裁
判
員
制
度
と
国
民
の
司
法
参
加
の
あ
り
方
に
関
す
る
小
委
員
会

｢

裁
判
員
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て｣

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
六

裁判員制度の立法過程の検証
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(

�)

推
進
本
部
事
務
局
が
骨
格
案
の
提
出
を
見
送
っ
た
の
は
、
国
会
の
空
白
期
間
に
裁
判
員
制
度
の
方
向
性
が
決
ま
る
こ
と
を
よ
し
と
し
な
い
自

民
党
に
配
慮
し
た
た
め
と
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
焦
点
の
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
事
実
上
、
政
治
決
着
に
な
る
こ
と
を
予
想
し
、
検
討
会

と
し
て
の
案
を
出
す
の
に
は
、
総
選
挙
期
間
中
と
い
う
空
白
期
間
し
か
な
か
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る

(

山
口
・
前
掲
論
文
五
九
頁)

。

(

�)
合
議
体
の
構
成
を
裁
判
官
三
人
、
裁
判
員
四
人
程
度
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
井
上
座
長
の
説
明
理
由
で
は
、
審
議
会
意
見
は
、｢

裁
判
官

と
裁
判
員
と
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン｣

、｢

知
識
・
経
験
の
共
有｣

と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
と
裁
判
員

の
ど
ち
ら
か
一
方
が
中
心
あ
る
い
は
主
役
と
い
う
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
他
の
法
定
合
議
事
件
と
の
バ
ラ
ン
ス
、
裁
判
官

二
人
制
で
両
者
の
意
見
が
分
か
れ
た
場
合
の
問
題
、
評
議
の
実
効
性
を
確
保
し
う
る
人
数
な
ど
を
考
慮
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

(

裁
判

員
制
度
・
刑
事
検
討
会
座
長
井
上
正
仁

｢｢

考
え
ら
れ
る
裁
判
員
制
度
の
概
要
に
つ
い
て｣

の
説
明｣

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
八
日)

。

(

)

裁
判
官
の
人
数
に
つ
い
て
は
、
四
名
の
委
員
か
ら
一
人
な
い
し
二
人
と
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
裁
判
員
に
つ
い
て
も
、
五
名
の
委
員

が
、
座
長
試
案
の
四
人
よ
り
多
く
す
べ
し
と
の
意
見
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
も
裁
判
終
了
後
に
裁
判
員
が
個
人

的
な
意
見
を
述
べ
る
の
は
差
し
支
え
な
い
と
の
主
張
が
四
名
の
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
が
、
残
り
の
委
員
は
評
議
の
秘
密
が
保
た
れ
な
い
と
し
て

反
対
し
た
。
守
秘
義
務
違
反
に
つ
い
て
の
罰
則
に
つ
い
て
も
複
数
の
委
員
か
ら
懲
役
は
重
過
ぎ
る
と
し
て
罰
金
刑
が
相
当
と
の
意
見
が
出
さ
れ

た
。
裁
判
終
了
後
の
接
触
禁
止
に
つ
い
て
も
規
定
は
必
要
な
い
と
の
意
見
が
三
人
の
委
員
か
ら
出
さ
れ
、
偏
見
報
道
禁
止
の
規
定
に
つ
い
て
も

半
数
近
い
委
員
か
ら
報
道
機
関
の
自
主
規
制
に
任
せ
る
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た(『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
九
日)

。

(

�)

既
に
司
法
改
革
国
民
会
議

(

民
間
司
法
臨
調)
は
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
の
第
一
回
提
言
で
、
裁
判
官
一
名
、
裁
判
員
一
一
名
の
制
度
案
を

提
言
し
て
お
り
、｢

市
民
の
裁
判
員
制
度
を
作
ろ
う
会｣
も
裁
判
官
一
名
、
裁
判
員
一
〇
名
以
上
を
主
張
し
、
検
討
会
の
座
長
試
案
を
批
判
し

て
い
た
。
も
っ
と
も
検
討
会
の
議
論
は
、
法
律
専
門
家
に
よ
る
専
門
技
術
的
な
議
論
に
特
化
し
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
内
容
が
検
討
会
で

の
議
論
に
強
く
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(

�)

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
顧
問
会
議
第
一
四
回
議
事
録

(

二
〇
〇
三
年
一
二
月
五
日)

。

(

�)

山
口
・
前
掲
論
文
五
九
〜
六
一
頁
。

(

�)

自
民
党
が
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
の
具
体
的
検
討
を
開
始
し
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
五
月
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
時
点
で
、
既
に
、
裁
判
員
制

度
・
刑
事
検
討
会
で
は
、
事
務
局
に
よ
る
両
論
併
記
を
含
む

｢

議
論
の
た
た
き
台｣
が
示
さ
れ
て
い
た

(

二
〇
〇
三
年
三
月
一
一
日)

。
自
民
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(

�)

な
お
、
裁
判
官
を
一
人
と
す
る
合
議
体
を
可
能
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
裁
判
官
が
い
わ
ば
拒
否
権
を
有
す
る
よ
う
に
な
る

こ
と
か
ら
、
裁
判
官
を
中
心
・
主
役
と
す
る
裁
判
制
度
と
な
り
、
改
革
審
意
見
書
の
考
え
方
と
の
整
合
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
と
の
批
判
が
あ

る

(

安
村
勉

｢

裁
判
体
の
構
成｣

『

ジ
ュ
リ
ス
ト』

第
一
二
六
八
号

(

二
〇
〇
四
年
六
月
一
日
号)

六
二
頁)

。

(

�)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
七
日
。

(

�)

自
民
党
内
に
は
、
参
院
選
挙
を
控
え
、
裁
判
員
と
い
う
新
た
な
国
民
の
義
務
と
負
担
を
課
す
こ
と
ば
か
り
前
面
に
出
る
の
は
好
ま
し
く
な
い

と
の
考
え
方
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る

(『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
二
月
二
七
日)

。

(

�)
『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
三
月
二
日

(

夕
刊)

。

(

�)

法
務
省
に
は
、
辞
退
事
由
に

｢

思
想
・
信
条
の
自
由｣

ま
で
含
め
る
と
、
辞
退
者
が
相
次
い
で
裁
判
員
の
構
成
が
偏
り
、
幅
広
い
国
民
の
良

識
を
反
映
さ
せ
る
と
い
う
裁
判
員
制
度
の
趣
旨
を
損
な
う
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
て
、
政
令
で
定
め
る
事
由
を
追
加
す
る
こ
と
に
懸
念
す
る
意
見

が
あ
っ
た

(『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
二
月
二
八
日
、『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
三
月
二
日)

。
な
お
、
日
弁
連
の
大
川
真
郎
事
務
総
長
は

法
案
決
定
の
期
限
ぎ
り
ぎ
り
の
段
階
で
、｢

嫌
が
っ
て
い
る
も
の
に
押
し
付
け
る
制
度
は
い
か
が
か
と
い
う
意
見
が
予
想
以
上
に
強
い
た
め｣

、

政
治
的
判
断
と
し
て
、
政
令
に
先
送
り
を
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
見
解
を
述
べ
て
い
る

(｢

座
談
会
・
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
っ
て｣

『

ジ
ュ
リ

ス
ト』

第
一
二
六
八
号

(

二
〇
〇
四
年
六
月
一
日
号)

二
八
頁)

。

(

�)
『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
二
月
二
八
日
。

(

�)

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
野
沢
太
三
法
務
大
臣
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
一
五
号

(

二
〇
〇
四
年
三
月
一
六
日))

。

第
二
章

国
会
に
お
け
る
政
策
決
定
過
程

第
一
節

国
会
に
お
け
る
与
野
党
交
渉
の
制
度
的
背
景

国
会
で
は
、
衆
院
、
参
院
両
院
と
も
、
司
法
制
度
改
革
関
連
の
法
案
は
、
特
別
委
員
会
方
式
で
は
な
く
、
常
任
委
員
会
で
あ
る
法
務

委
員
会
が
審
議
に
当
た
っ
た
。
日
本
の
常
任
委
員
会
制
度
は
、
各
政
党

(

会
派)

の
構
成
比
に
応
じ
て
委
員
数
を
割
り
当
て
、
各
党
と

裁判員制度の立法過程の検証
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日
。

(
�)

公
明
党

『

デ
イ
リ
ー
ニ
ュ
ー
ス』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
二
日
。
そ
の
他
、
公
明
党
は
、
裁
判
員
制
度
の
行
政
・
民
事
事
件
へ
の
導
入

(

自

民
党
は
民
事
に
つ
い
て
は
参
審
制
を
検
討
し
て
い
た
経
緯
が
あ
り
、
将
来
的
な
検
討
課
題
と
し
た)

も
提
案
し
、
自
民
党
と
の
相
違
を
示
し
た
。

(

	)
バ
ー
ナ
ー
ド
・
グ
ロ
フ
マ
ン

(

石
橋
章
市
朗
翻
訳)

｢

選
挙
制
度
と
公
共
政
策

選
挙
法
・
政
党
・
公
共
政
策｣

足
立
幸
男
・
森
脇
俊
雅

編
著

『
公
共
政
策
学』

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

(

二
〇
〇
三
年)

三
〇
四
〜
三
〇
五
頁
を
参
照
。

(


)
『

読
売
新
聞』
二
〇
〇
三
年
一
二
月
二
六
日
。

(

�)
『

朝
日
新
聞』
二
〇
〇
四
年
一
月
八
日
。
当
初
、
自
民
党
内
に
は
マ
ス
コ
ミ
へ
の
反
感
か
ら
規
制
容
認
論
が
強
か
っ
た
が
、
報
道
機
関
や
法

学
者
か
ら
の
反
発
が
強
く
、
九
月
の
中
間
取
り
ま
と
め
後
、
報
道
関
係
団
体
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
な
ど
を
実
施
し
、
小
委
員
会
で
取
り
ま
と
め

を
行
う
一
二
月
の
最
終
段
階
で
偏
見
報
道
の
禁
止
規
定
を
削
除
す
る
方
針
が
事
実
上
決
ま
っ
て
い
た

(『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
三
年
一
二
月
一

二
日
夕
刊
、
同
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
三
日)

。

(

�)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
一
三
日
。

(

)
『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
一
三
日
。『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
一
日
。

(

�)

打
開
案
に
は
調
整
役
の
法
務
省
の
意
向
が
働
い
た
と
す
る
指
摘
も
あ
る

(

山
口
・
前
掲
論
文
六
一
頁)

。

(

�)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
六
日
、『
毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
七
日
。

(

�)
『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
七
日
。

(

�)

与
党
政
策
責
任
者
会
議
司
法
制
度
改
革
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

｢

裁
判
員
制
度
の
導
入
に
つ
い
て｣

二
〇
〇
四
年
一
月
二
六
日
。『

毎
日
新

聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
七
日
。
録
音
・
録
画
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
日
弁
連
が
要
求
し
、
最
高
裁
も
賛
成
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
警
察
・

検
察
当
局
は
、｢

容
疑
者
が
真
実
を
話
さ
な
く
な
り
、
真
相
解
明
が
遠
ざ
か
る｣

と
し
て
反
対
し
て
い
た
。
自
民
党
は
、
消
極
的
な
立
場
か
ら

公
明
党
の
要
求
を
検
討
課
題
で
と
ど
め
た

(『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
一
月
二
九
日)

。

(

�)

裁
判
官
と
裁
判
員
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
協
働
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
適
正
な
人
数
比
を
決
定
し

た
と
す
る
解
釈
に
つ
い
て
、
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
下
村
博
文
委
員
及
び
漆
原
良
夫
委
員
の
質
疑
、
野
沢
太
三
法
務
大
臣
の
答
弁
を
参

照

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
九
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二
日))
。
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第
二
節

衆
議
院
に
お
け
る
法
案
審
議

民
主
党
は
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
四
日
、
党
の
司
法
改
革
ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム

(

江
田
五
月
座
長)

と

｢

次
の
内
閣｣
法
務
大
臣

(

千
葉
景
子
参
議
院
議
員)

の
合
同
で
、｢

裁
判
員
制
度
設
計
に
関
す
る
考
え
方｣

を
ま
と
め
公
表
し
た
。
同
案
で
は
、
裁
判
員
制
度
を

｢

国
民
主
権
の
も
と
、
主
権
者
と
し
て
自
律
的
か
つ
社
会
的
責
任
を
負
う
統
治
主
体
で
あ
る
国
民
が
、
三
権
の
一
つ
で
あ
る
司
法
に
直

接
参
加
し
、
多
様
な
価
値
観
や
発
想
で
事
案
を
審
理
し
、
国
民
主
導
で
正
義
を
実
現
す
る
制
度｣

と
位
置
づ
け
、
そ
の
制
度
設
計
に
あ

た
っ
て
は
、
①
常
に
国
民
主
権
の
実
現
と
い
う
観
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
②
新
し
い
裁
判
方
式
で
あ
る
か
ら
、
従
来
の
制
度
を
前

提
と
せ
ず
、
新
し
い
、
柔
ら
か
い
発
想
で
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
掲
げ
た
。
こ
う
し
た
基
本
理
念
に
基
づ
き
、
裁
判
体
の
構
成

に
つ
い
て
、
裁
判
官
を
一
人
、
裁
判
員
を
一
〇
人
前
後
の
多
数
と
し
た
。
裁
判
員
の
年
齢
に
つ
い
て
は
、
公
職
選
挙
法
に
よ
る
選
挙
人

の
資
格
を
有
す
る
二
〇
歳
以
上
、
評
決
に
つ
い
て
は
、
三
分
の
二
の
特
別
多
数
決
制
と
し
た
。
ま
た
、
対
象
事
件
は
現
行
法
に
よ
り
法

定
合
議
事
件
と
さ
れ
る
も
の
を
基
本
と
し
、
組
織
犯
罪
事
件
や
テ
ロ
事
件
な
ど
も
、
対
象
か
ら
除
外
す
べ
き
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
の

裁
判
員
の
安
全
確
保
の
方
策
な
ど
を
併
せ
検
討
す
る
と
し
た
。

公
判
手
続
に
つ
い
て
も
、
検
察
官
手
持
ち
証
拠
全
て
の
開
示
を
原
則
と
し
て
義
務
づ
け
、
証
拠
調
べ
で
は
、
直
接
主
義
・
口
頭
主
義

を
徹
底
で
き
る
よ
う
、
制
度
上
、
運
用
上
の
工
夫
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
供
述
調
書
に
つ
い
て
は
、
取
調
べ
状
況
を
ビ
デ
オ
録
画
す

る
こ
と
を
条
件
に
利
用
で
き
る
も
の
と
し
た
。
ま
た
、
守
秘
義
務
に
つ
い
て
も
、
裁
判
員
や
裁
判
員
で
あ
っ
た
者
は
、
合
理
的
な
範
囲

内
の
守
秘
義
務
を
負
う
も
の
と
す
る
が
、
そ
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
意
見
表
明
の
自
由
と
の
関
係
で
、
さ
ら
に
検
討
す
る
と
し
、
裁
判

員
制
度
で
審
理
さ
れ
る
事
件
の
取
材
・
報
道
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
と
、
裁
判
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、
公
正
な
裁
判
の

実
現
等
と
の
適
正
な
調
整
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
メ
デ
ィ
ア
の
自
主
的
規
制
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
。

国
民
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
な
理
由
に
よ
る
辞
退
制
度
、
義
務
を
一
定
期
間
先
延
ば
し
に
で
き
る
延
期
制
度
や
、
司
法

参
加
に
よ
り
不
利
益
が
生
ず
る
こ
と
を
防
ぎ
、
雇
用
関
係
に
影
響
が
な
い
よ
う
に
す
る

｢

裁
判
員
休
暇
制
度｣

を
設
け
る
べ
き
と
し
、

裁判員制度の立法過程の検証
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も
、
党
の
政
務

(

政
策)

調
査
会
の
担
当
部
会
の
メ
ン
バ
ー
を
委
員
会
理
事
に
割
り
当
て
て
い
る
。
必
然
的
に
常
任
委
員
会
は
、
当
該

政
策
分
野
に
つ
い
て
の
委
員
間
の
政
策
専
門
性
を
高
め
る
作
用
を
果
た
し
て
い
る
。
法
務
委
員
会
は
、
い
わ
ゆ
る
利
益
誘
導
型
の
委
員

会
と
は
対
極
に
あ
る
委
員
会
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
法
務
大
臣
経
験
者
や
、
法
曹
出
身
者
が
メ
ン
バ
ー
の
中
核
を
占
め
る
イ
ン
サ
イ
ダ
ー

的
な
位
置
づ
け
に
あ
っ
た
。
法
務
委
員
会
は
、
こ
う
し
た
各
党
の

｢

法
務｣

政
策
専
門
家
の
集
団
と
し
て
、
法
務
省
や
日
弁
連
と
の
間

で
、
政
策
に
つ
い
て
の
情
報
を
正
確
に
か
つ
効
率
的
に
集
約
す
る
機
能
を
持
っ
て
き
た
。
委
員
に
は
、
各
党
の
部
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー

が
参
加
し
、
党
内
で
の
議
論
と
方
針
が
そ
の
ま
ま
委
員
会
内
で
の
議
論
に
ト
レ
ー
ス
さ
れ
る
構
造
を
と
っ
て
い
た

(

�)

。

も
っ
と
も
、
二
〇
〇
三
年
総
選
挙
の
結
果
、
共
産
党
と
社
民
党
は
衆
議
院
の
議
席
を
大
き
く
減
ら
し
、
法
務
委
員
会
の
委
員
割
り
当

て
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
衆
議
院
の
法
務
委
員
会
で
は
、
自
民
党
と
公
明
党
の
連
立
与
党
と
、
野
党
第
一
党
の
民
主
党
の

み
が
ゲ
ー
ム
の
参
加
者
で
あ
り
、
社
民
党
と
共
産
党
の
選
好
は
、
衆
議
院
段
階
で
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
、
法
務

委
員
会
は
、
議
会
内
の
少
数
派
の
選
好
を
反
映
す
る
も
の
と
は
な
ら
ず
、
連
立
与
党
と
民
主
党
に
よ
る
多
数
派
の
意
思
が
立
法
に
反
映

さ
れ
る
構
造
を
持
っ
て
い
た
。

日
本
の
委
員
会
制
度
は
、
委
員
会
に
自
律
的
な
運
営
の
主
導
権
は
な
く
、
各
委
員
は
、
党
の
出
先
機
関
と
し
て
党
執
行
部
の
統
制
と

規
律
の
下
に
行
動
す
る
。
衆
議
院
で
は
、
年
金
制
度
改
革
法
案
を
め
ぐ
っ
て
四
月
以
降
、
連
立
与
党
と
民
主
党
が
敵
対
し
、
法
務
委
員

会
も
そ
の
余
波
を
受
け
て
、
裁
判
員
法
案
の
審
議
の
冒
頭
か
ら
、
民
主
党
が
欠
席
し
た
ま
ま
与
党
の
み
に
よ
る
審
議
が
行
わ
れ
た
。
し

か
し
、
そ
う
し
た
政
党
政
治
が
前
面
に
出
る
中
で
、
民
主
党
は
、
対
案
で
あ
る
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
を
提
出
し
、
裁
判
員
法
案
の
修
正

要
求
を
固
め
た
こ
と
で
、
政
府
案
と
の
一
括
審
議
を
求
め
る
た
め
、
法
務
委
員
会
の
審
議
に
復
帰
し
た
。
以
後
、
連
立
与
党
と
民
主
党

と
の
間
で
、
対
案
の
一
括
審
議
や
修
正
協
議
が
行
わ
れ
た
。
法
務
委
員
会
は
、
そ
う
し
た
点
で
、
野
党
議
員
が
法
案
審
議
を
ス
ポ
イ
ル

す
る
こ
と
で
粘
着
性
を
生
み
出
し
、
与
党
と
の
間
で
政
策
面
の
取
引
を
す
る
少
数
派
優
位
の

｢

再
分
配
型｣

委
員
会
で
は
な
か
っ
た
。
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意
し
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、
裁
判
員
の
任
務
の
延
期
制
度
を
設
け
る
べ
き
こ
と
、
で
き
る
だ
け
国
民
が
裁
判
員
に
参
加
で
き
る
よ

う
に
裁
判
員
休
暇
を
創
設
し
た
り
、
自
営
業
者
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
を
講
じ
た
り
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
さ
ら
に
、
裁

判
員
の
守
秘
義
務
の
対
象
範
囲
、
罰
則
規
定
を
国
民
が
参
加
し
や
す
く
、
開
か
れ
た
司
法
と
な
る
よ
う
に
変
え
る
べ
き
こ
と

(

特
に
、

懲
役
刑
は
行
き
過
ぎ
で
あ
る)

、
検
察
官
の
手
持
ち
証
拠
を
全
面
的
に
開
示
す
る
こ
と
、
弁
護
人
の
立
会
権
と
取
調
べ
の
可
視
化
を
積

極
的
に
導
入
す
る
こ
と
、
裁
判
員
制
度
を
早
期
に
導
入
し
、
実
際
の
運
用
状
況
か
ら
見
直
し
規
定
を
置
く
こ
と
な
ど
を
要
求
し
た

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
野
沢
法
務
大
臣
の
答
弁
は
、
ま
ず
、
合
議
体
の
構
成
に
つ
い
て
、
評
議
の
実
効
性
の
確
保
や
、
個
々
の
裁
判
員
が

責
任
感
と
集
中
力
を
持
っ
て
裁
判
に
主
体
的
、
実
質
的
に
関
与
す
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
合
議
体
全
体
の
規
模
は
十

人
に
至
ら
な
い
程
度
が
適
当
で
あ
る
と
し
、
特
に
重
大
な
事
件
を
対
象
と
す
る
こ
と
か
ら
、
原
則
と
し
て
裁
判
官
三
人
の
関
与
が
必
要

で
あ
り
、
合
議
体
全
体
の
規
模
の
限
度
内
で
、
国
民
の
感
覚
が
よ
り
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
相
当
程
度
裁
判
員
の
数
を
多
く

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
そ
の
人
数
を
六
人
と
す
る
こ
と
と
し
た
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
次
に
、
評
決
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
現
行
法

で
、
裁
判
は
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
裁
判
員
が
加
わ
る
場
合
に
限
り
要
件
を
加
重
す
る
合
理
的
な
理
由
は
な
い

こ
と
か
ら
、
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
こ
と
と
し
た
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
延
期
制
度
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
を
広
く
国
民
か
ら

公
平
に
選
ぶ
と
い
う
制
度
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
都
合
の
つ
く
時
期
は
候
補
者
に
よ
っ
て
異
な
る

た
め
、
仕
組
み
が
か
な
り
複
雑
に
な
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
辞
退
を
認
め
ら
れ
た
者
を
裁
判
員
候
補
者
名
簿
か
ら
除
外
せ

ず
、
再
度
、
裁
判
員
に
選
任
さ
れ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
に
と
ど
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
一
方
、
裁
判
員
休
暇

に
つ
い
て
は
、
特
別
の
休
暇
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
検
察
審
査
員
な
ど
と
の
均
衡
、
事
業
主
側
の
負
担
等
を
考
慮
す
る
必

要
が
あ
り
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
と
の
答
弁
に
と
ど
ま
っ
た
。
ま
た
、
自
営
業
者
の
経
済
的
な
負
担
を
軽
減
す
る
措
置
に
つ
い
て
も
、

裁
判
員
に
日
当
を
支
給
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
辞
退
制
度
を
定
め
て
お
り
、
そ
の
適
切
な
運
用
に
よ
り
、
自
営
業
者
が
過
度
の

経
済
的
負
担
を
負
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
る
も
の
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。
守
秘
義
務
に
つ
い
て
も
、
秘
密
に
わ
た
ら
な
い
範
囲
で
、
経
験

裁判員制度の立法過程の検証
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女
性
の
司
法
参
加
の
機
会
増
大
を
図
る
た
め
、
裁
判
所
に
託
児
所
や
託
老
所
を
設
け
る
な
ど
の
体
制
を
併
せ
て
整
備
す
る
と
し
た
。

こ
れ
ら
の
主
要
項
目
は
、
政
府
の
検
討
会
の
座
長
試
案
を
受
け
て
、
そ
の
批
判
の
観
点
か
ら
出
さ
れ
た
も
の
で
、
座
長
試
案
と
共
通
性

を
有
す
る
自
民
党
案
の
対
抗
案
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

(

�)

。

一
月
に
な
っ
て
、
自
民
党
と
公
明
党
と
の
与
党
協
議
の
結
果
、
裁
判
員
の
人
数
の
増
加
や
裁
判
官
一
人
の
少
数
合
議
体
の
採
用
、
裁

判
員
の
年
齢
を
二
〇
歳
以
上
と
す
る
こ
と
や
、
元
裁
判
員
へ
の
接
触
を
可
能
と
す
る
な
ど
の
座
長
試
案
か
ら
の

｢

手
直
し｣

が
行
わ
れ

た
。
し
か
し
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
人
数
比
を

｢

一
対
一
〇｣

と
す
る
民
主
党
案
と
政
府
案
と
の
隔
た
り
は
な
お
大
き
な
も
の
が
あ
っ

た
。さ

ら
に
、
民
主
党
は
、
刑
事
手
続
に
関
し
て
も
、
政
府
案
に
弁
護
人
立
会
権
、
取
調
べ
の
可
視
化
が
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、

三
月
三
〇
日
に
、
対
案
と
な
る
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
を
衆
議
院
に
提
出
し
た
。
民
主
党
案
は
、
弁
護
人
立
会
権
、
立
会
権
の
告
知
、
ビ

デ
オ
等
の
録
画
に
よ
る
取
調
べ
の
可
視
化
、
弁
護
人
の
立
会
の
な
い
自
白
お
よ
び
ビ
デ
オ
等
の
録
画
の
な
い
自
白
を
証
拠
と
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
保
釈
請
求
が
あ
っ
た
場
合
、
被
告
人
が
罪
状
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
る
充
分
な
理
由
が
あ
る
と
き
等
を
除
い
て
、
保
釈

を
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
と
な
ど
を
盛
り
込
み
、
政
府
案
と
一
括
し
て
の
審
議
を
強
く
要
請
す
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
た
民
主
党
の
対
案
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
で
、
焦
点
は
、
政
府
案
と
民
主
党
案
の
一
致
点
を
法
務
委
員
会
の
審
議
過
程
の
中
で
、

見
出
だ
せ
る
か
に
絞
ら
れ
た
。
法
案
審
議
は
、
ま
ず
、
三
月
一
六
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
趣
旨
説
明
か
ら
開
始
さ
れ
た
。

政
府
側
か
ら
の
趣
旨
説
明
に
対
し
て
、
質
疑
を
行
っ
た
自
民
、
民
主
の
議
員
の
内
、
特
に
、
小
林
千
代
美
議
員
の
質
疑
は
、
民
主
党

の
対
案
を
ベ
ー
ス
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
政
府
案
に
対
す
る
要
求
点
と
し
て
は
、
裁
判
員
が
裁
判
官
と
対
等
に
評
議
し
、
裁
判
員
の

多
様
な
価
値
観
を
裁
判
に
反
映
さ
せ
る
た
め
に
は
、
裁
判
官
一
人
、
裁
判
員
一
〇
人
前
後
の
構
成
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
評
決
に
当

た
っ
て
は
全
会
一
致
を
目
指
し
た
評
議
進
行
に
努
め
、
死
刑
判
決
に
つ
い
て
は
過
半
数
で
結
論
を
出
す
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
し

た
。
政
府
案
で
は
育
児
、
介
護
を
辞
退
理
由
に
挙
げ
て
、
代
替
措
置
と
し
て
育
児
・
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
と
い
う
選
択
肢
を
用
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野
党
の
一
致
点
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
か
っ
た
。
本
会
議
で
の
趣
旨
説
明
聴
取
を
経
て
、
法
案
の
委
員
会
付
託
を
受
け
、
二
〇
〇
四
年

四
月
二
日
に
法
務
委
員
会
で
の
審
議
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
同
委
員
会
で
は
、
年
金
制
度
改
革
法
案
の
対
立
の
影
響
を
受
け
、

当
初
、
民
主
党
が
委
員
会
審
議
を
欠
席
し
て
い
た
も
の
の
、
四
月
六
日
の
参
考
人
質
疑
を
経
て
、
四
月
九
日
よ
り
同
党
が
審
議
に
復
帰

し
、
一
二
日
に
は
公
聴
会
を
実
施
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
以
後
、
定
例
日
外
審
査
も
含
め
て
ほ
ぼ
連
日
審
査
が
行
わ
れ
、
四
月
二
〇
日

か
ら
は
民
主
党
の
対
案
で
あ
る
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
も
一
括
審
議
に
付
さ
れ
た
。

委
員
会
で
は
、
与
野
党
の
各
委
員
と
も
、
法
曹
出
身
議
員
を
中
心
に
、
広
範
な
観
点
か
ら
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
法
曹
出
身
委
員

の
専
門
性
の
高
さ
と
、
党
の
方
針
か
ら
の
比
較
的
自
律
的
な
立
場
か
ら
の
発
言
に
よ
っ
て
、
委
員
会
の
議
論
は
、
政
府
案
の
問
題
点
を

絞
り
込
む
形
で
進
め
ら
れ
た
。
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
与
野
党
委
員
の
主
要
質
疑
事
項
は
、
表
２
の
通
り
で
あ
っ
た
が
、
論
点

は
、
与
野
党
の
委
員
に
ま
た
が
っ
て
い
た
。

ま
ず
、
裁
判
員
制
度
と
憲
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
政
府
は
、
裁
判
官
が
独
立
し
て
職
権
を
行
使
す
る
公
平
な
裁
判
所
に
よ
る
法
に

よ
る
裁
判
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
憲
法
が
要
請
し
て
い
る(

第
三
十
二
条
及
び
三
十
七
条
等)

の
に
対
し
て
、
そ
の
要
請
を
満
た
す
限
り
、

憲
法
は
、
必
ず
し
も
裁
判
を
行
う
者
が
す
べ
て
裁
判
官
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
裁
判
官
以
外
の
者

が
裁
判
に
関
与
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
も
の
で
も
な
い
と
い
う
解
釈
に
立
っ
て
、
裁
判
員
制
度
が
憲
法
に
違
反
し
な
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、

裁
判
員
法
案
で
は
、
法
に
よ
る
公
平
な
裁
判
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
裁
判
員
を
確
保
す
る
た
め
に
、
そ
の
資
格
に
関
す
る
要
件
や
、
職

権
行
使
の
独
立
に
関
す
る
規
定
等
を
手
当
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
法
に
よ
る
公
正
な
裁
判
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は
、
適
正
な
手

続
の
も
と
で
証
拠
に
基
づ
く
事
実
認
定
が
行
わ
れ
、
そ
の
認
定
さ
れ
た
事
実
に
法
が
適
正
に
解
釈
、
適
用
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
と
し
て
、

①
裁
判
官
と
裁
判
員
が
十
分
に
評
議
を
行
う
こ
と
で
、
双
方
の
有
す
る
知
識
経
験
が
合
議
体
全
体
に
共
有
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
と
も
に
、
そ
の
過
程
で
不
適
切
な
意
見
は
是
正
さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
②
法
令
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

裁
判
官
の
み
が
判
断
の
権
限
を
有
し
て
お
り
、
裁
判
員
は
そ
の
判
断
に
従
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
裁
判
官
と
裁
判
員
が
対
等

裁判員制度の立法過程の検証
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や
感
想
を
述
べ
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
評
議
の
秘
密
や
他
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
は
守
秘
義
務
の
対
象

で
あ
り
、
裁
判
の
公
正
さ
や
裁
判
へ
の
信
頼
を
確
保
し
、
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
を
保
障
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る

と
し
た
。
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
罰
則
に
つ
い
て
は
、
多
額
の
報
酬
を
得
た
上
で
評
議
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
り
、
重
大
な
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
侵
害
を
生
じ
さ
せ
た
り
す
る
よ
う
な
非
常
に
悪
質
な
事
案
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
事
案
も
含
め
、
犯
情
に
応

じ
て
適
切
な
処
罰
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
罰
金
刑
だ
け
で
な
く
懲
役
刑
も
選
択
で
き
る
よ
う
に
す
る
の
が
適
当
と
考
え
る
と
の
答
弁
が

な
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
証
拠
開
示
に
つ
い
て
も
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
で
、
検
察
官
は
、
取
調
べ
を
請
求
し
た
証
拠
を
開
示
す
る
ほ
か
、
そ
れ
以

外
の
一
定
の
証
拠
に
つ
い
て
も
、
開
示
の
必
要
性
と
弊
害
と
を
勘
案
し
て
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
お
り
、
こ
れ
に
よ

り
、
争
点
の
整
理
や
被
告
人
の
防
御
の
準
備
の
た
め
に
十
分
な
証
拠
が
開
示
さ
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
民
主

党
の
要
求
す
る
、
全
面
的
証
拠
開
示
を
す
る
も
の
と
し
た
場
合
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
侵
害
な
ど
証
拠
開
示
に
伴
う
弊
害
が
生
じ
る
お
そ

れ
が
あ
る
一
方
、
事
件
の
争
点
と
も
関
連
し
な
い
証
拠
で
あ
っ
て
も
開
示
を
す
る
こ
と
と
な
り
、
相
当
で
は
な
い
と
し
た
。
取
調
べ
の

可
視
化
の
導
入
に
つ
い
て
も
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
に
お
い
て
、
刑
事
手
続
全
体
に
お
け
る
被
疑
者
の
取
調
べ
の
機
能
、
役
割

と
の
関
係
で
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
、
将
来
的
な
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
慎
重
な
検
討

が
必
要
で
あ
る
と
し
た
。
裁
判
員
制
度
の
早
期
導
入
と
見
直
し
規
定
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
実
施
ま
で
に
、
国
民
の
理
解
と
協
力
を
得

る
た
め
の
広
報
活
動
な
ど
の
準
備
を
行
う
必
要
か
ら
、
法
律
の
公
布
か
ら
施
行
ま
で
に
五
年
程
度
の
期
間
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
、
制

度
実
施
後
、
不
断
に
実
施
状
況
を
検
証
し
、
必
要
な
見
直
し
を
行
っ
て
い
く
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
あ
え
て
特
別
な
見
直
し
規
定

を
置
か
な
か
っ
た
と
の
答
弁
を
行
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
側
の
答
弁
は
、
民
主
党
の
要
求
事
項
で
あ
る
裁
判
体
の
構
成
、
評
決
、
延
期
制
度
、
裁
判
員
休
暇
、
守
秘
義
務

の
対
象
範
囲
と
罰
則
、
証
拠
の
開
示
、
取
調
べ
の
可
視
化
、
制
度
の
早
期
導
入
等
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
十
分
な
も
の
で
は
な
く
、
与
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(公判手続等)
刑事裁判の充実及び迅速化のための制度的手当ての必要性 (自民)
取り調べの可視化の意義と問題点 (公明)
公判前整理手続と予断排除の原則との関係 (民主)
公判前整理手続が裁判官の予断排除の原則に抵触するおそれ (民主)
公判前整理手続が弁護人の反証活動を制限するおそれ (民主)
連日開廷を可能とするための改善策の必要性 (公明)
公判前準備手続と起訴状一本主義との関係 (民主)
証拠の開示請求の場合の開示要件の緩和の余地 (民主)
開示証拠の目的外使用禁止の改善の余地 (民主)

(裁判員の守秘義務)
裁判員の守秘義務の明確化の必要性 (自民)
裁判員の守秘義務の範囲を限定する必要性 (民主)
裁判官にも守秘義務違反の罰則を設ける必要性 (自民)
裁判員等による秘密漏示罪における懲役の必要性 (自民)

(取材報道の規制)
裁判員に対する接触禁止の範囲及び期間のあり方 (民主)

(国民の負担軽減・参加確保)
裁判員の負担軽減のための手当て (自民)
裁判員選任が国民の過度な負担になることへの懸念 (公明)
裁判員の辞退理由の範囲のあり方 (公明)
裁判員制度は国民に定着しないという指摘に対する反論 (自民)
裁判員の参加しやすい環境の整備の必要性 (民主)
裁判員制度導入に向けた国民の意識改革のための具体案 (自民)
国民が主体的に刑事裁判に参加するための必要事項 (自民)
思想信条を辞退事由と認めることの妥当性 (民主)
裁判員の欠格事由､ 就職禁止事由及び辞退事由のあり方 (民主)
育児及び介護に配慮した参加しやすい環境整備の必要性 (民主)
障害者の参加が可能となる支援策の必要性 (民主)
裁判員候補者に対する呼び出しの猶予期間の必要性 (民主)
裁判員の欠格事由､ 就職禁止事由及び辞退事由のあり方 (民主)

(注) 衆議院ホームページ (
����������
�����������) 第���回国会法務委員
会の動きの記載事項より作成｡
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表� 衆議院法務委員会における裁判員法案に関する主な質疑項目

(裁判員制度全般)
裁判員制度導入の意義 (自民)
裁判員制度と陪審制及び参審制との比較 (自民)
裁判員制度と国民主権との関係 (民主)
国民の信頼を得ている現行刑事裁判に国民参加の裁判員制度を導入する理由
(民主)
裁判員制度導入により実現すべき立法事実の内容 (民主)
裁判員と検察審査員との比較 (民主)

(憲法との関係)
裁判員制度は現行憲法に違反しないという理由 (自民)
現在の刑事被告人に関する問題点と裁判員制度との関係 (民主)
裁判員制度導入と憲法上の要請との関係 (民主)

(裁判体の構成)
裁判員の参加する合議体の適切な構成人数のあり方 (公明)
裁判員制度における合議体の原則と例外との整合性の有無 (公明)
裁判官数と裁判員数との関連 (民主)

(対象事件)
裁判員制度を身近な事件から導入する必要性 (自民)
被告人に裁判員制度選択権を付与することの是非 (公明)

(裁判官と裁判員の権限)
裁判員の関与しない訴訟手続のあり方 (自民)
法令の合憲性の判断に対する裁判員の関与の有無 (自民)
裁判員が難解な法律用語を理解できるかという懸念 (自民)
裁判員の発言及び判断の自由の実質的保障の必要性 (民主)
裁判員が裁判官のコントロール下に置かれるおそれ (改革)
評議における裁判官と裁判員の役割分担の予測 (民主)
裁判員裁判の評議の結果が裁判官意見に左右される危惧 (民主)

(評決)
単純多数決による評決の問題点 (民主)



書
く
た
め
に
も
、
評
議
に
参
加
す
る
裁
判
員
の
数
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
と
、
裁
判
員
の
側
か
ら
の
意
見
が
活
発
に
出
て
こ
ず
、
合
意
形

成
も
困
難
に
な
る
と
の
理
由
で
、
裁
判
員
六
人
が
相
当
と
の
答
弁
を
行
っ
て
い
る

(

�)

。

一
方
、
取
調
べ
に
お
け
る
可
視
化
に
つ
い
て
、
民
主
党
は
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
の
対
案
を
提
出
し
、
取
調
べ
状
況
の
録
音
、
録
画

を
義
務
付
け
る
制
度
の
導
入
を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
自
民
党
の
与
謝
野
委
員
は
、
通
信
傍
受
や
司
法
取
引
の
よ
う
な
捜
査
手

法
を
捜
査
当
局
に
与
え
た
上
で
、
可
視
化
を
議
論
す
る
の
な
ら
い
い
が
、
可
視
化
の
み
を
先
行
す
る
こ
と
で
、
共
犯
事
件
の
供
述
が
得

ら
れ
に
く
く
な
る
な
ど
、
真
実
の
解
明
に
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
の
批
判
を
行
っ
た

(

�)

。
法
務
省
の
樋
渡
刑
事
局
長
は
、
刑
事
手
続
全
体
の

中
で
こ
の
問
題
を
ど
う
扱
っ
て
い
く
か
、
ほ
か
の
捜
査
手
法
等
の
取
り
入
れ
と
か
を
含
め
な
が
ら
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
問
題
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
に
発
足
し
た
最
高
裁
、
日
弁
連
、
法
務
省
・
最
高
検
に
よ
る
刑
事
手
続
の
在
り
方
等
に
関
す
る
協
議
会

に
検
討
を
委
ね
、
そ
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
法
務
省
と
し
て
検
討
す
る
と
し
て
、
明
確
な
答
弁
を
行
わ
な
か
っ
た

(

�)

。

さ
ら
に
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
と
懲
役
刑
に
つ
い
て
、
自
民
党
は
守
秘
義
務
の
明
確
化
が
必
要
と
し
な
が
ら
も
、
懲
役
刑
の
必
要
性

を
主
張
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、
民
主
党
は
、
守
秘
義
務
の
範
囲
を
限
定
し
、
懲
役
刑
は
不
要
と
し
て
、
両
者
の
意
見
に
乖
離
が
あ
っ
た
。

推
進
本
部
の
答
弁
は
、
法
案
に
お
い
て
、
評
議
の
秘
密
の
定
義
を
評
議
の
経
過
並
び
に
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
官
、
裁
判
員
の
意
見
並
び
に

多
少
の
数
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、
明
確
化
は
さ
れ
て
い
る
と
し
、
ま
た
、
裁
判
終
了
後
に
お
い
て
も
、
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
の

表
明
を
阻
害
す
る
と
の
理
由
で
、
守
秘
義
務
を
課
す
必
要
が
あ
る
と
し
た
。
懲
役
刑
に
つ
い
て
も
、
対
価
を
得
て
秘
密
を
漏
示
し
た
場

合
以
外
に
も
、
報
復
目
的
で
重
大
な
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
を
生
ず
る
事
案
な
ど
も
考
え
ら
れ
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
判
断
し
て
い
く

制
度
に
委
ね
ざ
る
を
得
な
い
と
し
て
、
特
定
の
場
合
に
限
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た

(

�)

。
政
府
は
、
個
々
の
事
案
の
犯
情
の
程
度

に
応
じ
て
適
切
な
処
罰
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
、
罰
金
刑
だ
け
で
な
く
懲
役
刑
も
選
択
で
き
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
適
当
で
あ
る

と
し
て
、
刑
事
罰
で
守
秘
義
務
を
担
保
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返
し
た

(

�)

。
さ
ら
に
、
裁
判
員
の
負
担
軽
減
に
つ
い
て
も
、
自
民

党
に
は
辞
退
理
由
の
拡
充
で
負
担
を
免
除
す
れ
ば
よ
い
と
の
考
え
方
が
背
景
に
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
民
主
党
は
、
で
き
る
だ
け
多
様

裁判員制度の立法過程の検証
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な
権
限
を
有
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
双
方
の
意
見
を
含
む
過
半
数
の
意
見
に
よ
る
と
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
憲
法
上
の

問
題
は
起
こ
ら
な
い
と
説
明
し
た

(

�)

。

こ
れ
に
対
し
て
、
民
主
党
の
辻
委
員
は
、
政
府
側
の
答
弁
か
ら
裁
判
員
法
案
の
主
要
な
立
法
目
的
が
国
民
の
意
見
を
判
決
に
反
映
さ

せ
る
と
い
う
国
民
の
司
法
参
加
に
あ
り

(

そ
れ
は
政
策
的
判
断
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る)

、
そ
の
こ
と
が
憲
法
上
の
権
利
で
あ
る
刑
事

被
告
人
の
権
利

(
第
三
一
条
、
三
九
条)

を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
違
反
の
法
律
で
あ
る
と
の
強
い
批
判
が
提
起
さ
れ
た

(

�)

。
同

委
員
は
、
さ
ら
に
、
公
判
前
整
理
手
続
が
予
断
排
除
の
原
則
、
起
訴
状
一
本
主
義
を
空
洞
化
さ
せ
、
無
罪
推
定
の
原
則
と
い
う
制
度
的

保
障
を
制
限
す
る
も
の
に
な
る
と
し
、
裁
判
員
法
案
と
と
も
に
改
正
さ
れ
る
政
府
案
の
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
を
批
判
し
た

(

�)

。
こ
う
し
た

野
党
か
ら
の
批
判
は
、
同
様
に
与
党
の
一
部
か
ら
も
提
起
さ
れ
た
。
公
明
党
の
富
田
委
員
は
、
証
拠
開
示
の
拡
充
、
起
訴
前
の
保
釈
、

接
見
交
通
権
の
保
障
が
制
度
的
に
整
備
さ
れ
な
け
れ
ば
、
被
告
人
の
防
御
権
が
保
障
さ
れ
た
も
の
に
な
ら
な
い
と
し
て
、
裁
判
員
法
案

へ
の
反
対
を
示
し
た
。
与
党
側
か
ら
政
府
案
へ
の
反
対
意
見
が
表
明
さ
れ
る
の
は
、
委
員
の
自
律
性
が
低
い
日
本
の
委
員
会
制
度
に
お

い
て
は
、
異
例
の
こ
と
で
も
あ
っ
た

(

	)

。

一
方
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
民
主
党
の
委
員
か
ら
裁
判
員
の
数
を
多
く
し
て
、
裁
判
官
の
数
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
主
張

さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
推
進
本
部
は
、
裁
判
官
三
人
制
の
維
持
を
強
く
主
張
し
た
。
裁
判
所
に
は
、｢

三
人
で
物
を
決
め
て
い
く

と
い
う
の
が
、
合
議
体
で
決
め
て
い
く
の
に
非
常
に
合
理
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
歴
史
的
に
ず
っ
と
採
用
さ
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る

(


)｣

と
い
う
機
関
哲
学
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
れ
を
正
当
化
す
る
論
拠
と
し
て
、
推
進
本
部
は
、
現
行
の
法
定
合
議
事
件
が
裁
判
官

三
人
制
を
と
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
法
定
合
議
事
件
の
中
で
も
裁
判
員
制
度
の
対
象
事
件
は
重
大
な
事
件
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
こ

と
か
ら
、
裁
判
官
三
人
に
よ
っ
て
慎
重
な
裁
判
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

｢

バ
ラ
ン
ス
論｣

を
挙
げ
、
さ
ら
に
、
法
律
判
断

が
裁
判
官
の
専
権
に
な
る
こ
と
か
ら
一
人
の
裁
判
官
の
単
独
で
判
断
せ
ず
に
、
三
人
の
裁
判
官
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
の
考
え
方
を
示
し
た
。
裁
判
員
の
人
数
に
つ
い
て
も
、
現
行
裁
判
の

｢

精
密
司
法｣

の
維
持
を
前
提
に
、
判
決
書
の
理
由
を
詳
細
に
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の
可
視
化
、
十
分
な
公
判
準
備
期
間
の
確
保
、
三
年
後
の
導
入
と
十
分
な
予
算
の
確
保
、
早
期
の
制
度
見
直
し
を
意
見
と
し
て
述
べ
た

(

�)

。

尾
崎
参
考
人
か
ら
は
、
裁
判
員
法
案
を
必
要
な
修
正
の
う
え
成
立
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
基
本
に
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
の
範
囲
を
明

確
に
し
、
必
要
最
小
限
度
に
と
ど
め
る
こ
と
、
罰
則
と
し
て
懲
役
刑
を
課
す
こ
と
は
必
要
か
、
国
民
の
参
加
し
や
す
い
環
境
を
国
の
責

務
と
し
て
整
え
る
こ
と
、
書
面
中
心
の
裁
判
か
ら
証
人
尋
問
中
心
の
見
て
聞
い
て
分
か
り
や
す
い
裁
判
に
す
る
こ
と
、
取
調
べ
の
様
子

を
録
音
・
録
画
す
る
こ
と
で
被
疑
者
の
権
利
を
守
り
、
裁
判
員
に
と
っ
て
わ
か
り
や
す
い
裁
判
と
す
る
こ
と
、
公
判
前
整
理
手
続
に
お

い
て
行
わ
れ
る
証
拠
開
示
を
拡
充
す
る
こ
と
、
連
日
的
開
廷
の
た
め
の
休
日
、
夜
間
の
面
接
を
可
能
と
す
る
運
用
な
ど
が
意
見
と
し
て

表
明
さ
れ
た

(

�)

。

ま
た
、
日
本
新
聞
協
会
の
人
権
・
個
人
情
報
問
題
検
討
会
の
幹
事
で
あ
る
木
船
一
郎
参
考
人
か
ら
は
、
裁
判
員
に
課
せ
ら
れ
る
守
秘

義
務
の
範
囲
と
期
限
の
明
確
化
、
裁
判
員
に
対
す
る
接
触
禁
止
規
定
を
一
審
ま
で
と
す
る
こ
と
、
裁
判
員
の
個
人
情
報
を
す
べ
て
非
公

開
と
は
し
な
い
こ
と
、
開
示
さ
れ
た
証
拠
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
が
取
材
制
限
に
つ
な
が
る
こ
と
な
ど
が
述
べ
ら
れ
、
答
弁
の
中
で
、

裁
判
員
制
度
の
取
材
・
報
道
指
針
の
制
定
に
向
け
て
、
民
放
連
、
雑
誌
協
会
に
も
働
き
か
け
て
、
自
主
的
な
ル
ー
ル
の
制
定
に
取
り
組

む
と
の
説
明
が
あ
っ
た

(

�)

。

こ
う
し
た
参
考
人
や
公
述
人
の
意
見
、
政
府
側
と
の
質
疑
・
答
弁
、
与
野
党
委
員
間
の
論
議
を
受
け
て
、
与
党
と
民
主
党
の
間
の
法

案
に
対
す
る
問
題
点
の
認
識
が
共
有
化
さ
れ
、
守
秘
義
務
の
範
囲
の
明
確
化
と
罰
則
か
ら
懲
役
刑
を
外
す
か
ど
う
か
、
国
民
の
負
担
軽

減
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
、
裁
判
の
迅
速
化
に
伴
う
被
告
人
の
権
利
を
取
調
べ
の
可
視
化
な
ど
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
担
保
す
る

か
な
ど
の
争
点
に
、
次
第
に
集
約
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
審
議
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
与
党
と
野
党
の
間
に
は
、
修
正
を
通
じ
て
、

合
意
形
成
を
目
指
す
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

裁判員制度の立法過程の検証
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な
国
民
が
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
託
児
所
や
託
老
所
な
ど
の
環
境
の
整
備
を
要
求
し
た
。
し
か
し
、
推
進
本
部
は
、
介
護
や
育
児
だ
け

を
取
り
出
し
て
法
的
に
決
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
と
の
公
平
の
観
点
か
ら
法
制
上
問
題
が
生
じ
る
と
の
立
場
を
示
し
、
最
高

裁
も
、
ど
の
程
度
の
事
由
で
あ
れ
ば
辞
退
を
認
め
る
べ
き
か
と
い
っ
た
国
民
の
意
識
や
、
利
用
可
能
な
施
設
の
状
況
な
ど
を
総
合
的
に

考
慮
し
た
上
で
判
断
す
る
と
述
べ
て
、
具
体
的
な
支
援
策
に
つ
い
て
の
言
及
は
し
な
か
っ
た

(

�)

。

こ
の
よ
う
に
推
進
本
部
の
論
理
は
、｢

精
密
司
法｣

に
体
現
さ
れ
る
現
行
裁
判
制
度
と
の
整
合
性
や
、
犯
罪
捜
査
の
効
率
性
維
持
、

守
秘
義
務
の
担
保
の
実
効
性
確
保
、
受
益
層
に
対
す
る
公
平
の
観
点
な
ど
の
現
行
制
度
を
前
提
に
し
た
漸
進
的
対
応
に
終
始
し
、
新
規

の
法
制
度
を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
設
計
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
政
府
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
論
証
さ
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
野
党
か
ら
の
批
判
に
対
す
る

｢

言
い
逃
れ｣

の
側
面
も
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

法
案
の
委
員
会
審
議
で
は
、
こ
う
し
た
政
府
与
党
対
野
党
の
論
議
の
一
方
で
、
参
考
人
質
疑
や
公
聴
会
が
実
施
さ
れ
、
司
法
制
度
改

革
審
議
会
や
裁
判
員
制
度
・
刑
事
検
討
会
の
委
員
や
、
日
弁
連
、
企
業
、
市
民
団
体
、
報
道
機
関
な
ど
の
関
係
団
体
の
メ
ン
バ
ー
か
ら

の
意
見
陳
述
が
な
さ
れ
た

(

�)

。
こ
の
う
ち
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
直
接
の
利
害
関
係
者
と
な
る
日
弁
連
と
新
聞
協
会
の
参
考
人
の
意
見
は
、

与
野
党
の
法
案
修
正
を
め
ぐ
る
交
渉
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
日
弁
連
か
ら
は
、
前
会
長
の
本
林
徹
弁
護
士
と
、
前
副
会
長
で
日

弁
連
の
司
法
改
革
特
命
嘱
託
の
尾
崎
純
理
弁
護
士
が
参
考
人
と
し
て
出
席
し
た

(

�)

。
本
林
参
考
人
は
、
裁
判
官
三
人
、
裁
判
員
六
人
の
合

議
体
は
日
弁
連
の
主
張
と
は
異
な
る
も
の
の
、
裁
判
員
六
人
は
国
民
の
多
様
な
意
見
を
反
映
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
数
字
に
は
な
っ

て
い
る
と
し
、
ま
た
裁
判
官
一
人
の
合
議
体
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た
点
は
、
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
裁
判
官
の
役
割
が
専
門
家
と
し
て

の
知
識
経
験
を
裁
判
員
に
提
供
す
る
こ
と
に
あ
り
、
必
ず
し
も
裁
判
官
が
三
人
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
と

い
う
点
か
ら
評
価
し
得
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
の
範
囲
に
つ
い
て
、
各
裁
判
官
、
裁
判
員
の
だ
れ
が
ど
の
よ
う
な

意
見
を
言
っ
た
か
と
い
う
こ
と
と
、
職
務
上
知
り
得
た
他
人
の
秘
密
、
他
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
限
り
、
そ
の
他
の
事
項
、
経
験
は
原

則
と
し
て
話
す
こ
と
は
自
由
と
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
守
秘
義
務
違
反
に
対
し
て
懲
役
刑
を
科
す
こ
と
は
有
害
で
あ
る
こ
と
、
取
調
べ
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判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
の
制
度
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
に
、
国
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
環
境
の
整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
す
る
と
と
も
に
、
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検

討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
と
の
条
項
を
附
則
に
加

え
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

(

�)

。
こ
の
与
野
党
合
意
で
は
、
刑
事
訴
訟
法
改
正
案
に
つ
い
て
も
、
被
告
人
ま
た
は
弁
護
人
が
、
開
示
さ
れ

た
証
拠
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
の
措
置
に
つ
い
て
、｢

被
告
人
の
防
御
権
を
踏
ま
え
、
複
製
等
の
内
容
、

行
為
の
目
的
及
び
態
様
等
の
諸
事
情
を
考
慮
す
る｣

と
の
当
局
の
配
慮
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
合
意
さ
れ
た

(

�)

。
ま
た
、
録
画
な
い
し

録
音
に
よ
る
取
調
べ
状
況
の
可
視
化
に
つ
い
て
も
、
政
府
が
、
最
高
裁
、
法
務
省
、
日
弁
連
に
よ
る
刑
事
手
続
の
在
り
方
等
に
関
す
る

協
議
会
に
お
け
る
協
議
を
踏
ま
え
、
検
討
を
行
う
こ
と
を
附
帯
決
議
と
し
た

(

�)

。

こ
う
し
た
与
党
と
民
主
党
の
修
正
合
意
は
、
法
務
委
員
会
に
お
け
る
審
議
過
程
や
、
調
整
過
程
を
通
じ
た
政
策
学
習
で
、
与
党
と
民

主
党
が
政
府
案
の
問
題
点
を
共
通
の
認
識
と
し
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
公
正
さ
を
保
ち
つ
つ
、
裁
判
員
と
な
る
国
民
の
負
担

(

守
秘
義

務
、
時
間
的
拘
束)

を
軽
減
す
る
こ
と
へ
の
与
党
と
民
主
党
の
間
の
理
解
を
改
善
す
る
こ
と
に
な
っ
た
結
果
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
国

民
の
時
間
的
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
は
、
連
日
的
開
廷
に
よ
る
裁
判
の
迅
速
化
と
、
そ
れ
を
可
能
と
す
る
証
拠
開
示
を
徹
底
し
た
公

判
準
備
や
、
取
調
べ
過
程
の
録
画
・
録
音
な
ど
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
、
日
弁
連
や
民
主
党
か
ら
た
び
た
び
主
張
さ
れ
た
。
ま
た
、
国

民
が
参
加
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
、
子
育
て
や
介
護
な
ど
を
抱
え
た
市
民
の
た
め
に
託
児
施
設
を
裁
判
所
に
設
け
た
り
、

近
く
の
施
設
を
紹
介
し
た
り
す
る
施
策
や
、
会
社
員
に
裁
判
員
休
暇
を
新
設
す
る
な
ど
の
提
案
が
民
主
党
か
ら
出
さ
れ
た
。
こ
う
し
た

国
民
の
負
担
軽
減
の
観
点
か
ら
の
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
政
府
レ
ベ
ル
で
の
法
案
作
成
過
程
で
は
、
十
分
な
検
討
が
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
ま
た
裁
判
員
の
任
務
を
終
え
た
後
も
、
守
秘
義
務
違
反
に
対
し
て
懲
役
刑
を
選
択
刑
と
し
て
科
す
こ
と
が

国
民
の
裁
判
員
へ
の
参
加
意
欲
を
萎
縮
さ
せ
る
と
の
強
い
批
判
が
、
日
弁
連
や
野
党
に
加
え
て
、
メ
デ
イ
ア
な
ど
か
ら
も
強
く
提
起
さ

れ
た
。
国
会
で
の
法
案
審
議
段
階
で
は
、
こ
う
し
た
政
府
案
の
問
題
点
を
与
党
と
民
主
党
が
相
互
の
交
渉
過
程
の
中
で
学
習
し
、
対
立

裁判員制度の立法過程の検証
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第
三
節

与
党
・
民
主
党
間
の
修
正
合
意

法
案
に
基
本
的
に
賛
成
の
立
場
の
民
主
党
は
、
法
案
審
議
に
お
い
て
対
案
を
示
し
な
が
ら
、
同
時
に
、
与
党
と
の
修
正
合
意
を
図
る

た
め
の
修
正
案
の
検
討
を
党
内
に
お
い
て
行
っ
て
い
た
。
委
員
会
審
議
の
最
中
で
あ
る
四
月
一
三
日
の
段
階
で
、
民
主
党
は
、
党
内
の

法
務
部
門
会
議
で
政
府
案
に
対
す
る
修
正
要
求
を
ま
と
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
内
容
は
、
政
府
案
で
は
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
、

こ
れ
ら
の
職
に
あ
っ
た
者
に
守
秘
義
務
を
課
し
、
評
議
の
秘
密

(

こ
れ
に
は
評
議
の
経
過
や
各
裁
判
官
・
裁
判
員
の
意
見
、
評
決
の
数

が
含
ま
れ
る)

と
、
そ
の
他
職
務
上
知
り
得
た
秘
密

(

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
秘
密)

を
漏
ら
し
た
場
合
に
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又

は
五
〇
万
円
以
下
の
罰
金
刑
が
科
せ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
修
正
要
求
で
は
、
守
秘
義
務
の
範
囲
を
政
府
案
よ
り
狭
め
て
、

｢

評
議
の
経
過｣

や

｢

評
決
の
数｣

を
除
外
し
、
判
決
確
定
後
は
守
秘
義
務
を
免
除
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
守
秘
義
務
違
反
に
科
せ
ら

れ
る
罰
則
か
ら
懲
役
刑
を
削
除
し
、
罰
金
刑
の
み
と
し
た
。
一
方
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
裁
判
官
三
人
、
裁
判
員
七
人
と
し
、

評
決
に
つ
い
て
は
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
が
必
要
と
し
た
。
さ
ら
に
、
国
民
が
裁
判
員
に
参
加
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
努
力
義
務

を
国
な
ど
に
課
す
こ
と

�

�	

や
、
取
調
べ
状
況
の
録
画
・
録
音
を
施
行
ま
で
に
導
入
す
る
こ
と
、
実
施
時
期
を
政
府
案
の
五
年
以
内
か
ら
三

年
以
内
に
短
縮
す
る
こ
と
な
ど
を
求
め
る
も
の
で
あ
っ
た

�

�	

。

こ
れ
ら
の
修
正
要
求
で
は
、
民
主
党
は
、
与
党
と
の
修
正
協
議
を
念
頭
に
、
裁
判
体
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
政
府
案
と
ほ
ぼ
同
じ
案

で
歩
み
寄
り
、
政
府
案
の
中
で
も
特
に
批
判
の
強
い
、｢
守
秘
義
務
の
緩
和
と
罰
則
規
定
の
見
直
し｣

に
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
を
置
い
た
。

修
正
点
を
巡
る
交
渉
は
、
法
案
審
議
と
は
別
に
、
法
務
委
員
会
の
理
事
を
中
心
に
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
結
果
、
与
党
と
民
主
党
の
修
正
協
議
は
、
法
案
の
委
員
会
質
疑
が
終
局
す
る
四
月
二
一
日
の
前
日
の
四
月
二
〇
日
の
段
階
で
基

本
合
意
に
至
る
こ
と
と
な
っ
た

(

表
３)

。
合
意
し
た
事
項
は
、
裁
判
員
に
よ
る
秘
密
漏
示
罪

(

守
秘
義
務
違
反)

に
つ
い
て
、
政
府

案
で
は

｢

一
年
以
下
の
懲
役｣

と
し
て
い
た
懲
役
刑
の
期
間
を

｢

六
月
以
下
の
懲
役｣

に
引
き
下
げ
る
と
と
も
に
、｢

裁
判
員
又
は
補

充
裁
判
員
の
職
に
あ
っ
た
者｣

の
処
罰
を
、
金
銭
対
価
を
得
る
等
の
悪
質
な
場
合
を
除
き
、
罰
金
刑
に
限
定
す
る
と
し
た
。
ま
た
、
裁
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賛成する意見
による｡

不利な決定を
することはで
きない｡

する意見によ
る｡ 死刑判決
は全員一致を
要する｡

不利な決定を
することはで
きない｡

公判
手続
等

準備手続を必
要的に行う
(争点整理と
証拠開示)｡
裁判員の証人
に対する尋問､
被告人に対す
る質問の規定
を設ける｡

準備手続､ 証
拠全ての開示
と争点整理､
証拠調べ (弁
護人立会権､
取調べ可視
化)｡

取調べの可視
化 (録画・録
音)､ 弁護人
立会いが必要｡
(検察官手持
ち証拠の全面
開示)｡

弁護人立会権､
取調べの可視
化

録画ないし
録音による
取調べの可
視化等につ
いて検討を
行うことを
附帯決議す
る｡

裁判
員の
守秘
義務

評議の秘密
(評議の経過､
各裁判官もし
くは各裁判員
の意見) その
他職務上知り
えた秘密につ
いて守秘義務
を負う｡ 裁判
員の秘密漏洩
行為等につい
て刑事罰 (一
年以下の懲役
又は ��万円
以下の罰金)
を設ける｡

合理的な範囲
の守秘義務を
負うがその範
囲については
意見表明の自
由との関係で
さらに検討す
る｡

裁判員の職に
あった者は､
正当な理由な
く､ 評議の経
過､ 裁判官・
裁判員の意見
(自らの意見
を除く) その
多少の数､ そ
の他職務上知
り得た秘密を
漏らしてはな
らない｡ ただ
し､ 罰金刑の
制裁にとどめ
るべき｡

評議の経過を
守秘義務から
除外｡ 判決確
定後は義務免
除｡ 罰則につ
いては懲役刑
を削除し､ 罰
金刑とする｡

裁判員の秘
密漏洩行為
等について
刑事罰 (一
年以下の懲
役 又 は 罰
金) を六月
に引き下げ｡
裁判員の任
務終了後に
評議の経過
を対価を得
ずに漏らし
た場合には
懲役刑を外
し､��万円
以下の罰金
にとどめる｡

取材
報道
の規
制

裁判員の氏名
等の情報を公
にしないこと､
裁判員及び元
裁判員に対す
る接触の規制｡

表現の自由と
裁判員のプラ
イバシー､ 公
正な裁判の実
現との適正な
調整を目指す
べき｡ メディ
アの自主的規
制に委ねる｡

裁判員等に対
する接触禁止
は任務終了ま
でとすべき｡

修正なし

論 説
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表� 裁判員法案 (政府案) と与野党合意案の比較

政府案
������

民主党案
�������

日弁連見解
�����１～�

民主党修正要求
�������

与野党修正議決
(衆議院)�������

裁判
官と
裁判
員の
人数

裁判官�人
裁判員	人
被告人が公訴
事実を認めて
いる場合にお
いて当事者に
異議がなく､
事件の内容等
を考慮して適
当と認めると
きは､ 裁判官
�人､ 裁判員
�人の合議体
で取り扱うこ
とができる｡

裁判官�名
裁判員 ��名
前後

裁判官�ない
し�人
裁判員
ない
し��人
(裁判員 	人
は最少の数字､
裁判官�人・
裁判員�人の
合議体は評価)

裁判官�人
裁判員�人

修正なし

対象
事件

死刑又は無期
の懲役・禁錮
に当たる罪の
事件､ 法定合
議事件で故意
の犯罪行為に
より被害者を
死亡させた事
件｡ 裁判員､
親族への加害
行為がなされ
るおそれがあ
る事件につい
ては例外的に
対象から除外
できる｡

当面は刑事事
件のみ｡ 法定
合議事件を基
本｡ 組織犯罪
やテロも対象
から除外すべ
きでない｡

法定合議事件
とすべきであ
る｡ 事件の性
質による除外
制度は設けな
い｡

公務員による
収賄などの犯
罪も対象事件
に加える｡

修正なし

評決 合議体の過半
数であって､
裁判官又は裁
判員のそれぞ
れ一人以上が

三分の二の特
別多数決｡ 裁
判官または裁
判員のみの多
数で被告人に

三分の二の多
数決｡ 裁判官
の一名以上及
び裁判員の一
名以上が賛成

三分の二の特
別多数決｡ 裁
判官または裁
判員のみの多
数で被告人に

修正なし



す
る
グ
ル
ー
プ

(

政
党
と
関
係
機
関
・
団
体)

の
主
張
を
一
部
取
り
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
懲
役
刑
の
短

縮
と
、
そ
の
構
成
要
件
の
限
定
、
国
民
の
参
加
の
た
め
の
環
境
整
備
の
努
力
義
務
化
な
ど
が
修
正
さ
れ
、
最
高
裁
や
法
務
省
、
与
党
な

ど
の
グ
ル
ー
プ
が
主
張
す
る
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
政
策
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
そ
う
し
た
点
で
、
国
会
で
の
審
議

は
、
政
府
与
党
に
よ
る
立
法
機
能
へ
の
補
完
的
作
用
を
果
た
し
た
と
い
え
よ
う

(

�)

。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
政
策
変
化
は
、
関
係
ア
ク
タ
ー
に
と
っ
て
受
容
可
能
な
範
囲
内
に
限
っ
て
の
表
層
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

核
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
の
変
化
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
の
見
方
も
で
き
る
。
民
主
党
は
、
修
正
協
議
の
焦
点
を
自
民
党
や
最
高
裁
な

ど
に
反
対
の
強
い
裁
判
体
の
構
成
に
置
か
ず
、
守
秘
義
務
の
罰
則
見
直
し
や
、
制
度
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
の
環
境
整
備
に
絞
っ
た
。

与
党
側
と
し
て
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
国
民
に
新
た
な
負
担
を
強
い
る
こ
と
か
ら
、
与
党
だ
け
の
成
立
は
避
け
た
い
と
の
思
惑
が

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
民
主
党
の
協
力
を
得
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
妥
協
が
必
要
と
の
判
断
が
当
初
か
ら
存
在
し
た

(

�)

。
与
党
側
は
、
民

主
党
が
守
秘
義
務
違
反
に
対
す
る
懲
役
の
在
り
方
を
も
っ
と
も
強
く
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
、
予
測
的
に
対
応
し
、
あ
ら
か
じ
め
、
守

秘
義
務
違
反
の
罰
則
を
民
事
調
停
委
員
や
家
事
調
停
委
員
の
秘
密
漏
洩
と
同
じ
六
ヶ
月
以
下
の
懲
役
に
引
き
下
げ
る
こ
と
を

｢

落
と
し

ど
こ
ろ｣

と
し
て
い
た

(

�)

。
ま
た
、
判
決
確
定
後
ま
で
元
裁
判
員
に
守
秘
義
務
を
懲
役
刑
で
課
す
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
と
も
と
公
明
党

な
ど
与
党
内
に
も
異
論
が
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
の
公
正
さ
や
評
議
に
お
け
る
自
由
な
意
見
表
明
を
保
障
す
る
観
点
か
ら
、
最
高

裁
や
政
府
は
、
守
秘
義
務
を
必
要
と
し
、
結
局
、
元
裁
判
員
の
守
秘
義
務
に
つ
い
て
も
、
各
裁
判
員
・
裁
判
官
の
意
見
や
評
決
の
数
、

職
務
上
知
り
得
た
他
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
秘
密
、
財
産
上
の
利
益
を
得
る
目
的
で
評
議
の
経
過
を
漏
ら
し
た
場
合
に
は
懲
役
刑

を
残
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
罰
金
刑
と
す
る
こ
と
で
、
元
裁
判
員
の
守
秘
義
務
を
免
除
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

最
高
裁
や
政
府
の
受
け
入
れ
可
能
な
範
囲
内
で
の
限
定
的
な
守
秘
義
務
の
緩
和
に
と
ど
め
た
こ
と
が
、
与
党
側
が
修
正
に
応
じ
る
こ
と

が
で
き
た
背
景
に
あ
っ
た

(

�)

。

こ
う
し
た
限
定
的
な
内
容
で
あ
っ
て
も
、
民
主
党
が
修
正
に
合
意
し
た
の
は
、
民
主
党
が
裁
判
員
制
度
の
導
入
自
体
に
つ
い
て
積
極

裁判員制度の立法過程の検証
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国民
の負
担軽
減

裁判員の休暇
取得に対する
不利益取扱い
の禁止｡

義務を一定期
間先延ばしで
きる延期制度､
裁判員休暇制
度を設ける｡
裁判所に託児
所や託老所を
設ける｡

裁判員休業制
度のほか､ 託
児所の整備､
育児・介護料
の補償などの
環境整備が不
可欠｡

育児・介護を
担う裁判員の
サポートなど
環境整備を国
の努力義務と
する｡

国は制度を
円滑に運用
するために
必要な環境
の整備に努
めなければ
ならないも
のとする努
力規定を附
則に追加｡

施行
期日

公布日から�

年以内｡
公布日から	

年以内｡
公布日から	

年以内｡
公布日から
�年以内｡
施行から 	

年後の制度
見直し規定
を附則に加
える｡

(注) �
日弁連見解は､ ｢裁判員制度､ 刑事裁判の充実・迅速化及び検察審査会制
度の骨格案についての意見募集の結果概要｣ (平成��年�月	�日から同
年�月�	日まで実施) による｡

�
下線部は各案の相違点を示す｡



提
に
、
自
ら
の
利
害
を
最
も
効
率
的
に
実
現
す
る
機
構
を
設
計
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
、
将
来
的
に
、
自
民
党
政
権
が
永
続
す

る
と
い
う
保
証
は
な
く
、
自
民
党
内
に
も
、
最
高
裁
の
利
害
と
異
な
る
主
張
を
す
る
法
務
関
係
の
議
員
は
少
な
か
ら
ず
存
在
し
た
。
そ

う
し
た
不
確
実
な
状
況
の
下
で
は
、
最
高
裁
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
将
来
の
政
治
勢
力
の
変
化
に
備
え
て
、
仮
に
、
最
高
裁
の
利
益

を
代
弁
し
な
い
勢
力
が
多
数
派
に
転
じ
た
と
き
で
も
、
彼
ら
の
利
害
が
一
方
的
、
効
率
的
に
実
行
さ
れ
な
い
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
構
築

し
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
。
裁
判
官
の
三
人
制
を
維
持
す
る
こ
と
は
、
刑
事
裁
判
の
み
な
ら
ず
、
将
来
的
に
裁
判
員
制
度
が
拡
大

さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
民
事
裁
判
な
ど
に
お
い
て
も
、
最
高
裁
の
利
益
を
守
る
た
め
に
譲
れ
な
い
生
命
線
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
裁
判

官
三
人
制
を
裁
判
員
制
度
の
下
で
も
制
度
化
す
る
こ
と
は
、
裁
判
所
の
存
立
基
盤
を
死
守
し
、
将
来
の
政
治
勢
力
の
変
化
へ
の
備
え
で

も
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
対
抗
す
る
日
弁
連
に
と
っ
て
は
、
自
民
党
が
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
賛
成
し
て
い
る
機
会
を
見
逃
す
こ
と
は
な
か
っ

た
。
政
治
情
勢
が
流
動
的
に
な
り
、
公
明
党
が
連
立
か
ら
離
脱
し
た
り
、
自
民
党
内
の
保
守
派
が
勢
力
を
増
し
た
り
す
れ
ば
、
裁
判
員

制
度
や
刑
事
手
続
自
体
が
改
悪
さ
れ
か
ね
な
い
。
日
弁
連
と
親
近
性
の
あ
る
公
明
党
が
参
加
し
た
連
立
与
党
で
の
協
議
や
、
民
主
党
と

の
修
正
合
意
に
よ
っ
て
、
問
題
点
が
よ
り
改
善
さ
れ
た
内
容
で
、
妥
協
で
き
る
と
こ
ろ
は
受
け
入
れ
、
将
来
的
な
政
治
的
変
化
や
、
世

論
の
支
持
を
下
に
、
裁
判
員
制
度
や
刑
事
手
続
を
よ
り
望
ま
し
い
も
の
に
改
善
し
て
い
け
ば
よ
い
と
い
う
現
実
的
な
判
断
を
取
っ
た

(

�)

。

弁
護
士
会
内
部
に
は
、
妥
協
に
反
対
の
声
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
理
念
を
強
く
主
張
す
る
こ
と
で
、
成
果
自
体
を
失
う
こ
と
に
執
行
部

は
慎
重
だ
っ
た

(

�)

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
は
、
自
民
党
の
裁
判
員
制
度
小
委
員
会
の
主
要
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
下
村
博
文
、
与
謝
野
馨
、
塩
崎
泰
久
議
員
が
理
事

と
し
て
、
保
岡
興
治
元
法
務
大
臣
、
森
山
真
弓
前
法
務
大
臣
が
委
員
と
し
て
所
属
し
て
い
た
。
公
明
党
も
漆
原
良
夫
議
員
が
理
事
と
し
て
所
属

し
て
い
た
。
も
っ
と
も
こ
う
し
た
委
員
会
の

｢

幹
部｣

議
員
と
は
異
な
る
委
員
に
は
、
裁
判
員
法
案
に
対
し
て
、
党
の
方
針
と
は
異
な
る
見
解

裁判員制度の立法過程の検証
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的
で
あ
り
、
自
民
党
内
に
は
、
裁
判
員
制
度
に
対
す
る
消
極
論
が
依
然
と
し
て
存
在
し
、
自
民
党
内
の
反
対
派
の
動
向
に
よ
っ
て
は
法

案
が
先
送
り
さ
れ
る
可
能
性
が
皆
無
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た｢

状
況
の
不
確
実
性｣

に
対
し
て
、
民
主
党
は
、

裁
判
体
の
構
成
に
体
現
さ
れ
る
、
裁
判
員
制
度
の
理
念

(

裁
判
員
を
主
体
と
す
る
刑
事
裁
判
の
実
現)

に
固
執
す
る
こ
と
よ
り
も
、
裁

判
員
制
度
を
実
現
し
、
そ
の
準
備
期
間
や
制
度
施
行
後
の
更
な
る
改
善
を
目
指
し
て
、
条
件
面
で
の
妥
協
が
得
ら
れ
れ
ば
、
法
案
採
決

に
応
じ
る
と
い
う
選
択
肢
を
採
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(

�)

。
こ
う
し
た
民
主
党
の
対
応
は
、
民
主
党
の
政
策
要
求
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
と
な
っ
て
き
た
日
弁
連
に
も
共
通
し
て
い
た

(

�)

。

第
四
節

最
高
裁
と
日
弁
連

利
害
関
係
機
関
の
相
克

以
上
の
政
府
・
国
会
に
お
け
る
裁
判
員
制
度
の
立
法
過
程
で
、
直
接
の
利
害
関
係
機
関
・
団
体
と
し
て
相
互
に
影
響
力
を
行
使
し
た

の
は
、
最
高
裁
と
日
弁
連
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
政
策
決
定
権
を
法
務
省
と
国
会
が
握
り
、
ロ
ビ
ー
活
動
を
通
じ
て
影
響
力
を
行
使

せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
両
者
の
激
し
い
陳
情
合
戦
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
最
高
裁
は
何
を
死
守
し
よ
う
と
し
、

何
に
備
え
た
の
か
、
逆
に
、
日
弁
連
は
何
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
、
何
を
期
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

モ
ー
は
、
社
会
的
に
対
立
し
、
異
な
る
要
求
を
掲
げ
る
利
害
団
体
の
相
互
作
用
か
ら
、
政
治
制
度
の
組
織
的
構
造
が
妥
協
の
産
物
と

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

(

�)

。
裁
判
員
制
度
の
制
度
設
計
は
、
相
互
に
対
立
す
る
日
弁
連
と
最
高
裁
が
、
自
民
党
と
公
明
党
、
そ
し
て
民

主
党
な
ど
の
政
党
に
対
す
る
ロ
ビ
ー
活
動
を
展
開
し
、
最
終
的
に
は
、
政
党
間
の
交
渉
に
よ
っ
て
妥
協
が
成
立
し
た
。
最
高
裁
と
日
弁

連
の
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
る
相
互
作
用
を
規
定
し
た
の
は
、
モ
ー
の
概
念
を
借
用
す
れ
ば
、
公
的
権
力
の
ゼ
ロ
サ
ム
性
と
、
政
治
の
不

確
実
性
で
あ
っ
た

�

�)

。
改
革
審
意
見
書
に
よ
っ
て
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
不
可
避
と
な
っ
た
段
階
で
、
最
高
裁
は
、
裁
判
員
制
度
そ
の
も

の
を
与
件
と
し
て
受
容
す
る
こ
と
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
制
度
設
計
に
当
た
っ
て
は
、
自
民
党
や
法
案
作
成
の
た
め
の
事
務
当
局
で

あ
る
法
務
省
と
の
ア
ク
セ
ス
を
利
用
し
、
そ
の
利
害
を
強
く
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
最
高
裁
と
し
て
は
、
現
行
の
裁
判
官
制
度
を
前
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九
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
実
川
幸
夫
法
務
副
大
臣
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
五
号

(

二
〇
〇
四
年
四

月
一
六
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
政
府
参
考
人
及
び
大
野
市
太
郎
最
高
裁
判
所
長
官
代
理
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委

員
会
議
録
第
一
三
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
三
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
が
行
っ
た
四
月
六
日
の
参
考
人
質
疑
に
は
、
佐
藤
幸
治
近
畿
大
学
教
授
、
清
原
慶
子
三
鷹
市
長
、
本
林
徹
前
日
本
弁
護

士
連
合
会
会
長
が
参
考
人
と
し
て
出
席
し
、
四
月
一
二
日
の
公
聴
会
で
は
、
中
川
英
彦
住
商
リ
ー
ス
株
式
会
社
顧
問
・
京
都
大
学
法
学
研
究
科

教
授
、
高
井
康
行
弁
護
士
、
近
藤
晋

(

企
画
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー)

、
敷
田
み
ほ
市
民
の
裁
判
員
制
度
つ
く
ろ
う
会
運
営
委
員
の
各
氏
が
公
述
人

と
な
っ
た
。
ま
た
、
四
月
一
四
日
に
は
民
主
党
委
員
が
出
席
し
て
再
度
、
参
考
人
質
疑
が
行
わ
れ
、
井
上
正
仁
東
京
大
学
教
授
、
滝
鼻
卓
雄
読

売
新
聞
東
京
本
社
代
表
取
締
役
社
長
、
尾
崎
純
理
日
本
弁
護
士
連
合
会
司
法
改
革
特
命
嘱
託
・
前
日
本
弁
護
士
連
合
会
副
会
長
、
木
舟
一
郎
社

団
法
人
日
本
新
聞
協
会
人
権
・
個
人
情
報
問
題
検
討
会
幹
事

(

日
本
経
済
新
聞
社
編
集
局
次
長)

が
参
考
人
と
し
て
意
見
を
述
べ
た
。

(

�)

日
弁
連
司
法
改
革
特
命
嘱
託
と
は
、
一
五
九
回
通
常
国
会
に
お
い
て
司
法
制
度
改
革
法
案
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
日
弁
連
と
し
て
協
力
し
て

い
く
こ
と
を
任
務
と
し
、
通
常
国
会
終
了
ま
で
を
任
期
と
す
る
特
命
的
な
役
職
で
あ
っ
た

(

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
尾
崎
純
理
参
考
人

の
意
見

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日))

。

(

�)

刑
事
訴
訟
法
改
正
案
に
つ
い
て
は
、
弁
護
人
が
開
示
請
求
し
た
範
囲
の
証
拠
は
ス
ム
ー
ズ
に
開
示
さ
れ
る
よ
う
な
制
度
と
す
る
こ
と
、
開
示

さ
れ
た
記
録
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
規
定
は
や
め
て
、
正
当
な
防
御
活
動
、
弁
護
活
動
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
意
見
と
し
て
述

べ
ら
れ
た

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
〇
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
六
日))

。

(

�)

刑
事
訴
訟
法
改
正
案
に
つ
い
て
も
、
開
示
証
拠
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
へ
の
反
対
が
述
べ
ら
れ
た

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会

議
録
第
一
四
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日))

。

(

�)

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日)

。

(

�)

国
民
が
裁
判
員
に
参
加
し
や
す
い
環
境
整
備
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
民
主
党
案
で
は
、｢

裁
判
員
休
暇
制
度｣

の
創
設
や
、
裁
判
所
に
託
児

所
や
託
老
所
を
設
け
る
な
ど
の
体
制
の
整
備
を
図
る
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
委
員
会
で
の
法
案
審
議
で
、
政
府
側
よ
り
、
託
児
所
の
ニ
ー

裁判員制度の立法過程の検証
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を
表
明
す
る
委
員
も
い
た
。
特
に
、
公
明
党
の
富
田
茂
之
委
員
と
民
主
党
の
辻
惠
委
員
は
弁
護
士
時
代
の
経
験
に
基
づ
い
て
裁
判
員
制
度
の
導

入
に
反
対
の
意
見
を
委
員
会
質
疑
で
表
明
し
た
。

(
	)
民
主
党

『

次
の
内
閣』

法
務
ネ
ク
ス
ト
大
臣
千
葉
景
子

｢

国
民
主
権
に
基
づ
く
裁
判
員
制
度
の
実
現
を
！

審
議
会
意
見
書
か
ら
の
後

退
を
危
惧
す
る

(

談
話)｣

二
〇
〇
三
年
一
二
月
九
日
。

(


)

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
小
林
千
代
美
議
員
の
質
疑

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
一
五
号

(

二
〇
〇
四
年
三
月
一
六
日))

。

(

�)

衆
議
院
本
会
議
に
お
け
る
野
沢
太
三
法
務
大
臣
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
本
会
議
録
第
一
五
号

(

二
〇
〇
四
年
三
月
一
六
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
政
府
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
九
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二

日))

。

(

)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
辻
惠
委
員
の
質
疑

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
九
日)

、

同
一
三
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
三
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
辻
惠
委
員
の
質
疑(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
富
田
茂
之
委
員
の
質
疑

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四

日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
政
府
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月

九
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
政
府
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
九
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二

日)

、
同
第
一
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
九
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
与
謝
野
馨
委
員
の
質
疑

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
六
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二
〇

日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
樋
渡
利
秋
政
府
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四

月
九
日))

。

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
山
崎
潮
政
府
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
二
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
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過
を
財
産
上
の
利
益
を
得
る
目
的
な
し
に
漏
ら
し
た
場
合｣

だ
け
に
過
ぎ
ず
、
裁
判
員
が
任
務
終
了
後
も
、
自
分
の
意
見
も
含
む
各
裁
判
員
や

裁
判
官
の
意
見
、
評
決
の
数
を
漏
ら
せ
ば
懲
役
刑
の
対
象
に
な
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
民
主
党
内
に
は
、
守
秘
義
務
違
反
に

対
す
る
修
正
合
意
が
不
十
分
で
あ
る
と
す
る
意
見
も
あ
っ
た

(『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
三
日
、
同
二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日)
。

(

�)
『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日
、
参
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
千
葉
景
子
委
員
の
質
疑

(

第
一
五
九
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員

会
会
議
録
第
一
六
号

(

二
〇
〇
四
年
五
月
一
三
日))

。

(

�)

裁
判
員
法
案
の
衆
議
院
通
過
に
際
し
て
、
日
弁
連
は
、｢

政
府
原
案
の
問
題
点
の
主
要
部
分
に
お
お
む
ね
修
正
が
な
さ
れ
た
と
評
価
す
る｣

と
の
会
長
談
話
を
出
し
、
参
議
院
で
は
、
裁
判
員
の
守
秘
義
務
の
明
確
化
、
取
調
べ
状
況
を
録
画
・
録
音
す
る
必
要
性
、
新
設
さ
れ
る
証
拠
開

示
制
度
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
、
十
分
審
理
す
る
よ
う
求
め
た

(『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日)

。

(

�)
�
����

�
�
�
�
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モ
ー
の
理
論
の
紹
介
と
解
説
に
つ
い
て
、
河
野
勝

『

制
度』

東

京
大
学
出
版
会

(

二
〇
〇
二
年)

一
七
六
〜
一
七
八
頁
を
参
照
。

(

�)
�
�
�
(����)�

�&
��
��
�
�
��  "� #�

(

�)

衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
け
る
尾
崎
純
理
参
考
人
の
答
弁

(

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
四
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
一

四
日))

。

(

�)

阿
部
昌
樹
は
、
市
民
運
動
の
よ
う
に
、
理
念
や
目
的
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
が
強
固
で
あ
る
ほ
ど
妥
協
と
い
う
選
択
肢
が
受
け
容
れ
難
い
も

の
に
な
り
、
法
制
定
へ
の
取
り
組
み
が
流
産
し
て
し
ま
う
可
能
性
は
決
し
て
小
さ
く
な
い
と
指
摘
し
て
い
る

(

阿
部
昌
樹

『

ロ
ー
カ
ル
な
法
秩

序

法
と
交
錯
す
る
共
同
性』

勁
草
書
房

(

二
〇
〇
二
年)

七
七
頁)

。

裁判員制度の立法過程の検証

#/－�･ － (名城 0�/)/�!

ズ
が
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
裁
判
員
休
暇
制
度
を
会
社
員
だ
け
に
認
め
る
と
、
自
営
業
者
な
ど
と
の
間
で
公
平
性
に
問
題
が
出
る

な
ど
の
消
極
的
な
答
弁
が
出
さ
れ
、
修
正
要
求
で
は
努
力
義
務
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

(
�)

『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日
、『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
一
四
日
、『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
一
五
日
、
同
二
〇

〇
四
年
四
月
二
一
日
。

(

�)
『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
二
日
、『

朝
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
一
日
、
第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
第
一
九
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二
三
日)

。

(

	)
『

毎
日
新
聞』
二
〇
〇
四
年
四
月
二
二
日
。

(


)

第
一
五
九
回
国
会
衆
議
院
法
務
委
員
会
議
録
第
一
九
号

(

二
〇
〇
四
年
四
月
二
三
日)

。

(

�)

政
策
志
向
学
習
に
よ
る
政
策
変
化
を
説
明
す
る
唱
道
連
携

(�
�
)
�
�
�
�
�

����
�)

モ
デ
ル
に
つ
い
て
、	

�
�
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唱
道
連
携
モ
デ
ル
の
解
説
に
つ
い
て
、
宮
川
公
男

『

政
策
科
学
入
門
第
二
版』

東
洋
経
済
新
報
社
、

二
〇
〇
二
年
、
二
四
四
〜
二
五
一
頁
を
参
照
。

(

�)

手
続
き
的
な
観
点
か
ら
は
、
与
野
党
の
修
正
合
意
案
は
、
法
務
委
員
会
の
質
疑
終
局
後
の
審
査
議
決
当
日
に
与
野
党
委
員
か
ら
委
員
会
に
提

示
さ
れ
、
修
正
案
を
め
ぐ
る
質
疑
も
討
論
も
な
い
ま
ま
、
修
正
議
決
さ
れ
た
。
修
正
案
に
賛
成
し
た
公
明
党
や
民
主
党
の
委
員
の
中
に
は
、
裁

判
員
法
案
自
体
に
反
対
の
委
員
が
存
在
し
て
い
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
案
の
修
正
交
渉
は
政
党
ベ
ー
ス
で
行
わ
れ
た
た
め
、
ど
の
よ
う
な

観
点
か
ら
合
意
に
至
っ
た
か
の
過
程
は
衆
議
院
の
法
務
委
員
会
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
か
っ
た
。
な
お
、
参
議
院
の
法
務
委
員
会
で
は
、
衆
議

院
の
修
正
案
提
出
者
が
出
席
し
、
委
員
か
ら
の
質
疑
に
答
弁
す
る
形
で
、
修
正
合
意
に
至
っ
た
理
由
や
そ
の
内
容
に
つ
い
て
の
説
明
が
表
明
さ

れ
た

(

第
一
五
九
回
国
会
参
議
院
法
務
委
員
会
会
議
録
第
一
六
号

(
二
〇
〇
四
年
五
月
一
三
日)

等)

。

(

)
『

読
売
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
一
日
。

(

�)
『

毎
日
新
聞』

二
〇
〇
四
年
四
月
二
四
日
。

(

�)

裁
判
員
の
守
秘
義
務
は
評
議
の
秘
密

(

こ
れ
に
は
評
議
の
経
過
や
各
裁
判
員
・
裁
判
官
の
意
見
、
評
決
の
数)

と
、
そ
の
他
職
務
上
知
り
得

た
秘
密

(

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
ど
の
秘
密)

に
課
せ
ら
れ
て
お
り
、
懲
役
刑
が
罰
金
刑
に
軽
減
さ
れ
た
の
は
評
議
の
秘
密
の
う
ち
の

｢

評
議
の
経
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終
わ
り
に

こ
う
し
て
与
党
内
で
の
協
議
に
お
け
る
調
整
過
程
や
法
案
の
国
会
審
議
過
程
に
お
け
る
政
策
学
習
は
、
裁
判
員
制
度
の
理
念
を
浸
透

さ
せ
、
関
係
す
る
ア
ク
タ
ー
相
互
の
利
害
対
立
を
調
整
し
、
解
消
す
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
国
民
が
主
体
的
・
実
質
的
に
裁
判
に
関

与
し
、
裁
判
官
と
の
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
基
づ
く
協
働
に
よ
っ
て
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
信
頼
性
を
高
め
る
と

い
う
裁
判
員
制
度
の
理
念
は
、
そ
れ
自
体
が
既
存
の
政
治
的
配
置
を
対
立
か
ら
協
調
へ
と
変
化
さ
せ
、
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
る
政
党
、

法
曹
三
者
を
含
ん
だ
包
括
的
な
政
策
共
同
体
を
創
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た

(

そ
の
表
れ
が
法
案
の
全
会
一
致
で
の
衆
議
院
通
過
で
あ
ろ

う)

。
こ
う
し
た
政
治
過
程
の
結
果
と
し
て
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
、
司
法
制
度
だ
け
で
な
く
、
日
本
の
民
主
主
義
の
在
り
方
に
と
っ

て
も
画
期
的
な
制
度
改
革
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
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