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「
市
民
裁
判
」
の
成
立
条
件

裁
判
員
時
代
の
新
し
い
裁
判
で
は
、
裁
く
立
場
の
市
民
は
、
市
民
感
覚
だ
け
で
裁
判
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
も
、
裁
判
員
裁
判
は
、
平
均
三
、四
日
、
長
く
て
も
二
、三
週
間
程
度
で
結
審
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、

短
期
決
戦
で
あ
り
、
疾
風
怒
濤
の
活
動
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
、
法
律
も
証
拠
も
脇
に
お
い
て
、
市
民
感
覚
だ
け
で
、
短
期
間
の
う
ち
に
有
罪
・
無
罪
を
決
め
て
よ
い

の
か
。
そ
れ
で
裁
判
と
言
え
る
の
か
。「
死
刑
か
無
罪
か
」
さ
え
も
、
感
覚
で
決
め
て
よ
い
の
か
。

そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、「
冤
罪
感
覚
」
に
あ
る
。

本
書
は
、
こ
れ
ま
で
に
生
じ
た
冤
罪
事
件
を
素
材
と
し
て
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ
る
冤
罪
性
を
タ
イ
プ
別
、
大

小
別
に
示
す
。
戦
後
日
本
の
主
要
な
冤
罪
事
件
を
分
析
し
て
、
冤
罪
の
特
徴
と
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
イ
メ
ー
ジ
で
提
示

す
る
試
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
の
言
う
「
理
念
型
」
の
思
考
法
で
も
あ
る
。

こ
の
偉
大
な
社
会
・
経
済
・
政
治
学
者
の
モ
デ
ル
理
論
を
借
り
れ
ば
、
冤
罪
論
は
、
次
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
る
は

ず
で
あ
る
。
生
の
冤
罪
事
象
の
類
型
化
に
よ
っ
て
、
理
念
型
と
し
て
の
「
冤
罪
性
」
が
抽
出
さ
れ
る
。
理
念
型
と
し
て

の
「
冤
罪
性
」
が
定
ま
れ
ば
、
現
象
自
体
の
再
構
成
が
可
能
と
な
る
。
再
構
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
作
動
す
れ
ば
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
諸
現
象
が
自
然
に
秩
序
立
て
ら
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
、
単
純
化
さ
れ
、
明
確
化
さ
れ

て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
最
終
的
に
、
主
体
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
は
、
明
晰
な
認
識
に
至
る
に
ち
が
い
な
い
。
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幸
か
不
幸
か
、
戦
後
わ
が
国
で
発
生
し
た
冤
罪
事
件
は
膨
大
な
数
に
上
る
。
材
料
に
事
欠
く
こ
と
は
な
い
。
通
用
性

の
あ
る
類
型
化
は
十
分
に
可
能
と
思
わ
れ
る
。

も
し
、
種
々
の
「
冤
罪
性
」
の
理
念
型
が
う
ま
く
抽
出
で
き
た
と
す
れ
ば
、
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
、
あ
る
べ
き
有
罪
・

無
罪
の
分
岐
点
を
示
し
、
結
論
に
至
る
裁
判
の
道
筋
を
開
示
で
き
た
に
等
し
い
。

こ
の
意
味
に
お
け
る
「
冤
罪
性
」
を
知
れ
ば
、
も
は
や
法
律
論
や
証
拠
論
を
知
っ
た
の
も
同
じ
で
あ
る（
本
書
で
は
、

こ
の
意
味
の
冤
罪
性
を
「
理
念
型
と
し
て
の
冤
罪
性
」
あ
る
い
は
「
冤
罪
性
モ
デ
ル
」
と
名
づ
け
る
）。

ま
た
、
そ
れ
は
、
冤
罪
一
般
を
日
常
的
感
覚
で
知
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
た
も
の
は
、
市
民

感
覚
の
一
つ
と
し
て
の
冤
罪
感
覚
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
。

こ
の
冤
罪
感
覚
に
照
ら
し
て
、
実
際
の
事
件
を
見
れ
ば
、
た
と
え
、
そ
の
事
件
が
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
事
案
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
自
然
に
内
容
が
秩
序
立
て
ら
れ
、
意
味
づ
け
ら
れ
、
単
純
化
さ
れ
、
明
確
化
さ
れ
て
、
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
冤
罪
の
リ
ス
ク
が
含
ま
れ
て
い
る
か
が
わ
か
る
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
。

「
現
在
形
」
と
し
て
の
冤
罪
の
リ
ス
ク（「
今
、
そ
こ
に
あ
る
リ
ス
ク
」）を
感
じ
取
り
、
反
応
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
わ
け
で
あ
る
。

当
の
事
件
に
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
の
、
か
か
る
「
冤
罪
性
」
を
知
れ
ば
、
も
は
や
法
的
評
価
や
証
拠
評
価
が
で
き
た
も

同
然
で
あ
る（
本
書
で
は
、
こ
の
意
味
の
冤
罪
性
を
「
冤
罪
性
リ
ス
ク
」
と
名
づ
け
る
。「
冤
罪
性
リ
ス
ク
」
は
「
理
念
型
と
し
て
の

冤
罪
性
」
を
介
し
て
得
ら
れ
る
リ
ス
ク
感
覚
で
あ
る
）。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
一
つ
の
到
達
点
に
至
る
。
市
民
に
よ
る
新
し
い
裁
判
は
、
や
は
り
市
民
感
覚
だ
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け
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

冤
罪
感
覚
が
あ
る
限
り
、
法
律
や
証
拠
を
脇
に
ど
け
て
有
罪
・
無
罪
を
決
め
て
よ
い
し
、
実
際
、
本
当
の
意
味
の
冤

罪
感
覚
を
市
民
が
持
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
に
依
拠
し
て
、
有
罪
・
無
罪
を
適
切
に
決
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

裁
判
員
裁
判
が
裁
判
た
る
所
以
も
そ
こ
に
あ
る
。

死
刑
事
件
で
さ
え
、
市
民
感
覚
だ
け
で
決
め
て
よ
い
の
は
、
市
民
感
覚
の
中
に
冤
罪
感
覚
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
限
る
。
も
し
、
冤
罪
感
覚
を
含
ま
な
い
、
た
だ
の
感
覚
で
決
め
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
の

自
己
矛
盾
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

刑
事
裁
判
は
す
べ
て
冤
罪
で
あ
る

本
書
は
、
冤
罪
事
象
を
扱
う
。
け
れ
ど
も
、
事
細
か
に
一
つ
の
事
件
に
深
入
り
す
る
書
で
は
な
い
。

ミ
ク
ロ
の
手
法
で
微
に
入
り
細
を
穿
っ
た
冤
罪
分
析
、
冤
罪
探
究
を
お
こ
な
う
も
の
で
は
な
く
、
マ
ク
ロ
的
に
戦
後

の
冤
罪
事
件
を
通
覧
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
秩
序
立
て
、
再
構
成
す
る
。
な
か
ん
ず
く
、
見
通
し
の
利
く
理
念
型
の

形
成
を
目
指
す
。

冤
罪
の
深
い
森
に
踏
み
入
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
冤
罪
性
と
は
何
か
」
を
市
民
の
眼
前
に
引
き
ず
り
出
す
。

そ
う
す
る
こ
と
で
、
冤
罪
に
関
す
る
諸
々
の
知
識
は
、
市
民
の
教
養
と
し
て
の
「
知
」
と
な
る
だ
ろ
う
。
市
民
感
覚

と
し
て
の
冤
罪
感
覚
が
成
立
す
る
に
ち
が
い
な
い
。

ま
た
、
本
書
は
、
よ
く
見
か
け
る
「
冤
罪
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
」
な
ど
と
い
う
言
説
と
は
、
一
線
を
画
す
る
。
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冤
罪
は
不
正
義
で
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
の
冤
罪
と
冤
罪
の
リ
ス
ク
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
と
し
て

の
冤
罪
は
絶
対
的
不
正
義
で
あ
る
が
、
裁
く
者
の
眼
前
に
現
れ
る
冤
罪
の
リ
ス
ク
は
、
有
罪
・
無
罪
の
判
断
要
素
で
あ

る
。
市
民
感
覚
と
し
て
の
冤
罪
感
覚
に
か
か
わ
る
の
は
、
後
者
で
あ
る
。

裁
判
と
い
う
精
神
活
動
の
動
態
の
中
で
は
、
必
ず
冤
罪
の
リ
ス
ク
が
発
生
し
て
く
る
。
い
か
な
る
事
件
の
裁
判
に
お

い
て
も
、
有
罪
・
無
罪
の
判
断
要
素
と
し
て
、
そ
の
事
件
に
含
ま
れ
る
冤
罪
性
リ
ス
ク
が
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い（
実
際
、
後
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
、
法
廷
で
被
告
人
が
終
始
有
罪
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
て
も
、
冤
罪
だ
っ
た
と
い
う
事
件
さ

え
あ
る
）。
刑
事
裁
判
で
は
、
結
論
に
至
る
前
に
、
冤
罪
性
リ
ス
ク
に
よ
る
葛
藤
状
態
が
生
じ
な
け
れ
ば
本
当
で
は
な
い
。

進
行
中
の
決
定
的
に
重
要
な
現
象
と
し
て
、
そ
れ
は
存
在
す
る
。

だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
に
言
え
ば
、「
冤
罪
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
す
べ

て
の
裁
判
は
冤
罪
で
あ
る
」
に
な
る
。

逆
説
で
も
何
で
も
な
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
市
民
は
、
冤
罪
性
リ
ス
ク
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
稀
に

し
か
発
生
し
な
い
例
外
的
不
正
義
と
し
て
冤
罪
を
観
念
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
存
在
す
る
そ
こ
に
あ
る
リ
ス
ク
と
し

て
考
え
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
市
民
裁
判
が
可
能
と
な
る（
な
お
、
本
書
で
は
、
こ
の
「
冤
罪
性
リ
ス
ク
」
と
対
立
す
る
意
味

合
い
で
、
個
別
の
冤
罪
事
件
の
真
相
を
「
実
相
と
し
て
の
冤
罪
」
あ
る
い
は
「
冤
罪
実
相
」
と
呼
ぶ
）。

裁
判
は
真
実
発
見
の
場
で
は
な
い

こ
れ
ま
で
、
職
業
裁
判
官
制
度
の
も
と
で
は
、
刑
事
裁
判
は
真
実
発
見
の
場
と
み
ら
れ
て
き
た
。
少
な
く
と
も
そ
の
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傾
向
が
強
か
っ
た
。
精
密
司
法
の
理
念
の
も
と
に
、
法
律
論
、
証
拠
論
、
裁
判
準
則
論
な
ど
を
精
緻
化
す
れ
ば
真
相
が

見
極
め
ら
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
た
。

「
真
実
発
見
の
場
」
と
言
う
と
聞
こ
え
は
よ
い
が
、
そ
こ
に
は
、
も
と
も
と
大
き
な
無
理
が
あ
る
。
犯
罪
の
よ
う
な

過
去
の
事
実
は
、
実
験
や
観
察
で
は
確
か
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
厳
密
な
意
味
で
は
、
真

実
や
真
理
と
い
う
事
柄
も
成
立
し
得
な
い
と
い
う
の
は
、
現
代
分
析
哲
学
を
は
じ
め
、
思
想
、
哲
学
の
世
界
で
は
、
今

や
常
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

で
は
、
裁
判
員
制
度
は
ど
う
か
。

裁
判
員
制
度
に
よ
っ
て
、
日
本
の
司
法
は
官
僚
司
法
か
ら
市
民
の
司
法
に
転
換
し
た
。
同
時
に
、「
精
密
司
法
」
か

ら
「
核
心
司
法
」
へ
と
転
換
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
局（
司
法
当
局
）自
身
が
認
め
て
い
る
。

「
精
密
司
法
」
と
は
、
司
法
官
僚
た
る
職
業
裁
判
官
が
、
長
年
月
を
か
け
て
、
事
件
を
微
に
入
り
細
に
入
り
審
理
し
、

精
緻
化
さ
れ
た
法
律
論
、
証
拠
論
、
裁
判
準
則
論
な
ど
を
も
っ
て
、
精
密
機
械
の
よ
う
に
裁
く
司
法
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ

る
。「

核
心
司
法
」
と
は
、
裁
判
員
た
る
市
民
が
、
短
期
間
の
審
理
で
、
事
件
の
核
心
を
掴
み
、
市
民
感
覚
に
よ
っ
て
ダ

イ
レ
ク
ト
に
裁
く
司
法
の
姿
で
あ
る
。

精
密
司
法
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
は
、
裁
判
の
真
実
主
義
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
は
や
、
裁
判
は
真
実

発
見
の
場
で
は
な
い
。
実
際
、
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
事
件
の
審
理
期
間
、
市
民
の
負
担
の
限
度
を
考
え
れ
ば
、
十
全

な
真
相
発
見
は
無
理
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
嘆
く
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
変
革
の
チ
ャ
ン
ス
と
と
ら
え
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る
べ
き
で
あ
る
。
も
と
も
と
絶
対
的
真
実
主
義
に
は
無
理
が
あ
る
の
だ
か
ら
。

市
民
裁
判
は
社
会
の
裁
き
の
場

日
本
の
司
法
は
、
真
実
発
見
か
ら
別
の
場
に
変
わ
っ
た
。
絶
対
的
真
実
主
義
は
崩
れ
た
。

で
は
、
い
か
な
る
場
に
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
社
会
の
受
け
止
め
を
示
す
場
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
犯
罪
現
象

を
社
会
と
し
て
受
け
止
め
、
意
味
づ
け
、
社
会
内
に
位
置
づ
け
る
場
で
あ
る
。

社
会
学
で
は
、
犯
罪
処
罰
の
根
拠
、
目
的
を
犯
罪
予
防
や
真
相
の
解
明
で
は
な
く
て
、
共
同
体
の
社
会
的
連
帯
感
情

の
喚
起
と
と
ら
え
る
見
解
が
あ
る（
ラ
ン
ド
ル
・
コ
リ
ン
ズ
『
脱
常
識
の
社
会
学
』〔
井
上
俊
・
磯
部
卓
三
訳
〕岩
波
書
店
）。

も
ち
ろ
ん
、
裁
判
員
裁
判
も
、
真
実
を
志
向
す
べ
き
で
あ
る
。
限
ら
れ
た
中
に
あ
っ
て
も
、
真
相
究
明
、
真
実
発
見

を
目
指
す
べ
き
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
限
ら
れ
る
。
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
お
こ
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
を

も
っ
て
裁
判
員
裁
判
の
裁
判
と
し
て
の
第
一
性
質
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
裁
判
の
第
一
性
質
は
、
犯
罪
現
象
の
社

会
内
昇
華
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
言
で
い
え
ば
、
市
民
裁
判
は
、
社
会
の
裁
き
の
場
で
あ
る
。

さ
き
ほ
ど
ら
い
、
市
民
裁
判
論
で
は
、
冤
罪
実
相
で
は
な
く
、
理
念
型
と
し
て
の
冤
罪
性
や
冤
罪
性
リ
ス
ク
こ
そ
が

重
要
で
あ
る
と
強
調
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、「
精
密
司
法
か
ら
核
心
司
法
へ
」、「
真
実
発
見
の
場
か
ら
社
会
の
裁
き
の

場
へ
」
と
い
う
流
れ
に
照
応
し
て
い
る
。
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裁
判
の
社
会
的
分
業
論

刑
事
裁
判
で
は
、
法
医
学
鑑
定
や
精
神
鑑
定
な
ど
、
様
々
な
専
門
的
鑑
定
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
、
市
民
の
裁

判
で
は
ど
う
な
る
の
か
。

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
は
じ
め
と
す
る
法
医
学
鑑
定
は
、
実
際
の
裁
判
で
極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
ま
た
、
責
任
能

力
の
有
無
が
争
点
に
な
る
場
合
に
は
、
精
神
鑑
定
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
毒
殺
事
件
で
は
薬
学
的
理
学
的
鑑

定
、
爆
破
事
件
で
は
爆
発
物
に
関
す
る
工
学
的
鑑
定
、
放
火
事
件
で
は
燃
焼
経
過
に
関
す
る
工
学
的
鑑
定
な
ど
が
出
て

く
る
。
指
紋
の
一
致
さ
え
も
、
指
紋
照
合
鑑
定
と
い
う
鑑
定
技
術
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
か
め
ら
れ
る
事
柄
で
あ
る
。

冤
罪
と
の
関
係
で
は
、
こ
れ
ら
の
鑑
定
の
十
分
性
、
正
確
性
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
冤
罪
に
関
す
る
啓
蒙
書
と
し
て
広
く
親
し
ま
れ
て
き
た
小
田
中
聰
樹
『
冤
罪
は
こ
う
し
て
作
ら
れ
る
』

（
講
談
社
現
代
新
書
）で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
冤
罪
事
件
の
第
四
の
特
徴
と
し
て
、
鑑
定
に
対
す
る
裁
判
官
の
無
条
件
的
・
無
批
判
的
信
頼
を
あ
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
疑
問
の
あ
る
鑑
定
が
有
罪
証
拠
と
し
て
重
視
さ
れ
た
誤
判
事
件
は
…
…
数
多
く
あ
る
」

「
誤
判
事
件
に
お
い
て
誤
っ
た
鑑
定
の
果
た
し
て
い
る
役
割
の
大
き
さ
に
、
あ
ら
た
め
て
驚
き
を
覚
え
、『
誤
判
の

蔭
に
誤
鑑
定
あ
り
』
と
の
感
を
抱
か
ざ
る
を
え
な
い
」

「
裁
判
官
は
、
鑑
定
の
評
価
に
あ
た
っ
て
は
、
鑑
定
人
の
能
力
・
技
術
、
鑑
定
資
料
の
状
態
、
鑑
定
の
手
順
・
方
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法
、
検
査
結
果
、
結
論
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

法
医
学
鑑
定
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
最
も
専
門
的
で
確
実
性
も
高
い
客
観
的
証
拠
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
現
実
に

は
誤
鑑
定
の
歴
史
が
あ
る
。
戦
後
日
本
の
代
表
的
法
医
学
者
と
言
え
ば
、
ま
ず
、
古
畑
種
基
博
士（
東
大
法
医
学
教
室
教

授
、
文
化
勲
章
受
章
）に
指
を
折
る
。
し
か
し
、
戦
後
の
冤
罪
事
件
の
多
く
は
古
畑
鑑
定
に
依
拠
し
た
た
め
に
生
じ
た
。

さ
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
必
然
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
古
畑
博
士
は
、
世
界
的
名
声
を
得
て
い
た
科
学
者

で
、
そ
の
業
績
は
圧
倒
的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
日
本
の
法
医
学
の
第
一
人
者
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
Ａ
Ｂ
Ｏ
血
液

型
の
発
見
者
に
し
て
、
血
液
鑑
定
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ン
ス
タ
イ
ン
や
モ
ル
ガ
ン
な
ど
の
欧
米
の
権
威
を
も
凌
ぐ
、
文

字
ど
お
り
の
世
界
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
小
田
中
前
掲
書
の
言
う
こ
と
は
建
前
論
と
し
て
は
そ
の
通
り
に
し
て
も
、
市
民
裁
判
の
時
代
に
は
無
理
が

あ
る
。
誤
鑑
定
を
見
抜
け
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
く
立
場
の
市
民
が
責
任
を
追
及
さ
れ
た
の
で
は
た
ま
ら
な
い
。

こ
の
種
の
問
題
は
、
現
実
的
に
考
え
る
こ
と
を
要
す
る
と
と
も
に
、
高
度
の
分
業
制
と
い
う
現
代
社
会
の
特
質
に
か

か
わ
る
。
社
会
学
者
の
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
る
ハ
イ
・
モ
ダ
ニ
テ
ィ（「
現
代
」）は
、

専
門
家
シ
ス
テ
ム
に
依
拠
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
く
こ
と
す
ら
で
き
な
い
時
代
だ
と
言
う（
ア
ン
ソ
ニ
ー
・
ギ
デ
ン
ズ
『
近

代
と
は
い
か
な
る
時
代
か
？
』〔
松
尾
精
文
・
小
幡
正
敏
訳
〕而
立
書
房
）。

今
の
時
代
、
つ
ま
り
、
裁
判
員
時
代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
、
裁
判
と
い
う
「
社
会
の
裁
き
の
場
」
を
社
会
的
分
業

の
中
に
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
く
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
市
民
裁
判
論
と
し
て
、「
裁
判
の
社
会
的
分
業
論
」
を
認
め
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る
べ
き
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
誤
鑑
定
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
で
は
、
誤
鑑
定

の
是
正
と
い
う
ア
ポ
リ
ア
を
現
在
の
法
制
度
の
も
と
で
ど
う
解
決
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
の
試
み
は
本
書

の
最
後
に
お
い
て
言
及
す
る
。

冤
罪
性
モ
デ
ル
の
事
件
群

次
章
以
下
で
は
冤
罪
の
疑
い
の
あ
る
事
件
を
広
く
取
り
上
げ
る
。

取
り
上
げ
る
事
件
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
レ
ベ
ル
の
異
な
る
事
件
群
か
ら
な
る
。

第
一
に
、
冤
罪
事
件
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
裁
判
所
が
上
級
審
ま
た
は
再
審
で
冤
罪
で
あ
る
と
公
式
に
認
め
た
ケ
ー
ス

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
一
度
は
有
罪
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
控
訴
審（
第
二
審
＝
高
等
裁
判
所
）あ
る
い
は
上
告
審（
第
三

審
＝
最
高
裁
判
所
）で
無
罪
が
認
め
ら
れ
た
事
件
と
、
②
一
審
か
ら
最
高
裁
ま
で
有
罪
で
、
有
罪
判
決
確
定
後
、
再
審
で

無
罪
が
認
め
ら
れ
た
事
件
が
あ
る
。

こ
の
事
件
類
型
の
中
で
最
も
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
過
酷
な
ケ
ー
ス
は
、
死
刑
判
決
確
定
後
に
再
審
で
無
罪
と
な
っ

た
場
合
で
あ
る
。
辛
く
も
死
刑
執
行
を
免
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
死
刑
冤
罪
事
件
は
、
戦
後
、
四
件
あ

る（
免
田
事
件
、
財さ
い

田た

川が
わ

事
件
、
島
田
事
件
、
松
山
事
件
）。

第
二
に
、
冤
罪
で
あ
る
と
公
式
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
日
弁
連
が
冤
罪
の
疑
い
が
濃
厚
と
認
め

て
再
審
を
支
援
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
ケ
ー
ス（「
日
弁
連
再
審
支
援
事
件
」）で
あ
る
。
日
弁
連
の
再
審
支
援
は
、
日
弁
連
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