


司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お

い
て、

法
曹
一

元
制
と
陪
審
制

の
導
人
の
是
非
が
論
議
の
焦
点

に
な
っ
て
い
ま
す。

こ
の
二
つ

の
改
革
案
は、

司
法
を
国
民
に

利
用
し
や
す
く
す
る
画
期
的
な

も
の
な
の
で
す
が、

何
故
か、

裁
判
所
に
は
あ
ま
り
評
判
が
よ

く
あ
り
ま
せ
ん
。

多
く
の
裁
判
官
は、

「
自
分

達
は
一

所
懸
命
に
仕
事
を
し
て

い
る
し、

日
本
の
裁
判
は
そ
ん

な
に
悪
く
な
い
は
ず
だ
。

ム
ー

ド
だ
け
で
法
曹
一

元
や
陪
審
を

導
入
せ
よ
と
い
う
よ
う
な
議
論

は
や
め
て
も
ら
い
た
い
」

と
思

っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
す。

陪
審
制
の
導
入
論
に
対
す
る

裁
判
官
の
こ
う
し
た
反
応
に
つ

い
て、

共
同
通
信
社
会
部
記
者

の
飯
田
裕
美
子
氏
は、

次
の
よ

う
な
比
喩
を
も
っ
て
批
判
し
て

い
ま
す
（
『

自
由
と
正
義』

ニ

0
0
0
年一
一
月
号）
。

「
こ
の
関
係
は、

夫
の
収
入

だ
け
で
食
べ
て
い
け
る
家
庭
の

妻
が
働
き
た
い
と
言
い
だ
し
た

と
き
の
夫
の
苛
立
ち
に
似
て
い

る。

『

何
が
不
満
な
の
だ
。

悪

い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
な
ら
言
っ

て
み
ろ
』

と
大
抵
の
夫
は
言
う

だ
ろ
う。

夫
が
優
秀
な
職
業
人

で
あ
る
こ
と、

自
分
が
明
日
か

ら
夫
と
交
代
で
き
な
い
こ
と
は、

妻
は
よ
く
分
か
っ
て
い
る。

そ

坂

冗

和

夫

共
働
き
と
陪
審
制
・

婿
選
び
と
法
曹
一

元
制

び

れ
で
も、

妻
は、

完
全
分
業
を

少
し
で
も
い
い
か
ら
崩
し
た
い

と
思
っ
て
い
る
の
だ
。

夫
が
本

当
に
す
ば
ら
し
い
パ
ー
ト
ナ
ー

な
ら、

妻
の
内
在
的
要
求
が
『

ょ

そ
の
奥
さ
ん
の
真
似』

な
の
か

本
物
な
の
か
ど
う
か
を
見
極
め、

本
物
だ
と
す
れ
ば、

ど
う
し
た．

ら
妻
の
エ
ン
パ
ワ
ー
メ
ン
ト
を

実
現
で
き
る
か
に
心
を
砕
く
は

ず
で
あ
る
」
。

新
堂
幸
司
教
授
は、

飯
田
裕

美
子
氏
の
こ
の
文
章
を
引
用
し

な
が
ら、

陪
審
制
導
入
の
問
題

は、

現
場
の
制
度
運
営
上
の
日

常
努
力
と
は
連
続
性
の
な
い
問

題
で
あ
り、

今
ま
で
裁
判
官
が

専
有
し
て
い
た
判
断
権
限
を
一

部
に
せ
よ
一

般
市
民
に
渡
す
か

ど
う
か
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
問
わ

れ
て
い
る
の
だ
と
喝
破
さ
れ
て

い
ま
す
（
法
務
研
究
財
団
名
古

屋
支
部
立
ち
上
げ
記
念
講
演
「
司

法
制
度
改
革
論
の
行
方
と
当
財

団
の
役
割」
）
。

と
こ
ろ
で、

先
日、

N
H
K

の
大
河
ド
ラ
マ
「
徳
川
三
代」

の
な
か
で、

家
康
の
孫
娘
千
姫

が
九
歳
で
―

二
歳
の
豊
臣
秀
頼

に
輿
入
れ
す
る
場
面
が
あ
り
ま

し
た
。

政
略
結
婚
の
典
型
で
す

が、

こ
れ
を
見
て
い
て
思
い
つ

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す。

法
曹

一

元
の
替
え
で
す。

昔
の
家
庭
で、

代
々
、
一

人

娘
に
貰
う
婿
養
子
を
娘
の
意
思

と
関
係
な
く
親
が
早
く
か
ら
決

め、

そ
の
家
庭
の
中
で
養
子
を

躾
け
て
い
く
家
風
を
守
っ
て
い

た
と
し
ま
す。

あ
る
時、

娘
が

親
に
向
か
っ
て、

自
分
の
目
で

適
齢
期
の
複
数
の
男
の
中
か
ら、

世
間
の
評
判
を
参
考
に
し
て
自

分
が
最
も
良
い
と
思
う
男
を
婿

に
し
た
い
と
言
い
出
し
ま
し
た。

父
親
は、

「
自
分
も
小
さ
い
時

か
ら
家
風
に
馴
染
み、

こ
う
し

て
家
業
を
引
継
ぎ
守
っ
て
き
た

の
だ
。

世
間
の
風
に
当
た
っ
て

き
た
養
子
は、

何
を
仕
出
か
す

か
分
か
ら
な
い
」

と
言
っ
て
反

対
し
ま
す。

娘
は、

世
間
知
ら

ず
の
養
子
は、

お
と
な
し
過
ぎ

て
家
業
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
は

出
来
な
い
し、

親
に
選
ば
れ
た

以
上、

親
に
は
絶
対
服
従
す
る

が、

妻
で
あ
る
自
分
の
こ
と
を

本
当
に
考
え
て
く
れ
る
か
ど
う

か
分
か
ら
な
い
と
抗
い
ま
す。

飯
田
裕
美
子
氏
は、

陪
審
が

原
理
的
に
正
し
い
も
の
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
巧
み
な
比
喩
で

表
現
し
ま
し
た
。

私
の
法
曹
一

元
の
瞥
え
は、

こ
れ
に
比
べ
る

と
大
分
見
劣
り
が
す
る
こ
と
は

認
め
ざ
る
を
ま
せ
ん
。

も
っ
と

良
い
比
喩
が
あ
れ
ば
ご
教
示
下

さ
い
。

と
こ
ろ
で、

法
曹
一

元
は、

い
ろ
い
ろ
な
顔
を
持
っ
て
い
ま

す。

私
は、

法
曹
一

元
と
は、

「
法
律
専
門
職
に
従
事
し
た
経

験
の
あ
る
者
の
中
か
ら、

そ
の

実
績
を
客
観
的
に
評
価
し
て
適

格
者
を
裁
判
官
に
選
抜
す
る
制

度
だ
」

と
考
え
て
い
ま
す。

こ
れ
に
対
し
て、

法
曹
一

元

と
は、

「
弁
護
士
か
ら
裁
判
官

を
選
ぶ
制
度
だ
」

と
言
う
人
も

い
ま
す
し、

「
社
会
経
験
や
当

事
者
経
験
の
あ
る
者
か
ら
裁
判
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官
を
選
ぶ
制
度
だ」
と
言
う
人

も
い
ま
す。

中
坊
公
平
氏
は、

「
裁
か
れ
る
立
場
に
あ
る
者
か

ら
裁
く
者
を
選
ぶ
制
度
だ」
と

言
わ
れ
ま
す。
こ
れ
ら
は、

必

ず
し
も
別
の
事
を
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
の
で
す
が、

見
る

角
度
や
重
視
す
る
点
が
少
し
づ

つ
違
う
の
で
す。

た
だ、

法
曹一
元
と
い
う一

般
に
分
か
り
に
く
く、

人
に
よ

っ
て
説
明
の
仕
方
が
違
う
制
度

に
つ
い
て、
制
度
の
目
的
と
か

副
次
的
効
果
を
削
ぎ
取
っ
て、

端
的
に
そ
れ
が
何
か
を
言
う
と

す
れ
ば、

裁
判
官
の
子
飼
い
制

度
（
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム）
に

対
置
さ
れ
る
裁
判
官
の
「
実
績

評
価
に
よ
る
選
抜
制
度」
だ
と

す
る
の
が
直
歓
で
分
か
り
や
す

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い

ま
す。本

年
六
月
四
日
立
命
館
大
学

で
日
弁
連
主
催
の
国
際
会
議
「
H

本
に
お
け
る
司
法
へ
の
市
民
参

加」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た。
パ

ネ
リ
ス
ト
は、
国
際
色
豊
か
に、

ア
メ
リ
カ、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン、

ブ
ラ
ジ
ル、
デ
ン
マ
ー
ク、
フ

ラ
ン
ス、
ド
イ
ツ、
ロ
シ
ア、

ス
ペ
イ
ン、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学

教
授
達
で
し
た。
そ
の
中
で、

弁
護
士
経
験
の
あ
る
人
が
二
人、

裁
判
官
を
兼
任
し
又
は
そ
の
経

験
の
あ
る
人
が
四
人
い
ま
し
た。

こ
の
九
ヵ
国
の
中
で、
陪
審

制
を
採
用
し
て
い
る
国
が
五
ヵ

国、
参
審
制
の
国
が
ニ
ヵ
国
（
ド

イ
ツ
と
フ
ラ
ン
ス）
、

両
方
を

採
用
し
て
い
る
の
が
デ
ン
マ
ー

ク
で、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
は、

憲

法
が
国
民
の
陪
審
裁
判
を
受
け

る
権
利
を
定
め
て
い
る
が
法
律

が
出
来
て
い
な
い
よ
う
で
し
た。

興
味
深
か
っ
た
の
は、

陪
審

採
用
国
が
す
べ
て
こ
れ
を
積
極

評
価
し、

参
審
は、

裁
判
体
に

参
加
す
る
市
民
が
ど
う
し
て
も

職
業
裁
判
官
に
遠
慮
を
し
て
し

ま
う
と
指
摘
し
て
い
た
こ
と、

デ
ン
マ
ー
ク
の
教
授
が、

日
本

が
市
民
の
司
法
参
加
を
考
え
る

の
な
ら、

先
ず、
陪
審
を
部
分

的
に
で
も
導
入
し
て
国
民
に
自

信
を
つ
け
さ
せ
る
必
要
が
あ
り、

そ
の
後
で
コ
ス
ト
等
の
点
か
ら

部
分
的
に
参
審
導
入
を
検
討
し

た
ら
よ
い
と
言
わ
れ
た
こ
と、

フ
ラ
ン
ス
で、
裁
判
官
の
分
離

養
成
シ
ス
テ
ム
が
閉
鎖
的
な
裁

判
官
社
会
を
生
み
出
し
て
い
る

こ
と
が
問
題
と
な
り、

多
様
な

法
律
職
経
験
者
か
ら
の
裁
判
官

登
用
が
検
討
さ
れ
て
い
る
こ
と、

ロ
シ
ア
で
は、

裁
判
官
の
待
遇

が
一
般
市
民
と
変
わ
ら
な
い
の

で、
そ
の
生
活
も
意
識
も一
般

市
民
と
同
様
で
あ
る
こ
と
な
ど

で
し
た。

懇
親
会
の
席
で、
デ
ン
マ
ー

ク
の
教
授
か
ら、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は、

オ
ラ
ン
ダ
が
唯一
陪
審

も
参
審
も
採
用
し
て
い
な
い
変

わ
っ
た
国
だ
が、

日
本
と
何
か

共
通
点
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か

と
椰
楡
め
い
て
言
わ
れ
た
こ
と

か
ら、
以
前、

私
が
ベ
ル
ギ
ー

を
旅
行
し
た
と
き
に、
オ
ラ
ン

ダ
人
は、

観
光
旅
行
に
来
て
も

自
分
達
だ
け
で
行
動
し、
一
般

的
に
ケ
チ
で
利
己
主
義
の
人
が

多
い
の
で、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

評
判
が
悪
い
と
聞
い
た
こ
と
を

思
い
出
し
ま
し
た。

日
本
は、
明
治
維
新
以
来、

こ
の
よ
う
に
言
う
と、

オ
ラ

ン
ダ
が
い
か
に
も
閉
鎖
的
な
国

の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が、

裁

判
官
任
用
制
度
に
つ
い
て
は、

オ
ラ
ン
ダ
は、

実
は、
法
曹一

元
に
近
い
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し

て
い
る
の
で
す。
こ
の
国
で
は、

裁
判
官
は、
法
学
部
卒
業
後、

六
年
間
の
司
法
官
試
補
を
経
て

裁
判
官
に
な
る
ル
ー
ト
と、

実

務
経
験
六
年
以
上
の
弁
護
士
等

の
外
部
法
律
家
か
ら
裁
判
官
に

な
る
ル
ー
ト
が
あ
り、
近
年、

後
者
の
割
合
が
増
え
て
七
0
%

以
上
を
占
め
る
に
至
っ
て
い
る

そ
う
で
す。
そ
の
う
え、
裁
判

所
の
所
長
や
長
官
の
ボ
ス
ト
が

公
募
制
で
決
め
ら
れ、

大
多
数

の
裁
判
官
が
加
入
す
る
労
働
組

合
も
あ
る
と
の
こ
と
で
す
（
日

弁
連
新
聞
二
0
0
0
年
六
月一

且方・
悶
晟
租
整口
に
よ
る）
。

わ
が
国
は、
オ
ラ
ン
ダ
に
も
水

を
開
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま

す。

以
上

近
代
国
家
へ
の
脱
皮
を
目
指
し

て、

西
欧
の
政
治
・
社
会
シ
ス

テ
ム
の
移
入
に
努
め
て
き
ま
し

た。

司
法
制
度
に
つ
い
て
は、

主
と
し
て
ド
イ
ツ
を
模
範
と
し

ま
し
た
が、
彼
の
国
の
陪
審
（
参

審）
な
ど
の
民
主
的
な
制
度
は

意
識
的
に
除
い
て、

中
央
集
権

的
・
官
僚
制
的
な
制
度
だ
け
を

取
り
人
れ
た
よ
う
で
す。

そ
し
て、

戦
後
の
改
革
に
お

い
て
も、

司
法
部
は、

陪
審
に

つ
い
て
も
法
曹一
元
に
つ
い
て

も
導
入
に
徹
底
し
て
反
対
し
ま

し
た。

以
後、

半
世
紀
余
り
が

経
過
し
て、
わ
が
国
は、
今
や、

世
界
の
文
明
国
の
中
で
最
も
遅

れ
た
司
法
制
度
を
後
生
大
事
に

守
っ
て
い
る
変
わ
っ
た
国
と
見

ら
れ
る
に
至
っ
た
わ
け
で
す。

グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
イ
シ
ョ
ン

が
叫
ば
れ
る
今
日、
わ
が
国
も

一
日
も
早
く
陪
審
制
や
法
曹一

元
制
を
導
入
し
て、

司
法
の
分

野
で
も
世
界
の
文
化
的
先
進
国

の
仲
間
入
り
を
し
た
い
も
の
で

す。
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●

京
都
原
爆
訴
訟
と
は

京
都
で
原
爆
症
の
認
定
を
求

め
る
裁
判
が
あ
る
こ
と
を
ご
存

じ
で
す
か。

京
都
市
内
に
住
む
高
安
九
郎

さ
ん
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
・
七
四
歳）

は、

徴
兵
さ
れ
て
広
島
の
船
舶

通
信
補
充
隊
（
爆
心
地
か
ら一
・

八
km)

に
い
た
と
き
に
被
爆
し、

現
在、

重
い
肝
機
能
障
害
と
白

血
球
減
少
症
に
苦
し
ん
で
い
ま

す。
高
安
さ
ん
の
こ
の
症
状
が
原

爆
の
放
射
線
に
よ
る
も
の
で
あ

る
と
の
主
治
医
の
診
断
が
な
さ

れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず、

厚
生
大
臣
は、

高
安
さ
ん
の
症

状
が
原
爆
の
放
射
線
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
の
認
定
を
求
め
る

申
請
（
原
爆
症
の
認
定
申
請）

を
認
め
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
た
め、

高
安
さ
ん
が、

こ
の
処
分
の
取
り
消
し
と
違
法

な
こ
の
処
分
に
よ
る
損
害
賠
償

を
求
め
て、

京
都
地
方
裁
判
所

に
一

九
八
六
年
（
昭
和
六
一

年）

-

0
月
―
一

日
に
訴
訟
を
起
こ

し
た
の
が
京
都
原
爆
訴
訟
で
す。

♦

こ
の
裁
判
の
意
義
は

原
爆
の
放
射
線
に
よ
る
病
気

の
た
め
に
治
療
が
必
要
に
な
っ

て
い
る
被
爆
者
に
対
し
て
は、

医
療
特
別
手
当
が
支
払
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す。

こ
の

裁
判
は、

高
安
さ
ん
の
認
定
申

請
を
認
め
さ
せ、

手
当
の
支
給

を
実
現
す
る
こ
と
を
ま
ず
目
的

に
し
て
い
ま
す。

し
か
し、

そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

♦
「
D
S
八
六
」

と
は

原
爆
症
の
認
定
申
請
が
あ
っ

た
場
合、

厚
生
大
臣
は、

原
爆

医
療
審
議
会
に
審
議
を
ま
か
せ

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す。

と

こ
ろ
が、

こ
の
審
議
会
は、

申

請
者
の
一

人
ひ
と
り
の
症
状
を

分
析
す
る
こ
と
を
せ
ず、

申
請

者
の
被
爆
し
た
地
点
の
爆
心
地

尾

藤

廣

原
爆
訴
訟
は
今

喜

か
ら
の
距
離
に
基
づ
い
て、

「
D
S

八
六
」

と
い
う
放
射
線
量
推
定

式
に
よ
っ
て
被
爆
線
量
を
推
定

し、

こ
れ
と
申
請
者
の
病
名
を

照
ら
し
合
わ
せ
た
基
準
表
に
あ

て
は
め
て、

推
定
し
た
線
量
が

基
準
表
の
線
量
に
足
り
な
い
と

き
は
認
定
し
な
い
と
い
う
判
断

を
し
て
い
ま
す。

つ
ま
り、

厚
生
大
臣
が
問
題

に
し
て
い
る
の
は、

申
請
者
の

具
体
的
な
症
状
で
は
な
く、

専

ら
申
請
者
の
被
爆
し
た
地
点
の

爆
心
地
か
ら
の
距
離
と
病
名
の

み
だ
と
い
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
判
断
の
結
果、

こ
の
制
度
が
発
足
し
た
当
時
は

申
請
し
た
人
の
う
ち
認
定
さ
れ

た
人
の
率
は
九
0
％
台
だ
っ
た

も
の
が、

現
在
は
三
0
％
台
ま

で
低
下
し
て
い
ま
す。

こ
の
裁
判
は、

こ
の
よ
う
な

被
爆
者
対
策
の
誤
っ
た
運
用
を

根
本
的
に
改
め
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
す。

そ
し
て、
一

審
の
京
都
地
方

裁
判
所
は、
一

九
九
八
年
（
平

成
一

0
年）
―

二
月
―
―

日、

高
安
さ
ん
の
主
張
を
全
面
的
に

認
め
る
判
決
を
下
し
て
い
ま
す。

♦

長
崎
原
爆
松
谷
訴
訟
の

最
高
裁
判
決
は

高
安
さ
ん
と
同
様
に
原
爆
症

の
認
定
を
求
め
た
裁
判
で
あ
る

長
崎
の
松
谷
英
子
さ
ん
（
五
八

歳）

の
事
件
の
最
高
裁
判
決
が、

本
年
七
月
一

八
日
に
下
さ
れ
ま

し
た
。判

決
で
は、

松
谷
さ
ん
の
右

半
身
不
全
麻
痺
と
頭
部
の
外
傷

に
つ
い
て、

放
射
線
に
よ
る
も

の
で
あ
る
と
し
て、

厚
生
大
臣

の
認
定
却
下
処
分
が
取
り
消
さ

れ
ま
し
た。

こ
の
判
決
は、

原
爆
症
認
定

を
め
ぐ
る
初
め
て
の
最
高
裁
判

決
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
ま

し
た
。

そ
し
て
そ
の
中
で、

厚

生
大
臣
が
判
断
の
よ
り
ど
こ
ろ

と
し
て
い
る
「
D
S
八
六
」

に

つ
い
て、

「
な
お
未
解
明
な
部

分
を
含
む
推
定
値
で
あ
り、

現

在
も
見
直
し
が
続
け
ら
れ
い
る

…
（
こ
れ
を）

機
械
的
に
適
用

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は、

事
実

を
必
ず
し
も
十
分
に
説
明
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
」

と
し
て、

真
正
面
か
ら

批
判
し
て
い
る
こ
と
が
極
め
て

重
大
な
意
義
を
持
っ
て
い
ま
す。

●

真
の
意
味
で
の

核
廃
絶
の
た
め
に

高
安
さ
ん
の
裁
判
は、

本
年

1

0
月
五
日、

大
阪
高
等
裁
判

所
の
判
決
が
出
さ
れ
る
予
定
で

す。
最
高
裁
の
判
決
で、

現
在
の

認
定
制
度
の
運
用
が
根
本
的
な

批
判
を
さ
れ
た
今、

厚
生
大
臣

は
ま
ず、

原
爆
症
の
認
定
の
あ

り
か
た
を
根
本
的
に
転
換
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す。

ま
た、

高
安
さ
ん
の
事
件
に

つ
い
て
も、

判
決
を
待
た
ず
に、

高
安
さ
ん
の
請
求
を
認
め
る
べ

き
で
す。

ド
イ
ツ
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ

ー
前
大
統
領
は
「
過
去
の
非
人

間
的
な
行
為
を
心
に
刻
も
う
と

し
な
い
者
は、

ま
た
そ
う
し
た

危
険
に
陥
り
や
す
い
」

と
述
べ

て
い
ま
す。

過
去
の
被
爆
者
へ

の
完
全
な
補
償
な
く
し
て、

「
ノ

ー
モ
ア
・
ヒ
バ
ク
シ
ャ
」

の
願

い
の
実
現
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
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今
年
の
二
月
二
八
日
か
ら
三

月
四
日
ま
で、

総
勢
九
0
人
の

日
弁
連
の
調
査
隊
の
事
務
局
と

し
て
ハ

ワ
イ
に
行
っ

て
来
ま
し

こ
。

日
弁
連
は、

司
法
改
革
と
し

て、

法
曹
一

元
と
陪
審
制
度
の

実
現
を
唱
え
て
い
ま
す
が、

少

し
で
も
多
く
の
弁
護
士
が、

実

際
の
制
度
を
そ
の
目
で
見
て、

実
感
し
よ
う
と
い
う
の
が
ツ
ア

ー
の
目
的
で
す。

そ
こ
で
ツ
ア

ー
の
名
前
も
「
百
聞
は
一

見
に

如
か
ず
」

で
す。

比
較
的
行
き
易
く、

日
本
語

の
で
き
る
裁
判
官
や
弁
護
士
が

い
る
と
い
う
理
由
か
ら
ハ

ワ
イ

イ
を
選
び
ま
し
た
。

今
回
の
調
査
に
は
調
査
先
と

の
交
渉
か
ら
通
訳
ま
で
一

切
を

丸
田
隆
教
授
（
関
西
学
院
大
学

教
授）

に
し
て
い
た
だ
き、

ハ

ワ
イ
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
に
も

全
面
的
に
協
力
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。

ハ

ワ
イ
と
い
う
こ
と
で
ワ
イ

キ
キ
ビ
ー
チ
で
の
ん
び
り
と
い

う
光
景
を
想
像
し
た
弁
護
士
も

多
か
っ
た
の
で
す
が、

結
局、

連
日
調
査
ば
か
り
で
、
一

度
も

水
着
を
ス
ー
ツ
ケ
ー
ス
か
ら
出

さ
ず
に
終
わ
っ
た
弁
護
士
も
多

か
っ
た
の
で
す。

弁
護
士
の
多
く
が、

陪
審
裁

判
を
初
め
て
み
る
と
い
う
こ
と

で、

市
民
が
陪
審
員
と
し
て
法

廷
に
座
っ

て
い
る
光
景
を
食
い

入
る
よ
う
に
見
つ
め
て
い
ま
し

た。

裁
判
官、

検
察
官、

弁
護

士
が
陪
審
員
に
敬
意
を
払
っ

て

い
る
様
子
に
痛
く
感
銘
を
受
け

て
い
ま
し
た
。

私
も、

初
め
て
陪
審
裁
判
を

見
た
と
き
に
感
じ
た
こ
と
で
す

が、

市
民
が
司
法
権
を
担
う
こ

と
の
理
論
的
正
当
性
は
頭
で
は

山

崎

浩

背
広
集
団
ハ

ワ
イ
を
行
く

分
か
っ

て
い
て
も、

実
感
が
得

ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
が、

目

の
前
で
普
通
に
行
わ
れ
る
陪
審

裁
判
を
見
て、

な
る
ほ
ど、

民

主
主
義
の
司
法
と
は
こ
う
い
う

こ
と
な
ん
だ
と
い
う
実
感
を
持

つ
こ
と
が
で
き
た
の
で
す。

陪
審
裁
判
を
担
当
す
る
裁
判

官
に
質
問
す
る
と、

誰
も
が
陪

審
裁
判
は
よ
い
制
度
で
あ
る、

自
分
は
陪
審
員
を
信
頼
し
て
い

る
と
答
え
て
い
ま
し
た
。

法
曹
一

元
は、

弁
護
士
や
検

察
官、

ロ
ー
ス
ク
ー
ル
の
教
員

等
の
法
曹
資
格
を
有
す
る
者
か

ら
裁
判
官
を
選
ぶ
制
度
で
す
が、

法
曹
一

元
の
本
質
は、

誰
か
ら

裁
判
官
を
選
ぶ
か
と
い
う
だ
け

の
単
純
な
こ
と
に
尽
き
な
い
も

の
で
す。

昨
年
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
に
行
っ
た
と
き
と
同
様、

裁

判
官
に
な
り
た
い
と
い
う
候
補

者
か
ら
裁
判
官
を
選
ぶ
手
続
き

に
市
民
が
関
与
し、

し
か
も
任

期
一

0
年
を
経
過
し、

再
任
を

認
め
る
か
否
か
と
い
う
時
に
も

市
民
が
関
与
す
る
と
い
う
こ
と

で
す。

し
か
も、

ハ
ワ
イ
で
は

三
年
と
七
年
目
に
弁
護
士
に
裁

判
官
の
評
価
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取

り、

そ
れ
を
再
任
の
資
料
に
す

る
と
い
う
の
で
す。

た
ま
た
ま
ハ

ワ
イ
の
ホ
テ
ル

に
お
い
て
あ
っ
た
新
聞
に
面
白

い
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ

は、

裁
判
官
の
ポ
ス
ト
に
一

っ

空
き
が
で
き
た
の
で、

希
望
者

は
申
し
出
る
よ
う
に
と
い
う
広

告
で
す。

も
う
―

つ
は、

カ
レ

ン
さ
ん
と
い
う
裁
判
官
が
任
期

-

0
年
経
過
し、

再
任
を
希
望

し
て
い
る
の
で
意
見
の
あ
る
人

は
誰
で
も
申
し
出
て
く
だ
さ
い

と
い
う
記
事
で
す。

裁
判
官
の
地
位
が、

裁
判
当

事
者、

弁
護
士、

市
民
の
意
見

に
立
脚
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
実
感
す
る
記
事
で
し
た
。

私
は、

日
本
に
是
非
と
も
陪

審
制
度
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す

が、

そ
れ
は
一

般
の
人
が
裁
判

官
よ
り
優
れ
て
い
る
か
ら
だ
と

い
う
理
由
か
ら
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

も
ち
ろ
ん
司
法
制
度
と
し
て

陪
審
制
度
は
大
変
に
優
れ
て
い

る
と
思
い
ま
す。

し
か
し、

そ

れ
に
も
増
し
て
社
会
制
度
と
し

ハ
ワ
イ
の
州
巡
回
裁
判
所

て
必
要
だ
と
思
っ

て
い
ま
す。

今
の
日
本
に
は
あ
ら
ゆ
る
面
で

民
主
主
義
が
無
い
に
等
し
い
と

思
い
ま
す。

陪
審
制
度
が
実
施

さ
れ
れ
ば、

主
権
者
意
識
が
芽

生
え
る
と
思
い
ま
す。

有
名
な
政
治
学
者
の
ト
ク
ヴ

ィ
ル
は、

陪
審
は
人
々
に
社
会

へ
の
義
務
感
を
養
い
、

利
己
主

義
が
は
び
こ
る
の
を
防
ぎ、

無

料
常
時
開
設
の
学
校
と
し
て
人
々

の
判
断
力
を
形
成
し、

知
能
を

拡
充
す
る
と
述
べ
て
い
ま
す。
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本
と
の
再
会

科
学
者
の
社
会
的
責
任
論

ど
う
も
ぼ
ー
っ
と
電
車
に
乗

っ

て
い
る
こ
と
の
で
き
な
い
質

の
私
は、

そ
の
日
も
地
下
鉄
に

乗
る
前
に
、

近
く
の
本
屋
で
本

を
眺
め
て
い
た
と
こ
ろ、

ち
ょ

っ
と
懐
か
し
い
本
を
発
見
し
ま

し
た
。

「
ご
冗
談
で
し
ょ
う、

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
さ
ん
」

と
い
う

そ
の
本
は、

か
つ
て
私
が
大
学

時
代、

「
フ
ァ
イ
ン
マ
ン
物
理

学
II
」

を
広
げ
て
電
磁
気
学
の

期
末
試
験
の
勉
強
を
し
て
い
た

と
き
に
図
書
館
で
見
つ
け、

息

抜
き
に
読
む
つ
も
り
が、

つ
い

つ
い
読
み
ふ
け
っ

て
し
ま
い
、

あ
わ
や
単
位
が
…
な
ん
て
目
に

あ
い
か
け
た
本
で
し
た
。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
博
士
は、

朝

永
振
一

郎
博
士
と
と
も
に、

ノ

ー
ベ
ル
物
理
学
賞
を
受
賞
し
た

物
理
学
者
で
す
が、

破
天
荒
か

つ
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
人
柄
で、

ち
ゃ
め
っ

け
た
っ
ぷ
り
の
い
た

ず
ら
を
仕
掛
け
て
周
囲
を
振
り

回
し
て
は
楽
し
ん
で
い
た
人
の

よ
う
で
す。

こ
の
本
に
は、

そ

う
し
た
博
士
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が

た
く
さ
ん
詰
ま
っ

て
い
ま
す。

と
こ
ろ
が、

学
生
時
代
に
は

何
気
な
く
読
ん
だ
箇
所
で、

私

は、

は
た
と
考
え
込
ん
で
し
ま

い
ま
し
た
。

ロ

ス

ア

ラ

モ

ス

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
博
士
は、

第

二
次
世
界
大
戦
当
時、

ロ
ス
ア

ラ
モ
ス
の
研
究
所
で、

原
子
爆

弾
の
開
発
に
精
力
的
に
取
り
組

ん
だ
科
学
者
の
一

人
で
す。

若

き
物
理
学
者
だ
っ
た
博
士
は、

奇
抜
な
発
想
で、

他
の
若
き
科

中

村

多
美
子

科
学
へ
の
信
奉
は、

現
代
社

学
者
達
と
と
も
に
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
用
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
（
と

い
う
よ
り、

計
算
機）

の
高
速

化
に
成
功
し、

大
戦
末
期
の
原

爆
実
験
に
大
き
く
貢
献
し
ま
す。

ロ
ス
ア
ラ
モ
ス
の
砂
漠
で、

世
界
初
の
原
子
爆
弾
の
白
い
光

を
目
に
し
た
博
士
は、

大
戦
が

終
結
し
て
も、

大
き
な
虚
無
感

に
と
ら
わ
れ
ま
す。

自
ら
が
関

与
し
た
最
終
兵
器
に
よ
っ

て
世

界
が
崩
壊
す
る
可
能
性
を、

誰

よ
り
も
確
か
に
実
感
し
た
博
士

で
し
た
が、

ロ
ス
ア
ラ
モ
ス
で

研
究
を
と
も
に
し
た
大
数
学
者

フ
ォ
ン
・

ノ
イ
マ
ン
は、

彼
に

「
我
々
が
今
生
き
て
い
る
世
の

中
に
責
任
を
持
つ
必
要
は
な
い
」

と
い
う
社
会
的
無
責
任
感
を
博

士
に
披
見
し
ま
す。

そ
し
て、

マ
ッ
ド
な
科
学
者

の
卵
だ
っ
た
私
に
は、

当
時
こ

の
ノ
イ
マ
ン
の
言
葉
が
と
て
も

小
気
味
よ
く
感
じ
ら
れ
た
も
の

で
し
た
。

科
学
者
と
社
会

会
の
根
幹
を
な
し、

科
学
の
進

歩
は、

社
会
に
変
革
を
も
た
ら

し
ま
す。

し
か
し、

科
学
の
担

い
手
で
あ
る
科
学
者
の
中
に
は、

社
会
的
事
象
に
関
心
を
持
た
な

い
こ
と
が、

科
学
に
対
す
る
忠

誠
の
証
の
よ
う
に
思
っ

て
い
る

者
も
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う。

私
も、

「
世
俗
的
視
点
」

に
と

ら
わ
れ
な
い
こ
と
こ
そ
、

偉
大

な
る
科
学
者
の
証、

な
ん
て
思

っ

て
い
た
わ
け
で
す。

そ
の
後、

ひ
ょ
ん
な
こ
と
か

ら
弁
護
士
と
な
っ

た
私
は、

法

廷
で
出
会
う
科
学
者
証
人
達
を

見
な
が
ら、

ノ
イ
マ
ン
の
言
葉

を
思
い
返
し
ま
す。

純
粋
に
科

学
的
理
論
を
突
き
詰
め
る
こ
と

こ
そ
が、

科
学
者
の
使
命
で
あ

る
の
も
真
実
で
し
ょ
う。

そ
し

て、
一

人
の
科
学
者
が、

そ
の

発
見
に
対
し、

こ
の
世
の
責
任

の
す
べ
て
を
負
う
必
要
は
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し、

―

つ
の
発
見、
一

人
の
科
学
者

の
出
し
た
結
論
が、

社
会
の
あ

り
方
と
多
く
の
人
生
を
変
え
て

し
ま
う
可
能
性
は、

決
し
て
無

視
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す。

追

記

科
学
と
人
間
の
狭
間
で、

科
学

に
殉
ず
る
だ
け
で
な
く、

人
の

た
め
に
こ
そ、

孤
独
で
崇
高
な

闘
い
を
繰
り
広
げ
る
科
学
者
も

決
し
て
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

科
学
者
と
社
会
の
関
わ
り
に
つ

い
て
の
私
の
模
索
は
は
じ
ま
っ

た
ば
か
り
で
す。

フ
ァ
イ
ン
マ
ン
が
径
路
積
分
な

ど
に
よ
っ

て
大
き
な
貢
献
を
し

た
量
子
力
学
は、

現
在
も
長
足

の
進
歩
を
遂
げ
て
い
ま
す。

最

近
出
版
さ
れ
た
マ
イ
ク
ル
・

ク

ラ
イ
ト
ン
の
「
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
」

は、

量
子
力
学
に
お
け
る
多
宇

宙
解
釈
の
考
え
方
を
モ
チ
ー
フ

に
し
た
タ
イ
ム
ト
ラ
ベ
ル
の
話

で
す。

暑
さ
で
眠
れ
ぬ

夜
に
ぜ

ひ
ど
う
ぞ
。
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JCヽ

ー批行の が
‘ た的 が っ 債でっ さ かに主しの和し建 た大ぐ

〇判の監本和 ‘ な止て

務

あい が
ぁ なおとか制議てのこ ゜ 変っそ

0 が 信視当議債問めい者 っ て いいし
〇あ頼 が にに権題らるのては なてて ＾り し、贋

‘ はたれ 話てご
、ま 云

‘ めま 題 ‘ っ
年り性不なよ者点れ者不

も

す どお大会青社会ので にこの
へまに十 さ るの が なの動 ‘ 和

。

のり企社ま整社法 ‘ なの倒
平し欠分れ整側あい抵産申議—使 ‘ 業更し理更制企 り法産
成たけでる理かりと当

を
立の友い小の生たな生度業 ま律

を—°るあか案らまい権担て申 勝回倒制 ° ど ‘ と再 し が め

民

二）
四
月一
日

に
施

行
さ

れ
ま

し
た
民
事

再
生
法
は、
こ
の
よ

う
な
従
来

の
企
業
再
建
法
の
欠

点

を補う
た
め
に
創
設
さ

れ
た

制
度
で

す。

こ
の
申
立
て
は、

倒
産
に
瀕

し
て
は
い
る

も

の
の、

債
権
者

の
協
力

を得れ
ば

再
建

す
る
こ

と
が

で
き

る
企
業
や
個
人
が

所

在
地

の
地
方
裁
判
所

に
申
立
て

て
行
い
ま

す

。

そ
し
て、

申
立
人

側
の
出
す

再
建
案

も

、
和
議
の
場
合

に
は、

申
立
て
の
当
初

か
ら
提

案
し
て

お
か
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が、

こ
の
制
度
で
は、
申
立
て
の
後 、

じ
っ

く
り
検
討

し
た
う
え

で
提

案
す

れ
ば

よ
い
こ
と
に
な

っ

て

い
ま
す

。

ま
た、

不
動
産
に
つ

い
て
抵
当
権

を持っ
て
い
る
い

わ
ゆ

る
担
保

権
者
に
つ

い
て

も

、

一
定

の
期
間

そ
の
実
行
の
停

止

を
命

じ
る
こ
と
が

で
き

る
な

ど、

工
夫
が

な
さ

れ
て
い
ま

す。
さ

ら
に、

管
財
人

に
よ
る
再
建
の

実
行
等
裁
判
所

の
監
督

も

強
化

さ

れ
て
い
ま

す。

事

再

生

法

こ
の
再

建
計
画
が

認
め
ら
れ

る
た
め
に
は、

同
意
す

る
か

ど

う
か
の
意
思

を表し
た
債
権
者

の
過
半
数

で、

議
決

権
総
額

の

二
分
の一
以
上

の
賛
成
が

必
要

と
さ

れ
て
い
ま

す

が、

企
業
の

い
る
と
は
い
え 、

な
か
な
か
職

場
の
雰
囲
気

で
取

り
づ

ら
い
こ

と
が

多
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ

う
か。

私
に
は
当
分
関
係

の
無

い
こ
と、

と
思
っ

て
い
ま
し
た

が、

だ
ん
だ
ん
考
え

な
け
れ
ば

な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
と
感
じ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た。

取
り

づ
ら
い
職
場

で

も

、

先
輩
方
が

勇
気

を

も

っ

て
前
例

を作っ

て

い
っ
て
下
さ

る
こ
と
は
後

に
同

じ
道

を進む
者
に
と

っ

て
大
変

有
り
難

い
事

で
す

し、

前
例
が

な
い
か
ら
と
い

っ

て
あ
き

ら
め

る
の
で
は
無
く 、

自
分
の
気
持

ち

を言え
る
人

に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
感
じ

ま
す。

鴨
川

法
律
事

務

所
の
事

務

局

は、

結
婚
・

出
産

を経て

も

仕

事

を続け
て
い
る
女

性
が

多
い

こ
と

か
ら、

先
生
方
が

あ
た
た

か
く 、

事

務

員

も

協
力

し
あ

っ

て
良

い
関
係

で
仕
事
が

出
来

て

い
る
の
だ

と
思

い
ま

す。

遠
方

か
ら
出
勤

し
て
い
る
事

務

員

も

再
建

をめざ
す

新
し
い
制
度
と

し
て、

も

っ

と
利
用
さ

れ
て
い

い
法
律
で

す。

お
り、

独
身

で
事

務

所
の
近
く

に
住
ん

で
い
る
私

は
た
だ

た
だ

感
心
す

る
ば

か
り
で
す 。

こ
れ

か
ら
多
く

の
出
来
事
が

あ
る
と

思
い
ま

す

が、

皆
さ
ん

に
迷
惑

をかけ
な
い
よ
う
に
努

め
て
行

き
た
い
と
思
っ

て
い
ま

す。
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