


一
、

は
じ
め
に

今
次
の
司
法
制
度
改
革
の
一

環
と
し
て、

刑
事
裁
判
に
裁
判

員
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

そ
こ
で、

日
弁

連
が
国
民
の
皆
さ
ん
に
こ
の
制

度
の
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
た

め
に
制
作
し
た
の
が
こ
の
映
圃

で
す。裁

判
員
と
い
う
の
は
間
き
慣

れ
な
い
言
葉
で
す
が、

改
革
審

議
の
過
程
て、

陪
審
論
者
と
参

審
論
者
の
綱
引
き
の
結
果、

両

者
の
ハ

イ
ブ
リ
ッ
ド
的
な
制
度

と
す
る
こ
と
に
落
ち
つ
き、

裁

判
員
と
い

う
名
称
が

編
み

出

さ
れ
ま
し
た
。

た
だ、

ハ

イ
ブ

リ
ッ
ド
と
い
っ

て
も、

裁
判
員

制
度
は、

被
告
人
に
職
業
裁
判

官
た
け
に
よ
る
裁
判
の
選
択
を

認
め
な
い
点
や
裁
判
員
が
事
実

認
定
だ
け
て
な
く
量
刑
に
も
関

わ
る
点
で
は
ま
さ
に
参
審
で
す

が、

裁
判
員
の
数
を
職
業
裁
判

官
よ
り
か
な
り
多
く
す
る
と、

少
し
陪
審
に
近
い
も
の
に
な
り

ま
す
。

現
在、

政
府
の
司
法
制

度
改
革
推
進
本
部
の
検
討
会
て

は、

裁
判
官
の
数
と
裁
判
員
の

数
の
割
合
に
つ
い
て
熾
烈
な
議

論
が
行
わ
れ
て
い
ま
す。

日
弁

連
は、

裁
判
員
の
数
は、

職
業

裁
判
官
の一
「
倍
以
上
（
九
対一

1

な
ど）

に
す
べ

き
だ
と
主
張
し

て
い
ま
す。

職
業
裁
判
官
の
影

聾
を
少
な
く
し
て
市
民
参
加
の

利
点
を
発
揮
さ
せ
る
こ
と
の
ほ

か、

多
人
数
の
合
議
に
よ
る
事

実
認
定
の
集
合
的
効
果
（
評
議

に
お
い
て、

証
言
内
容
等
を
確

認
す
る
と
き
に
多
人
数
か
互
い

に
記
憶
を
補
い
合
う
こ
と
に
よ

映
圃

り
再
現
度
が
高
ま
る
こ
と、

経

験
削
11
物
事
の
推
論
準
則
が
多

種
多
様
の
社
会
的
経
険
を
持
ち

寄
る
こ
と
に
よ
り
盟
富
に
な
る

こ
と、

個
々
の
メ
ン
バ

ー
の
偏

見
や
先
人
観
が
相
殺
さ
れ
る
こ

と
な
ど
）

が
あ
る
か
ら
で
す
。

因
み
に、

こ
の
映
両
で
は、

裁

判
体
の
構
成
は、

裁
判
官
一
・

裁
判
員
七
と
い
う
陪
審
に
近
い

形
態
が
と
ら
れ
て
い
ま
す。

二、

ド
ラ
マ
の
粗
筋

被
告
人
（
左
時
枝）

は、

五

0
歳
前
後
の
主
婦
て、

八
0
歳

に
な
る
痴
呆
症
の
姑
の
介
護
を

し
て
い
ま
し
た
が、

散
歩
を
さ

せ
て
い
る
途
中、

近
く
の
公
園

の
石
段
の
上
か
ら
姑
を
突
き
落

と
し
て
死
亡
さ
せ
た
と
し、

殺

人
罪
で
起
訴
さ
れ
ま
し
た
。

こ

の

事
件
に
は

目
撃
証
人
が一
―

和

夫

「
裁
判
員

決
め
る
の
は
あ
な
た
」

人
お
り、

一

人
は
近
所
の
顔
見

知
り
の
主
婦
で、

被
告
人
か
手

で
姑
の
背
中
を
押
し
て
突
き
落

と
し
た
の
を
見
た
と
証
言
し
て

い
ま
す。

も
う
一

人
は、

偶
々

近
く
を
通
り
か
か
っ

た
一

七

歳
の
少
年
て
す
か、

お
婆
さ
ん

か
足
を
踏
み
外
し、

後
ろ
の
女

性
が
缶
ジ
ュ

ー
ス
を
持
っ

た
手

で
背
中
を
掴
も
う
と
し
た
が
掴

め
ず
転
落
さ
せ
て
し
ま
っ

た
の

を
は
っ

き
り
見
た
と
証
言
し
ま

す。

被
告
人
は、
逮
捕
の
さ
い
、

「
ご
め
ん
な
さ
い
。

自
分
か
悪

か
っ

た
。

許
し
て
」

と
言
っ

た

事
実
か
あ
り、

警
察
で
も
逮
捕

後
一
ー
一
、
三
日
後
に
自
白
を
し

て
い
ま
す。

評
議
で
は、

最
初
は、

裁
判

長
（
石
坂
浩
＿―
）

を
含
め
て
行

罪
が
圧
倒
的
に
多
か
っ

た
の
で

す
が、

評
議
が
進
む
に
つ
れ
て

無
罪
意
見
か
増
え、

最
後
は、

全
員
一

致
で
無
罪
の
評
決
に
至

る
と
い
う
内
容
で
し
た
。

三、

感

想

〔
生
の
言
葉
と
ロ
ボ
ッ
ト
の
言
葉〕

評
議
か

始
ま
っ

て

間
も
な

く、

岩
崎
宏
美
扮
す
る
女
子
大

あ
る
人
間

生
か
「
裁
判
長
は
生
の
言
葉
て

話
し
て
い
な
い
。

ロ
ボ
ッ
ト
の

言
葉
み
た
い
だ
」
と
言
い
出
し、

他
の
裁
判
員
も
こ
れ
に
同
調
し

ま
す。

こ
の
「
生
の
言
葉」

か

こ
の
ド
ラ
マ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に

な
っ

て
い
ま
す。

血
の
通
っ

た

生
き
て
い
る
人
間
の
感
情
や
実

体
験
に
基
づ
く
発
言
と
い
う
意

味
な
の
で
し
ょ

う。
「
生
の

言

葉」

に
対
す
る
「
ロ
ボ
ッ
ト
の

言
葉
」

と
は
面
白
い

表
現
て、

裁
判
長
の

無
感
動
で
型
に
は

ま
っ

た
よ
う
な
発
言
を
的
確
に

表
し
て
い
ま
す。

裁
判
官
か、

職
業
と
し
て

日
々
裁
判
業
務
に
携
わ
っ

て
い

る
と、

数
多
の
事
件
処
理
に
慣

れ
き
っ

て
マ
ン
ネ
リ
化
し、

相

手
が
生
き
た

人
間
で
あ
る
こ

と
を
忘
れ、
「
殺
人
の
被
告
人
」

と
か
「
強
盗
の
被
害
者」

と
い

う
よ
う
に
顔
の
な
い
パ

タ
ー
ン

化
さ
れ
た
対
象
と
し
て
扱
う
傾

向
か
あ
り
ま
す。

丁
度、

医
者

か
患
者
を
人
と
い
う
よ
り
も
治

療
の
対
象
物
と
見
が
ち
な
の
と

同
じ
で
す。

事
実
認
定
は、
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の
過
去
の
行
動
に
つ
き、

現
存

す
る
資
料
を
も
と
に
追
体
験
に

よ
っ
て
こ
れ
を
再
現
す
る
作
業

で
す。

ロ
ボ
ッ
ト
の
言
葉
て
し

か
喋
れ
な
い
裁
判
官
に、

老
婆

や
ホ
ー
ム
レ
ス
や
売
春
婦
や
チ

ン
ピ
ラ
や
不
登
校
児
や
強
盗
や

殺
人
犯
に
自
分
か
な
っ
た
積
も

り
で
追
体
験
を
し
て
み
ろ
と
期

待
し
て
も
無
理
で
す。

そ
の
事

実
認
定
は、

血
の
通
わ
な
い
パ

タ
ー
ン
化
さ
れ
た
も
の
と
な
り、

誤
刊
の
原
因
と
な
り、

被
告
人

の
納
得
は
お
ろ
か、

国
民
の
侶

頼
も
得
ら
れ
な
い
て
し
ょ
う。

岩
崎
女
子
大
生
は、

こ
う
い

う
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た
の
だ

と
思
い
ま
す。

〔
生
の
言
葉
と
偏
見〕

と
こ
ろ
で、
見
方
を
変
え
て、

裁
判
官
が、
「
あ
の
手
の
女
は

嫌
い
だ。

き
っ
と、

日
頃
か
ら

被
害
者
に
辛
く
当
た
っ
て
い
た

た
に
違
い
な
い
」

と
か、
「
自

分
は、

小、

中
学
校
で

二
度
も

友
達
を
苛
め
た
こ
と
も、

友
逹

か
ら
苛
め
ら
れ
た
こ
と
も
な
い

か
ら、
『ぃ
可
め
ら
れ
る
の
が
怖

く
て
お
金
を
盗
ん
た
』

と
い
う

非
行
少
年
の
弁
解
は
伍
用
て
き

な
い
」

な
ど
と
い
う
よ
う
な
考

え
に
基
つ
い
て
裁
判
を
す
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か。

要
す
る
に、

裁
判
官
の
個
人
的

感
情
に
よ
り、

あ
る
い
は
自
分

の
特
異
な
経
験
に
引
き
寄
せ
て

被
告
人
の
行
動
を
推
測
す
る
こ

と
の
是
非
で
す。

論
ず
る
ま
で

も
な
く、

こ
れ
は
偏
見
に
基
づ

く
判
断
で
す。

ド
ラ
マ
の
中
の

裁
判
員
の
発言口
の
中
に
は、

こ

れ
に
類
す
る
も
の
か
か
な
り

あ
っ
た
よ
う
に
息
い
ま
す。
「
生

の
百
葉
て
話
す」

こ
と
は、

血

の
通
っ
た
裁
判
を
可
能
に
し
ま

す
か、

反
而、

偏
見
や
思
い
込

み
に
基
つ
く
串
実
認
定
に
至
る

危
険
が
あ
り
ま
す。

〔
集
合
効
県
に
よ
る
偏
見
の
除
去〕

判
断
者
か
少
数
て
例
え
は

一

人
の
場
合
は、
「
生
の
言
菓」

て
考
え
る
こ
と
に
よ
り
偏
見
に

陥
っ
て
も
是
正
さ
れ
る
機
会
が

あ
り
ま
せ
ん
が、

陪
審
の
よ
う

に
一
―
一
人
も
の
合
議
休
に
な
る

と、
一

人
の
生
の
五
葉
に
伴
う

偏
見
は、

そ
の
他
の
人
々
か
ら

ふ口
定
さ
れ
相
殺
さ
れ
て
害
毒
か

減
殺
さ
れ
ま
す。

集
合
体
の
中

で
は、
一

般
性
の
あ
る
生
の
言

葉
だ
け
が
受
け
人
れ
ら
れ
る
か

ら
で
す。

「
生
の
言
葉」

の
利
点
を
活

か
し
つ
つ、

そ
の
弊
害
で
あ
る

偏
見
を
排
除
す
る
に
は、

裁
判

員
の
数
を
九
人
と
か
―
一

人
と

か
の
か
な
り
の
多
人
数
に
す
る

こ
と
か
不
可
欠
な
所
以
て
す。

政
府
の
司
法
制
良
改
革
推
進

本
部
の
検
討
会
て、

最
高
哉
や

法
務
省
は、

職
業
裁
判
官
と
裁

判
員
の
数
を
二
対
二
あ
る
い
は

三
対
三
に
す
べ
き
だ
と
主
張
し

て
い
ま
す。

こ
れ
で
は、
「
国

民
を
司
法
に
参
加
さ
せ、

そ
の

声
を
聴
い
て
裁
判
を
し
た
か
ら

国
民
に
不
満
は
な
い
筈
た
」

と

い
う
「
裁
判
の
正
当
性
調
逹
」

に
は
資
す
る
に
し
て
も、

よ
り

質
の
高
い
裁
判
の
実
現
に
は
あ

ま
り
役
に
立
ち
そ
う
に
あ
り
ま

せ
ん。

四
t

そ
の
他
の
感
想

〔
ド
ラ
マ
の
制
約〕

こ
の
映
両
の
評
議
の
進
め
方

に
は
色
々
と
近
和
地
か
あ
り
ま

す。

も
ち
ろ
ん、

ド
ラ
マ
で
す
か

ら、

筋
書
き
を
面
白
く
す
る
た
め

の
不
自
然
さ
は
や
む
を
え
ま
せ

ん。

例
え
は、

検
察
官
の
論
告
と

弁
設
人
の
最
終
弁
論
か
大
幅
に
省

略
さ
れ
て
お
り、

そ
の
鮎
果、

争

点
か
何
か
か
明
確
に
さ
れ
す
に

評
議
か
暗
閤
を
手
探
り
て
歩
く
よ

う
に
始
ま
っ
て
い
ま
す。

評
議
の

展
開
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
し、

裁

判
長
も
切
め
て
の
評
議
経
験
て
あ

る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
の
で

し
ょ
う。

〔
結
論
の
意
見
表
明
の
仕
方〕

石
坂
裁
判
長
は、

評
議
を
始

め
て
か
ら
間
な
し
に、

各
裁
判

員
に
有
罪
無
罪
の
結
論
を
言
わ

せ、

求
め
ら
れ
て
自
分
も
有
罪

の
結
論
を
辿
べ
ま
し
た。

往
年

の
名
圃
「
―
二
人
の
怒
れ
る
男

た
ち」

を
真
似
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が、

人
は、
一

旦
結
論

を
口
に
す
る
と、

そ
れ
に
と
ら

わ
れ、

自
説
に
こ
た
わ
る
傾
向

が
あ
り
ま
す。
デ
ィ
ベ
ー
ト
（
討

論）

教
育
の
十
分
で
な
い
わ
が

国
て
は
特
に
そ
う
で
す
か
ら、

こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
は
公
正

な
結
論
を
得
に
く
く
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す。

全
員

一

致
原
則
を
と
る
場
合
て
も、

こ
の
や
り
方
は
間
題
で
す。

〔
無
罪
の
推
定
原
則〕

刑
事
裁
判
て
は、

被
告
人
を

有
罪
と
す
る
に
は、

訴
追
側
か

「
合
理
的
な
疑
い
を
容
れ
な
い

程
度
に
ま
で
立
証
す
る
こ
と
」

か
必
要
で
す。

映
画
で、

石
坂

裁
判
長
は、

審
理
の
終
結
時
に

ほ
ん
の
形
だ
け
の
説
示
を
し
ま

し
た
が、

評
議
が
始
ま
っ
て
か

ら
は、

裁
判
長
も
裁
判
員
も
誰

一

人
こ
の
原
削
に
占
及
し
た
者

は
お
ら
す、

従
っ
て、

評
議
の

進
め
方
か
こ
の
原
則
を
無
視
し

た
形
で
行
わ
れ
て
い
ま
し
た。

有
罪
と
無
罪
を
平
板
に
並

べ
て
評
議
を
す
る
の
は
間
違
い

て
す。

訴
追
側
11
国
か
国
民
に

対
し
て
刑
罰
権
を
行
使
す
る
に

は、

有
罪
の
よ
う
た
と
か
有
罪

く
さ
い
と
い
う
よ
う
な
程
度
の

立
証
で
は
い
け
な
い
の
で
す。

そ
れ
で
は、

無
実
の
人
が
誤
っ

て
処
罰
さ
れ
て
し
ま
う
危
険
が

あ
る
か
ら
で
す。

こ
の
映
圃
が

無
罪
の
推
定
原
則
を
軽
く
扱
っ

た
こ
と
は
大
変
残
念
で
し
た。以

上
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屯
「
遡
及
裁
定」

か

「
事
後
重
症
裁
定」

か

「

窓

口

規

制
」

先
日、

精
神
遅
滞
の
あ
る
家

族
の
方
か
ら、

年
金
の
裁
定
請

求
事
件
の
依
頼
を
受
け
ま
し
た。

こ
れ
は、

二
0
歳
以
上
で
一

定
程
度
以
上
の
精
神
遅
滞
の
あ

る
方
に
は、

障
害
基
礎
年
金
が

支
払
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
が、

知
的
障
害
が
あ
る
こ

と
を
周
囲
に
知
ら
れ
た
く
な
い

と
か、

制
度
を
知
ら
な
か
っ
た

な
ど
の
た
め、

年
金
の
請
求
が

遅
れ
た
事
例
に
つ
い
て、

代
理

人
に
な
っ
て
欲
し
い
と
の
依
頼

で
し
た
。

こ
の
事
件
で
は、

最
初
に
相

談
に
あ
た
っ
た
福
祉
事
務
所
の

担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
が、

障

害
が
認
め
ら
れ
る
時
点
に
遡
っ

て
の
裁
定
請
求
（
遡
及
裁
定
と

い
い
ま
す。
）

を
行
っ
た
ら
と

助
言
し
て
く
れ
た
の
で
す
が
、

年
金
の
窓
口
で
当
初
は、

裁
定

を
申
請
し
た
翌
月
か
ら
の
裁
定

請
求
（
事
後
重
症
裁
定
と
い
い

ま
す
。
）

し
か
受
け
付
け
な
い

と
主
張
し
て、

遡
及
裁
定
の
申

請
を
拒
否
し
た
の
で
す。

し
か
し
、

今
回
は、

福
祉
事

務
所
の
担
当
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー

の
助
言
に
よ
っ
て、

こ
の
よ
う

な
「
窓
口
規
制
」

を
排
除
し
て、

遡
及
裁
定
を
申
請
す
る
こ
と
が

で
き
た
そ
う
で
す。

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は、

幼

い
時
期
か
ら
相
談
者
が
精
神
の

発
達
遅
滞
が
あ
る
と
の
近
所
の

開
業
医
の
証
明
書
等
が
得
ら
れ

ま
す
の
で、

「
遡
及
裁
定
」

が

認
め
ら
れ
る
と
確
信
し
て
い
ま

す
が、

相
談
者
の
家
族
が
窓
口

の
受
付
拒
否
に
諦
め
て
始
め
か

ら
事
後
重
症
の
裁
定
を
し
て
い

れ
ば
、
「
遡
及
裁
定
」

が
認
め

ら
れ
る
機
会
は
も
ち
ろ
ん
全
く

な
い
わ
け
で
す。

屯
権
利
を
握
り
つ
ぶ
す
も
の

こ
の
よ
う
に、

本
来、

法
律

上
で
は
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い

な
が
ら
、
「
窓
口
規
制
」

に
よ

り、
こ
れ
を
握
り
つ
ぶ
し
た
り、

権
利
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
せ
な

い
で
権
利
を
使
え
な
い
よ
う
に

し
た
り
す
る
姑
息
な
方
法
で
の

権
利
侵
害
が
日
常
化
し
て
い
る

の
が、

残
念
な
が
ら、

わ
が
国

の
現
状
で
す。

例
え
ば、

福
祉
事
務
所
に
生

活
保
護
の
申
請
に
行
っ

て
も、

相
談
と
し
て
処
理
し
、

受
付
け

尾

藤

廣

と
い

う

も
の

喜

を
し
な
い
。

三
ヶ
月
が
過
ぎ
た

ら
保
護
を
辞
退
す
る
と
の
念
書

を
書
か
せ
た
う
え
で
三
ヶ
月
に

限
っ
て
保
護
を
認
め
る。

六
五

歳
に
満
た
な
い

人
に
つ
い
て

は、

保
護
申
請
に
対
し
て、

医

師
の
診
察
を
求
め、
「
働
け
る
」

と
の
結
果
が
出
れ
ば、

仕
事
が

あ
っ
て
も
な
く
て
も
保
護
受
け

付
け
な
い
な
ど
の
違
法
な
「
窓

日
規
制
」
が
横
行
し
て
い
ま
す。

こ
の
よ
う
な
「
窓
口
規
制
」

は、
福
祉
の
分
野
だ
け
で
な
く、

行
政
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
で、

専

ら
行
政
側
の
都
合
で
濫
用
さ
れ

て
い
る
の
が
実
態
で
す。

こ
の
よ
う
な
違
法
が
ま
か
り

通
っ
て
い
る
背
景
に
は、

わ
が

国
に
お
い
て、

「
手
続
き
的
権

利」

が
あ
ま
り
に
も
軽
く
見
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま

す。

も
ち
ろ
ん、

こ
の
よ
う
な

「
行
政
の

都
合
の
い
い
運
用
」

を

「
規
制
」

す
る
た
め
に
、

「
行
政
手
続
法
」

が
制
定
さ
れ

て
い
ま
す
が、

こ
の
法
律
は
申

請
後
の
手
続
き
に
つ
い
て
定
め

卍
手
続
き
的
権
利
の
確
立
を

ら
れ
て
お
り、

残
念
な
が
ら
有

効
に
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
。

す
で
に、

国
連
の
「
各
国
の

公
的
扶
助
行
政」

に
関
す
る
一

九
五
二

年
報
告
で
は、

「
手
続

き
が
人
間
的
に、

公
平、

公
明

に
敬
意
あ
る
態
度
で、

人
格
の

尊
厳
を
尊
重
す
る
よ
う
に、

冷

静
に、

迅
速
か
つ
効
果
的
に
す

す
め
ら
れ
る
よ
う
に
要
求
す
る

権
利」

が
「
建
設
的
な
意
味
を

も
つ
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」

と
し
て
い
ま
す。

こ
の
よ
う
な
「
手
続
き
的
権

利」
が
保
障
さ
れ
る
た
め
に
は、

ま
ず、

①
制
度
自
体
の

内
容、

手
続
き
共
が、

十
分
に
広
報
さ

れ
る
こ
と
②
行
政
手
続
法
を
改

正
し
て、

申
請
時
の
窓
口
規
制

を
禁
止
す
る
こ
と
③
万
一
、

手

続
き
が
妨
害
さ
れ
た

場
合
に

は、

こ
れ
に
対
す
る
救
済
が
速

や
か
に
図
ら
れ、
不
服
申
立
て、

訴
訟
を
提
起
す
る
た
め、

法
律

家
に
簡
単
に
相
談
で
き
る
体
制

を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で

す。
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内
閣
の
司
法
制
度
改
革
推
進

本
部
で、

刑
事
司
法
制
度
の
改

革
作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す

が、

そ
の
重
要
な
論
点
の
一

っ

が
証
拠
開
示
を
ど
の
程
度
広
げ

る
の
か
と
い
う
点
で
す。

日
本
弁
護
士
連
合
会
の
司
法

改
革
実
現
本
部
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
メ
ン
バ
ー
と
し
て、

証
拠
開

示
の

部
分
を
担
当
し
ま
し
た

が、

同
じ
法
律
家
で
あ
り
な
が

ら、

法
務
省
（
検
察
庁）

と
日

本
弁
護
士
連
合
会
が
対
極
に
あ

る
意
見
を
検
討
会
に
お
い
て
述

べ
た
こ
と
が
印
象
に
残
り
ま
し

た
の
で、

以
下
に
僕
の
意
見
を

交
え
な
が
ら
ご
紹
介
し
ま
し
ょ

゜

ぶ
ノ 今

は
刑
事
司
法
改
革
作
業
中

法
務
省
と
日
弁
連
の
意
見

法
務
省
は、

現
在
の
日
本
の

刑
事
訴
訟
法
は
当
事
者
主
義
を

取
っ
て
い
る
が、

こ
れ
は
証
拠

開
示
に
は
消
極
的
な
制
度
で
あ

る
と
述
べ
、

H
弁
連
は、

実
質

的
当
事
者
主
義
の
観
点
か
ら
は

証
拠
開
示
が
必
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
た
の
で
す。

当
事
者
主
義

当
事
者
主
義
は、

検
察
官
と

弁
護
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
に
有

利
と
思
わ
れ
る
主
張
や
証
拠
を

提
出
し、

裁
判
所
は
第
三
者
と

し
て、

そ
れ
を
判
断
す
る
と
い

う
考
え
方
で
す。

確
か
に、

当

事
者
が
攻
防
を
す
る
の
が
当
事

者
主
義
だ
と

単
純
に
考
え
れ

ば、

ま
さ
に
ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム

の
如
く、

自
分
の
手
の
内
は
相

手
に
明
か
さ
な
い
で
勝
負
を
す

す
め
る
の
が
当
然
だ
と
い
う
ふ

う
に
も
考
え
ら
れ
ま
す。

し
か
し
、

ト
ラ
ン
プ
ゲ
ー
ム

の
比
喩
が
妥
当
す
る
た
め
に
は、

ゲ
ー
ム
の
当
事
者
が
全
く
対
等

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん。

現
実
の
刑
事
訴
訟
で
は、

検

察
官
は
圧
倒
的
に
多
く
の
強
力

な
カ
ー
ド
を
集
め
る
権
限
を
有

し
て
い
る
の
に
対
し、

弁
護
人

は
そ
の
権
限
を
ほ
と
ん
ど
持
っ

て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
で、

同
じ
ル
ー
ル
で
手

の
内
を
明
か
さ
な
い
で
勝
負
し

ろ
と
い
っ
て
も
誰
も
フ
ェ
ア
ー

だ
と
は
考
え
な
い
で
し
ょ
う。

ま
た、

検
察
官
は、

た
だ
勝

て
ば
良
い
と
い
う
の
で
は
な
く

公
益
の
代
表
者
と
し
て
無
実
の

山

崎

浩

司

法

改

革

と

証

拠

開

示

者
は
無
罪
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
責
務
を
負
っ
て
い

る
の
で
す。

相
手
が
勝
つ
べ
き

カ
ー
ド
を
自
ら
の
手
の
内
に
持

っ
て
い
る
時
に
は、

こ
れ
を
相

手
に
見
せ
、

潔
く
負
け
る
必
要

が
有
る
の
で
す。

本
当
の
問
題

た
だ
僕
は
検
察
官
だ
っ

て
、

本
当
は、

当
事
者
主
義
が
証
拠

開
示
を
否
定
す
る
理
由
に
な
ら

な
い
こ
と
を
判
り、

刑
事
訴
追

が
公
的
な
意
味
合
い
を
も
っ
て

行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
自
覚
も

当
然
持
ち
な
が
ら
も、

証
拠
開

示
に
消
極
的
な
の
だ
ろ
う
と
推

測
し
ま
す
。

で
は
検
察
官
は
、

何
故、

手
持
ち
証
拠
を
開
示
す

る
の
を
嫌
う
の
で
し
ょ
う
か。

そ
れ
は、

手
持
ち
証
拠
を
あ

ら
か
じ
め
開
示
す
る
こ
と
で
、

被
告
人
が
真
犯
人
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず、

言
い
逃
れ
を
し

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す。

弾
劾
が
で
き

な
く
な
る
と
い
う
危
惧
は
訴
追

に
責
任
を
持
つ
側
の
者
と
し
て

は
も
っ
と
も
な
危
惧
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す。

我
々
が
捜
査
し
て

起
訴
し
た
の
で
あ
る
か
ら、

有

罪
に
間
違
い
な
い
、

だ
か
ら
絶

対
に
有
罪
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、

言
い
逃
れ
を
さ
せ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
使
命
感
に
基

づ
く
も
の
で
し
ょ
う。

全
面
的
な
証
拠
開
示
を
す
る

と
な
る
と、

こ
の
よ
う
な
訴
追

に
お
け
る
支
障
が
生
じ
る
こ
と

は
確
か
で
し
ょ
う。

し
か
し、

こ
の
検
察
官
手
持

ち
証
拠
の
中
に
こ
そ、

実
体
的

真
実
を
明
ら
か
に
す
る
証
拠
が

含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
の
も
歴

史
的
な
真
実
で
す。

そ
こ
で、

証
拠
開
示
を
認
め

る
か
否
か
と
い
う
問
題
は、

真

犯
人
を
逃
し
て
し
ま
う
お
そ
れ

は
あ
る
け
れ
ど
も、

無
実
の
者

を
有
罪
に
す
る
お
そ
れ
は
で
き

る
だ
け
取
り
は
ら
う
制
度
を
採

る
の
か
の
選
択
の
問
題
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す。

そ
し
て、

そ
の
選
択
は
刑
事

訴
訟
法
の
理
念
を
ど
う
と
ら
え

る
か
の
選
択
に
他
な
ら
な
い
の

で
す。
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本
年
し
月
一
六

日、

点
都
地
方
裁

判
所
で、

汗
目
さ

れ
る
判
決
が
あ
り
ま

し
た。

大
学
を
経
営

し
て
い
る
学
校
法
人

を
相
手
に、
そ
の
大

学
に
合
格
し
た
五
人

か、

人
学
金
や
授
業

料
な
と
の
返
還
を
求

め
た
裁
判
て、

裁
判
所
は、

学

校
法
人
に、

授
業
料、

入
学
金

な
ど
二
丁
几
万
円
を
返
還
す
る

こ
と
を
命
じ
た
の
で
す。
こ
れ

は、

全
国
で
争
わ
れ
て
い
る
同

種
の
訴
訟
の
ト
ッ
プ
を
切
っ
て

の
判
決
で
し
た。

裁
判
所
は、

入
学
金
に
つ

い
て、

四
月
―
lcI
以
降
に
人

学
を
辞
退
し
た
三
人
に
つ
い

て
は、
一
旦
は、

学
生
の
身
分

を
得
た
の
で
あ
る
か
ら、

学
校

側
は、

人
学
金
に
つ
い
て
の
契

約
卜
の
義
務
は
尽
く
し
た
と
し

て、

返
還
を
し
な
く
て
よ
い
と

し
ま
し
た。

反
面、

四
月一
日

ま
て
に
人
学
を
辞
退
し
た一�
人

に
対
し
て
は、

入
学
金
を
返
還

す
べ
き
た
と
判
断
し
ま
し
た。

ま
た、

に
つ
い
て
は、
授
業
か
実
行
さ
れ

て
お
ら
す、
返
還
す
べ
き
て
あ
る

と
し
て、
支
払
っ
た
分
に
つ
い
て

の
返
遠
を
認
め
ま
し
た。

こ
の
屯
件
て
は、

消
費
仔
契

約
法
に、

違
約
金
に
つ
い
て、

平
均
的
な
捐
害
を
超
え
た
損
害

を
約
束
し
て
も、
そ
の
約
東
は

冊
効
で
あ
る
と
い
う
条
文
が
あ

る
と
こ
ろ
か
ら、
「
乎
均
的
な

損
害」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

も
間
題
と
な
り
ま
し
た。

学
校

側
は、

入
学
を
辞
退
さ
れ
た
場

合
に
は、

大
学
に
は、

予
定
し

た
人
員
か
確
保
て
き
な
い
な
と

の
損
古
か
生
じ
る
と
し
て、
「
在

学
中
に
納
め
る
人
学
孟
ゃ
授
業

料
な
と
が
平
均
的
損
害
に
あ
た

る」
と
じ
張
し
ま
し
た
が、

判

決
は、
「
追
加
合
格
や
哺
欠
募

集
で
不
足
分
を
補
う
こ
と
も
考

え
ら
れ
る」
と
し
て、
こ
の、
E

張
を
退
け
ま
し
た。
な
お、

人

学
金
は、

人
学
資
格
を
得
る
た

め
の
対
価
で
あ
り、

返
還
を
忍

め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
異
議

も
あ
り、

控
訴
審
の
判
決
か
ど

う
な
る
か
か
注
日
さ
れ
ま
す。

学
金
の
返
還
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