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法
へ
の
市
民
参
加

司
法
改
革
論
と
憲
法
学
の
視
点
か
ら

戸14
吊

本

刀ロ
H

円
円
H
H

樹

司
法
制
度
改
革
と
市
民
参
加

司
法
制
度
の
中
で
も
法
曹
養
成
の
改
革
に
関
し
て
は
一
九
八
0
年
代
末
頃
か
ら
議
論
が
始
め
ら
れ
た
が
、
九
0
年
代
後
半
か
ら
は
司
法
制

度
全
般
の
改
革
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
経
団
連
、
日
弁
連
お
よ
び
自
民
党
な
ど

の
提
言
が
ほ
ぼ
一
致
し
て
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
行
政
指
導
な
ど
に
よ
る
事
前
規
制
型
社
会
が
行
き
詰
ま
り
を
見
せ
て
お
り
、

そ
れ
に
替
わ
っ
て
公
正
か
つ
透
明
な
ル

l
ル
の
下
に
国
民
個
人
が
自
己
責
任
に
よ
っ
て
自
由
に
選
択
し
行
動
す
る
社
会
を
作
り
出
さ
な
く
て
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司法と市民参加

一
方
に
お
い
て
個
人
間
の
紛
争
が
多
発
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
か

ら
、
こ
れ
を
事
後
的
に
調
整
し
解
決
す
る
た
め
の
社
会
的
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
司
法
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
一
一
一
世

紀
の
日
本
社
会
に
お
い
て
は
司
法
の
役
割
は
よ
り
一
層
重
要
な
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
、
司
法
の
機
能
を
社
会
の
ニ

l
ズ
に
応
え
得
る
よ

(
1
)
 

う
に
改
革
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
充
実
強
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
動
き
を
受
け
て
、
国
会
は
、
昨
年
、
司
法
制
度
改
革
を
全
面
的
に
再
検
討
す
る
た
め
に
司
法
制
度
改
革
審
議
会
を
設
置
し
、

と
く
に
そ
の
審
議
に
当
た
っ
て
は
「
法
曹
二
司
法
曹
の
質
及
び
量
の
拡
充
、
国
民
の
司
法
参
加
、
人
権
と
刑
事
司
法
と
の
関
係
な
ど
司
法

(
2
)
 

制
度
を
め
ぐ
り
議
論
さ
れ
て
い
る
重
要
な
問
題
点
に
つ
い
て
、
十
分
に
論
議
す
る
こ
と
」
と
の
決
議
を
付
し
た
。

同
審
議
会
は
、
昨
年
一
一
一
月
に
中
間
的
な
論
点
整
理
を
ま
と
め
、
「
国
民
の
自
律
的
存
在
と
し
て
、
多
様
な
生
活
関
係
を
積
極
的
に
形
成
・

維
持
し
て
い
く
た
め
に
は
、
画
一
的
な
行
政
的
規
制
に
安
易
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
各
人
の
お
か
れ
た
具
体
的
生
活
状
況
な
い
し
ニ

l
ズ
に

即
し
た
法
的
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
司
法
(
法
曹
)
の
協
力
を
得
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
国
民
が
そ
の
健
康
を
保
持
す

る
上
で
医
師
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
よ
う
に
、
司
法
(
法
曹
)
は
い
わ
ば
『
国
民
の
社
会
生
活
上
の
医
師
』
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
存

在
で
あ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、
司
法
は
「
弱
い
立
場
の
人
が
不
当
な
不
利
益
を
受
け
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
国
民
の
聞
で
起
き
る
さ
ま
ざ
ま

な
紛
争
が
公
正
か
つ
透
明
な
法
的
ル

i
ル
の
下
で
適
正
か
つ
迅
速
に
解
決
」
し
、
「
政
治
部
門
の
活
動
を
監
視
し
、
そ
の
行
き
過
ぎ
に
よ
っ

て
国
民
の
基
本
的
人
権
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
」
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と

指
摘
し
た
。
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は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
理
解
を
前
提
と
し
た
上
、
同
審
議
会
は
、
国
民
が
司
法
に
期
待
す
る
も
の
と
し
て
、
「
国
民
が
利
用
者
と
し
て
容
易
に
司
法

へ
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
、
国
民
に
聞
か
れ
た
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
、
多
様
な
ニ

l
ズ
に
応
じ
た
適
正
・
迅
速
か
っ
実
効
的
な
司
法
救
済

を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
及
び
新
し
い
時
代
状
況
に
対
応
し
た
適
正
な
刑
事
司
法
手
続
を
通
じ
て
犯
罪
の
検
挙
・
処
罰
が
的
確
に
行
わ
れ
、
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国
民
が
安
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
」
を
挙
げ
、
「
法
の
支
配
の
理
念
を
基
軸
と
し
て
、
こ
う
し
た
国
民
の
期
待

に
応
え
得
る
司
法
の
制
度
的
及
び
人
的
基
盤
の
抜
本
的
拡
充
・
強
化
を
図
る
こ
と
」
が
司
法
制
度
改
革
の
要
諦
で
あ
る
と
の
理
解
を
示
し
た
。

そ
し
て
、
司
法
の
制
度
的
基
盤
強
化
の
一
方
策
と
し
て
、
国
民
の
司
法
参
加
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
司
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
主
権
者
と
し
て
の
国
民
の
参
加
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
現
在
、
我
が
国
で
は
、
調
停

委
員
、
司
法
委
員
、
検
察
審
査
会
等
の
国
民
の
司
法
参
加
制
度
が
あ
る
も
の
の
、
司
法
の
中
核
を
な
す
裁
判
手
続
そ
の
も
の
へ
の
参
加
は
か

な
り
限
定
的
で
あ
る
。
司
法
を
国
民
に
よ
り
身
近
で
聞
か
れ
た
も
の
と
し
、
ま
た
司
法
に
国
民
の
多
元
的
な
価
値
観
や
専
門
知
識
を
取
り
入

れ
る
べ
く
、
こ
れ
ら
現
行
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
見
直
す
こ
と
は
も
と
よ
り
、
欧
米
諸
国
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
陪
審
・
参
審
制
度

な
ど
に
つ
い
て
も
、
そ
の
歴
史
的
・
文
化
的
な
背
景
事
情
や
制
度
的
・
実
際
的
な
諸
条
件
に
留
意
し
つ
つ
、
導
入
の
当
否
を
検
討
す
べ
き
で

(
3
)
 

あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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市
民
参
加
と
陪
審
・
参
審

本
稿
で
は
、
基
調
報
告
を
受
け
て
、
こ
の
国
民
な
い
し
市
民
の
司
法
参
加
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
と
く
に
陪
審
・
参
審
制
に
つ
い
て
、
主

と
し
て
憲
法
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

歴
史
的
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
当
初
は
国
王
の
利
益
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
陪
審
は
、
そ
の
後
の
国
王
専
制
の

も
と
で
民
衆
の
自
由
の
最
後
の
砦
と
も
い
う
べ
き
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
近
代
市
民
革
命
の
中
で
、
そ
の
自
由
主

義
的
意
義
に
注
目
し
た
フ
ラ
ン
ス
や
ド
イ
ツ
に
よ
っ
て
も
導
入
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

幸
AFh~

、
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
に
も
、
「
イ
ギ
リ
ス
国
王
に
よ
っ
て
、
多
く
の
事
件
に
お
い
て
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
奪
わ
れ
て
い
る
」



と
の
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
独
立
以
前
の
時
代
に
お
い
て
、
植
民
地
人
が
構
成
し
た
陪
審
が
植
民
地
人
の
権
利
と
自
由
を
守
る
の
に
活
躍

し
、
こ
れ
に
対
し
本
国
政
府
が
多
く
の
事
件
の
裁
判
権
を
陪
審
を
用
い
な
い
海
事
裁
判
所
に
移
す
な
ど
し
て
、
陪
審
裁
判
を
制
限
し
よ
う
と

し
た
事
実
を
背
景
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
独
立
前
後
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
、
陪
審
制
度
の
意
義
は
、
も
っ
ぱ
ら
自
由
主
義
的
側

面
に
見
い
だ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

し
か
し
、

一
八
三
0
年
代
か
ら
四
0
年
代
に
か
け
て
の
ジ
ャ
ク
ス
二
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
中
で
、
公
職
を
果
た
す
こ
と
に
つ
い
て
も

個
人
の
能
力
は
平
等
で
あ
り
、
専
門
家
を
偏
重
す
べ
き
で
は
な
い
と
の
主
張
が
広
範
に
受
容
さ
れ
た
結
果
、
司
法
部
に
つ
い
て
も
、
裁
判
官

の
公
選
制
が
広
く
採
用
さ
れ
、
こ
れ
と
並
ん
で
陪
審
が
司
法
権
行
使
に
対
す
る
広
範
な
市
民
参
〆
加
の
機
会
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
以
降
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
陪
審
の
民
主
主
義
的
意
義
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
陪
審
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
価

値
観
と
正
義
感
を
裁
判
制
度
に
反
映
す
る
た
め
の
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
国
民
的
信
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
的
に
み
る
と
、
陪
審
制
に
は
自
由
主
義
的
意
義
と
民
主
主
義
的
意
義
が
認
め
ら
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
最
近
の
日
本
に
お
け
る
市
民
の
司
法
参
加
論
と
の
関
連
で
主
張
さ
れ
る
陪
審
推
進
論
は
、
司
法
の
民
主
化
、
す
な
わ
ち
司
法
に
お

け
る
国
民
主
権
論
を
ほ
ぼ
共
通
し
て
強
調
し
、
陪
審
制
の
持
つ
民
主
主
義
的
意
義
に
注
目
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
歴

史
的
に
み
る
と
、
近
代
憲
法
の
も
と
で
の
司
法
権
は
、
民
主
主
義
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
の
独
立
性
に
よ
っ
て
正
統
性
を
確
保
し
て
き
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
ば
し
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
や
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ

1
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
を
引
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
代
憲
法
に
と
っ

司法と市民参加l

て
司
法
権
の
独
立
は
共
通
の
大
前
提
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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も
っ
と
も
、
こ
こ
で
危
慎
さ
れ
て
い
た
の
は
、
司
法
権
が
立
法
権
や
執
行
権
と
い
っ
た
他
の
国
家
権
力
と
結
び
つ
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
国

民
に
よ
る
直
接
間
接
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
当
然
に
は
含
ま
れ
な
い
と
も
い
え
よ
う
が
、
原
理
的
に
は
、
国
民
に
よ
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
司
法

権
の
独
立
の
要
請
と
必
然
的
に
緊
張
関
係
に
立
つ
と
い
う
見
方
が
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
兼
子
一
教
授
は
、
「
民
主
法
治
国
家
に
お
け
る
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司
法
の
使
命
が
、
多
数
意
思
の
圧
力
に
よ
る
少
数
者
の
自
由
の
窒
息
に
対
す
る
安
全
弁
で
あ
り
、
ま
た
国
政
の
極
端
な
偏
向
に
た
い
す
る
調

整
器
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
裁
判
所
の
組
織
に
立
法
部
や
行
政
部
と
同
じ
よ
う
な
多
数
意
志
が
働
く
こ
と
に
は
危
険
が
感

北法520・242)242

じ
ら
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
し
、
同
様
の
指
摘
は
宮
沢
教
授
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
憲
法
学
説
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

司
法
と
国
民
主
権
を
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
多
数
者
が
国
民
主
権
の
名
の
下
に
司
法
権
を
操
作
す
る
危
険
も
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
対
し
て
は
、
二
つ
の
方
向
か
ら
の
対
応
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
陪
審
の
民
主
主
義
的
意
義
を
強
調
す
る
立
場
で

あ
る
。
た
と
え
ば
、
か
つ
て
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
、
陪
審
こ
そ
人
民
の
統
治
を
確
立
す
る
最
も
効
果
的
な
方
法
で
あ
り
、
人
民
に
統
治
す
る
す
べ

を
教
え
る
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
ア
メ
リ
カ
で
見
た
の
は
、
ま
さ
に
ジ
ャ
ク
ス

ニ
ア
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
下
で
民
主
的
制
度
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
陪
審
制
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
彼
が
重
視
し
た
の

は
刑
事
陪
審
で
は
な
く
、
民
事
陪
審
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
陪
審
は
裁
判
官
と
対
立
的
な
立
場
に
立
つ
が
、
民
事

裁
判
に
お
い
て
は
、
陪
審
は
公
平
な
仲
裁
者
と
し
て
の
裁
判
官
と
協
働
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
刑
事
裁
判
と
違
っ
て
他
人
事
と
は
感
じ
な

い
か
ら
、
そ
こ
で
陪
審
員
た
る
市
民
は
裁
判
の
結
果
を
尊
重
し
、
権
利
の
観
念
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
現
代
に
お

い
て
は
、
民
事
陪
審
は
退
潮
傾
向
に
あ
り
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
指
摘
は
そ
の
ま
ま
で
は
妥
当
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
二
般
的
に
い
っ

て
、
裁
判
に
市
民
が
直
接
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
人
聞
の
権
利
や
市
民
の
義
務
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
機
会
を
得
て
、
デ
モ

ク
ラ
シ

1
に
コ
ミ
ッ
ト
し
た
市
民
の
育
成
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
司
法
権
の
独
立
の
現
実
的
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
を
別
の
角
度
か
ら
い
う
と
、
司
法
の
権
力
性
の
問
題
で
も
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
司
法
の
権
力
性
を
語
る
と
き
に
は
、
裁
判
所
そ
の
も
の
の
権
力
性
と
、
わ
が
国
の
最
高
裁
を
頂
点
と
す
る
裁
判
所
制
度
内
部
の

権
力
性
の
問
題
を
分
け
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
前
者
に
つ
い
て
み
る
と
、
原
理
的
に
い
っ
て
、
司
法
権
は
国
家
権

力
の
一
構
成
要
素
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
し
た
が
っ
て
司
法
権
行
使
の
結
果
た
る
判
決
が
強
制
力
を
持
っ
て
執
行
さ
れ
う
る
と
い
う



点
に
お
い
て
、
権
力
で
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
い
。
陪
審
・
参
審
の
第
一
次
的
な
意
義
が
こ
の
よ
う
な
権
力
と
し
て
の
司
法
権
に
対
抗
す

る
自
由
主
義
的
意
義
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
に
も
ま
し
て
大
き
な
問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
司
法
の
独
立
は

あ
っ
て
も
、
裁
判
官
の
独
立
は
な
い
、
と
い
う
強
い
指
摘
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
に
は
、
裁
判
官
の
独
立
は
司

法
権
の
独
立
の
当
然
の
要
素
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
裁
判
所
制
度
の
現
実
と
し
て
、
司
法
行
政
権
の
行
使
を
通
じ
て
最

高
裁
が
個
々
の
裁
判
官
に
対
し
て
権
力
的
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
が
少
な
く
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
現
在
に
お
い

て
は
、
司
法
権
の
独
立
原
理
は
、
公
権
力
の
介
入
を
排
除
し
て
国
民
の
人
権
保
障
を
全
う
す
る
と
い
う
本
来
の
自
由
主
義
的
原
理
性
を
失
い

つ
つ
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
は
、
最
高
裁
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
な
い
陪
審
あ
る
い
は
参
審
の
よ
う
な
市
民

参
加
制
度
は
、
裁
判
を
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
か
ら
遮
断
す
る
と
い
う
意
味
で
の
自
由
主
義
的
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
に
お
い
て
は
、
司
法
権
の
独
立
原
理
に
よ
っ
て
、
た
だ
ち
に
司
法
へ
の
市
民
の
直
接
参
加
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
司
法
権
の
独
立
に
つ
い
て
は
、
移
ろ
い
や
す
く
社
会
の
流
れ
や
趨
勢
に
左
右
さ
れ
や
す

い
「
民
音
と
か
ら
距
離
を
置
い
て
、
裁
判
官
の
専
門
合
理
性
を
生
か
し
つ
つ
、
少
数
者
の
人
権
保
障
に
意
を
尽
く
す
と
い
う
、
民
主
制
の
も

と
で
の
司
法
独
自
の
機
能
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
な
市
民
の
司
法
参
加
の
方
法
を
考
え
る
と
き
に
は
、
こ
の

司法と市民参加

両
者
の
要
請
の
調
和
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
お
け
る
裁
判
の
現
実
を
見
た
と
き
、
市
民
の
司
法
参
加
は
、
刑
事
事
件
に
劣
ら
ず
行
政
・
国
賠
事
件
や
労
働
事
件
に
お
い
て
そ
の

意
義
を
有
す
る
と
い
い
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
お
い
て
は
事
実
認
定
が
決
め
手
に
な
る
と
い
う
よ
り
、
法

解
釈
が
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
裁
判
官
の
審
理
の
監
視
に
こ
そ
市
民
参
加
の
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
も
指
摘
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
よ
り
広
く
国
政
全
体
を
み
る
と
、
国
民
の
限
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
は
民
主
性
・
代
表
性
の
追
求
に
つ
い
て
は
国
会
お
よ
び
地
方
自
治
の

北法520.243)243 



シンポジウム

方
に
振
り
向
け
ら
れ
る
の
が
本
筋
で
あ
っ
て
、
司
法
に
お
け
る
市
民
参
加
は
裁
判
官
の
い
わ
ゆ
る
官
僚
性
、
事
件
慣
れ
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

ひ
い
て
は
裁
判
官
の
独
立
を
回
復
す
る
こ
と
に
特
別
の
意
義
が
あ
る
と
も
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
、
陪
審
制
と
い

う
よ
り
、
市
民
が
補
助
裁
判
官
と
し
て
審
理
に
参
加
す
る
参
審
的
制
度
が
よ
り
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
お
り
、
少
数
者
保
護
と
い
う
司
法
権
独

自
の
意
義
に
も
適
合
し
や
す
い
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
司
法
委
員
や
調
停
委
員
な
ど
の
経
験
が
あ
る
こ
と
も
参
審
制
導
入
を

よ
り
容
易
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
、
陪
審
、
参
審
推
進
論
の
名
の
下
に
、
様
々
な
目
的
が
追
求
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
期
待
さ
れ
る
目
的
に
よ
っ
て
必
要
な
制
度
は

変
わ
る
は
ず
だ
と
も
い
え
よ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
人
的
お
よ
び
物
的
基
盤
の
整
備
は
も
と
よ
り
、
追
求
す
べ
き
目
的
と
コ
ス
ト
と
の
勘
案

で
、
担
当
す
べ
き
事
件
類
型
を
含
め
て
、
現
代
に
お
け
る
司
法
の
独
立
の
意
義
と
司
法
へ
の
市
民
参
/
加
の
意
義
の
調
和
に
配
慮
し
つ
つ
、
慎

(
4
)
(
5
)
 

重
に
制
度
設
計
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

注
(
l
)
参
照
、
座
談
会
「
司
法
制
度
改
革
に
何
を
望
む
か
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一

の
流
れ
の
合
流
点
」
月
刊
司
法
改
革
一
号
四
七
頁
(
一
九
九
九
年
)
。

(
2
)
審
議
会
設
置
法
お
よ
び
付
帯
決
議
に
つ
い
て
は
、
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
七
O
号
一
五
一
頁
(
一
九
九
九
年
)
o

設
置
の
経
緯
等
に
つ
い
て
は
、
水

野
邦
夫
「
司
法
制
度
改
革
審
議
会
は
ど
の
よ
う
に
設
立
さ
れ
た
か
」
月
刊
司
法
改
革
一
号
五
三
頁
(
一
九
九
九
年
)
。

(
3
)
論
点
整
理
に
つ
い
て
は
、
宮
門
司
込
者
老
若
・
}SEa-加
。
」
豆
司
E
F
O
E
S
ι
c骨
内
民
間
¥
ロ
ピ
円

O
E
g七
色

(
4
)
例
え
ば
、
裁
判
官
養
成
制
度
そ
の
も
の
を
改
革
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
的
感
覚
の
体
得
が
図
ら
れ
う
る
と
す
る
と
、
裁
判
へ
の
市
民
的
常

識
の
注
入
を
市
民
参
加
の
目
的
と
し
て
強
調
す
る
必
要
性
も
そ
れ
だ
け
薄
ま
る
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
市
民
参
加
の
問

一
七
O
号
二
頁
(
二

0
0
0
年
)
、
斎
藤
治
「
司
法
制
度
改
草
:
:
:
一
一
つ

北j去52(1.244)244



題
も
、
司
法
制
度
全
体
の
改
革
の
中
で
衡
量
判
断
を
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

(5)
本
稿
は
、
筆
者
の
旧
稿
(
「
司
法
権
:
:
:
権
力
性
と
国
民
参
加
」
公
法
研
究
五
七
号
六
六
頁
(
一
九
九
五
年
)
の
一
部
に
基
づ
い
て
行
っ
た
コ

メ
ン
ト
の
記
録
で
あ
る
。
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
「
中
間
報
告
」
を
踏
ま
え
た
憲
法
三
二
条
、
七
六
条
お
よ
び
八
O
条
に
関
す
る
解
釈
、
と

り
わ
け
「
公
正
な
裁
判
」
と
市
民
参
加
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
国
民
の
司
法
参
加
と
憲
法
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
九
八
号
一
六
O
頁
(
二

0
0
一
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

司法と市民参加

北法52(1・245)245


