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説

判
手
続
を
通
じ
て
、
も
っ
ぱ
ら
職
業
裁
判
官
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
状
態
は
、
常
に
そ
う
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

一
九
二
三
年
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
そ
れ
を
雛
型
と
す
る
陪
審
制
が
日
本
に
も
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
制
度
は
不
評

王子i民

日制

で
、
被
告
人
の
九
九
%
以
上
が
陪
審
手
続
を
放
棄
す
る
と
い
う
結
果
に
終
わ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
彼
ら
が
よ
り
大
き
な
信
頼

を
職
業
裁
判
官
に
寄
せ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
陪
審
手
続
を
履
む
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
の
事
実
審
の
機
会
が
失
わ
れ
る
の
を
望
ま
な
か

一
九
四
三
年
、
区
本
の
陪
審
制
は
戦
争
の
勃
発
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
、
現
在
ま
で
ふ
た
た
び
採
用

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
日
本
の
刑
事
訴
訟
を
根
本
的
に
変
革
し
た
自
由
主
義
的
な
改
正
立
法
に
お
い
て
も
、
陪
審
制

っ
た
こ
と
、

に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。

は
被
告
人
の
防
護
に
不
可
欠
な
制
度
と
は
見
倣
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、

日
本
の
範
域
を
こ
え
、
他
の
諸
国
に
お
い
て
素
人
裁
判
官
の
参
与
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い
る

か
を
1
4
ね
る
こ
と
は
興
味
深
い
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
今
日
、
周
知
の
よ
う
に
、
素
人
裁
判
官
の
参
与
形
式
に
は
二
つ
の
態
様
を
類
別
で

き
ま
す
。
そ
の
一
は
、
素
人
裁
判
官
が
職
業
裁
判
官
の
関
与
な
し
に
、
罪
責
問
題
に
つ
い
て
、
と
き
に
は
量
刑
問
題
に
つ
い
て
決
定
す
る

陪
審
制
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
濫
腸
は
イ
ギ
リ
ス
に
求
め
ら
れ
、
コ
モ
ン
ロ
ー
法
圏
に
普
及
し
、
と
く
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
き
わ

め
て
藍
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
は
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
陪
審
制
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
法
に
お
い
て
も
現
在
な
お
、
オ
!
ス
ト

リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、

に
採
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
二
は
、
素
人
裁
判
官
と
職
業
裁
判
官
、
が
共
同

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、

ス
イ
ス
の
多
く
の
州
、

で
、
非
宜
間
組
お
よ
び
量
刑
問
題
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
は
一
部
訴
訟
法
上
の
問
題
に
つ
い
て
も
決
定
を
下
す
、
参
審
制
で
あ
り
ま
す
。
こ

の
制
度
は
、
今
日
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
に
普
及
し
て
い
ま
す
が
、

と
り
わ
け
、

r
a
J
・ッ、

フ
ラ
ン
ス
、
な
ら
び
に
東
側
諸
国
に
類
例
が
多

ぃ
。
ま
た
若
干
の
ア
フ
リ
カ
諸
国
に
お
い
て
も
、
専
門
知
識
を
有
す
る
素
人
、

た
と
え
ば
医
者
と
か
地
方
慣
習
法
に
つ
い
て
の
有
識
者

が
、
職
業
裁
判
官
と
共
同
で
決
定
す
る
よ
う
な
、
参
審
制
あ
る
い
は
そ
の
一
種
が
見
ら
れ
ま
す
。

以
下
、

ま
ず
第
一
に
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
い
ま
や
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
陪
審
訴
訟
の
九
O
%
以
上

jヒi'i;28C3-38)ヰ72



が
ア
メ
リ
カ
陪
審
の
前
で
行
な
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
素
人
参
与
の
面
で
も
っ
と
も
重
要
な
国

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

つ
づ
い
て
、

イ
ギ
リ
ス
陪
審
訴
訟
の
特
殊
性
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
第
二
の

制
度
に
属
す
る
重
要
な
一
例
と
し
て
、
ド
イ
ツ
参
審
制
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
ω

H 

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
制

一
二
人
の
陪
審
員
の
前
で
裁
判
を
受
け
る
被
告
人
の
権
利
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
と
見
倣
さ
れ
、
憲

法
上
の
保
障
を
受
け
て
い
ま
す
。
し
か
し
被
告
人
は
、
他
面
、
陪
審
手
続
を
放
棄
し
単
独
裁
判
官
の
判
決
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

す
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
今
日
で
は
、
陪
審
参
与
の
も
と
で
行
わ
れ
る
公
判
は
約
六

O
Z程
度
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

1 2 

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
陪
審
員
の
無
偏
見
性
と
い
う
視
点
に
き
わ
め
て
大
き
な
比
重
が
お
か
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
か

ら
、
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
手
続
に
お
い
て
現
に
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
二
つ
の
帰
結
が
導
か
れ
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、

し
ば
し
ば
陪
審

員
席
の
構
成
に
、
多
く
の
時
間
、

と
き
に
は
何
週
間
あ
る
い
は
何
ヶ
月
も
か
か
る
ほ
ど
の
、
甚
だ
回
り
く
ど
い
手
続
を
要
す
る
こ
と
で
あ

り
ま
す
o

こ
れ
は
、
検
察
官
お
よ
び
弁
護
人
が
、
個
々
の
陪
審
員
候
補
者
す
べ
て
に
つ
い
て
、
当
該
事
件
に
関
し
す
で
に
何
か
聞
き
お
よ

ん
で
い
な
い
か
、
被
告
人
の
皮
膚
の
色
に
偏
見
を
抱
い
て
は
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
他
の
理
由
か
ら
偏
見
を
も
っ
て
判
断
を
下
す
状
態
に

な
い
か
ど
う
か
を
、
念
入
り
に
吟
味
す
る
こ
と
に
由
来
し
て
お
り
ま
す
。

陪審制と参審制l

他
の
一
つ
は
、
手
続
き
が
一
旦
開
始
さ
れ
る
や

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
員
は
、

し
ば
し
ば
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
な
影
響
か
ら
厳
重
に
遮
蔽
さ

れ
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
彼
ら
は
ホ
テ
ル
の
特
別
棟
に
収
容
さ
れ
、
友
人
や
親
戚
と
も
接
触
を
断
た
れ
、
ま
た
、
事
件
に
関
し
て
、
新
聞

を
読
ん
だ
り
テ
レ
ビ
を
見
た
り
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
判
決
の
評
議
に
際
し
て
は
、
証
拠
調
べ
の
結
果
に
の
み
従
う

べ
き
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
え
ば
、
陪
審
員
は
、
大
き
な
訴
訟
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
長
い
期

北法28(3・39)473



説

問
、
家
族
か
ら
き
り
離
さ
れ
、

か
つ
は
夜
間
で
さ
え
自
分
達
の
仕
事
に
い
そ
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
、
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、

一
般
に
陪
審
員
の
任
務
は
あ
ま
り
好
評
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
辺
の
消
息
に
は
、
他
面
、
陪
審
員
職
の
た
め
に
支
払

さY':..

ol!l! 

わ
れ
る
補
償
が
決
し
て
十
分
で
な
い
、
と
い
う
事
情
も
考
癒
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

3

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
は
、
陪
審
員
に
比
べ
て
、
相
対
的
に
弱
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
は
、
自
分
が
被
告
人
を

有
罪
と
】
評
価
す
る
か
、
あ
る
い
は
一
定
の
証
拠
方
法
が
被
告
人
の
罪
責
を
証
明
す
る
に
た
り
る
と
お
も
う
か
、
を
陪
審
員
に
示
唆
し
て
は

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
と
は
対
鯨
的
に
、
証
拠
調
べ
に
は
滅
多
に
干
渉
し
な
い
。
彼

な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ゆ
え
、

は
、
た
と
え
ア
メ
リ
カ
の
訴
訟
法
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
許
さ
れ
る
ば
あ
い
で
も
、
ま
た
、
む
し
ろ
そ
う
す
る
こ
と
が
真
実
発
見
に
役
立
つ

と
き
で
も
、
証
人
を
ほ
と
ん
ど
尋
問
し
な
い
ば
か
り
か
、
証
拠
方
法
を
公
判
に
提
出
す
る
こ
と
す
ら
皆
無
に
近
い
の
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の

裁
判
官
は
さ
ら
に
、
証
拠
調
べ
終
了
後
に
お
け
渇
陪
審
員
へ
の
説
示
に
際
し
、
一
般
に
法
律
問
題
を
論
ず
る
こ
と
だ
け
が
許
さ
れ
て
お
り

ま
す
。
証
拠
調
べ
の
結
果
を
要
約
す
る
こ
と
で
さ
え
、
裁
判
官
に
許
さ
れ
て
い
る
例
は
、
若
干
の
州
に
か
、
ぎ
ら
れ
、
さ
ら
に
一
歩
を
進
め

て
、
証
拠
調
べ
の
結
果
を
ど
の
よ
う
に
一
評
価
す
べ
き
か
に
つ
き
陪
審
員
に
説
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ご
く
僅
か
な
州
に
す
ぎ
ま
せ

ん。
4 

陪
審
員
は
、
被
告
人
に
〈
有
罪
〉
も
し
く
は
〈
無
罪
〉
を
宣
告
す
る
と
い
う
形
で
、

い
わ
ば
一
体
と
し
て
罪
責
問
題
を
決
し
ま

す
。
通
例
、
評
決
は
全
員
一
致
を
た
て
ま
え
と
し
て
い
ま
す
が
、
若
干
の
州
で
は
、

一
O
対
二
あ
る
い
は
九
対
三
の
多
数
決
も
許
さ
れ
て

い
ま
す
。

近
時
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
、
陪
審
制
は
し
ば
し
ば
厳
し
い
批
判
に
遭
遇
し
て
い
ま
す
。
素
人
は
一
般
に
、
公
判
に
現
わ
れ
る
困

難
な
法
律
問
題
や
事
実
問
題
を
正
し
く
評
価
で
き
る
立
場
に
は
な
い
こ
と
が
、
と
く
に
強
調
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
行
政
や
経
済
の
領
域
で

も
、
今
日
、
専
門
訓
練
を
経
て
い
な
い
素
人
に
重
要
な
問
題
の
最
終
決
定
を
委
ね
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

5 
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こ
の
よ
う
な
批
判
に
直
面
す
る
と
き
、

シ
カ
ゴ
大
学
の
カ
ル
ヴ
ァ
ン
お
よ
び
ツ
ァ
イ
ゼ
ル
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、

ア
メ
リ
カ
陪
審
に
関

す
る
著
名
な
研
究
を
一
瞥
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
研
究
は
、
綿
密
な
実
証
的
調
査
を
通
じ
て
、
陪
審
員
が
公
判

の
過
程
で
証
拠
調
べ
を
的
確
に
フ
ォ
ロ
ー
し
、
証
拠
結
果
の
判
定
を
誤
ら
な
い
資
質
を
そ
な
え
て
い
る
、
旨
の
結
論
に
達
し
て
い
ま
す
。

裁
判
官
と
陪
審
員
は
、
一
見
尤
も
ら
し
い
根
拠
か
ら
推
定
さ
れ
る
よ
り
、
は
る
か
に
多
く
、
罪
責
問
題
の
判
断
に
お
い
て
一
致
す
る
の
で

す
。
ヵ
ル
ヴ
ァ
ン
と
ツ
ァ
イ
ゼ
ル
は
、
こ
の
こ
と
を
と
く
に
次
の
よ
う
な
表
に
よ
っ
て
実
証
し
ま
し
た
。
次
表
は
お
よ
そ
三
五

O
O件
の

陪
審
訴
訟
を
素
材
と
し
て
、
裁
判
官
が
、
陪
審
の
実
際
の
評
決
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
自
分
な
ら
ば
そ
の
事
件
を
ど
の
よ
う
に
判
定
し
た

か
、
に
つ
い
て
答
え
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を
集
計
し
た
も
の
で
す
。

有

罪

六
四
%

八
三
%

不
一
致

六

%

無

罪

三

O
%

一
七
%

陪

審
裁
判
官

調
査
の
結
果
i

|

陪
審
は
無
罪
を
評
決
し
た
が
、
裁
判
官
な
ら
有
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
は
、
全
体
の
一
七
%
。

陪
審
は
有
罪
を
評
決
し
た
が
、
裁
判
官
な
ら
無
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
は
、
全
体
の
二
%
。

さ
ら
に
詳
し
い
統
計
は
、
陪
審
が
裁
判
官
と
同
様
、
証
拠
結
果
に
導
か
れ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
ま
す
。
裁
判
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
証

拠
結
果
が
明
ら
か
に
被
告
人
の
無
罪
を
指
し
て
い
る
と
き
に
は
、
陪
審
も
ほ
と
ん
ど
常
に
無
罪
を
評
決
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
証
拠
結
果

北法28(3・41)475

陪審制と参審制

が
明
ら
か
に
被
告
人
の
有
罪
を
語
っ
て
い
る
と
き
に
も
、
同
様
の
一
致
が
窺
え
ま
す
。
た
だ
、

か
な
ら
ず
し
も
一
義
的
で
な
い
事
例
の
ば

あ
い
に
の
み
、
裁
判
官
と
陪
審
の
見
解
は
や
や
大
き
く
背
馳
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

陪
審
が
無
罪
を
評
決
し
た
事
例
は

l
i



説

明
瞭
な
証
拠
結
果
を
伴
い
、
裁
判
官
も
同
じ
く
無
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
の
九
五
%
。

不
明
瞭
な
証
拠
結
果
を
伴
い
、
裁
判
官
も
同
じ
く
無
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
の
七
四
%
。

不
明
瞭
な
証
拠
結
果
を
伴
い
、
設
判
官
な
ら
有
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
の
四
六
%
。

明
瞭
な
-
証
拠
結
果
を
伴
い
、
放
判
官
な
ら
有
罪
と
し
た
で
あ
ろ
う
事
例
の
一

O
克。

3命

も
し
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
に
、
陪
審
員
へ
の
説
一
不
に
際
し
て
証
拠
調
べ
の
結
果
を
要
約
し
一
評
価
す
る
権
限
が
あ
た
え
ら
れ
れ
ば
、
明
瞭

な
証
拠
結
果
を
伴
っ
た
事
例
に
お
い
て
は
、
陪
審
と
裁
判
官
と
の
聞
の
一
致
は
ほ
ぼ
完
全
な
も
の
と
な
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

シ
カ
ゴ
大
学
の
研
究
は
、
さ
ら
に
、
陪
審
と
裁
判
官
の
聞
で
判
断
を
異
に
す
る
度
合
い
は
事
件
の
種
類
に
よ
っ
て
一
様
で
な
い
こ
と
を

明
ら
か
に
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
誘
拐
の
事
例
で
は
、
両
者
の
一
致
率
は
比
較
的
高
く
、
陪
審
が
無
罪
評
決
を
し
た
事
例
の
八
%
に
つ
い

て
の
み
、
裁
判
官
な
ら
有
罪
を
言
い
渡
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
ま
す
。

一
方
、
自
動
車
の
酒
酔
い
運
転
に
関
す
る
事
例
に
お
い
て

は
、
陪
審
と
裁
判
官
の
見
解
に
か
な
り
の
隔
た
り
が
あ
り
、
陪
審
が
無
罪
評
決
を
し
た
事
例
の
二
八
克
に
つ
い
て
裁
判
官
な
ら
有
罪
を
一
言

い
渡
し
、
逆
に
、
陪
審
が
有
罪
評
決
を
し
た
事
例
の
一
二
%
に
つ
い
て
裁
判
官
な
ら
無
罪
を
言
い
渡
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
認
さ
れ
ま
し

た。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
陪
審
が
証
拠
結
果
と
な
ら
ん
で
、
明
ら
か
に
他
の
要
因
を
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
上
迅
の
酒
酔
い
運
転
の
事
例
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
裁
判
官
と
の
聞
の
判
断
の
隔
た
り
は
、
こ
の
ば
あ
い
、
刑
罰
が
不
評
を
か
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
よ
り
は
む
し
ろ
、

ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
こ
の
種
の
犯
罪
に
対
す
る
有
罪
判
決
が
し
ば
し
ば
一
年
間
の
運
転
免
許
自
動

停
止
を
伴
う
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
、
実
の
と
こ
ろ
陪
審
に
は
、
こ
れ
が
厳
し
す
ぎ
る
制
裁
と
受
け
と
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
の
事
例
に
お
い
て
は
、
陪
審
に
よ
る
無
罪
評
決
は
以
下
の
諸
要
素
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
被
害
者
自
ら
が
犯
行

の
実
現
に
つ
い
て
何
ほ
ど
か
関
与
し
て
い
た
こ
と
、
犯
行
が
無
害
あ
る
い
は
ご
く
零
細
な
被
害
し
か
惹
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告

;ltit~28(3 ・42)476



人
の
行
為
は
本
来
正
当
防
衛
と
見
倣
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

ア
メ
リ
カ
法
で
は
正
当
防
衛
と
い
う
違
法
性
阻
却
事
由
が

極
度
に
狭
く
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、

一
身
的
事
情
に
照
ら
せ
ば
被
告
人
が
情
状
酌
量
に
値
い
す
る
こ
と
、
な
ど
。

シ
カ
ゴ
大
学
の
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
陪
審
が
こ
れ
ら
の
要
因
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、

ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
に
よ
っ
て
も
あ

な
が
ち
不
当
と
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
裁
判
官
自
身
は
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
か
よ
う
な
要
因
を
顧

と
い
う
事
情
が
あ
る
わ
け
で
す
。
他
面
、
裁
判
官
は
、
陪
審
に
く
ら
べ
て
、
無
罪
判
決
の
比
率
が
少
な
い

慮
す
る
こ
と
が
叶
訂
さ
れ
な
い
、

一
半
の
理
由
と
し
て
、
裁
判
官
に
は
知
ら
れ
て
い
る
が
陪
審
員
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
事
情
が
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
事
情
と
し
て
と
く
に
被
告
人
の
前
科
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

6 

ア
メ
リ
カ
の
状
混
を
概
観
す
る
と
き
、
陪
審
が
一
五
来
、
罪
責
問
題
の
一
評
定
に
適
さ
な
い
と
き
め
こ
む
の
は
正
し
く
な
い
こ
と
が
お

判
り
い
た
だ
け
た
と
お
も
い
ま
す
。
む
し
ろ
反
対
に
、
陪
審
員
は
、
裁
判
官
と
は
異
な
っ
た
立
場
か
ら
、
間
々
の
事
例
に
即
し
て
刑
法
を

よ
り
正
義
に
近
づ
け
る
可
能
性
を
そ
な
え
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
こ
と
は
、
刑
法
が
部
分
的
に
老
化
し
、
教
義
や
解
釈
論
に
よ
っ
て
は
十

分
に
柔
軟
な
運
用
が
で
き
な
い
ば
あ
い
、
と
り
わ
け
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
裁
判
官
に
代
わ
る
素
人
が
有
罪
の

評
決
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
論
の
共
感
が
保
た
れ
、
刑
事
司
法
の
負
担
が
い
ち
じ
る
し
く
軽
減
さ
れ
る
、
と
い
う
側
面
の
あ
る
こ
と

も
看
過
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

mm 

イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
制
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陪審制と参審制

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、
被
告
人
の
ほ
と
ん
ど
が
陪
審
員
の
関
与
を
放
棄
す
る
た
め
、
陪
審
事
件
は
あ
ら
ゆ
る
刑
事
事
件
の
二
%

以
下
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
と
く
に
重
大
な
事
件
、
と
り
わ
け
殺
人
の
ば
あ
い
に
は
、
被
告
人
が
有
罪
の
答
弁
を
行
い
、
公
判
が
不

要
と
な
る
ケ

i
系
を
除
き
、
つ
ね
に
陪
審
の
評
決
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

1 



説

陪
審
員
の
無
党
派
住
と
い
う
法
理
は
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ほ
ど
強
い
問
題
関
心
に
支
え
ら
れ
た
法
理
で

イ
ギ
リ
ス
の
ば
あ
い
、

2 
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
二
歳
か
ら
六

O
歳
ま
で
の
者
で
、
世
帯
主
ま
た
は
土
地
所
有
者
に
か
ぎ
っ
て
、
陪
審
員
職
に
つ
く
能
力
を
認
め
ら
れ

Z命

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
の
住
民
層
が
陪
審
か
ら
締
め
出
さ
れ
る
。
な
か
ん
ず
く
婦
人
は
、
土
地
を
持
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
母
子

家
庭
の
主
婦
で
あ
る
ば
あ
い
を
別
と
す
れ
ば
、

一
般
に
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方
、
知
識
階
級
の
多
く
の
職
業
集
団
は
陪
審
員
と

し
て
活
動
で
き
ず
、
結
局
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
は
、
圧
倒
的
に
、
中
流
階
級
の
出
身
で
中
年
、

し
か
も
中
程
度
の
教
養
を
持
つ
男
子
か
ら
成

り
立
つ
、
と
い
う
現
象
を
生
じ
て
お
り
ま
す
。

陪
審
は
公
判
の
開
始
に
先
だ
っ
て
構
成
さ
れ
ま
す
が
、
検
察
側
も
弁
護
側
も
陪
審
員
の
無
党
派
性
す
ら
滅
多
に
吟
味
し
ま
せ
ん
。
ま
た

陪
審
員
は
、

ア
メ
リ
カ
の
ば
あ
い
と
異
な
り
、
公
判
期
聞
を
通
じ
て
隔
離
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
は
陪
審
員
と
比
べ
て
相
対
的
に
強
い
立
場
に
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
公
判
の
際
、
ア
メ
リ
カ
の
裁
判
官
と
は
対

蹄
的
に
、
捜
査
記
録
の
写
し
を
持
ち
、
そ
の
お
か
げ
で
証
拠
調
べ
を
綿
密
に
追
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
あ
る
証
人
の
公

判
に
お
け
る
陳
述
が
捜
査
過
程
で
の
供
述
と
相
違
す
る
な
ら
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
官
は
、
そ
の
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な

3 
ぃ
。
公
判
終
結
時
に
お
け
る
陪
審
員
へ
の
説
示
に
際
し
で
も
、
裁
判
官
は
法
律
問
題
を
説
明
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
証
拠
結
果
を
要
約

し
、
さ
ら
に
は
そ
の
評
価
を
も
行
う
の
で
あ
り
ま
す
。

4 

イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
は
、
通
例
、
評
決
に
際
し
て
、

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
に
は
あ
ま
り
あ
た
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
証
拠
方
法
、
す
な
わ

ち
被
告
人
の
陳
述
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
刑
事
手
続
で
は
、

ア
メ
リ
カ
の
例
よ
り
も
は
る
か
に
屡
々
、

被
告
人
が
自
ら
の
事
件
の
証
人
と
し
て
陳
述
し
ま
す
。
こ
の
点
は
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
証
拠
法
の
相
違
に
も
と
づ
く
、

と
い
え
る
で

し
よ
う
。
イ
ギ
リ
ス
の
被
告
人
は
、
証
人
の
地
位
に
つ
く
と
、
彼
の
一
身
的
関
係
、

ま
れ
な
例
外
と
し
て
と
く
に
前
科
の
こ
と
を
尋
問
さ

れ
ま
す
。
も
し
イ
ギ
リ
ス
の
被
告
人
が
黙
秘
す
る
こ
と
を
選
ぶ
な
ら
ば
、
裁
判
官
は
最
終
説
示
に
際
し
て
、
陪
審
員
に
、
黙
秘
が
状
況
し
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だ
い
で
は
被
告
人
の
罪
責
の
徴
愚
と
し
て
-
評
価
さ
れ
う
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
の
で
す
。
そ
れ
ゆ
え
、

イ
ギ
リ
ス
の
被
告
人
は
、
公
判
に

お
い
て
証
言
せ
ざ
る
を
得
な
い
立
場
に
追
い
こ
ま
れ
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
被
告
人
の
ば
あ
い
は
、
事
情
が
違
う
。
彼
、
が
公
判
に
お
い
て
何
ら
の
陳
述
も
行
わ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
官
は
陪
審

員
へ
の
説
示
に
際
し
、
通
常
こ
の
点
に
言
及
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
彼
が
証
人
の
地
位
に
立
つ
な
ら
、
交
互
尋
問
に
お
い
て
遠

慮
な
く
そ
の
前
歴
、
と
く
に
前
科
の
こ
と
を
尋
ね
て
よ
い
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
被
告
人
は
、
む
し
ろ
陳
述
し
な
い
方
向

に
心
理
強
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
が
、
被
告
人
の
陳
述
を
頼
り
に
で
き
な
い
か
ぎ
り
、

結
論
へ
の
到
達
は
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
に
比
し
、

よ
り
困
難
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

5 

イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
も
、

ア
メ
リ
カ
の
陪
審
と
同
様
、
も
と
も
と
有
罪
評
決
を
全
員
一
致
で
下
す
た
て
ま
え
を
採
っ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
の
よ
う
な
評
決
方
法
は
、
無
罪
評
決
の
数
が
し
だ
い
に
増
加
し
、
遂
に
は
三
九
%
に
ま
で
及
ん
だ
た
め
に
、
六

0
年
代
に
な
っ
て

批
判
を
招
き
ま
し
た
。
無
罪
評
決
増
加
の
原
因
は
、
評
議
が
秘
密
と
さ
れ
る
た
め
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
、

と
は
い
え
、
以
下
の

よ
う
な
諸
事
情
が
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
容
易
に
推
測
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
被
告
人
に
対
す
る
陪
審
員
の
同
情
。
自
動
車

の
酒
酔
い
運
転
を
内
容
と
す
る
起
訴
の
ば
あ
い
に
陪
審
が
有
罪
評
決
を
躍
ら
う
こ
と
。
そ
も
そ
も
有
罪
評
決
を
下
す
こ
と
を
頑
な
に
拒
否

す
る
陪
審
員
の
存
在
。
そ
し
て
最
後
に
、
被
告
人
に
よ
る
陪
審
員
の
買
収
、

で
あ
り
ま
す
。

頑
聞
な
、
あ
る
い
は
龍
絡
さ
れ
た
陪
審
員
の
影
響
を
排
除
し
、
無
罪
評
決
の
こ
れ
以
上
の
増
加
を
防
止
す
る
た
め
に
、

一
九
六
七
年
の

陪審制jと参審制

刑
事
証
拠
法
は
、
陪
審
が
少
な
く
と
も
二
時
間
の
評
議
を
尽
く
し
て
な
お
結
論
に
達
し
な
い
ば
あ
い
に
は
、

一
種
の
多
数
決
に
よ
る
こ
と

を
認
め
ま
し
た
。
陪
審
が
一
二
名
な
い
し
一
一
名
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
成
っ
て
い
る
ば
あ
い
、
有
罪
評
決
を
下
す
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も

一
O
名
の
陪
審
員
が
有
罪
に
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

一
O
名
の
陪
審
員
か
ら
成
る
と
き
は
、
少
な
く
と
も
九
名
が
有
罪
一
評

決
に
投
票
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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説

N 

ド
イ
ツ
の
参
審
制

き't.
民間

前
世
紀
の
経
過
の
な
か
で
、
陪
審
制
が
、
多
く
の
ヨ

l
ロ
ッ
バ
諸
国
に
導
入
さ
れ
ま
し
た
。
君
主
政
と
癒
着
し
た
札
問
裁
判
の
在

l 

内
ノ
、

4

ニ+&、

rJ
カ
チ
J
t

フ
ラ
ン
ス
大
革
命
(
一
七
八
九
年
〉
に
由
来
す
る
自
由
主
義
・
民
主
主
義
の
理
念
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
企
ぞ
う
た
た
め
に
、

市
民
の
有
罪
・
無
罪
に
関
す
る
決
定
を
、
彼
ら
の
同
胞
の
手
に
委
ね
る
、
と
い
う
方
式
を
と
っ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
ド
イ
ツ
に
お
け
る
陪
審
は
、
そ
の
雛
型
で
あ
る
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

こ
で
は
法
が
す
ぐ
れ
て
理
論
的
に
構
築
さ
れ
体
系
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
素
人
は
罪
責
問
題
な
い
し
こ
れ
と
不
可
分
の
法
律
問
題

に
関
し
て
判
断
す
る
立
場
に
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
員
に
は
、

一
定
の
事
実
が
存
在
し
た
か
否
か

を
決
定
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
ら
に
は
、
個
々
の
行
為
事
情
に
か
か
わ
る
設
問
を
内
容
と
す
る
詳
細
な
リ
ス
ト
が
あ

た
え
ら
れ
、
陪
審
員
は
順
次
そ
れ
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
た
と
え
ば
陪
審
員
は
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
ま
し
た
。
被
告

人
は
犯
行
現
場
に
い
た
か
?
彼
は
武
器
を
傍
え
て
い
た
か
?
は
た
し
て
そ
の
銃
か
ら
発
砲
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
?

イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
陪
審
に
対
す
る
信
頼
、
す
な
わ
ち
陪
審
は
罪
責
問
題
を
正
し
く
評
定
で
き
る
と
い
う
信
頼

が
あ
る
の
に
対
し
、

ド
イ
ツ
で
は
1

1
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
|
1
1
陪
審
に
対
す
る
不
信
が
窺
え
ま
す
。
他
方
、
陪
審
員

の
側
に
も
、
そ
の
決
定
権
の
縮
限
を
め
ぐ
っ
て
、
裁
判
官
に
対
す
る
不
信
の
念
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
、
詳
細
な
質
問

表
に
よ
っ
て
厳
し
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
に
闘
す
る
自
己
の
見
解
を
貫
徹
す
る
方
法

を
見
い
だ
し
ま
し
た
。
無
罪
判
決
に
達
す
る
こ
と
を
望
む
ば
あ
い
に
は
、
彼
ら
は
、

た
と
え
ば
、
証
拠
調
べ
の
結
果
か
ら
は
明
ら
か
に
肯

定
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
罪
判
決
に
と
っ
て
重
要
な
行
為
事
実
の
一
つ
を
.
否
定
す
る
、

と
い
う
方
策
を
と
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

ド
イ
ツ
の
陪
審
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
、

し
だ
い
に
多
く
の
無
罪
判
決
を
得
る
よ
う
に
な
り
、

つ
い
に
は
、
判
決
の
四
分
の
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が
無
罪
判
決
で
占
め
ら
れ
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
し
て
、
裁
判
官
の
見
解
に
よ
れ
ば
誤
っ
た
無
罪
判
決
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
手
続
出
で
も
時
間
と
費
用
の
か
か
る
陪
審
制
に

対
す
る
批
判
が
強
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
批
判
者
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
夙
に
軽
微
事
件
に
関
し
採
ら
れ
て
い
た
参
審
制
を
、
陪
審

制
に
と
っ
て
代
え
る
べ
く
要
求
し
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
比
較
的
軽
い
犯
罪
行
為
を
対
象
と
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
一
名
の
裁
判
官
と

二
名
の
参
審
員
と
で
構
成
さ
れ
た
通
常
の
参
審
裁
判
所
、
が
判
決
し
、
中
程
度
の
重
さ
の
訴
訟
に
お
い
て
は
、
一
二
名
の
裁
判
官
と
二
名
の
参

審
員
か
ら
成
る
大
刑
事
部
が
判
決
す
る
、
と
い
う
方
式
で
す
。

上
述
の
批
判
を
受
け
て
、
結
局
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
陪
審
制
は
、

一
九
二
四
年
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
大
経
済
恐
慌
期
に
、
参

2 
審
制
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
o

な
る
ほ
ど
倍
審
裁
判
所
と
い
う
名
称
は
残
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
三
名
の
裁

判
官
と
六
名
の
素
人
が
同
じ
裁
判
官
席
に
つ
き
、
罪
責
問
迩
お
よ
び
量
刑
問
題
に
関
し
て
共
同
で
判
決
す
る
方
式
に
変
っ
た
の
で
す
。
ち

な
み
に
、
陪
審
制
の
廃
止
は
正
規
の
法
律
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
議
会
を
通
さ
な
い
、

い
わ
ゆ
る
緊
急
令
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
(
他
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
も
、
民
主
的
な
立
法
手
続
き
に
よ
ら
ず
、
あ
い
つ
い
で
陪
審
制

が
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
ポ
ル
ト
ガ
ル

l
一
九
二
七
年
、

イ
タ
り
ア
l
一
九
三
一
年
、

ス
ペ
イ
ン

i
一
九
三
六
年
、

フ
ラ
ン
ス
!
一
九
四

一
年
、
な
ど
。
〉

3 

現
在
の
と
こ
ろ
、
参
審
制
が
、

ド
イ
ツ
に
お
い
て
、

一
般
に
満
足
の
い
く
方
向
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
は

陪審制と参審借l

確
か
に
、
市
民
の
自
由
の
防
禦
に
と
っ
て
格
別
重
要
な
制
度
と
目
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
制
度
を
通
じ
て
、
市
民

は
刑
事
司
法
に
対
し
、
あ
る
一
定
の
影
響
を
保
つ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ほ
と
ん
ど
の
ば
あ
い

一
般
公
務
員
・
私
企
業
の
従
業
員
、

お
よ
び
小
自
営
業
者
が
、
参
審
員
に
選
任
さ
れ
ま
す
。
労

ド
イ
ツ
で
は
、

務
者
や
上
級
公
務
員
な
ど
が
参
審
裁
判
所
に
構
成
員
と
し
て
加
わ
る
こ
と
は
稀
な
例
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
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説

と
き
に
は
経
済
上
の
損
失
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
た
め
に
、
最
近
で
は
、

か
な
ら
ず

参
審
員
職
は
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
暇
が
か
か
り
、

し
も
歓
迎
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
と
く
に
、
数
週
間
あ
る
い
は
数
ヶ
月
間
も
つ
づ
く
よ
う
な
経
済
事
犯
に
対
す
る
訴
訟
そ
の
他
の
巨
大
訴
訟

5命

に
お
い
て
は
、
参
審
員
職
は
そ
れ
に
関
与
し
た
市
民
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
歴
然
と
し
て
お
り
ま
す
。
か
よ
う
な

次
第
で
、

一
九
七
五
年
一
月
一
日
の
第
一
次
刑
事
訴
訟
改
正
法
に
よ
っ
て
、
陪
審
裁
判
所
に
お
け
る
素
人
裁
判
官
の
数
は
、
六
名
か
ら
二

名
に
削
減
さ
れ
た
の
で
す
。
陪
審
裁
判
所
の
名
は
な
お
も
維
持
さ
れ
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
そ
れ
は
大
刑
事
部
以
外
の
何
も
の
で
も
あ

り
ま
せ
ん
。ド

イ
ツ
参
審
裁
判
所
の
判
決
は
全
員
一
致
で
下
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、
罪
責
問
題
の
判
定
お
よ
び
刑
の
確
定
に
は
、
コ
一
分
の
こ
の

多
数
を
も
っ
て
足
り
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
通
常
の
参
審
裁
判
所
に
お
い
て
は
、

職
業
裁
判
官
と
と
も
に
比
較
的
軽
い
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
判
決
す
る
、
二
名
の
素
人
裁
判
官
が
共
同
歩
調
を
と
り
、
と
く
に
、
有
罪
判
決

4 
を
妨
げ
る
立
場
に
立
ち
う
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
に
反
し
、
比
較
的
重
い
犯
罪
行
為
に
つ
い
て
判
決
す
る
大
刑
事
部
お
よ

び
陪
審
裁
判
所
に
お
い
て
は
、
素
人
裁
判
官
の
影
響
は
相
対
的
に
小
さ
く
、

と
り
わ
け
無
罪
判
決
を
妨
げ
る
立
場
に
な
い
こ
と
が
留
意
さ

れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

一
般
に
参
審
員
が
罪
責
問
題
の
決
定
に
お
よ
ぼ
す
影
響
は
比
較
的
小
さ
い
も
の
で
す
。
す
で
に
言
及
し
た
ア
メ
リ
カ
陪
審
の
研
究
に
倣

っ
て
、

シ
カ
ゴ
大
学
で
実
施
さ
れ
た
ド
イ
ツ
参
審
制
お
よ
び
陪
審
制
に
関
す
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
参
審
員
が
罪
責
問
題
に
関
す
る
決
定
に

影
響
を
お
よ
ぼ
し
た
の
は
、

一
二
四
五
例
の
う
ち
約
一
・
四
克
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
o

被
告
人
の
無
罪
判
決
と

い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
の
は
全
体
の

0
・
七
克
。
そ
れ
ほ
ど
重
く
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
に
投
票
さ
れ
た
割
合
は

0
・
二
席
。
も
っ

ば
ら
参
審
員
の
協
力
に
も
と
づ
い
て
有
罪
と
さ
れ
た
例
は

0
・
五
克
。
そ
し
て
全
訴
訟
の
九
二
一
%
以
上
に
つ
い
て
、
参
審
員
は
、
罪
責
問

題
の
判
断
に
関
し
、
す
で
に
審
理
の
は
じ
め
の
段
階
で
、
裁
判
官
と
完
全
に
一
致
し
て
い
た
こ
と
が
一
万
さ
れ
て
い
ま
す
。
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一
方
、
刑
の
量
定
に
際
し
て
は
、
参
審
員
は
、
と
も
か
く
も
全
体
の
六
%
以
上
に
つ
い
て
、
被
告
人
に
号
一
一
日
い
渡
さ
れ
た
刑
の
重
さ
に
影

響
を
お
よ
ぼ
し
た
、

と
い
う
意
味
で
、
幾
分
大
き
な
役
割
を
演
じ
ま
し
た
。
ま
た
、
全
ケ
l
ス
の
五
%
弱
に
つ
い
て
、
被
告
人
は
参
審
員

の
寄
与
に
よ
っ
て
よ
り
軽
い
刑
を
受
け
、
約
一
・
五
万
に
つ
い
て
、

よ
り
重
い
刑
を
受
け
ま
し
た
。

参
審
員
の
影
響
が
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
の
理
由
は
明
瞭
で
す
。
ド
イ
ツ
刑
事
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
は
職
権
主
義
に
則
つ

て
公
判
を
指
揮
す
る
。
彼
は
公
判
の
は
じ
め
に
被
告
人
を
尋
問
し
、
証
拠
決
定
を
行
い
、
証
人
を
採
用
す
る
。
か
た
や
公
判
前
に
事
件
を

知
る
こ
と
の
な
い
参
審
員
は
、
裁
判
官
の
解
明
に
し
た
が
っ
て
、
当
該
犯
罪
行
為
の
像
を
、
公
判
の
過
程
で
形
づ
く
る
の
で
す
。
換
言
す

れ
ば
、
彼
ら
は
裁
判
官
の
眼
鏡
を
通
し
て
事
件
を
見
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

l
l知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に

|
i
裁
判
官
に
よ
っ

て
強
く
影
響
さ
れ
る
と
し
て
も
不
思
議
は
あ
り
ま
せ
ん
。
判
決
合
議
の
際
も
、
裁
判
官
は
そ
の
職
業
経
験
に
も
と
づ
い
て
決
定
的
な
役
割

を
演
じ
ま
ず
。
何
し
ろ
彼
は
素
人
裁
判
官
に
事
件
を
説
明
し
、
証
拠
を
評
価
し
、
彼
ら
の
質
問
に
答
え
る
の
で
す
か
ら
。

5 

こ
う
し
て
、
公
判
の
枠
内
で
参
審
員
の
お
よ
ぼ
す
影
響
が
事
実
上
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
と
に
か
ん
が
み
れ
ば
、
ご
く
最
近
の

法
改
正
に
よ
っ
て
、
陪
審
裁
判
所
に
お
け
る
素
人
裁
判
官
の
数
が
六
名
か
ら
二
名
に
削
減
さ
れ
た
際
、
別
段
の
異
論
が
生
じ
な
か
っ
た
こ

と
も
、
あ
な
が
ち
訴
し
む
に
は
あ
た
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
他
方
、

ド
イ
ツ
刑
事
司
法
の
領
域
で
何
の
意

ま
ず
第
一
に
、
刑
事
裁
判
所
の
判
決
が
法
律
的
に
ふ
か
い
素
養
の
な

さ
れ
ば
と
い
っ
て
、
参
審
員
が
、

議
も
有
し
て
い
な
い
、
と
見
る
の
は
早
計
で
す
。
彼
ら
の
参
与
は
、

陪審制と参審制

い
素
人
に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
貢
献
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
観
点
は
、
ド
イ
ツ
刑
法
の
高
度
な
理
論
化
に
思
い
を
馳
せ

る
と
き
、
決
し
て
低
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
o

さ
ら
に
、
参
審
員
は
、
判
決
へ
の
寄
与
を
通
じ
て
、
刑
事
裁
判
の
道
義
的

よ
り
広
い
基
礎
づ
け
を
あ
た
え
て
い
ま
す
。
最
後
に
、
素
人
裁
判
官
は
、
評
議
の
過
程
で
、
い
わ
ば
国
民
見
解
を
代
表
し
つ

北法28(3・49)483

外
観
に
、

っ
、
職
業
裁
判
官
と
対
決
す
る
、

と
い
う
役
割
を
は
た
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
理
由
で
、
私
は
、

ド
イ
ツ
の
ば
あ
い
、
刑
事
司
法
へ
の
素
人
の
参
与
を
安
易
に
放
棄
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
考
え
る
の
で
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(
ス
イ
ス
)
・
テ
ュ
レ
イ
ン
(
ア
メ
リ
カ
〉
の
各
大

学
で
法
学
お
よ
び
哲
学
を
学
ん
だ
の
ち
、
マ
ク
ス
l
ブ
ラ
ン
ク
外
国
国
際
刑
法
研
究
所
助
手
・
パ
l
ジ
ニ
ア
大
学
客
員
教
授
・
ミ
ュ

γ
ヘ
ン
大
学
講
師

等
を
経
て
、
一
九
七
二
年
以
降
、
現
に
ア
ウ
グ
ス
ブ
ル
ク
大
学
正
教
段
。
そ
の
多
彩
な
経
歴
か
ら
も
柑
加
え
る
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
刑
事
法
の
ほ
か
、
と
り

わ
け
英
米
法
へ
の
造
詣
が
ふ
か
い
。
講
演
の
内
容
は
、
講
演
形
式
に
伴
う
制
約
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
問
題
の
比
較
法
的
動
向
を
ト
す
る
う
え
に
有
益
で

あ
ろ
う
。
た
だ
、
種
々
の
事
情
で
本
講
演
を
活
字
に
す
る
機
会
が
大
幅
に
遅
れ
た
こ
と
を
、
訳
者
の
立
場
か
ら
お
詫
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ち
な
み
に
、
ヘ
ル
マ
ン
教
授
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
同
教
授
の
業
績
リ
ス
ト
(
一
九
七
六
年
一
月
現
在
)
を
か
か
げ
て
お
く
。
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ご
静
聴
を
感
謝
い
た
し
ま
す
。
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1) Die Anwendbarkeit des politischen Strafrechts auf Deutsche im Verhaltnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der DE'utschen Dernokratischen Republik， 1960，一….Doktorarbcit. 

Some Problems of Mens Rt'a in Am目 icanand German Criminal Law， Ne叩 Orleans，1960，・.....Master-Arbeit.

Die Reform der deutschen Hauptverhandlung nach dem Vorbild des englischen und amerikanischen Rechts， 1971，' 

Habilitationsschrift . 

2. Aufsatze 

Insge"amt ca. 20 AlIfsat配， darllntE'r 

1) Part引 prozeβundKreuzverh凸rim anglo-amerikanischen Strafprozes， ZStW 1968. 

2) Die Problematik der Monstreprozesse， ZStW 1973. 

3) Die Drogenkriminalitat in Deutschland und ihre Bekampfung， ZStW 1974. 

4) Die Wiederallfnahrne im amerikanischen Strafverfahren， in : Jeseheck-Meyer， "Die WiederaufnahmE' im delltschen und aus 

landisch引1Strafvぞrfahren"，1974. 

The Rule of ComPlllsory Prosecution and the Discretionary Power of the German Proseclltor， University of Chicago Law 

Review， 1974. 

The Reform of the German Law of Sanctions， The American ]ollrnal of Comparative Law， 1976. 

Bllchbes日rechungt'n

I nsg""lmt ca. 15 Bllchbesprechungen， darllnter 

Bespre2huI1宮 vonShigernitsu Dando， "]apanese Criminal Procedure" 9. Allfl.， englische Ubersetzung， ZStW 1968. 
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6) 

3. 

事
跡
桝
品
鴨
川
~
「
荏
榊
担


