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九　

調
査
官
制
度

一
〇　

今
後
の
課
題 

│
│ 

家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
高
齢
者
問
題

質
疑
応
答
概
要

一　

法
曹
界
志
望
の
動
機

二　

学
生
が
法
を
学
ぶ
上
で
注
意
す
べ
き
こ
と

三　

再
婚
禁
止
期
間
の
一
部
違
憲
判
決

四　

裁
判
員
制
度

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
最
高
裁
判
所
判
事
小
貫
芳
信
先
生
（
前
亜
細
亜
大
学
法
学
部
教
授
）
に
よ
る
ご
講
演
と
そ
の
後
の
質
疑
応
答
を
記
録
し

た
も
の
で
あ
る
。

　

平
成
二
八
（
二
〇
一
六
）
年
は
、
亜
細
亜
学
園
創
立
七
五
周
年
で
あ
る
と
と
も
に
、
亜
細
亜
大
学
法
学
部
開
設
五
〇
周
年
と
い
う

記
念
の
年
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
祝
し
て
法
学
部
で
は
、
平
成
二
八
年
六
月
二
一
日
（
火
）
三
時
限
（
午
後
〇
時
五
〇
分
か
ら
二
時
二

〇
分
）、
最
高
裁
判
所
か
ら
小
貫
芳
信
先
生
を
本
学
武
蔵
野
キ
ャ
ン
パ
ス
（
五
号
館
五
一
二
教
室
）
に
お
迎
え
し
て
、
法
学
部
生
や

本
学
教
職
員
お
よ
び
一
般
市
民
を
対
象
に
「
最
高
裁
裁
判
官
と
し
て
の
四
年
間
」
と
い
う
演
題
で
ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
。
約
一
時

間
に
わ
た
り
、
普
段
は
な
か
な
か
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
最
高
裁
判
所
の
実
情
に
つ
い
て
、
実
務
の
貴
重
な
ご
経
験
を
踏
ま
え
た
お

話
を
伺
う
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
先
生
の
お
許
し
を
得
て
、
こ
こ
に
そ
の
要
旨
お
よ
び
質
疑
応
答
の
概
要
を
紹
介
す
る
次
第
で
あ
る
。

　

小
貫
芳
信
先
生
は
、
昭
和
四
八
（
一
九
七
二
）
年
に
中
央
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
を
修
了
後
、
直
ち
に
司
法
修
習
を
受
け
ら
れ
、
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昭
和
五
〇
（
一
九
七
五
）
年
に
検
事
に
任
官
さ
れ
た
。
当

初
、
東
京
、
札
幌
、
那
覇
、
千
葉
、
福
島
な
ど
の
地
方
検

察
庁
に
勤
務
さ
れ
た
後
、
東
京
地
検
公
判
部
長
を
経
て
最

高
検
察
庁
に
移
ら
れ
、
公
安
部
長
な
ど
を
歴
任
さ
れ
た
。

そ
の
ほ
か
に
も
、
法
務
省
の
矯
正
局
長
、
法
務
総
合
研
究

所
長
な
ど
の
要
職
に
就
い
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
平
成

二
二
（
二
〇
一
〇
）
年
に
名
古
屋
高
検
検
事
長
か
ら
東
京

高
検
検
事
長
に
就
任
さ
れ
た
後
、
こ
れ
を
最
後
に
退
官
さ

れ
た
。

　

平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
、
亜
細
亜
大
学
法
学
部
教

授
に
ご
着
任
に
な
り
、
刑
法
を
担
当
さ
れ
た
が
、
直
後
の

平
成
二
四
（
二
〇
一
二
）
年
に
は
最
高
裁
判
所
判
事
に
任

命
さ
れ
、
現
在
も
在
職
中
で
あ
る
。
先
生
は
い
ま
、
重
要

な
職
務
に
携
わ
り
大
変
お
忙
し
い
生
活
を
送
っ
て
お
ら
れ

る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
学
部
五
〇
周
年
を
記

念
す
る
ご
講
演
を
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
ご
快
諾
い
た
だ
い

た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

小貫　芳信　先生
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講
演
要
旨

一　

亜
細
亜
大
学
と
の
思
い
出

　

亜
細
亜
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
に
足
を
踏
み
入
れ
る
の
は
、
四
年
数
カ
月
ぶ
り
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
、
大
学
の
最
寄
り
駅
で
あ

る
武
蔵
境
駅
が
大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
さ
れ
た
こ
と
に
月
日
の
経
つ
の
を
実
感
し
つ
つ
も
、
ム
ー
バ
ス
で
大
学
近
辺
の
路
線
を
周
遊

し
た
際
に
は
、
昔
日
の
面
影
に
触
れ
懐
か
し
さ
が
込
み
上
げ
て
き
た
。

　

亜
細
亜
大
学
で
の
在
職
期
間
は
あ
ま
り
長
く
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
亜
細
亜
大
学
は
今
で
も
非
常
に
身
近
な
大
学
で
あ
り
、
応

援
し
た
い
大
学
の
第
一
番
目
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
で
亜
細
亜
大
学
の
名
前
が
出
る
と
、
あ
る
い
は
新
聞
の
ス
ポ
ー
ツ
欄
で
亜
細
亜
大
学

の
野
球
部
や
陸
上
部
が
出
る
と
、
つ
い
目
が
行
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
、
今
で
も
非
常
に
愛
着
が
あ
る
。
今
回
は
、
主
に
法
学
部
の
学
生

が
主
体
な
の
で
、
そ
れ
を
念
頭
に
「
最
高
裁
裁
判
官
と
し
て
の
四
年
間
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
い
く
つ
か
お
話
を
し
た
い
。
実
際
の

最
高
裁
は
、
検
察
官
や
法
務
省
時
代
に
思
っ
て
い
た
の
と
は
、
少
し
違
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

二　

多
忙
な
日
々

　

ま
ず
一
点
目
。
最
高
裁
判
所
判
事
の
毎
日
は
、
と
て
も
忙
し
い
。
毎
日
、
お
よ
そ
朝
八
時
半
頃
に
自
宅
を
出
て
、
九
時
二
〇
分
頃

に
千
代
田
区
隼
町
の
皇
居
の
隣
の
最
高
裁
に
到
着
し
、
午
後
五
時
頃
に
裁
判
所
を
出
て
帰
宅
す
る
と
い
う
生
活
で
あ
る
。
裁
判
所
に

い
る
間
は
資
料
を
徹
底
的
に
読
み
込
み
、
土
日
は
、
資
料
の
一
部
を
自
宅
へ
持
ち
帰
っ
て
読
ま
な
い
と
次
の
仕
事
に
対
応
で
き
な
い

ほ
ど
の
日
々
が
続
い
て
い
る
。

　

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
第
一
に
、
難
し
い
憲
法
論
争
な
ど
複
雑
な
事
件
が
あ
る
こ
と
を
別
に
し
て
も
、
も
と
も
と
の
事
件
数
が
多

い
こ
と
が
忙
し
さ
の
一
つ
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
最
高
裁
判
所
の
二
〇
一
四
年
の
新
受
件
数
は
七
四
二
二
件
で
あ
る
と
こ
ろ
、
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最
高
裁
判
事
の
数
は
一
五
人
し
か
い
な
い
。
そ
し
て
、
一
五
人
を
三
つ
に
分
け
、
五
人
を
一
ユ
ニ
ッ
ト
に
し
て
第
一
、
第
二
、
第
三

小
法
廷
を
構
成
し
て
い
る
と
、
七
五
〇
〇
件
ぐ
ら
い
の
事
件
を
三
等
分
し
て
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
に

割
る
と
年
間
二
〇
〇
〇
件
を
超
え
る
割
り
当
て
事
件
数
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
事
件
を
理
解
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
に
時
間
が
か
か
る
。
す
な
わ
ち
、
事
件
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
紛
争
が
根
っ
こ
に

あ
り
、
命
を
か
け
て
争
っ
て
い
る
人
た
ち
が
必
ず
い
る
が
、
こ
の
人
た
ち
の
争
い
を
紐
解
い
て
つ
ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
、
非
常
に
微

妙
な
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
第
三
者
で
あ
る
弁
護
士
、
検
察
官
、
裁
判
官
が
理
解
す
る
の
に
相
当
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
事
件
と
い
う
の
は
、
時
間
を
か
け
れ
ば
か
け
る
ほ
ど
事
案
の
真
相
に
迫
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
性
質
を
本
質
的
に
持
っ
て

い
る
た
め
、
真
面
目
に
や
り
た
い
と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
時
間
が
な
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
、
最
高
裁
判
事
の
日
常
と
し
て
感
じ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
事
件
は
一
つ
ひ
と
つ
別
個
の
個
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
と
い
う
の
は
事
件
の
顔
が

一
件
一
件
別
個
な
も
の
だ
か
ら
、
前
に
読
ん
だ
資
料
を
ス
ト
レ
ー
ト
に
利
用
で
き
る
と
い
う
案
件
は
な
く
、
一
つ
ひ
と
つ
の
資
料
に

対
峙
し
て
見
て
い
か
な
く
て
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
、
非
常
に
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
る
。

三　

小
法
廷
ご
と
の
強
い
独
立
性

　

二
点
目
。
一
般
に
は
最
高
裁
と
一
括
り
に
さ
れ
る
が
、
実
際
の
最
高
裁
は
、
小
法
廷
ご
と
に
仕
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

最
高
裁
に
は
第
一
小
法
廷
か
ら
第
三
小
法
廷
が
あ
っ
て
、
私
は
第
二
小
法
廷
に
所
属
し
て
い
る
が
、
小
法
廷
ご
と
の
独
立
性
が
と
て

も
強
い
。
最
高
裁
と
い
う
の
は
、
年
に
一
件
あ
る
い
は
二
年
に
一
件
と
い
う
頻
度
で
大
法
廷
判
決
を
書
く
と
き
は
一
緒
に
議
論
す
る

が
、
通
常
の
事
件
で
は
小
法
廷
ご
と
に
議
論
が
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
二
小
法
廷
は
毎
週
月
曜
と
金
曜
に
議
論
を
し
、
そ
こ
で
は
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徹
底
し
た
議
論
が
な
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
最
高
裁
全
体
で
の
議
論
は
そ
う
多
い
わ
け
で
は
な
く
、
小
法
廷
ご
と
の
仕
事
が
圧
倒
的
に

多
い
。

　

そ
こ
で
、
同
じ
テ
ー
マ
で
小
法
廷
が
別
々
に
判
決
を
下
す
と
す
る
と
、
様
相
は
相
当
違
っ
て
く
る
。
判
例
を
読
む
と
き
に
は
、
誰

が
書
い
た
判
決
だ
ろ
う
か
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
が
楽
し
く
読
む
た
め
の
コ
ツ
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ま
ず
裁
判
長
は
誰
だ
ろ
う
、

民
事
の
判
決
で
あ
れ
ば
、
こ
の
メ
ン
バ
ー
の
中
で
民
事
の
専
門
家
は
誰
だ
ろ
う
、
こ
う
見
て
い
く
と
、
だ
い
た
い
そ
の
人
の
意
見
が

強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
人
の
次
の
判
決
を
見
る
と
、
同
じ
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
が
続
く
。
学
者
に
は
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
判
決
の
執
筆
者
に
も
気
を
配
る
こ
と
が
、
判
例
分
析
に
必
要
な
視
点
で
あ
る
。

四　

大
法
廷
に
か
け
る
労
力

　

三
点
目
。
最
高
裁
で
は
、
大
法
廷
判
決
が
出
る
ま
で
に
大
変
な
労
力
を
か
け
努
力
を
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

ど
ん
な
事
件
で
も
、
ま
ず
は
小
法
廷
に
係
属
し
、
小
法
廷
で
事
件
を
揉
ん
で
み
た
結
果
、
憲
法
問
題
が
生
じ
て
く
る
事
案
、
日
本

の
社
会
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
案
件
、
あ
る
い
は
判
例
の
変
更
を
要
す
る
事
案
な
ど
が
あ
る
と
、
大
法
廷
に
回
付
す
る
決
定
が
な

さ
れ
る
が
、
大
法
廷
の
会
議
が
開
か
れ
、
受
け
入
れ
と
な
る
ま
で
に
は
、
一
〇
カ
月
ほ
ど
か
か
っ
て
し
ま
う
の
が
通
常
で
あ
る
。
こ

の
間
、
担
当
の
小
法
廷
に
対
し
て
は
厳
し
い
質
問
が
数
多
く
出
さ
れ
る
の
で
、
相
当
の
準
備
が
必
要
で
あ
り
、
調
査
官
も
普
通
の
事

件
な
ら
一
人
が
担
当
す
る
と
こ
ろ
、
大
法
廷
に
な
る
と
三
人
の
調
査
官
が
付
く
。
し
た
が
っ
て
、
大
法
廷
の
判
例
を
読
み
こ
な
す
た

め
に
は
相
当
の
時
間
を
か
け
、
相
当
な
努
力
を
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
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五　

近
時
の
最
高
裁
判
例
の
特
徴

　

四
点
目
。
最
高
裁
は
、
こ
こ
一
〇
年
あ
る
い
は
五
年
く
ら
い
、
先
例
に
あ
ま
り
と
ら
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
つ
つ
あ
り
、
思
っ
て
い
た

以
上
に
柔
軟
に
過
去
の
判
例
を
見
直
す
雰
囲
気
が
あ
る
。
例
え
ば
、
最
近
は
特
に
家
族
法
、
相
続
法
を
中
心
に
、
思
い
き
っ
て
意
見
を

変
え
て
し
ま
う
こ
と
も
大
胆
に
行
い
つ
つ
あ
る
。
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
女
性
の
再
婚
禁
止
期
間
の
問
題
に
つ
い
て
、
女
性
は
離
婚
し

て
か
ら
六
カ
月
間
は
再
婚
で
き
な
い
と
い
う
民
法
の
規
定
が
最
高
裁
大
法
廷
で
一
部
違
憲
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

六　

昼
食
会
と
会
議
の
重
要
性

　

五
点
目
。
最
高
裁
は
、
一
方
で
小
法
廷
の
独
立
性
が
あ
り
な
が
ら
、
他
方
で
、
小
法
廷
の
「
た
こ
つ
ぼ
論
」
を
打
破
す
る
た
め
の

集
ま
り 

│
│ 

と
り
わ
け
、
調
査
官
や
事
務
総
局
の
職
員
、
あ
る
い
は
裁
判
官
同
士
と
の
会
食
や
会
議 

│
│ 

が
極
め
て
多
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
最
高
裁
の
場
合
、
事
件
の
処
理
に
つ
い
て
は
小
法
廷
ご
と
に
独
立
性
、
自
立
性
が
強
く
、
横
の
連
絡

は
ほ
と
ん
ど
な
い
ま
ま
に
一
週
間
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
「
た
こ
つ
ぼ
」
に
入
っ
て
し
ま
う

と
い
う
弊
害
を
防
止
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

七　

日
本
の
最
高
裁
と
諸
外
国
の
最
高
裁
と
の
比
較

　

以
上
が
、
私
が
最
高
裁
に
行
っ
て
、
こ
の
四
年
間
で
感
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
に
、
六
点
目
と
し
て
、
法
学
部
学
生
に
向
け
、

日
本
の
最
高
裁
の
特
徴
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
。
先
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
裁
判
官
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー

バ
ー
と
し
て
参
加
す
る
機
会
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
諸
外
国
の
最
高
裁
と
比
較
し
な
が
ら
説
明
し
よ
う
。

　

最
高
裁
判
所
を
持
た
な
い
国
は
あ
ま
り
な
い
が
、
そ
の
形
態
と
権
限
は
千
差
万
別
で
あ
る
。
日
本
の
最
高
裁
と
各
国
の
最
高
裁
と
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を
比
べ
て
み
る
と
、
参
考
に
な
る
も
の
も
参
考
に
な
ら
な
い
も
の
も
両
方
あ
る
か
ら
、
外
国
だ
か
ら
日
本
よ
り
も
す
べ
て
優
れ
て
い

る
と
は
と
て
も
言
い
難
い
。
日
本
の
制
度
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
正
確
に
理
解
し
た
上
で
、
外
国
に
対
し
て
も
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　

㈠　

唯
一
の
最
終
審

　

日
本
の
最
高
裁
の
一
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
憲
法
上
、
唯
一
の
最
終
審
だ
と
い
う
点
が
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
高
裁
判
所
長

官
の
話
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
最
高
裁
は
権
限
と
権
威
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
最
高
裁
に
は
権
限
が
な
い
と
い
う
。

憲
法
裁
判
所
と
最
高
裁
判
所
が
並
立
し
て
い
る
国
で
は
、
憲
法
問
題
が
生
じ
て
く
る
と
、
憲
法
裁
判
所
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
た
め
、
自
立
し
て
す
べ
て
の
こ
と
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
司
法
専
門
の
最
高
裁
の
地
位
は
相
対
的
に
低
く
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

㈡　

業
務
の
大
半
を
占
め
る
通
常
事
件
の
処
理

　

二
つ
目
の
特
徴
と
し
て
、
通
常
事
件
の
処
理
が
業
務
の
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
最
高
裁
の
新
受
件
数
は
毎
年
七
五
〇
〇
件
近
く
あ
る
た
め
、
一
小
法
廷
あ
た
り
二
〇
〇
〇
件
余
り
を
年
間
で
処
理
す
る
と

い
う
重
い
負
担
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
戦
前
の
大
審
院
の
時
代
か
ら
戦
後
の
最
高
裁
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と

で
あ
る
。
ま
た
、
私
の
所
属
し
て
い
る
第
二
小
法
廷
は
最
高
裁
の
長
官
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
長
官
は
普
通
の
事
件
に
は

関
与
し
な
い
た
め
、
通
常
第
二
小
法
廷
で
は
、
こ
の
二
〇
〇
〇
件
余
り
を
四
人
で
処
理
し
て
い
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
で
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
と
同
様
、
憲
法
に
つ
い
て
最
高
裁
が

審
理
す
る
と
い
う
点
で
も
三
権
分
立
を
徹
底
し
た
国
で
あ
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
は
訴
え
ら
れ
た
事
件
を

す
べ
て
審
理
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
日
本
と
異
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
サ
ー
シ
オ
レ
イ
ラ
イ
（certiorari

）
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と
い
う
制
度
に
基
づ
き
、
審
理
す
る
の
に
適
当
だ
と
い
う
案
件
を
選
ん
で
審
理
が
な
さ
れ
、
日
本
の
よ
う
に
申
立
て
が
あ
れ
ば
全
件
、

最
高
裁
で
受
理
す
る
と
い
う
制
度
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
述
べ
る
と
、
二
〇
一
六
年
二
月
に
七
九
歳
で
亡
く
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
ス
カ
リ
ア
判
事
は
、
そ
の
三
〇

年
近
く
に
及
ぶ
在
職
中
に
書
い
た
判
決
が
一
〇
〇
件
ほ
ど
だ
そ
う
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
一
年
に
数
件
や
れ
ば
仕
事
を
全
う
し

た
と
評
価
さ
れ
る
と
い
う
点
が
、
日
本
と
は
決
定
的
に
違
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

㈢　

最
高
裁
の
人
的
構
成

　

三
つ
目
に
、
裁
判
官
の
多
数
を
法
律
実
務
家
が
占
め
て
い
る
こ
と
が
、
日
本
の
最
高
裁
判
事
の
人
的
構
成
の
特
徴
で
あ
る
。
実
際
、

最
高
裁
判
事
の
一
五
人
中
、
裁
判
官
出
身
が
六
人
、
弁
護
士
出
身
が
四
人
、
検
事
出
身
が
二
人
、
行
政
官
（
内
閣
法
制
局
お
よ
び
厚

生
労
働
省
）
出
身
が
二
人
、
そ
し
て
学
者
（
慶
應
義
塾
大
学
）
出
身
一
人
と
な
っ
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
う
な
っ
た
の
か
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
が
あ
っ
て
、
時
代
ご
と
に
分
析
し
て
み
な
い
と
正
確
に
は
論
じ
え
な
い
も
の
の
、
そ

の
主
た
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
実
務
経
験
が
な
け
れ
ば
年
間
二
〇
〇
〇
件
と
い
う
事
件
処
理
が
で
き
な
い
、
と
り
わ
け
、
調
査
官
が

上
げ
て
く
る
資
料
を
読
み
こ
な
し
て
次
々
に
判
断
し
て
い
く
の
は
、
実
務
家
の
方
が
便
利
だ
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ

ろ
う
。
司
法
制
度
改
革
の
中
で
も
こ
の
点
は
問
題
に
な
り
、
人
数
割
合
を
変
更
し
よ
う
と
い
う
意
見
も
強
く
あ
っ
た
が
、
変
え
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

実
は
、
こ
の
よ
う
に
司
法
エ
リ
ー
ト
が
最
高
裁
を
牛
耳
る
現
象
は
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
で
も
見
受
け
ら
れ
る
。
か
つ
て
は
、
大
統

領
経
験
者
の
タ
フ
ト
判
事
や
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
の
元
知
事
で
、
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
コ
ー
ト
で
有
名
に
な
っ
た
ウ
ォ
ー
レ
ン
判
事
な
ど
、

多
様
な
人
材
が
最
高
裁
に
入
っ
て
き
て
い
た
け
れ
ど
も
、
最
近
の
ア
メ
リ
カ
最
高
裁
の
人
事
を
見
て
い
る
と
概
ね
司
法
官
僚
で
あ
っ

て
、
連
邦
地
方
裁
判
所
の
判
事
の
経
験
が
あ
る
判
事
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
き
た
。
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㈣　

近
年
の
動
き

　

最
近
、
日
本
の
最
高
裁
は
、
立
法
の
遅
れ
を
カ
バ
ー
す
る
役
割
を
強
く
担
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
で
は
、

立
法
が
な
か
な
か
進
ま
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
立
法
の
遅
れ
が
あ
っ
た
り
、
な
か
な
か
改
正
で
き
な
い
案
件
が
あ
っ
た

り
す
る
場
合
、
最
高
裁
判
例
が
先
行
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。
そ
の
好
個
の
事
例
と
し
て
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分
の
問
題
に
つ
い

て
、
平
等
原
則
違
反
、
憲
法
違
反
だ
と
い
う
判
断
を
最
高
裁
が
出
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
ぐ
に
民
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た

こ
と
や
、
あ
る
い
は
先
ほ
ど
も
述
べ
た
再
婚
禁
止
期
間
一
部
違
憲
判
決
を
受
け
て
の
民
法
改
正
な
ど
も
、
最
高
裁
に
よ
る
立
法
リ
ー

ド
の
一
つ
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
現
状
に
つ
い
て
は
、
日
本
は
あ
く
ま
で
も
三
権
分
立
の
国
で
あ
り
、
立
法
は
投
票
で
選
ば
れ
た
議

員
の
専
権
事
項
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
最
高
裁
の
判
事
と
い
っ
て
も
立
法
は
で
き
な
い
た
め
、
日
本
の
立
法
の
遅
れ
が
あ
ま
り
に
も
ひ

ど
す
ぎ
る
と
判
断
さ
れ
る
分
野
に
お
い
て
の
み
、
立
法
促
進
の
判
決
と
い
う
手
法
を
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
日
本
と
例
え
ば
ア
メ
リ
カ
と
の
違
い
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
一
票
の
較
差
に
つ
い
て
、
ア
メ

リ
カ
の
最
高
裁
は
選
挙
の
区
割
り
ま
で
自
分
で
や
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
、
日
本
は
、
い
ま
の
選
挙
の
や
り
方
は
平
等
原
則
に
違
反

す
る
と
ま
で
は
判
示
で
き
て
も
、
区
割
り
を
こ
う
す
べ
き
だ
と
ま
で
は
判
示
で
き
ず
、
そ
こ
が
ア
メ
リ
カ
と
日
本
と
の
違
い
で
あ
っ

て
、
日
本
で
は
立
法
が
行
う
べ
き
最
終
的
な
区
割
り
ま
で
踏
み
込
ん
で
は
い
な
い
。

八　

最
高
裁
の
機
構
と
裁
判
官
統
制
の
問
題

　

さ
て
七
点
目
に
、
最
高
裁
の
機
構
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
裁
判
所
を
理
解
す
る
と
き
に
ま
ず
念
頭
に
置
か
れ
る
べ
き
こ
と
の
一
つ

は
、
裁
判
所
が
、
裁
判
部
門
と
司
法
行
政
部
門
の
二
つ
に
大
き
く
分
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
最
高
裁
も
、
下
級
審
と
同
様
、
そ
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れ
を
束
ね
て
い
る
の
は
裁
判
官
会
議
で
あ
り
、
長
官
で
は
な
い
。
最
高
裁
長
官
と
い
え
ど
も
、
事
件
の
判
断
に
は
一
票
し
か
持
っ
て

お
ら
ず
、
ほ
か
の
一
四
人
が
反
対
す
れ
ば
何
に
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

  

最
高
裁
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
裁
判
官
統
制
に
対
す
る
批
判
が
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
司
法
行
政
部
門
が
裁
判
部
門
に
、
何

ら
か
の
影
響
力
を
行
使
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
裁
判
官
統
制
な
る
も
の
が
何
を

意
味
し
て
い
る
の
か
は
、
冷
静
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

一
般
に
は
、
最
高
裁
の
事
務
総
局
が
裁
判
官
統
制
を
し
て
い
る
と
の
見
解
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
最
高
裁
事
務
総
局
の
局
長
は
各
省

庁
の
局
長
と
比
べ
る
と
、
権
限
の
上
で
は
大
学
生
と
幼
稚
園
児
ほ
ど
の
違
い
が
あ
っ
て
、
最
高
裁
の
局
長
に
は
ほ
と
ん
ど
権
限
が
な

い
。
そ
れ
を
各
省
庁
と
同
じ
よ
う
に
司
法
行
政
部
門
の
局
長
に
は
権
限
が
あ
る
と
い
う
理
解
で
分
析
を
始
め
る
と
、
ピ
ン
ト
外
れ
の

分
析
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

九　

調
査
官
制
度

　

八
点
目
に
、
調
査
官
制
度
に
つ
い
て
お
話
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ク
ラ
ー
ク
制
度
を
参
考
に
、
戦
後
の
日

本
で
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
調
査
官
に
は
、
だ
い
た
い
キ
ャ
リ
ア
が
一
〇
年
以
上
の
裁
判
官
が
任
命
さ
れ
、
調
査
官
は
、
記

録
を
読
ん
で
事
件
を
資
料
化
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
一
応
の
検
討
結
果
を
書
い
て
く
る
と
い
う
の
が
制
度
の
骨
子
で
あ
る
。

　

一
件
で
さ
え
も
膨
大
な
量 

│
│ 

一
件
に
つ
き
、
ロ
ッ
カ
ー
三
本
に
及
ぶ
記
録
も
あ
る 

│
│ 

の
あ
る
約
七
五
〇
〇
件
も
の
事
件
を

一
五
人
で
処
理
で
き
る
仕
組
み
は
、
調
査
官
制
度
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
調
査
官
の
仕
事
は
、
ま
ず
、
事
件
の
記
録
を
読
ん
で
検
討

し
て
、
そ
の
資
料
化
を
図
る
と
い
う
作
業
か
ら
始
ま
り
、
最
高
裁
で
は
、
そ
の
資
料
を
読
ん
で
、
小
法
廷
の
裁
判
官
で
審
理
を
し
た

方
が
い
い
も
の
を
選
別
し
て
、
そ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
調
べ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
を
従
前
か
ら
と
っ
て
き
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
調
査
官
の
役
割
は
非
常
に
重
要
で
あ
る
が
、
反
面
、
最
高
裁
の
判
事
は
あ
ま
り
仕
事
を
し
な
い
、
最
高
裁
の
判
決

は
調
査
官
判
決
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
一
部
に
は
存
在
す
る
。
し
か
し
、
調
査
官
の
役
割
が
重
要
だ
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、

判
事
が
調
査
官
の
言
う
と
お
り
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
わ
な
い
。
審
理
す
る
案
件
に
よ
っ
て
、
調
査
官
の
結
論
が
ひ
っ
く
り
返
っ
て
、

別
の
結
論
が
出
て
く
る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

調
査
官
の
人
数
は
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
調
査
官
は
裁
判
官
の
中
で
も
と
び
き
り
一
級
の
部
類
に
入
る
優
秀
な
人
た
ち
で
あ
り
、

ゆ
え
に
、
若
い
裁
判
官
に
と
っ
て
調
査
官
は
人
気
の
あ
る
仕
事
で
あ
る
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
は
、
調
査
官
も
女
性
が
多
い
職
場
に

な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

一
〇　

今
後
の
課
題 

│
│ 

家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
高
齢
者
問
題

　

最
後
に
、
九
点
目
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
、
最
高
裁
ば
か
り
で
な
く
、
裁
判
所
全
体
で
抱
え
る
今
後
の
一
番
深
刻
な
問
題
と
し
て
、

家
庭
裁
判
所
に
お
け
る
高
齢
者
問
題
が
あ
る
。
実
際
、
近
年
、
成
年
後
見
の
件
数
が
飛
躍
的
に
増
大
し
て
お
り
、
平
成
元
（
一
九
八

九
）
年
か
ら
平
成
九
（
一
九
九
七
）
年
は
合
計
で
二
万
二
七
二
〇
件
で
あ
っ
た
も
の
が
、
平
成
二
〇
（
二
〇
〇
八
）
年
か
ら
平
成
二

六
（
二
〇
一
四
）
年
で
は
二
六
万
件
と
、
一
〇
倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
に
は
多
く
の
暗
数
が
あ
り
、
こ
れ
か
ら
成
年

後
見
を
受
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
人
が
大
幅
に
増
加
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
た
め
、
こ
れ
を
家
庭
裁
判
所
で
処
理
で
き
る
の
か
と

い
う
の
が
今
後
の
裁
判
所
が
抱
え
る
最
大
の
悩
み
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
国
会
で
「
成
年
後
見
制
度
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
が
成
立
し
た
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
徹
底
的
に
議
論
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。



　（　　）　51巻２号　（2017. １）xix

最高裁裁判官としての四年間

質
疑
応
答
概
要

一　

法
曹
界
志
望
の
動
機

　

質
問
：
先
生
は
な
ぜ
法
曹
界
に
入
ろ
う
と
思
っ
た
の
か
。

　

回
答
：
あ
ま
り
よ
く
考
え
ず
に
司
法
試
験
を
受
け
て
し
ま
っ
た
た
め
、
な
か
な
か
答
え
に
く
い
質
問
で
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
言
え

る
の
は
、
法
律
家
に
な
っ
て
後
悔
は
ま
っ
た
く
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
一
生
を
か
け
て
や
る
に
値
す
る
仕
事
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
は
言
え
る
。

二　

学
生
が
法
を
学
ぶ
上
で
注
意
す
べ
き
こ
と

　

質
問
：
実
務
を
長
年
担
当
さ
れ
て
こ
ら
れ
た
経
験
か
ら
、
学
生
が
法
を
学
ぶ
際
に
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
あ
れ
ば
教
え
て
欲
し

い
。

　

回
答
：
学
生
が
学
ぶ
べ
き
こ
と
は
無
尽
蔵
に
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
を
ま
ず
自
覚
す
べ
き
だ
。
そ
の
中
で
一
番
と
言
わ
れ
る
と
難
し

い
け
れ
ど
も
、
実
務
家
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
事
実
を
見
極
め
る
確
か
な
眼
を
持
つ
こ
と
が
一
番
大
事
で
あ
っ
た
よ
う
に
思

う
。

　

た
だ
、
こ
れ
を
ど
う
や
っ
て
学
ぶ
か
は
非
常
に
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
学
生
で
あ
れ
ば
、
法
律
は
ど
ん
な
も
の
だ
と
い
う
イ
ン

ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
勉
強
を
始
め
て
い
き
、
そ
こ
で
ど
う
い
う
事
実
が
大
事
か
と
い
う
こ
と
は
、
少
し
ず
つ
わ
か
る
よ
う
に
教
え

る
体
系
が
で
き
て
き
て
い
る
わ
け
で
、
法
律
の
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
ま
ず
知
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
な
プ
ロ

セ
ス
だ
と
思
う
。
結
論
は
、
先
生
が
教
え
る
こ
と
を
一
生
懸
命
勉
強
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。



₅₁巻２号　（₂₀₁₇. １）　（　　）xx

記念講演

三　

再
婚
禁
止
期
間
の
一
部
違
憲
判
決

　

質
問
：
再
婚
禁
止
期
間
の
一
部
違
憲
判
決
に
つ
い
て
、
多
数
意
見
の
ほ
か
に
も
補
足
意
見
、
意
見
、
反
対
意
見
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な

考
え
方
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
最
高
裁
の
意
見
を
ま
と
め
あ
げ
て
い
く
と
き
に
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
た
の
か
。

　

回
答
：
大
き
く
分
け
る
と
二
つ
の
意
見
の
分
か
れ
が
あ
っ
た
と
思
う
。
一
つ
は
、
日
本
の
民
法
の
家
族
法
関
係
で
は
嫡
出
推
定
と

い
う
規
定
を
設
け
て
あ
り
、
こ
の
制
度
が
家
族
法
の
根
幹
に
あ
る
と
い
う
理
解
の
仕
方
を
す
れ
ば
、
こ
れ
を
無
視
す
る
法
理
論
は
構

築
で
き
な
い
と
い
う
も
の
（
多
数
意
見
）。
も
う
一
つ
は
、
推
定
は
事
実
上
で
き
れ
ば
い
い
話
だ
か
ら
、
そ
こ
に
そ
ん
な
に
重
き
を

置
く
必
要
は
な
く
、
親
子
関
係
の
判
定
は
い
ま
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
で
い
く
ら
で
も
で
き
る
の
だ
か
ら
、
推
定
規
定
に
重
要
な
力
点
を
置
く

必
要
は
な
い
と
す
る
も
の
（
少
数
意
見
）。

　

嫡
出
推
定
の
制
度
を
重
視
し
て
い
こ
う
と
い
う
の
は
、
親
の
な
い
子
ど
も
を
つ
く
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
結
論
と
し

て
、
再
婚
の
自
由
は
最
大
限
に
認
め
つ
つ
も
、
嫡
出
推
定
の
制
度
を
現
代
で
も
維
持
す
べ
き
だ
と
考
え
る
と
、
現
状
の
医
療
な
ど
か

ら
み
て
一
〇
〇
日
あ
っ
た
ら
そ
の
制
度
は
維
持
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
多
数
意
見
に
な
っ
た
。

　

こ
の
場
合
、
非
常
に
重
要
な
の
は
、
私
も
そ
う
思
っ
て
補
足
意
見
に
与
し
た
が
、
少
な
く
と
も
現
在
の
医
療
を
基
に
し
て
、
再
婚

す
る
時
点
で
妊
娠
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
科
学
的
に
明
ら
か
な
ら
ば
、
何
日
間
と
い
う
制
限
な
く
再
婚
を
認
め
た
ら
ど
う
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。

　

こ
の
補
足
意
見
は
ど
う
い
う
こ
と
を
ね
ら
っ
た
か
と
い
う
と
、
立
法
化
を
促
し
、
再
婚
期
間
の
問
題
を
実
質
的
に
解
消
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
再
婚
す
る
と
き
に
妊
娠
し
て
い
る
人
は
、「
ど
っ
ち
の
子
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ち
ょ
っ
と
待
て
」

と
言
わ
れ
て
、「
は
い
」
と
た
ぶ
ん
言
う
だ
ろ
う
と
思
う
。
他
方
で
、
妊
娠
し
て
い
な
い
の
に
「
一
〇
〇
日
経
っ
て
い
な
い
か
ら
婚

姻
届
を
受
け
付
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
は
納
得
が
い
か
な
い
。
ゆ
え
に
、「
で
は
、
妊
娠
し
て
い
な
い
こ
と
を
お
医
者
さ
ん
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に
証
明
し
て
も
ら
い
な
さ
い
よ
」
と
戸
籍
係
か
ら
言
わ
れ
て
、
そ
れ
を
提
示
し
た
ら
期
間
に
関
係
な
く
婚
姻
届
を
受
理
で
き
る
よ
う

に
す
る
、
と
い
う
の
が
補
足
意
見
の
趣
旨
で
あ
っ
た
。

　

そ
し
て
、
実
際
の
立
法
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
再
婚
禁
止
期
間
を
一
〇
〇
日
に
短
縮
す
る
こ
と
と
、
補
足
意
見
が
条
文
化

さ
れ
た
。
補
足
意
見
を
条
文
化
す
れ
ば
、
こ
の
問
題
の
大
半
は
解
消
済
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
結
局
、
根
本
的
な
対
立
が
二
つ
あ
っ

て
、
そ
の
妥
協
の
産
物
が
補
足
意
見
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

四　

裁
判
員
制
度

　

質
問
：
裁
判
員
裁
判
は
、
最
高
裁
の
実
務
に
い
ま
ど
の
よ
う
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
か
。

　

回
答
：
裁
判
員
裁
判
と
い
う
制
度
改
革
は
、
日
本
人
が
日
本
人
の
意
思
で
選
ん
だ
制
度
改
革
の
中
で
は
一
番
大
き
な
改
革
の
一
つ

で
あ
っ
た
ろ
う
と
私
は
位
置
づ
け
て
い
る
。

　

裁
判
員
裁
判
は
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
裁
判
員
法
と
い
う
法
律
を
制
定
す
る
と
と
も
に
、
刑
事
訴

訟
法
が
大
幅
に
改
正
さ
れ
た
。
捜
査
部
門
ま
で
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も
公
判
部
門
だ
け
は
急
い
で
変
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
、
公
判
前
整
理
手
続
、
証
拠
開
示
の
問
題
な
ど
、
多
く
の
制
度
改
革
が
行
わ
れ
た
。
残
さ
れ
た
問
題
と
し
て
、
捜
査

部
門
は
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
可
視
化
の
問
題
、
捜
査
手
法
の
科
学
化
・
合
理
化
と
い
う
課
題

が
あ
り
、
そ
れ
に
若
干
手
を
着
け
た
の
が
今
回
の
刑
事
訴
訟
法
の
改
正
で
あ
っ
た
と
私
は
位
置
づ
け
て
い
る
。
今
回
の
改
正
は
、
表

面
上
は
大
阪
の
特
捜
部
が
不
祥
事
を
起
こ
し
た
か
ら
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
見
て
は
い
け
な
い
。
大
き

な
司
法
制
度
改
革
、
裁
判
員
制
度
改
革
の
中
で
ど
う
い
う
ふ
う
に
位
置
づ
け
て
い
く
か
と
い
う
見
方
を
し
て
お
く
べ
き
改
正
で
あ
っ

た
と
思
う
。
そ
の
意
味
で
は
裁
判
員
制
度
の
採
用
は
、
多
く
の
刑
事
訴
訟
手
続
、
あ
る
い
は
実
体
法
を
含
め
て
、
大
き
な
影
響
を
及
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ぼ
し
て
い
る
し
、
今
後
も
及
ぼ
す
と
感
じ
て
い
る
。
そ
う
い
う
観
点
で
見
て
い
く
と
見
え
て
く
る
も
の
が
多
い
だ
ろ
う
。
結
局
、
い

ま
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
積
み
残
し
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
け
れ
ど
も
、
裁
判
員
制
度
は
水
平
飛
行
に
移
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
感
じ
を
受
け

る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
今
後
、
裁
判
員
制
度
の
盛
り
上
が
り
が
欠
け
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
制
度
を
一
生
懸
命

成
功
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
い
た
裁
判
官
や
検
事
は
み
ん
な
定
年
に
な
っ
て
退
職
し
、
次
の
世
代
、
三
世
代
目
が
ど
の
よ
う
に
こ
の
制

度
を
支
え
て
い
く
の
か
、
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
裁
判
員
の
辞
退
率
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
も
今
後
の
課

題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
員
を
暴
力
団
員
が
脅
迫
す
る
問
題
や
、
死
刑
の
問
題
も
あ
る
。
そ
し
て
、
実
務
的
に
は
、
裁
判
員
が
市

民
感
覚
で
や
っ
た
事
実
認
定
や
量
刑
を
、
高
等
裁
判
所
の
裁
判
官
が
簡
単
に
変
え
て
い
い
の
か
と
い
う
問
題
も
悩
ま
し
い
。
た
だ
し
、

戦
前
の
陪
審
制
度
が
失
敗
し
た
の
は
上
訴
を
認
め
な
か
っ
た
た
め
と
い
う
反
省
が
あ
り
、
一
審
の
裁
判
員
裁
判
が
合
理
性
を
持
た
な

か
っ
た
り
、
出
来
が
悪
か
っ
た
り
し
た
場
合
、
そ
の
裁
判
官
が
徹
底
的
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
て
も
、
一
審
の

結
論
を
変
え
て
は
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
い
ま
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
で
は
な
い
か
と
私
は

思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　

 

付
記　

 

本
稿
の
構
成
お
よ
び
内
容
は
、
先
生
の
ご
講
演
お
よ
び
ご
発
言
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る

が
、
本
誌
へ
の
掲
載
に
あ
た
っ
て
適
宜
加
筆
・
修
正
・
編
集
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
文
責

は
す
べ
て
亜
細
亜
法
学
編
集
委
員
会
に
あ
る
。 
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