
報
告
三

裁
判
員
制
度
と
民
主
主
義

法
学
部
教
授

萩

原

能

久

法
律
は
正
義
の
確
保
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
真

理
の
確
保
を
め
ざ
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
法
律
は
正
義
か
ら

も
真
理
か
ら
も
独
立
に
、
も
っ
ぱ
ら
判
決
を
め
ざ
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
ア
ガ
ン
ベ
ン

ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
残
り
の
も
の

民
主
主
義
と
は
何
か

今
回
、
パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
と
し
て
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
る
よ

う
に
と
の
お
誘
い
を
受
け
て
、
特
に
井
田
さ
ん
か
ら
の
ご
指
名

と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
そ
れ
ほ
ど
裁
判
員
制
度
に
詳
し
く

も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
お
引
き
受
け
し
ま
し
た
。
民
主
主
義

と
い
う
観
点
か
ら
な
ら
何
か
お
話
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と

考
え
た
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
が
い
ざ
ち
ょ
っ
と
情
報
を
収
集
し
て
み
よ
う
と
ネ
ッ

ト
で
い
ろ
い
ろ
検
索
し
て
み
る
と
、
裁
判
員
制
度
に
批
判
的
な
、

し
か
も
過
激
な
ま
で
に
批
判
的
な
サ
イ
ト
の
何
と
多
い
こ
と
か

に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
が
そ
れ
以
上
に
も
っ
と
び
っ
く
り
し

た
の
は
、
民
主
主
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
、
根
本
的
に
我
が
国

の
一
般
的
認
識
が
低
い
こ
と
で
す
。

裁
判
員
制
度
が
民
主
的
と
い
え
る
か
?

こ
の
問
い
は
そ
こ

で
言
わ
れ
て
い
る
民
主
主
義
が
何
を
指
す
の
か
に
よ
っ
て
根
本

的
に
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
私
の
報
告
の
結
論
は
、
最
も
一
般
的

に
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
言
葉
の
意
味
で
は
そ
れ
は
民

主
的
な
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
を
意
図
し
て
創
設
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
が
、
あ
る
種
の
民
主
主
義
の
理
解
を
と
れ
ば
、

ま
っ
た
く
民
主
的
な
改
革
と
言
え
る
と
い
う
も
の
で
す
。
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そ
れ
で
は
民
主
主
義
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

最
も
一
般
的
に
そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
の
は
リ
ン
カ
ー

ン
の
ゲ
テ
ィ
ス
バ
ー
ク
演
説
に
あ
るg

o
v
ern

m
e
nt

of
th
e

p
eo

ple,
b
y
th
e
p
eo

ple,
for

th
e
p
eo

ple

と
い
う
も
の
で

し
ょ
う
。
よ
く
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
のof

th
e

p
eo

ple

は
日
本
語
訳
で
し
ば
し
ば

誤
訳

さ
れ
て
い
る
よ

う
な
、

人
民
の
政
府

で
は
な
く
、

人
民
を
統
治
す
る

こ

と
で
す
。
そ
の
こ
と
は
こ
こ
で
は
置
い
て
お
く
と
し
て
、
問
題

はb
y
th
e
p
eo

ple

とfor
th
e
p
eo

ple

が
そ
ん
な
に
簡
単
に

両
立
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
は
こ
の
ふ
た
つ
が
絶
対
に
両
立
不
可
能
だ
と
は
申
し
上
げ

ま
せ
ん
が
、
両
立
で
き
る
の
は
ま
れ
な
ケ
ー
ス
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。by

th
e
p
eo

ple

の
原
理
を
文
字
通
り
受
け
と
め
れ
ば
す

べ
て
の
政
治
決
定
を
国
民
投
票
に
か
け
、
多
数
決m

ajority

rule

で
決
め
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が

for
th
e
p
eo

ple

、
国
民
の
た
め
に
な
る
こ
と
だ
と
は
言
い
切

れ
な
い
で
し
ょ
う
。

別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
の
際
にb

y
th
e
p
eo

ple

の
原

理
を
優
先
す
る
の
か
、
そ
れ
と
もfor

th
e
p
eo

ple

に
重
き

を
置
く
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
す
。
カ
ン
ト
が

永
遠
平
和

の
た
め
に

の
な
か
で
行
っ
て
い
る
区
別
を
用
い
れ
ば
、
前
者

がfor
m
a
i
m
p
erii

の
問
題
、
後
者
がfor

m
a
re
gi
m
inis

の
問
題
で
あ
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
近
年
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
と

い
う
用
語
が
社
会
科
学
で
流
行
し
て
い
ま
す
が
、
ガ
バ
ナ
ン
ス

論
と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
後
者for

th
e
p
eo

ple

に
な
る

の
が
い
い
こ
とg

o
o
d
g
o
v
ern

a
n
ce

な
ん
だ
と
い
う
議
論
で

す
。俗

に
民
主
主
義
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
し
か

し
な
が
ら
前
者
の
議
論
で
す
。
理
論
的
に
は
直
接
民
衆
制
が
望

ま
し
い
の
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
、
近
代
民
主
主

義
で
は
間
接
民
主
主
義
の
形
態
で
あ
る
議
会
を
創
り
出
し
、
そ

こ
に
参
加
す
る
代
表
は
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
こ
と
で

正

統
性

を
獲
得
す
る
…
…le

giti
m
ac
y

あ
る
い
はL

e
git‑

i
m
ität

と
い
う
語
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
以
来
、
一
貫

し
て
服
従
者
が
あ
る
特
定
の
（
代
表
に
よ
る
）
支
配
を
受
け
入

れ
て
い
る

服
従
根
拠

を
指
す
用
語
で
あ
り
、
選
挙
が
（
そ

し
て
世
論
調
査
な
ど
が
）
そ
れ
を
目
に
見
え
る
形
で
可
視
化
し

た
制
度
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

他
方
、for

th
e
p
eo

ple

を
重
視
す
る
、
こ
れ
が
意
味
す
る

こ
と
は
仮
に
時
々
の
国
民
の
多
数
派
が

こ
ち
ら
の
方
が
よ

い

と
支
持
し
て
い
る
政
策
な
り
提
案
に
対
し
て
、
そ
れ
よ
り

も

あ
る
特
定
の
集
団
（
多
く
の
場
合
、
専
門
家
）

が
提
案
し
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た
案
の
方
がfor

th
e
p
eo

ple

、
つ
ま
り
全
体
の
利
益
に
か
な

い
、
そ
れ
を
促
進
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

柳
瀬
先
生
の
報
告
に
も
あ
っ
た
立
憲
主
義
は
こ
ち
ら
に
含
ま

れ
る
議
論
で
す
。
立
憲
民
主
主
義
と
い
う
こ
と
ば
が
そ
も
そ
も

成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
々
の
多
数
派
（
に
よ
っ
て
選
ば

れ
た
代
表
）
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
決
断
を
下
そ
う
と
も
、
憲

法
（
こ
れ
は
憲
法
制
定
権
力
た
る
国
民
の
総
意
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ば
究
極
の

正
統
性

を
有
し
て
い
ま

す
）
そ
の
も
の
が
民
主
主
義
の
本
義
を
体
現
し
て
い
る
と
想
定

す
る
場
合
、
つ
ま
り
憲
法
と
い
う
〈
ノ
モ
ス
〉
が
時
々
の
立
法

者
の
意
志
の
産
物
で
あ
る
〈
テ
シ
ス
〉
に
絶
対
的
に
優
越
す
る
、

そ
の
方
がfor

th
e
p
eo

ple

に
な
る
の
だ
と
み
な
す
場
合
の

み
で
す
。
素
人
の
裁
判
員
な
ん
か
で
は
な
く
、
た
し
か
に
選
挙

に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
法
律
の
プ
ロ
で
あ
る
裁

判
官
に
よ
っ
て
裁
判
を
行
う
方
が
公
平
な
裁
判
が
で
き
る
と
す

る
議
論
も
こ
ち
ら
の
側
に
含
ま
れ
る
議
論
な
わ
け
で
す
。
で
す

か
ら
従
来
の
司
法
制
度
が
民
主
主
義
的
で
な
か
っ
た
と
は
一
概

に
言
え
る
話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

そ
れ
で
は
裁
判
員
制
度
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
前
者
のb

y

th
e
p
eo

ple

の
意
味
も
加
味
し
た
か
ら
、
よ
り
民
主
的
だ
と

言
え
る
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
強
調
し
て
お
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
柳
瀬
先
生

の
報
告
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
意
図
で
創
設

さ
れ
た
制
度
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
（
司
法
に
対
す
る
国

民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に
資
す
る
こ
と
が
目
的
だ
と

裁
判
員
法
第
一
条
に
ち
ゃ
ん
と
書
か
れ
て
あ
り
ま
す
。）

そ
れ
で
は
裁
判
員
制
度
が
司
法
の
民
主
化
と
言
え
な
い
の
か

と
い
う
と
、
私
は
、
近
年
民
主
主
義
理
論
の
な
か
で
注
目
さ
れ

て
き
て
い
る
様
々
な
流
派
の
ポ
ス
ト
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
（
し
ば
し
ば
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
用
語
も

使
わ
れ
ま
す
）
に
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
立
派
な
司
法
の
民
主

化
の
試
み
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
のb

y
th
e
p
eo

ple

とfor
th
e
p
eo

ple

の
両
立
を
め
ざ

し
つ
つ
、m

a
n
y

つ
ま
り
複
数
の
異
な
る
見
解
か
らo

n
e

つ

ま
り
ひ
と
つ
の
決
定
、
ひ
と
つ
の
判
決
を
作
り
出
す
回
路
を
設

定
す
る
の
が
す
べ
て
の
民
主
主
義
論
の
課
題
な
の
で
あ
っ
て
、

b
y
th
e
p
eo

ple

の
原
理
に
だ
け
目
を
奪
わ
れ
て
は
い
け
な
い

の
で
す
。

し
か
し
ま
ず
、
裁
判
員
制
度
に
反
対
す
る
人
た
ち
の
中
に
根

強
い

民
主
主
義
へ
の
憎
悪

に
つ
い
て
ま
ず
一
言
申
し
上
げ

て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
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ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー
ル

民
主
主
義
へ
の
憎
悪

民
主
主
義
へ
の
憎
悪

、
こ
の
同
じ
タ
イ
ト
ル
の
書
物
を
書

い
て
い
る
の
が
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
ン
シ
エ
ー

ル
で
す
。
近
年
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
日
本
で
も
、
民
主
主
義
の
名

の
も
と
に
過
度
な
平
等
要
求
や
権
利
の
主
張
が
行
わ
れ
、
そ
れ

が
社
会
を
混
乱
さ
せ
て
い
る
、
今
こ
そ
伝
統
的
価
値
を
復
活
さ

せ
て
、
個
々
の
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
つ
能
力
に
も
と
づ

い
た
自
由
競
争
に
ゆ
だ
ね
る
べ
き
で
あ
る
と
の
民
主
主
義
へ
の

憎
悪
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
実
は
今
に
始
ま
っ

た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
と
も
と
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う

語
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
時
代
か
ら
、
公
共
的
存
在
と
な
る
条

件
を
満
た
し
て
い
な
い
人
々
（
=
デ
モ
ス
）
が
公
共
の
事
柄
に

口
出
し
す
る
こ
と
を
ア
テ
ネ
の
貴
族
た
ち
が
非
難
す
る
侮
蔑
的

呼
称
で
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
も
デ
モ
ス
に
よ
る
統
治
を
秩
序
を
乱

す
も
の
と
し
て
批
判
し
ま
し
た
。
実
は
今
日
、
み
ず
か
ら
を
民

主
主
義
者
と
規
定
し
た
が
る
人
の
な
か
に
も
、
い
や
そ
う
い
う

人
に
か
ぎ
っ
て
こ
の

憎
悪

を
ひ
そ
か
に
抱
い
て
い
る
人
が

多
い
の
で
す
。
彼
ら
は
民
衆
の
意
見
を
汲
み
と
る
と
い
い
つ
つ

も
、
見
識
の
あ
る
代
表
者
（
政
治
家
・
知
識
人
そ
し
て
裁
判
の
場

合
、
裁
判
官
）
が
リ
ー
ド
す
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
て
い
る
の

で
す
。
そ
う
で
な
い
と
衆
愚
政
治
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
い
う
わ

け
で
す
。
彼
ら
が
議
会
制
民
主
主
義
を
称
賛
す
る
の
は
、
そ
れ

を
通
し
て
、
代
表
者
が
民
衆
を
啓
蒙
し
、
合
意
を
形
成
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
議
会
制
民

主
主
義
な
ど
、
少
数
エ
リ
ー
ト
の
支
配
と
い
う
意
味
で
、
た
だ

の
寡
頭
政
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
民
主
主
義
が
生
ま
れ
て
以
来
絶
え
る
こ

と
の
な
か
っ
た
反
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
言
説
を
驚
く
よ
う
な
形
で
批

判
し
ま
す
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
自
然
秩
序
に
反
し
て
お
り
、
社

会
秩
序
を
混
乱
さ
せ
る
と
い
う
非
難
に
対
し
て
、
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
は
そ
も
そ
も
自
然
に
反
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
然
、
社
会
秩

序
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
治
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る

の
だ
と
い
う
の
で
す
。
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
と
は
政
治
制
度
で
も
な
け
れ
ば
理
念
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は

と
る
に
足
ら
な
い

人
々
が
公
的
領
域
に
お
い
て
発

言
を
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
の
絶
え
ざ
る
実
践
を
意
味
す
る
の

で
す
。
代
議
制
や
多
数
決
原
理
を
基
本
と
す
る
議
会
制
民
主
主

義
は
寡
頭
政
治
の
一
形
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
、
そ
ん
な
も
の

は
本
来
の
民
主
主
義
と
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。

ラ
ン
シ
エ
ー
ル
は
、
民
主
主
義
を
プ
ラ
ト
ン
ま
で
遡
り
な
が

ら
、
原
義
に
即
し
て
再
定
義
を
ほ
ど
こ
し
、
現
代
社
会
に
お
い

て
そ
れ
に
新
た
な
生
命
を
吹
き
込
も
う
と
す
る
の
で
す
が
、
何
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と
そ
の
意
味
で

く
じ
引
き

こ
そ
が

と
る
に
足
ら
な
い

人
々

を
参
加
さ
せ
、
平
等
に

神
の
分
け
前

に
与
る
可
能

性
を
も
っ
た
民
主
主
義
の
基
本
原
理
な
の
だ
と
ま
で
主
張
し
て

い
る
の
で
す
。
こ
の
ラ
ン
シ
エ
ー
ル
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
見

ま
し
て
も
、
衆
議
院
議
員
の
選
挙
権
を
持
つ
人
か
ら
無
作
為
に

抽
出
さ
れ
る
裁
判
員
制
度
は
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ま
で
に
民
主
的
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

ポ
ス
ト
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

一
般
に
ポ
ス
ト
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
総
称
さ
れ
る

理
論
的
立
場
は
多
様
で
す
が
、
こ
こ
で
は
⑴
討
議
的
デ
モ
ク
ラ

シ
ーd

elib
erativ

e
d
e
m
ocrac

y

、
⑵
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ

ズ
ム
あ
る
い
は
シ
ビ
ッ
ク
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ
ズ
ム
、
⑶
闘
技
的

デ
モ
ク
ラ
シ
ーa

g
o
nistic

pluralis
m

の
議
論
を
と
り
あ
げ
、

そ
れ
ら
の
立
場
か
ら
裁
判
員
制
度
が
ど
う
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一

環
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
と
思

い
ま
す
。

⑴

討
議
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

討
議
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
は
、
確
固
と
し
た
政
策
を
形
成
す

る
た
め
に
は
市
民
の
あ
い
だ
で
の
討
議
に
基
づ
い
て
政
治
的
意

志
決
定
を
行
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
考
え
方
で

す
。
伝
統
的
な
リ
ベ
ラ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
で
は
市
民
の
政
治
参

加
は
選
挙
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
が
中
心
的
で
あ
る
と
み
な
さ

れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
討
議
的
民
主
主
義
の

理
論
で
は
政
治
、
つ
ま
りla

w‐
m
a
kin

g

は
公
的
空
間
に
市

民
が
集
い
、
討
議
を
交
わ
す
こ
と
の
う
ち
か
ら
形
成
さ
れ
る
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は

政
治
シ
ス
テ
ム
や
経
済
シ
ス
テ
ム
の
（
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
用
語

で
言
う
）

植
民
地
化

を
回
避
、
つ
ま
り
権
力
や
貨
幣
に
毒

さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
モ
デ
ル
は
哲
学

的
に
は
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
に
根
拠
づ
け
ら
れ
つ
つ
、

コ
ー
エ
ン
や
ド
ラ
イ
ゼ
ク
、
ヤ
ン
グ
な
ど
の
理
論
家
に
よ
っ
て

深
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
な
か
で
近
年
、
フ
ァ
ン
グ
と
ラ
イ
ト
と
い
う
二
人
の
政

治
理
論
家
に
よ
っ
てe

m
p
o
w
ere

d
p
articip

atory
g
o
v‑

ern
a
n
ce

と
い
う
民
主
主
義
モ
デ
ル
が
提
案
さ
れ
注
目
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
な
ど
の
議
論

よ
り
も
は
る
か
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
実
践
を
意
識
し
た
も

の
で
す
が
、
そ
れ
は

下
か
ら
の
参
加

原
則
、
具
体
的
な
問

題
解
決
を
目
指
し
つ
つ
、

参
加
者
が
お
互
い
の
立
場
に
耳
を

傾
け
あ
い
な
が
ら
、
し
か
る
べ
き
考
慮
を
行
っ
た
後
で
集
団
の

選
択
を
行
う

姿
勢
を
育
成
し
て
い
く
こ
と
を
狙
っ
た
教
育
的
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効
果
も
意
図
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

の
は
⒜
公
的
セ
ク
タ
ー
か
ら
私
的
ア
ク
タ
ー
へ
の
権
限
移
譲
に

焦
点
を
あ
て
つ
つ
も
、
公
的
な
権
威
を
有
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を

そ
こ
か
ら
生
み
出
す
も
の
で
あ
り
、
⒝
決
定
の
質
を
保
証
し
、

学
び
合
い
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
強
力
な
中
央
機
関
の
調
整
・

監
督
に
服
す
る
も
の
で
あ
り
、
⒞
同
時
に
国
家
権
力
を
抑
制
す

る
試
み
で
あ
り
、
⒟
既
存
の
権
力
の
介
入
か
ら
開
か
れ
た
公
的

空
間
を
保
護
す
る
た
め
に
何
ら
か
の
対
抗
権
力
の
形
成
を
重
視

す
る
、
そ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
。

こ
う
し
た
討
議
的
民
主
主
義
の
モ
デ
ル
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

裁
判
員
制
度
は
ま
さ
に
司
法
の
民
主
化
に
貢
献
し
得
る
も
の
と

映
る
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
裁
判
員
制
度
は
ま
さ
に
特
定

の
具
体
的
な
事
件
に
答
、
判
決
を
出
す
試
み
で
す
し
、
密
室
内

で
の
不
可
視
な
決
定
プ
ロ
セ
ス
で
の
討
議
で
は
な
く
、
生
活
空

間
と
連
動
し
た

下
か
ら
の
討
議

に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
す
。

ま
た
裁
判
官
と
裁
判
員
と
い
う
、
お
互
い
に
自
律
し
つ
つ
も
、

相
互
に
依
存
し
合
っ
た
ア
ク
タ
ー
間
で
の
討
議
空
間
を
作
り
出

す
も
の
だ
か
ら
で
す
。

し
か
し
手
放
し
で
礼
賛
で
き
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た

と
え
ば

理
由
な
き
不
選
任

の
制
度
は
特
定
の
市
民
の
排
除

を
許
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
は
開
示
さ
れ
な
い
わ
け
で
す

し
、
理
性
的
な
討
議
に
ど
こ
ま
で
非
言
語
的
あ
る
い
は
感
情
的

パ
ー
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
ま
で
が
許
さ
れ
る
の
か
（
現
実
に
検
察
官

の
芝
居
が
か
っ
た

演
技

が
新
聞
な
ど
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い
ま

し
た
）
ま
た
こ
う
し
た

教
育
的
効
果

の
結
果
、
本
当
に

司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上

が
芽
生
え
る
か
も
、
ど
こ
か
一
種
の
願
望
思
考
の
産
物
で
あ
る

か
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
は
こ
ん
な
裁
判
員
の

感
想
も
新
聞
に
載
っ
て
い
ま
し
た
。

判
決
を
話
し
合
う

評

議

で
は
、
裁
判
長
が
意
見
が
一
致
す
る
ま
で
論
点
を
変
え
な

が
ら
裁
判
員
を
誘
導
し
て
い
る
と
感
じ
た
。
他
の
裁
判
員
や
裁

判
官
と
違
う
意
見
を
自
分
が
述
べ
て
も
、
説
得
す
る
技
術
は
な

く
、
押
し
通
せ
る
雰
囲
気
も
な
か
っ
た

。
討
議
の
現
場
で
は

デ
ィ
ベ
ー
ト
の
達
人
が
場
を
し
き
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
す
。

そ
し
て
何
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る

討

議

も
し
ょ
せ
ん
非
公
開
の
場
で
の

討
議

に
す
ぎ
ず
、
裁

判
員
に
は
守
秘
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
も
ハ

ー
バ
ー
マ
ス
な
ど
が
意
図
し
て
い
た

討
議

と
は
決
し
て
密

室
内
で
の
政
策
だ
と
か
判
決
形
成
に
際
し
た
シ
ス
テ
ム
内
部
で

の
討
議
を
指
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
生
活
世
界
で
の
市
民
的

討
議
の
活
性
化
で
す
。
こ
れ
で
は

討
議

と
い
う
こ
と
の
も

と
も
と
の
意
義
が
換
骨
奪
胎
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
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る
を
え
ま
せ
ん
。

⑵

コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
／
シ
ビ
ッ
ク
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ

ズ
ム

討
議
民
主
主
義
に
と
っ
て
も
一
番
問
題
に
な
る
の
は
、
公
的

な
討
議
を
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
多
様
な
考
え
方
を
持
っ
て
い

る
人
々
が
本
当
に
合
意
に
到
達
で
き
る
の
か
ど
う
か
に
あ
り
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
の
代
表
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
の
一
人
、
ア

ミ
タ
イ
・
エ
チ
オ
ニ
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
メ
ン
バ
ー
が
共
通
の

価
値
観
を
共
有
し
て
い
る
場
合
に
の
み
合
意
が
可
能
に
な
る
と

論
じ
て
い
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
は
個
人
の
自
由
や
人
権
な
ど
の

価
値
も
、
よ
く
統
合
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
あ
っ
て
こ
そ
守

ら
れ
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
破
壊
し
て
し
ま

う
よ
う
な
行
き
過
ぎ
た
自
由
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
政
治
な

ど
、
彼
に
と
っ
て
は
許
し
難
い
敵
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
筋
金
入
り
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
比
べ
る
と
特

異
な
の
は
も
う
一
人
の
代
表
的
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
と
目
さ
れ

る
マ
イ
ケ
ル
・
サ
ン
デ
ル
で
す
。
彼
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
が
そ
の

よ
う
な
同
質
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
必
要
と
す
る
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
を
否
定
し
ま
す
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
自
己
統
治
は
今

日
、
マ
ル
チ
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
ち

複
数
の
居
場
所

を
持
つ
自
我m

ulti‐
suite

d
selv

es

と
し
て
考
え
、
行
為

す
る
こ
と
の
で
き
る
市
民
を
必
要
と
し
て
い
る
と
彼
は
述
べ
ま

す
。

現
代
の
市
民
的
徳
性
と
は
時
に
は
重
な
り
合
い
、
時
に

は
ぶ
つ
か
り
合
う
義
務
の
あ
い
だ
で
わ
れ
わ
れ
が
と
る
べ
き
道

を
交
渉
す
る
能
力
の
こ
と
で
あ
り
、
複
数
の
忠
誠
心
が
も
と
に

な
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
緊
張
を
生
き
抜
く
能
力
の
こ
と
で
あ

る

。
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
は
し
ば
し
ば
市
民
的
共
和
派
と
も

呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
市
民
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
地
位
や
身

分
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
あ
る
種
の
行
為
を
自
発
的

に
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
に

な
る

の
で
す
。

シ
ヴ
ィ

ッ
ク
・
リ
パ
ブ
リ
カ
ニ
ズ
ム
の
な
か
で
は
シ
テ
ィ
ズ
ン
シ
ッ
プ

と
は
活
動
で
あ
り
、
単
な
る
地
位
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
実
践

に
参
加
し
な
け
れ
ば
、
重
要
な
意
味
で
市
民
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
る

。

共
和
主
義
的
伝
統
の
強
い
国
で
は
、
市
民
は
公
共
の
こ
と
に

関
心
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
自
ら
の
必
要
性
か
ら
自
由
で
あ
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
与
え
ら

れ
る
も
の
だ
け
を
享
受
し
、
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
を
決
め
込
も
う

と
す
る
人
間
は
他
者
に
依
存
し
た
、
堕
落
・
腐
敗
し
た
姿
で
あ

る
と
み
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
サ
ン
デ
ル
の
議
論
の
面
白
い
と

こ
ろ
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
共
同
体
的
価
値
（
国
体
の
精

華
だ
と
か
）
を
説
く
人
が
日
本
で
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
伝
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統
だ
と
か
自
国
固
有
の
価
値
観
だ
と
か
、
愛
国
心
な
ど
を
持
ち

出
し
て
自
分
に
都
合
の
い
い
、
自
分
の
お
気
に
入
り
の
価
値
を

共
通
善

と
し
て
全
員
に
そ
れ
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
の

と
は
正
反
対
の
立
場
か
ら
議
論
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
は
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
な
か
に
多
元
性
が
、
つ
ま
り
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
や
価
値
観
を
持
っ
た
人
が
お
り
、
だ
か
ら
こ
そ
誰
も
単
一
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
の
あ
い

だ
で
折
り
合
い
を
つ
け
、
う
ま
く
生
き
て
い
く
術
を
見
つ
け
る

こ
と
が
市
民
的
徳
の
涵
養
だ
と
言
う
の
で
す
。

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
的
・
市
民
的
共
和
主
義
の
民
主
主

義
観
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
市
民
が
裁
判
員
と
し
て
公
共
世
界
に

参
加
し
て
い
く
こ
と
は
、
困
難
を
伴
っ
て
い
て
も
、
ま
さ
に
市

民
が
単
な
る
受
益
者
と
し
て
で
は
な
く
、
民
主
主
義
を
支
え
る

主
体
と
し
て
活
動
す
る
た
め
に
は
不
可
欠
の
も
の
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
裁
判
員
制
度
を
批
判
す
る
人
た
ち
の
な
か
に
は
し
ば

し
ば
、
裁
判
員
と
し
て
招
集
さ
れ
る
こ
と
を

徴
兵
制

に
な

ぞ
ら
え
た
り
、
憲
法
第
一
八
条
違
反
だ
、
つ
ま
り
奴
隷
的
拘
束

に
あ
た
る
と
す
る
批
判
す
る
人
が
い
ま
す
。
こ
う
し
た
人
た
ち

は
、
ま
さ
に
消
費
者
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
た
だ
乗
り
民
主
主
義
に

浸
り
き
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
私
は
あ
え
て
言
い
ま
す
が
、

本
来
、
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
徴
兵
制
は
常
に
表
裏
一
体
の
も
の
で

し
た
。
市
民
で
あ
る
と
い
う
特
権
を
享
受
す
る
に
は
そ
れ
に
伴

う
義
務
を
果
た
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
当
然
の

こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
あ
る
国
を
民

主
化
す
る
た
め
に
は
常
に
二
重
の
民
主
化
（

D
・
ヘ
ル
ド
）
が

必
要
な
の
で
す
。
つ
ま
り
政
府
や
制
度
の
民
主
化
だ
け
で
な
く
、

市
民
社
会
の
民
主
化
、
成
熟
化
も
必
要
な
の
で
す
。

⑶

闘
技
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー

闘
技
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
理
論
で
は
政
治
と
は
合
意
を
達
成

す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
な
ど
で
は
な
く
、
固
定
化
さ
れ
た
単
一

の
秩
序
の
あ
り
方
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
闘
争
と
し
て
と
ら
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
ベ
ル
ギ
ー
の
女
性
政
治
学
者
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム

フ
が
最
も
有
名
な
理
論
家
で
し
ょ
う
が
、
彼
女
は
政
治
的
対
立

の
あ
る
種
の
形
態
が
も
た
ら
す
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
べ
き
側

面
が
あ
る
と
強
調
し
ま
す
。
そ
れ
は
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が

描
き
出
し
た
よ
う
な
友
と
敵
の
区
別
（
そ
の
際
に
敵
と
は
物
理

的
殺
戮
の
対
象
を
意
味
し
ま
す
）
の
よ
う
な
敵
対
的a

nta
g
o‑

nistic

な
も
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
敵
対
関
係
を
、
議

論
に
よ
る
競
争
と
い
う
民
主
主
義
の
共
通
の
ル
ー
ル
の
受
容
の

も
と
で
対
抗
者a

div
ersaries

同
士
の
あ
い
だ
の
闘
技a

g
o
n

に
変
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
ム
フ

は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。
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私
が
闘
技
的
多
元
主
義a

nta
g
o
nistic

plu
ralis

m

と
い
う

構
想
を
用
い
て
示
そ
う
と
し
た
の
は
複
数
の
利
害
の
あ
い
だ
で

の
交
渉
と
い
っ
た
伝
統
的
な
リ
ベ
ラ
ル
の
民
主
主
義
構
想
と
も
、

ま
た
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
や
ロ
ー
ル
ズ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
よ
っ
て

近
年
展
開
さ
れ
て
き
て
い
る
モ
デ
ル
と
も
異
な
っ
た
、
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
に
つ
い
て
の
新
し
い
考
え
方
で
す
。
ロ
ー
ル
ズ
や
ハ
ー

バ
ー
マ
ス
は
民
主
的
な
社
会
の
目
的
は
合
意
を
達
成
す
る
こ
と

だ
、
そ
し
て
人
々
が
自
分
た
ち
の
特
殊
利
害
を
脇
に
追
い
や
っ

て
合
理
的
存
在
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば

合
意
は
可
能
に
な
る
と
い
う
理
念
を
共
有
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
人
々
が
自
由
を
欲
し
、
対
立
を
終
わ
ら
せ
よ
う
と
願
う
な
ら
、

私
た
ち
は
常
に
対
立
は
生
じ
る
の
だ
し
、
そ
れ
が
人
々
の
あ
い

だ
に
あ
る
差
異
の
ぶ
つ
か
り
合
う
ア
リ
ー
ナ
を
提
供
す
る
と
い

う
可
能
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
民
主
主
義
的
な
過

程
は
こ
の
ア
リ
ー
ナ
を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。

ム
フ
に
よ
れ
ば
真
の
政
治
は
闘
技
的
な
エ
ー
ト
ス
な
し
に
は

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
で
は
、
単
な
る
形
式
的
な
リ
ー

ガ
リ
ズ
ム
や
立
憲
主
義
は
政
治
に
と
っ
て
必
要
な
闘
技
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
欠
い
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
公
的
空
間

を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
の
郷
愁
、
民
族
の
絆
や
土
地
へ
の
帰
属
に

よ
っ
て
育
ん
で
い
こ
う
と
す
る
タ
イ
プ
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン

と
は
対
照
的
に
、
公
的
空
間
は
開
か
れ
た
未
来
に
向
け
て
活
力

あ
る
闘
技
の
ア
リ
ー
ナ
を
探
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
構
想
は
、
揺
ら

ぐ
こ
と
の
な
い
合
意
、
均
質
な
国
民
的
同
一
性
、
あ
る
い
は
単

一
の
一
般
意
志
に
到
達
す
る
な
ど
と
い
う
可
能
性
を
断
念
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
討
議
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
も
異

な
り
ま
す
。
合
理
的
な
考
え
方
を
す
れ
ば
万
人
が
そ
れ
に
合
意

す
る
こ
と
に
な
る
一
つ
の
結
論
な
ど
存
在
せ
ず
、
存
在
す
る
の

は
主
導
権
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
め
ぐ
っ
て
競
合
す
る
複
数
の
意
見

な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
闘
争
に
勝
利
で
き
る
か

否
か
も
論
理
的
必
然
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
偶
然
の
所
産
で

あ
る
こ
と
を
ム
フ
は
強
調
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
正
義
や
真

理
が
存
在
す
る
と
し
た
ら
、

正
解

は
決
ま
っ
て
い
る
の
で

す
か
ら
議
論
な
ど
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
で
し
ょ
う
。
そ
こ

で
必
要
と
さ
れ
る
の
は
正
し
く
正
義
を
言
い
当
て
る
こ
と
だ
け

で
あ
り
、
そ
れ
は
神
の
意
志
を
正
し
く
言
い
当
て
る
聖
職
者
の

役
割
と
同
じ
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
議
論

は
根
拠
で
は
な
く
、
権
威
の
み
に
裏
付
け
ら
れ
た
ご
託
宣
に
す
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ぎ
ま
せ
ん
。
真
理
、
正
義
、
必
然
性
と
い
っ
た
も
の
は
、
ハ
ン

ナ
・
ア
レ
ン
ト
も
主
張
し
て
い
た
よ
う
に
、
人
間
と
人
間
の
あ

い
だ
に
対
話
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
自
由
の
空
間
を
破
壊
す
る
作

用
を
も
つ
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
も
民
主
主
義
に
対
す
る
確
固

た
る
基
盤
を
与
え
る
の
は
、
従
来
の
民
主
主
義
理
論
が
想
定
し

て
き
た
よ
う
な
国
民
的
同
質
性
な
ど
で
は
な
い
の
で
す
。

翻
っ
て
裁
判
員
制
度
を
こ
の
民
主
主
義
理
論
の
モ
デ
ル
に
照

ら
し
て
み
れ
ば
ど
う
映
る
で
し
ょ
う
か
。
冒
頭
で
ア
ガ
ン
ベ
ン

の
言
葉
を
引
い
て
お
き
ま
し
た
よ
う
に
、
裁
判
が
目
指
す
の
は

正
義
で
も
真
理
で
も
な
く
、
判
決
で
す
。
そ
の
意
味
で
は
一
見

し
た
と
こ
ろ
、
裁
判
員
制
度
は
合
意
形
成
を
目
指
す
討
議
民
主

主
義
に
よ
っ
て
最
も
適
切
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し
裁
判
と
は
基
本
的
に
弁
護
側
と
検
察
側
が

一
定
の
ル
ー
ル
の
も
と
で
説
得
力
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
争
奪
戦
を
行

う
闘
技
と
い
う
要
素
も
強
い
で
し
ょ
う
。
裁
判
員
、
そ
し
て
裁

判
官
も
レ
フ
リ
ー
と
し
て
中
立
で
い
ら
れ
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
こ
に
参
加
し
、
耳
を
か
た
む
け
対
抗
者
の
ど
ち
ら
に
荷

担
す
る
の
か
の
態
度
決
定
が
迫
ら
れ
る
の
で
す
。

以
上
、
様
々
な
ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
に
照

ら
し
合
わ
せ
て
裁
判
員
制
度
と
民
主
主
義
の
関
係
を
概
観
し
て

き
ま
し
た
。
こ
こ
で
ご
紹
介
し
た
三
つ
の
モ
デ
ル
は
お
互
い
が

排
除
的
関
係
に
あ
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
ハ
ン

ナ
・
ア
レ
ン
ト
の
政
治
思
想
な
ど
、
こ
の
三
つ
の
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
側
面
を
す
べ
て
含
ん
だ
も
の
と
言
え
ま
す
。
こ
う
し
た
民

主
主
義
の
再
定
義
と
も
言
う
べ
き
状
況
が
進
行
し
て
い
る
な
か

で
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
は
我
が
国
の
民
主
主
義
の
発
展
に

寄
与
し
う
る
と
い
う
結
論
を
十
分
に
導
く
こ
と
が
可
能
だ
と
私

は
考
え
て
い
ま
す
。

最
後
に
蛇
足
な
が
ら
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、

私
は

人
を
裁
き
た
く
な
い
、
ま
し
て
や
死
刑
な
ど
の
重
大
判
決
に
手

を
染
め
た
く
な
い

と
い
う
、
個
人
の
人
生
観
を
無
視
し
て
い

る
か
ら
裁
判
員
制
度
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
議
論
に
対
し
て
一

言
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
裁
き
た
く
な

い

こ
れ
は
端
的
に
ウ
ソ
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
に
ジ
ャ

ッ
ジ
メ
ン
ト
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
拒
絶
さ
れ
て

い
る
の
は
、
刑
罰
、
特
に
死
刑
な
ど
の
刑
罰
を
与
え
る
こ
と
に

伴
う
責
任
を
負
い
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
で

は
そ
の
責
任
は
誰
が
負
う
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
裁
判
官
で
し

ょ
う
か
。
彼
一
人
が
そ
の
重
荷
を
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
も
、
国
民
と
い
う
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か
、
ひ
と
つ
の
政
治
社
会
全
体
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責

任
の
は
ず
で
す
。
一
方
で
死
刑
制
度
の
存
置
を
望
み
、
他
方
で

自
分
が
そ
の
判
決
・
さ
ら
に
は
執
行
に
関
与
し
た
く
は
な
い
と

い
う
の
は
他
人
に
ダ
ー
テ
ィ
・
ワ
ー
ク
を
押
し
つ
け
、
自
分
の

手
は
汚
れ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
ご
都
合
主
義
的
な
ダ
ブ
ル
・

ス
タ
ン
ダ
ー
ド
、
二
枚
舌
の
論
理
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
言

説
が
ま
か
り
通
る
我
が
国
の
状
況
は
ど
う
か
と
思
い
ま
す
。
あ

ら
た
め
て
死
刑
制
度
の
是
非
を
問
う
議
論
が
再
開
さ
れ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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