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紹
介
と
批
評

斎
藤
秀
夫
著

『
裁
判

官
論
』

　
一
　
『
判
決
に
つ
い
て
は
．
判
例
研
究
の
名
の
下
に
お
び
た
だ
し
い
研
究
が

行
わ
れ
て
い
る
の
に
反
し
．
そ
の
判
決
を
し
た
主
体
で
あ
る
裁
判
官
に
関
し
て

は
・
そ
の
研
究
が
極
め
て
少
な
い
の
が
．
わ
が
法
学
界
の
現
状
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
不
均
衡
は
ぜ
ひ
と
も
是
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

『
判
決
も
は
『
裁
判
官
』
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
裁
判
で
あ
る
以
上
．
そ
の
主
体

で
あ
る
『
裁
判
官
』
の
研
究
を
伴
わ
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
の
研
究
と
し
て
は
破

行
的
な
、
か
つ
一
面
的
な
研
究
に
な
つ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
」
著
者
は
こ

の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
従
来
発
表
せ
ら
れ
た
幾
多
の
論
稿
を
増
補
加
筆
し

て
．
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
本
書
で
あ
る
。

　
二
　
著
者
は
．
裁
判
官
が
初
期
の
三
権
分
立
論
の
主
張
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

自
動
判
決
機
械
で
は
な
い
こ
と
．
換
言
す
れ
ば
、
裁
判
官
の
人
問
性
・
法
創
造

性
を
承
認
し
た
う
え
で
、
裁
判
官
と
し
て
具
備
す
べ
き
徳
を
備
え
た
典
型
的
裁

判
官
と
は
ど
の
よ
う
な
裁
判
官
を
い
う
の
か
と
い
う
問
題
を
『
裁
判
官
の
典
型
」

と
題
す
る
第
一
章
の
第
一
節
で
検
討
し
て
い
る
。
お
よ
そ
裁
判
は
、
独
立
・
適

正
・
迅
速
・
国
民
の
信
頼
と
い
う
四
つ
の
要
素
を
も
つ
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
四
　
　
　
（
八
二
八
）

地
か
ら
．
裁
判
官
も
ま
た
こ
れ
に
相
呼
応
し
て
、
司
法
権
の
独
立
を
獲
得
し
う

る
適
格
を
備
え
．
人
権
擁
護
の
念
に
徹
し
誤
判
な
き
よ
う
努
め
る
公
正
さ
を
必

要
と
し
．
迅
速
な
裁
判
に
努
め
、
国
民
の
た
め
の
裁
判
官
と
し
て
庶
民
的
感
覚

を
も
ち
．
権
力
的
・
官
僚
的
意
識
を
も
た
な
い
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
著

者
は
か
か
る
も
の
こ
そ
裁
判
官
の
典
型
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
独
立
・
適
正
・
迅
速
な
裁
判
は
と
り
も
な
お
さ
ず
国
民
の
信
頼
を
う
る
裁
判

で
あ
ろ
う
。
著
者
は
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
『
独
立
』
に
つ
き
．
司
法
の
外
部
か
ら

の
独
立
の
み
を
強
調
さ
れ
て
い
る
が
．
裁
判
官
の
世
界
観
な
ど
内
部
か
ら
の
独

立
も
ま
た
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
『
適

正
』
と
か
『
国
民
の
信
頼
』
と
か
い
う
こ
と
が
典
型
的
裁
判
官
の
要
件
と
し
て

あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
．
そ
の
こ
と
自
体
異
論
は
な
い
に
し
て
も
、
問
題
は
む
し

ろ
実
質
的
に
い
か
な
る
判
決
が
適
正
で
国
民
の
信
頼
を
か
ち
う
る
も
の
で
あ
る

の
か
．
換
言
す
る
と
、
い
か
な
る
法
意
識
を
も
つ
裁
判
官
が
適
正
且
つ
国
民
の

信
頼
を
か
ち
う
る
裁
判
官
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
裁
判
官
の
法
意
識

を
具
体
的
に
検
討
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
が
．
こ
の
点
を
ま
ず
決
定
し
な
い

限
り
、
裁
判
官
の
法
意
識
の
調
査
結
果
は
出
る
に
し
て
も
．
調
査
の
対
象
と
な

つ
た
裁
判
官
が
典
型
的
な
裁
判
官
な
の
か
ど
う
か
．
典
型
的
で
な
い
と
す
れ
ば

ど
の
程
度
デ
ヴ
ィ
エ
ー
恥
し
て
い
る
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
。

　
第
一
章
第
三
節
『
旧
憲
法
下
の
珠
玉
の
裁
判
官
』
で
は
．
こ
と
に
旧
憲
法
下

司
法
の
外
部
か
ら
の
独
立
を
維
持
し
．
権
力
へ
の
批
判
と
自
由
な
言
論
の
確
保

に
努
力
し
た
典
型
的
裁
判
官
を
紹
介
し
て
い
る
。

　
第
二
節
で
は
「
裁
判
官
の
報
酬
」
に
つ
き
諸
外
国
と
我
国
を
比
較
検
討
し
つ



つ
、
迅
速
・
適
正
な
裁
判
の
要
請
に
こ
た
え
る
．
し
た
が
つ
て
典
型
的
な
裁
判

官
で
あ
る
た
め
の
最
善
策
と
し
て
．
報
酬
の
引
上
げ
を
主
張
さ
れ
る
。
第
四
節

で
は
『
裁
判
官
の
年
齢
』
を
外
国
と
比
較
し
検
討
さ
れ
．
訴
訟
遅
延
の
防
止
策

と
し
て
の
下
級
裁
判
所
裁
判
官
の
定
年
延
長
は
．
第
一
戦
裁
判
官
の
い
た
ず
ら

な
高
年
層
化
を
き
た
し
、
第
一
審
強
化
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
こ

れ
に
反
対
さ
れ
、
諸
条
件
の
改
善
に
よ
る
裁
判
官
数
の
増
加
と
い
う
方
法
を
と

る
べ
き
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
と
同
時
に
．
裁
判
官
の
年
齢
・
教
育
・
素
性
が
裁

判
官
の
性
格
形
成
に
と
り
重
要
な
素
因
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い

る
。

　
三
　
第
二
章
『
わ
が
国
の
裁
判
官
の
特
色
』
は
、
第
一
章
で
解
明
さ
れ
た
典

型
的
裁
判
官
と
比
較
し
て
．
我
国
の
裁
判
官
の
現
状
に
目
を
む
け
．
い
か
な
る

伝
統
と
．
い
か
な
る
法
意
識
を
も
つ
た
裁
判
官
が
．
ど
れ
だ
け
の
人
数
で
、
い

か
な
る
環
境
の
も
と
に
．
ど
れ
だ
け
の
事
件
を
．
い
か
に
処
理
し
て
い
る
か
を

検
討
し
て
い
る
。

　
第
二
節
『
裁
判
官
の
定
員
倍
増
の
必
要
』
は
．
訴
訟
遅
延
を
解
消
し
．
事
件

の
適
正
・
迅
速
な
処
理
に
は
現
在
の
裁
判
官
数
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
こ
と
を

認
め
、
裁
判
官
の
定
員
・
法
曹
人
口
の
増
加
が
そ
の
た
め
に
必
須
の
条
件
で
あ

る
こ
と
を
説
か
れ
．
裁
判
官
の
定
員
増
加
方
法
と
し
て
、
暫
定
的
対
策
と
し
て

も
定
年
制
の
延
長
と
い
う
方
法
を
と
る
よ
り
も
．
司
法
試
験
合
格
率
を
高
め
．

そ
の
う
ち
か
ら
裁
判
官
志
墓
者
率
が
あ
が
る
よ
う
な
客
観
的
条
件
を
つ
く
る
必

要
が
あ
る
こ
と
を
再
度
強
調
さ
れ
る
。
第
三
節
『
判
決
文
の
傾
向
』
で
は
．
下

級
裁
判
所
判
例
集
の
判
行
に
よ
り
下
級
審
裁
判
官
の
責
任
と
自
覚
と
意
欲
が
喚

起
さ
れ
．
上
級
審
に
み
て
も
ら
う
判
決
文
乃
至
ぱ
論
文
の
よ
う
な
判
決
文
か
ら

紹
介
と
批
評

当
事
者
を
納
得
さ
せ
る
判
決
文
へ
と
い
う
傾
向
に
賛
意
を
表
さ
れ
つ
つ
．
他
方

最
高
裁
の
民
事
判
決
理
由
が
し
ば
し
ば
簡
単
に
す
ぎ
当
事
者
を
納
得
せ
し
め
え

な
い
点
に
不
満
の
意
を
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
．
そ
れ
が
、
一
匠
名
と
い
う

少
数
の
裁
判
官
で
最
高
裁
が
多
数
の
事
件
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
、
少
数
意
見
に
比
し
て
多
数
意
見
の
理
由
が
簡
単
に
な
る
の
は
、
多
数
意
見

が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
そ
れ
だ
け
各
意
見
に
共
通
す
る
分
母
が
少
な
く
な
り
、

理
由
が
簡
単
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
ろ
う
。

　
当
事
者
が
納
得
す
る
判
決
と
い
う
こ
と
は
．
公
正
で
国
民
の
信
頼
を
う
る
判

決
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
．
こ
の
点
で
裁
判
官
は
努
力
を
払
う
べ
き
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
た
だ
、
納
得
の
い
く
判
決
と
い
う
の
は
．
法
律
的
に
正
し

い
と
同
時
に
当
事
者
に
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
て
い
る
判
決
を
意
味
す
る
が
．

後
者
に
は
限
界
が
あ
る
か
ら
、
前
者
の
要
求
を
満
た
す
の
み
で
納
得
の
い
く
判

決
と
な
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
し
た
が
つ
て
、
論
文
の
よ
う
な
判
決
と
納
得
の
い

く
判
決
と
が
矛
盾
し
な
い
場
合
も
あ
ろ
う
。

　
第
四
節
『
適
用
す
べ
き
法
律
の
整
備
の
必
要
』
で
は
．
法
律
を
体
系
的
に
整

備
す
る
こ
と
が
．
裁
判
官
の
負
担
を
軽
滅
し
誤
判
の
な
い
適
正
で
迅
速
な
裁
判

を
な
す
に
必
要
な
要
件
で
あ
る
が
．
我
国
の
現
状
で
は
法
令
が
整
備
さ
れ
て
い

る
と
は
い
え
な
い
の
で
、
こ
の
現
状
を
克
服
す
る
た
め
に
．
法
令
整
備
調
査
会

の
設
置
の
必
要
を
説
か
れ
て
い
る
。
第
五
節
で
は
．
裁
判
制
度
に
対
す
る
国
民

の
信
頼
を
失
墜
さ
せ
る
「
訴
訟
の
遅
延
』
の
解
消
策
と
し
て
．
法
律
で
判
決
を

な
す
べ
き
期
間
を
規
定
し
た
り
。
弁
諭
絡
結
後
一
定
期
間
内
に
判
決
を
せ
ず
未

済
の
ま
ま
の
事
件
が
な
い
と
い
う
宣
誓
供
述
書
の
提
出
を
俸
給
受
取
の
要
件
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
軍
　
　
　
（
八
二
九
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

す
る
よ
う
な
手
段
は
い
ず
れ
も
適
切
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
増
員
以
外
に
解
決

の
道
は
な
い
こ
と
を
重
ね
て
強
調
さ
れ
る
。
第
六
節
「
裁
判
の
運
営
確
保
の
立

法
措
置
』
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
侮
辱
の
観
念
の
な
か
つ
た
大
陸
法
系
の

諸
国
で
も
裁
判
運
営
確
保
の
立
法
問
題
に
取
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我

国
で
も
．
民
主
主
義
の
基
本
的
な
裁
判
制
度
の
運
営
確
保
の
た
め
最
少
限
の
刑

法
的
保
護
の
問
題
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
賛
成
で
あ
る
。
私

　
　
ゆ

は
．
も
つ
ぽ
ら
戦
業
裁
判
官
の
み
に
限
定
さ
れ
る
我
国
に
お
い
て
は
．
裁
判
官

に
対
す
る
非
実
力
的
な
圧
迫
は
裁
判
官
の
こ
れ
に
対
す
る
剛
毅
を
信
頼
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
ら
．
一
九
六
〇
年
西
独
刑
法
草
案
四
五
二
条
の
ご
と
く
、
第
一
審

判
決
前
に
官
の
裁
判
を
先
取
り
す
る
仕
方
で
刑
事
手
続
の
将
来
や
証
拠
方
法
の

価
値
を
一
定
の
方
法
で
公
然
と
議
論
し
た
者
を
処
罰
す
る
こ
と
は
不
必
要
で
あ

ろ
5
と
思
う
。
し
か
し
．
実
力
的
圧
迫
か
ら
は
裁
判
官
を
保
護
し
な
け
れ
ぱ
公

正
な
裁
判
は
期
待
し
え
な
い
か
ら
．
同
草
案
三
九
七
条
の
ご
と
く
、
裁
判
所
の

内
部
又
は
一
定
範
囲
の
周
辺
に
お
け
る
集
会
・
集
団
示
威
運
動
な
ど
は
処
罰
の

対
象
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
こ
そ
始
め
て
独
立
の
公
正
な
裁
判
が
期

待
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
第
七
節
「
裁
判
批
判
に
耐
え
う
る
裁
判
官
の
個
性
』
で

は
．
良
心
に
従
い
独
立
し
て
職
権
を
行
い
憲
法
及
び
法
律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る

独
立
し
た
裁
判
官
に
．
裁
判
批
判
に
耐
え
う
る
剛
毅
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。
第
八
節
「
誤
判
に
対
す
る
反
省
と
対
策
』
で
は
、
主
と
し
て
刑
事
事
件

に
つ
き
、
誤
瓢
の
防
止
策
と
し
て
、
ω
誤
判
例
の
公
的
編
纂
．
ω
立
法
措
置
と

し
て
被
告
人
・
弁
護
人
に
検
察
側
所
持
の
資
料
閲
覧
権
を
認
め
る
こ
と
．
㈹
判

例
変
更
の
必
要
あ
る
も
の
と
し
て
、
共
犯
者
の
供
述
は
他
に
補
強
証
拠
で
な
く

て
も
被
告
人
本
人
の
犯
罪
事
実
を
認
定
し
て
有
罪
の
原
因
た
り
う
る
と
す
る
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六
　
　
　
（
八
三
〇
）

高
裁
昭
和
三
五
年
五
月
二
八
日
判
決
（
刑
集
一
二
巻
一
七
一
八
頁
）
を
挙
げ
．
さ

ら
に
誤
判
に
関
す
る
関
心
と
研
究
の
現
状
を
克
明
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
第
九

節
「
事
件
処
理
の
限
界
」
で
は
、
統
計
上
事
件
数
が
す
で
に
我
国
の
場
合
裁
判

官
の
適
正
な
負
担
量
を
は
る
か
に
超
過
し
、
適
正
・
迅
速
な
裁
判
と
い
う
目
的

か
ら
み
て
も
（
世
人
は
榊
年
単
位
で
生
活
す
る
か
ら
．
訴
訟
促
進
の
常
識
的
な
線
は

訴
提
起
よ
り
当
該
審
級
の
判
決
ま
で
一
年
で
あ
る
と
さ
れ
る
）
．
大
幅
な
裁
判
官
数

の
増
加
の
必
要
が
再
度
強
調
さ
れ
る
。
第
十
章
「
裁
判
官
の
法
意
識
』
で
は
、

従
来
犯
罪
者
心
理
学
や
供
述
心
理
学
に
研
究
が
集
中
し
．
裁
判
官
心
理
学
は
あ

ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
か
つ
た
が
（
裁
判
官
は
紛
争
解
決
者
で
あ
る
か
ら
当
事
者

や
供
述
者
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
研
究
・
実
験
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
裁
判
官
の
威
厳
に

か
か
わ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
的
で
、
こ
と
に
旧
憲
法
下
で
は
裁
判
官
は
天
皇
の

裁
判
官
で
あ
つ
た
が
た
め
に
ま
す
ま
す
そ
ラ
で
あ
つ
た
）
、
人
問
裁
判
官
と
し
て
の

側
面
を
強
調
し
て
、
裁
判
官
の
バ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を
解
明
す
れ
ば
．
判
決
の
科

学
的
分
析
を
可
能
に
し
、
裁
判
運
営
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
、
裁
判
予
測
を
可

能
に
し
う
る
と
し
て
、
そ
の
重
要
性
を
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
た

め
に
は
、
裁
判
官
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
先
天
的
・

後
天
的
諸
条
件
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
そ
こ

で
日
本
の
裁
判
官
の
法
意
識
に
つ
い
て
、
そ
の
官
僚
性
と
、
違
憲
法
令
審
査
制

の
確
立
に
伴
う
法
実
証
主
義
の
衰
退
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
四
　
第
三
章
『
裁
判
官
の
法
意
識
の
諸
様
相
」
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
の
法

意
識
研
究
の
総
論
的
な
も
の
と
し
て
、
具
体
的
に
裁
判
官
の
法
意
識
の
諸
相
に

つ
き
論
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
第
一
節
「
裁
判
官
の
個
人
差
と
法
意
識
』
で
は
、
裁

判
官
の
個
人
差
・
裁
判
所
の
地
域
差
を
具
体
的
事
例
を
あ
げ
て
　
（
選
挙
犯
罪
者



に
対
す
る
公
民
権
の
停
止
に
関
す
る
公
選
法
二
五
二
条
皿
の
運
用
率
に
つ
い
て
）
．

そ
れ
が
結
果
的
に
い
ち
じ
る
し
い
法
の
不
公
平
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
は
問

題
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
原
因
探
究
の
た
め
裁
判
官
の
法
意
識
分
析
の
必
要
を

説
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
裁
判
官
の
法
意
識
の
分
析
は
、
か
か
る
個
人
差
・
地
域

差
の
存
在
し
な
い
場
合
で
も
、
裁
判
の
適
正
確
保
の
た
め
に
絶
対
に
必
要
な
も

の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
第
二
節
で
は
「
裁
判
官
の
法
意
識
の
分
析
の
方
法

を
、
裁
判
官
の
判
決
を
決
定
づ
け
て
い
る
経
済
的
・
社
会
的
・
心
理
的
諸
要
素

か
ら
こ
れ
を
検
討
す
る
ア
メ
リ
カ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
法
学
や
、
フ
ロ
イ
ド
の
精
神

分
析
学
の
導
入
に
よ
り
法
意
識
の
分
析
を
し
よ
う
と
す
る
ラ
ス
ウ
ェ
ル
の
方
法

を
例
に
と
り
な
が
ら
、
述
べ
て
い
る
。
第
三
節
で
は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
帝

政
時
代
か
ら
ひ
き
つ
づ
き
裁
判
官
の
職
に
あ
つ
た
『
ド
イ
ッ
の
裁
判
官
の
法
意

識
』
が
極
め
て
保
守
的
で
あ
つ
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
事
情
の
類
似
す
る
我
新

憲
法
下
の
裁
判
官
の
法
意
識
の
分
析
に
一
つ
の
示
唆
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
第

四
節
で
は
、
若
干
の
具
体
的
な
民
事
判
決
か
ら
、
「
民
事
事
件
に
お
け
る
裁
判

官
の
法
意
識
』
の
一
断
面
を
分
析
さ
れ
る
。

　
五
　
第
五
章
「
民
事
裁
判
の
動
向
』
に
お
い
て
は
、
第
三
節
『
終
戦
後
の
民

事
事
件
の
処
理
に
お
け
る
特
色
』
で
．
裁
判
官
の
法
意
識
研
究
の
各
論
の
一
部

と
し
て
．
判
例
に
現
わ
れ
た
と
こ
ろ
お
よ
び
裁
判
の
実
際
か
ら
、
民
事
裁
判
に

お
け
る
裁
判
官
の
法
意
識
を
分
析
さ
れ
．
旧
憲
法
下
の
裁
判
官
と
比
較
し
て
、

以
下
の
諸
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
．
違
憲
立
法
審
査
制
の
確

立
に
よ
り
司
法
過
程
の
非
機
械
的
機
能
に
つ
い
て
の
裁
判
官
の
認
識
が
．
し
た

が
つ
て
そ
の
創
造
的
・
自
主
的
活
動
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
、
こ
れ
と
の
関
係

で
、
上
告
理
由
と
し
て
憲
法
違
反
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
り
、
民
事
上

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

告
事
件
で
も
判
決
理
由
中
に
憲
法
解
釈
論
が
多
く
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ

と
、
下
級
審
判
例
集
の
刊
行
は
下
級
審
裁
判
官
の
意
欲
的
・
自
主
的
活
動
を
促

し
、
従
来
の
通
説
・
判
例
の
線
か
ら
離
れ
る
下
級
審
判
決
を
多
く
も
た
ら
す
よ

5
に
な
つ
た
こ
と
、
国
税
徴
収
法
上
の
差
押
に
際
し
差
押
え
ら
れ
た
債
権
の
第

三
債
務
者
の
相
殺
の
効
力
を
肯
定
し
た
最
高
裁
昭
和
二
七
年
五
月
六
日
の
判
決

を
例
に
と
り
、
憲
法
に
お
け
る
国
民
主
権
の
確
立
に
と
も
な
い
国
家
至
上
主
義

の
退
潮
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
判
決
が
平
易
化
し
た
こ
と
、
法
理
論
よ
り
む
し
ろ

そ
れ
を
決
定
づ
け
る
裁
判
官
の
実
践
的
意
図
が
明
確
に
く
み
と
れ
る
判
例
が
多

い
こ
と
．
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
．

　
六
　
第
四
章
は
．
裁
判
官
の
法
創
造
性
を
肯
定
し
た
う
え
で
．
『
裁
判
の
予

測
』
に
つ
い
て
．
裁
判
予
測
論
の
歴
史
的
発
展
、
裁
判
予
測
の
必
要
と
さ
れ
る

根
拠
、
そ
の
可
能
性
と
限
界
、
そ
の
資
料
と
し
て
の
判
例
の
利
用
価
値
等
の
問

題
を
検
討
さ
れ
る
。

　
三
権
分
立
理
論
の
成
立
に
と
も
な
い
、
ま
ず
ベ
ソ
タ
ム
に
よ
り
法
的
安
定
性

の
立
場
か
ら
裁
判
官
の
法
創
造
性
が
否
定
さ
れ
、
裁
判
官
を
自
動
判
決
機
と
み

る
よ
う
に
な
る
と
．
裁
判
予
測
の
理
論
が
う
ま
れ
．
こ
れ
に
対
し
て
．
イ
エ
ー

リ
ン
グ
が
「
法
に
お
け
る
目
的
」
の
な
か
で
判
決
機
械
論
に
反
対
し
、
裁
判
官

の
法
創
造
性
を
強
調
。
こ
れ
が
カ
γ
ト
ロ
ヴ
ィ
チ
を
経
て
ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
に
受

継
が
れ
、
こ
と
に
前
者
は
判
決
予
測
の
不
可
能
な
こ
と
を
説
い
た
の
に
対
し
て
、

ア
メ
リ
カ
で
は
今
β
判
決
予
測
理
論
が
さ
か
ん
に
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
裁
判
官
の
創
造
的
性
格
を
認
め
る
立
場
を
と
る
に
し

て
も
（
著
者
自
身
こ
の
立
場
を
と
ら
れ
て
い
る
が
）
、
『
判
決
を
分
析
し
．
抽
象
化

し
て
普
遍
的
な
価
値
判
断
を
析
出
し
、
こ
の
価
値
判
断
が
、
い
か
な
る
社
会
的
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介
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価
値
に
役
立
つ
て
い
る
か
．
そ
れ
は
ま
た
上
位
の
価
値
体
系
の
い
か
な
る
地
位

を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
．
上
位
の
価
値
体
系
は
い
か
な
る
利
害
を
反
映
す
る

か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
．
裁
判
官
が
将
来
与
え
る
で
あ
ろ
う
価
値

判
断
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
さ
れ
．
判
例
が
実
定
法
と
な
ら
ん
で
裁

判
予
測
の
資
料
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
事
実
認
定
が
主
に
な
る
事
実
審
裁
判
所

の
判
決
予
測
は
極
め
て
困
難
と
さ
れ
る
。
』

　
七
、
第
六
章
「
裁
判
の
批
判
－
裁
判
官
の
心
理
と
法
理
』
で
は
、
こ
れ
ま

で
の
処
で
検
討
さ
れ
た
諸
点
を
具
体
的
に
最
近
の
著
名
な
五
つ
の
裁
判
例
を
通

し
て
（
第
一
次
・
第
二
次
国
会
乱
闘
事
件
・
砂
川
事
件
第
一
審
判
決
・
砂
川
事
件
上

告
審
判
決
・
松
川
事
件
差
戻
審
判
決
）
考
察
さ
れ
て
い
る
．
こ
こ
で
は
と
く
に
簾

孟
節
『
砂
川
事
件
上
告
審
判
決
の
批
判
』
に
お
け
る
著
者
の
主
張
を
紹
介
し
て

み
た
い
．
著
者
は
．
『
世
の
と
う
と
う
た
る
憲
法
軽
視
の
環
境
の
下
に
お
い
て
．

民
主
主
義
国
家
の
最
後
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
．
最
高
裁
で
あ
り
．

最
高
裁
が
、
憲

法
の
番
人
で
あ
る
と
い
う
意
欲
と
気
魂
鵜
徹
し
．
そ
れ
が
判
決
自
体
に
お
い
て

現
実
に
確
保
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
．
民
主
主
義
体
制
の
根
幹
が
あ
り
．
最
も

重
要
な
礎
石
が
あ
る
』
と
す
る
立
場
か
ら
、
最
高
裁
が
砂
川
事
件
上
告
審
判
決

に
お
い
て
示
し
た
意
欲
と
態
度
に
徴
し
、
憲
法
の
番
人
で
あ
る
と
い
う
最
も
重

大
な
使
命
を
達
成
し
え
た
か
否
か
、
さ
ら
に
最
高
裁
に
憲
法
解
釈
の
態
度
と
し

て
い
か
な
る
も
の
を
望
む
べ
き
か
を
検
討
す
る
。
上
告
審
判
決
が
．
伊
達
判
決

の
弱
点
で
あ
る
．
憲
法
三
一
条
と
刑
事
特
別
法
二
条
と
の
解
釈
の
点
で
す
で
に

原
判
決
が
違
法
で
あ
り
、
検
察
官
の
上
告
が
理
由
が
あ
る
以
上
、
憲
法
九
条
の

戦
力
問
題
そ
の
他
の
論
点
を
回
避
し
て
原
判
決
を
破
棄
す
る
と
い
う
安
易
な
途

を
と
ら
な
か
つ
た
点
で
、
最
高
裁
の
憲
法
の
番
人
た
ら
ん
と
す
る
意
欲
を
認
め
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ら
れ
る
．
そ
こ
で
．
か
か
る
最
高
裁
の
意
欲
は
認
め
る
と
し
て
実
際
に
そ
れ
が

ど
の
程
度
具
体
化
さ
れ
て
い
る
か
を
問
題
に
さ
れ
、
検
討
さ
れ
て
い
る
。
右
判

決
の
多
数
意
見
が
「
同
条
二
項
が
い
わ
ゆ
る
自
衛
の
た
め
の
戦
力
の
保
持
を
も

禁
じ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
』
駐
留
軍
に
対
し
我
国
が
指
揮
権
・

管
理
権
を
も
た
な
い
か
ら
同
軍
は
憲
法
九
条
に
禁
止
さ
れ
た
戦
力
で
は
な
い
と

し
て
い
る
が
．
こ
の
判
断
は
．
自
衛
の
た
め
の
戦
力
不
保
持
を
二
項
が
規
定
す

る
か
否
か
の
点
の
判
断
を
回
避
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
点
で
こ
の
判
決
で
最
高

裁
が
一
応
の
任
務
を
は
た
し
た
と
は
い
え
な
い
と
評
価
さ
れ
る
。
私
見
に
よ
れ

ば
、
第
二
項
が
自
衛
の
場
合
も
含
む
か
否
か
の
判
断
は
、
駐
留
軍
が
我
国
の
軍

隊
で
は
な
い
こ
と
か
ら
そ
の
違
憲
性
を
否
定
す
る
場
合
不
必
要
で
あ
る
（
英
米

法
に
い
わ
ゆ
る
傍
論
に
あ
た
る
）
。
仮
り
に
駐
留
軍
の
駐
留
を
認
め
る
こ
と
淋
我

国
が
軍
隊
を
も
つ
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
．
自
衛
の
た
め
の
軍
備

が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
を
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
紛

争
の
解
決
を
目
標
と
す
る
司
法
の
性
質
上
い
た
ず
ら
に
不
必
要
な
法
律
問
題
に

立
入
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

　
さ
ら
に
こ
の
判
決
が
条
約
の
不
可
審
査
性
に
つ
き
統
治
行
為
の
理
論
を
導
入

し
．
そ
の
違
憲
性
の
判
断
を
国
民
の
政
治
的
批
判
に
ま
か
せ
る
べ
き
で
あ
る
と

い
う
点
を
次
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
裁
判
官
の
国
民
審

査
制
の
下
で
は
．
統
治
行
為
を
違
憲
審
査
権
の
範
囲
外
に
お
く
こ
と
は
、
国
の

重
大
事
項
に
つ
き
最
高
裁
の
憲
法
判
断
を
許
さ
な
い
こ
と
に
な
り
．
国
民
審
査

の
重
要
な
判
断
資
料
を
国
民
か
ら
う
ぱ
い
、
国
民
審
査
を
無
意
味
に
し
て
し
ま

う
。
統
治
行
為
の
観
念
は
理
論
的
に
は
司
法
権
の
本
質
的
制
約
で
は
な
く
、
裁

判
所
が
政
治
的
渦
中
に
ま
き
こ
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
い
5
政
策
的
考
慮
に
も
と



づ
く
裁
判
所
の
権
限
の
自
己
抑
制
で
．
政
策
的
制
約
で
あ
る
。
我
国
で
は
裁
判

所
に
よ
り
基
本
的
人
権
が
守
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
記
の
政
策
的
考
慮
よ

り
、
国
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
平
和
の
維
持
の
た
め
．
統
治
行
為
概
念
を

否
定
し
．
違
憲
審
査
権
が
縮
少
さ
れ
な
い
よ
う
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
塵
る
。
そ

し
て
さ
ら
に
、
統
治
行
為
に
つ
い
て
は
国
民
の
批
判
に
ま
つ
べ
き
で
あ
る
と
す

る
見
解
に
反
対
さ
れ
、
最
高
裁
が
統
治
行
為
に
つ
い
て
も
憲
法
判
断
を
く
だ
し
、

政
府
と
最
高
裁
の
意
見
が
双
方
並
ん
で
始
め
て
国
民
は
正
確
な
政
治
的
批
判
を

な
し
う
る
よ
う
に
な
る
．
政
府
の
憲
法
判
断
の
み
で
は
国
民
は
政
治
的
に
こ
れ

を
充
分
批
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
の
た
め
に
も
統
治
行
為
理
論
の
導
入

は
さ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

　
私
見
に
よ
れ
ば
、
統
治
行
為
を
含
め
て
す
べ
て
の
具
体
的
事
件
に
積
極
的
に

判
断
を
下
し
て
始
め
て
憲
法
の
番
人
と
し
て
最
高
裁
の
裁
判
官
が
適
格
で
あ
る

か
否
か
国
民
審
査
の
判
断
素
材
が
で
き
る
と
す
る
点
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
け
だ
し
、
統
治
行
為
を
認
め
る
な
ら
ば
、
統
治
行
為
を
除
く
事
項
に
つ
い

て
の
判
断
を
国
民
審
査
の
対
象
と
す
べ
き
な
の
で
あ
る
　
（
そ
れ
以
外
の
点
で
も

憲
法
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
》
。
ま
た
．
最
高
裁
の
判
断
と
政
府
の
判
断
が

並
ん
だ
場
合
国
民
は
政
治
的
に
よ
り
正
し
い
判
断
を
な
し
う
る
の
は
確
か
で
あ

る
に
し
て
も
、
政
府
の
憲
法
解
釈
し
か
存
し
な
い
場
合
で
も
こ
れ
を
正
し
く
批

判
し
え
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
を
並
べ
る
こ
と
を
強
調
す
る
あ
ま
り
統
治

行
為
理
論
を
否
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
問
題
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
．
統
治
行
為

理
論
は
司
法
制
度
の
政
策
的
制
約
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
．
政
策
的
制
約
は
同
時

に
本
質
的
制
約
に
な
つ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
ぱ
あ
る
ま
い
か
．
統
治
行
為

理
論
を
認
め
る
か
否
か
は
も
つ
と
別
の
観
点
か
ら
検
討
さ
る
べ
き
問
題
の
よ
う

　
　
　
　
紹
介
と
批
評

に
考
え
る
。

　
さ
て
、
著
者
は
さ
ら
に
最
高
裁
の
憲
法
解
釈
に
つ
き
以
下
の
若
干
の
諸
点
を

強
く
要
望
さ
れ
て
い
る
。
ω
憲
法
が
制
定
さ
れ
た
当
時
の
高
遭
な
理
想
と
精
神

を
第
“
義
と
し
て
憲
法
を
解
釈
し
、
憲
法
の
解
釈
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
政
府

の
政
策
論
や
現
実
に
妥
協
し
た
判
断
を
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
点
。
こ
と
に

我
国
の
憲
法
が
硬
性
憲
法
で
あ
る
関
係
上
異
論
が
あ
ろ
う
が
、
賛
成
で
あ
る
。

㈲
田
中
長
官
の
『
駐
留
と
い
う
事
実
が
存
在
す
る
以
上
は
、
そ
の
事
実
を
尊
重

し
、
こ
れ
に
対
し
て
適
当
な
保
護
の
途
を
講
ず
る
こ
と
は
、
立
法
政
策
上
十
分

是
認
で
き
る
』
と
す
る
補
足
意
見
に
つ
き
、
既
定
事
実
の
尊
重
を
あ
ま
り
重
視

す
る
と
．
政
府
の
既
定
事
実
の
積
重
ね
に
よ
り
、
平
和
主
義
の
理
想
が
無
視
さ

れ
る
の
で
好
ま
し
く
な
い
と
し
て
反
対
さ
れ
る
。
⑳
純
司
法
的
機
能
を
そ
の
使

命
と
す
る
司
法
裁
判
所
』
た
る
性
格
を
強
調
す
る
あ
ま
り
．
憲
法
解
釈
に
際
し

て
、
党
派
的
意
味
に
お
い
て
で
ぱ
な
く
、
政
策
形
成
の
意
味
で
政
治
的
機
関
た

る
性
格
を
も
も
つ
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
。
⇔
違
憲
判
断
が
既
定
事

実
に
修
正
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
生
じ
る
混
乱
を
考
慮
す
る
あ
ま
り
、
違
憲
判

断
に
ち
ゆ
う
ち
よ
す
る
こ
と
な
く
、
勇
断
を
も
つ
て
の
ぞ
む
こ
と
．
い
ず
れ
も

賛
成
で
あ
る
．

　
八
　
第
七
章
『
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
の
裁
判
と
世
論
ー
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和

国
に
お
け
る
裁
判
官
の
法
意
識
の
分
析
ー
』
で
は
、
裁
判
の
批
判
は
．
裁
判

が
人
間
た
る
裁
判
官
に
よ
り
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
。
裁
判
の
公
正
の
確

保
の
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
が
．
係
属
中
の
事
件
の
批
判
な
ど
広
義
の
裁

判
批
判
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
て
．
裁
判
批
判
を
め
ぐ

る
情
勢
が
我
国
の
現
在
と
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
国
に
お
い
て
類
似
し
て
い
る
処
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
　
（
八
三
三
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

ら
．
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
K
お
け
る
裁
判
・
そ
の
批
判
・
そ
の
統
制
の
問
題
に

つ
い
て
考
察
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　
九
　
最
後
に
第
八
章
で
「
各
国
の
裁
判
制
度
の
動
向
ー
各
国
の
裁
判
官
の

法
的
環
境
ー
』
を
検
討
紹
介
さ
れ
る
。

　
十
　
以
上
で
本
書
の
大
凡
の
内
容
を
紹
介
し
た
。

　
本
書
中
に
は
．
著
者
自
身
の
立
場
か
ら
か
な
り
詳
細
に
裁
判
官
の
あ
り
方
を

追
求
し
．
且
つ
成
功
し
た
部
分
も
あ
る
し
　
（
例
え
ば
第
六
章
）
．
今
後
の
研
究

　
　
　
’

の
方
向
を
示
す
に
と
ど
ま
る
序
論
的
部
分
も
あ
る
し
（
例
え
ば
第
三
・
四
章
な

ど
）
．
論
証
が
不
充
分
と
思
わ
れ
る
部
分
（
例
え
ば
第
二
章
一
〇
節
の
三
）
も
あ

る
し
．
幾
多
の
論
稿
を
一
冊
に
ま
と
め
た
た
め
重
複
す
る
部
分
も
あ
る
。
し
か

し
．
全
般
的
に
豊
富
な
文
献
と
資
料
を
充
分
に
駆
使
さ
れ
．
多
く
の
有
益
な
提

案
と
解
釈
を
随
所
に
展
開
さ
れ
．
従
来
ほ
と
ん
ど
未
開
拓
の
こ
の
分
野
の
研
究

を
一
歩
前
進
せ
し
め
た
と
い
う
点
で
、
本
書
の
前
記
目
的
を
か
な
り
達
成
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
．
そ
の
意
味
で
本
書
の
価
値
は
高
く
評
価
さ
れ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。
（
一
粒
社
八
五
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
　
明
）

一
二
〇

（
八
三
四
）


