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固
囲
非
常
勤
裁
判
官
（
調
停
官
）
制
度
の
導
入
所
感

石

1

明

非常勤裁判官（調停官）制度の導入所感

一
　
序
　
説

　
第
一
五
六
通
常
国
会
に
お
い
て
、
非
常
勤
裁
判
官
制
度
を
創
設
す

る
た
め
の
民
事
調
停
法
及
び
家
事
審
判
法
の
一
部
改
正
を
含
む
「
司

法
制
度
改
革
の
た
め
の
裁
判
所
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
が

可
決
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
一
月
か
ら
実
施
さ
れ
た
。

　
こ
の
制
度
の
目
的
に
つ
い
て
最
高
裁
と
日
弁
連
と
の
「
弁
護
士
修

習
等
に
関
す
る
協
議
会
（
二
〇
〇
二
年
八
月
二
三
日
）
」
に
お
い
て

な
さ
れ
た
合
意
「
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

（
弁
護
士
修
習
等
に
関
す
る
協
議
会
の
協
議
の
取
り
ま
と
め
）
」
（
「
自

由
と
正
義
」
五
四
巻
八
号
、
二
〇
〇
三
年
八
月
号
九
五
頁
参
照
）
は

以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
川
達
雄

「
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
創
設
」
自
由
と
正
義
・
前
掲
号
八
七
頁
以

下
参
照
）
。

　
す
な
わ
ち
「
裁
判
官
の
給
源
の
多
様
化
・
多
元
化
を
図
り
、
二
一

世
紀
の
我
が
国
に
お
け
る
司
法
を
担
う
質
の
高
い
裁
判
官
を
安
定
的

に
確
保
す
る
た
め
、
弁
護
士
か
ら
の
裁
判
官
任
官
を
大
幅
に
拡
大
す

る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
と
と
も
に
、
司
法
制

度
を
よ
り
利
用
し
や
す
く
、
わ
か
り
や
す
く
、
頼
り
が
い
の
あ
る
も

の
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
面
民
事
調
停
事
件
及
び
家
事

調
停
事
件
の
分
野
に
、
弁
護
士
が
非
常
勤
の
形
で
調
停
主
任
又
は
家

事
審
判
官
た
る
裁
判
官
と
同
等
の
立
場
で
調
停
手
続
を
主
催
す
る
制

度
（
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
裁
判
官
制
度
）
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、

弁
護
士
か
ら
常
勤
裁
判
官
へ
の
任
官
（
い
わ
ゆ
る
弁
護
士
任
官
）
を

促
進
す
る
た
め
の
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
併
せ
て
調
停
手
続

を
よ
り
一
層
充
実
・
活
性
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」

　
こ
の
文
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
民
事
・
家
事
の
調
停
の
分
野
に
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お
い
て
弁
護
士
を
民
事
調
停
官
、
家
事
調
停
官
と
す
る
目
的
は
二
点

に
求
め
ら
れ
る
。
第
一
は
、
弁
護
士
任
官
促
進
の
環
境
整
備
で
あ
り
、

第
二
は
調
停
手
続
の
充
実
と
活
性
化
で
あ
る
。
こ
の
民
事
調
停
官
・

家
事
調
停
官
と
い
う
法
律
上
（
民
事
調
停
法
一
部
改
正
法
二
三
条
の

二
以
下
、
お
よ
び
家
事
審
判
法
一
部
改
正
法
二
六
条
の
二
以
下
）
の

名
称
は
そ
れ
と
し
て
、
最
高
裁
と
日
弁
連
と
の
間
で
は
こ
れ
ら
を
総

称
し
て
「
非
常
勤
裁
判
官
」
と
呼
称
す
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
も

の
と
す
る
旨
の
確
認
が
あ
る
と
い
わ
れ
、
現
に
上
記
合
意
書
中
で
も

「
い
わ
ゆ
る
非
常
勤
裁
判
官
」
と
い
う
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
新
し
く
創
設
さ
れ
た
調
停
官
制
度
に
つ
い

て
若
干
の
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
と
考
え
る
。

二
　
裁
判
官
の
員
数
不
足
と
調
停
官
制
度

　
既
述
の
ご
と
く
、
調
停
官
制
度
の
導
入
は
二
つ
の
目
的
を
も
つ
と

い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
二
つ
の
目

的
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
程
度
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、

よ
り
実
質
的
間
題
は
裁
判
官
の
絶
対
数
の
不
足
を
い
か
に
補
う
か
と

い
う
点
に
あ
る
。

　
裁
判
官
の
不
足
と
い
う
事
態
が
な
い
限
り
は
、
換
言
す
れ
ば
、
現

在
の
小
さ
す
ぎ
る
司
法
か
ら
適
正
規
模
へ
の
司
法
へ
の
転
換
が
な
さ

れ
る
限
り
は
、
調
停
官
と
い
う
制
度
を
設
け
る
必
要
性
は
そ
れ
ほ
ど

大
き
い
と
は
い
え
な
い
。
特
に
調
停
の
活
性
化
と
い
う
点
で
は
裁
判

官
の
数
が
調
停
の
事
件
数
の
増
加
に
十
分
対
応
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で

増
え
れ
ば
活
性
化
の
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
本
質
的
な
問
題
で
は
な
く
十

分
に
解
決
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判
官
を
調
停
主
任
に
据
え
る
と

い
う
現
行
の
制
度
は
A
D
R
の
な
か
で
も
調
停
が
裁
判
所
付
設
型
で

あ
る
が
故
に
他
の
A
D
R
と
比
較
し
て
そ
の
社
会
的
信
用
を
維
持
し

う
る
と
い
う
点
で
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
調
停
主
任
を
裁

判
官
で
は
な
く
、
調
停
官
に
委
ね
、
法
律
上
調
停
官
は
裁
判
官
で
は

な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
高
裁
と
日
弁
連
と
の
合
意
に
よ
り
こ
れ

を
裁
判
官
と
称
す
る
と
い
う
取
扱
い
を
容
認
す
る
と
い
う
の
は
、
誤

解
を
招
き
や
す
い
（
そ
れ
は
決
し
て
よ
い
表
現
で
は
な
い
が
、
非
常

勤
裁
判
官
と
称
す
る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
一
般
の
国
民
に
調
停
官

が
裁
判
官
で
あ
る
の
だ
か
ら
信
用
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
誤
解
を
与

え
る
）
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
調
停
官
を
裁

判
官
と
呼
ば
な
い
の
は
そ
れ
を
裁
判
官
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
憲
法

上
の
疑
義
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
を
前

記
両
者
の
合
意
に
よ
っ
て
裁
判
官
と
称
す
る
こ
と
に
大
き
な
疑
問
を

感
じ
る
と
い
え
ば
そ
れ
は
言
い
過
ぎ
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在

（
本
稿
執
筆
時
－
以
下
同
じ
）
の
と
こ
ろ
裁
判
官
数
の
絶
対
的
不
足
、

し
た
が
っ
て
調
停
主
任
に
な
る
裁
判
官
数
の
不
足
か
ら
調
停
期
日
の

90



非常勤裁判官（調停官）制度の導入所感

全
て
に
調
停
主
任
た
る
裁
判
官
が
出
席
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
る
が
ゆ
え
に
通
常
の
期
日
は
調
停
主
任
抜
き
の
調
停
委
員
会
が

調
停
手
続
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。
調
停
手
続
は
調
停
委
員
会
に
よ

る
の
で
あ
っ
て
、
調
停
委
員
会
は
調
停
主
任
を
最
も
重
要
な
構
成
要

素
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
調
停
主
任
の
出
席
し
な
い
ま
ま
に

（
し
か
も
そ
れ
を
常
態
と
し
て
）
進
め
ら
れ
る
調
停
手
続
は
本
来
違

法
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
違
法
状
態
の
下
で
調
停
が
進

め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
誰
も
異
常
性
を
感
じ
る

こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
当
事
者
も
代
理
人
も
調
停
委
員
も
、
さ
ら
に

は
裁
判
所
も
こ
れ
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
特
段
の
異
論
を
は
さ
ま
な
い
。

逆
に
言
う
と
、
た
と
え
素
人
た
る
調
停
委
員
を
調
停
委
員
会
に
加
え

た
と
し
て
も
裁
判
官
た
る
調
停
主
任
は
民
意
を
反
映
し
な
い
程
度
に

柔
軟
性
を
欠
く
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
活

性
化
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
さ
す
が
に
司
法
関
係
者
が
こ
の
異
常
性

を
敏
感
に
感
知
し
て
調
停
官
制
度
を
立
法
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
調
停
官
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
調
停
主
任
抜
き
で
調
停
を
進

め
る
と
い
う
従
来
の
違
法
な
慣
行
は
除
か
れ
る
も
の
の
、
裁
判
官
が

調
停
主
任
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
調
停
に
対
す
る

社
会
的
信
用
が
そ
の
ま
ま
護
り
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
と
い
う
点
で
疑
義
が
生
じ
て
く
る
。
あ
と
は
、
わ
ず
か
に
、
調

停
官
は
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
厳
格
な
要
件
と
審
査
の
下
に
任
命
さ

れ
る
と
い
う
点
に
、
そ
の
信
用
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
と
に
希
望
を

繋
ぐ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
任
命
に
あ
た
っ
て
、
調
停
官
の
資

格
や
選
任
要
件
を
厳
格
に
し
、
非
常
勤
裁
判
官
の
中
立
性
に
つ
い
て

問
題
視
さ
れ
る
地
域
密
着
性
と
同
じ
問
題
に
対
す
る
配
慮
な
ど
を
、

調
停
官
の
職
務
執
行
に
あ
た
っ
て
の
除
斥
・
忌
避
・
回
避
等
の
制
度

を
通
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
訴
訟
に
つ
い
て
非
常
勤
裁
判
官
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

調
停
主
任
と
し
て
裁
判
官
に
非
ざ
る
調
停
官
の
制
度
が
導
入
さ
れ
た

と
い
う
に
止
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
最
高
裁
と
日
弁
連
が
調
停
官
を

非
常
勤
裁
判
官
と
呼
ぶ
こ
と
に
合
意
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
こ

れ
を
も
っ
て
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
導
入
と
称
す
る
こ
と
は
適
切
で

は
な
い
。
そ
う
称
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
調
停
に
つ
い
て
本
来
の

非
常
勤
裁
判
官
制
度
が
導
入
さ
れ
た
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
誤
解

を
与
え
る
。
法
律
上
「
調
停
官
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

何
故
、
前
記
両
者
の
合
意
に
よ
り
「
非
常
勤
裁
判
官
」
と
称
し
う
る

の
か
私
に
は
不
明
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
を
好
ま
し
く
な
い
呼
称
で
あ

る
も
の
と
考
え
る
。

　
あ
る
い
は
関
係
者
は
、
こ
の
調
停
官
制
度
の
導
入
を
、
将
来
に
向

け
て
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
導
入
に
向
け
た
第
一
歩
と
位
置
づ
け
る

た
め
に
こ
の
呼
称
を
用
い
た
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
私
見
は
そ
れ

を
心
情
的
に
理
解
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
裁
判
官
と
調
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停
官
と
の
間
に
乗
り
越
え
え
な
い
障
壁
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

調
停
官
を
非
常
勤
裁
判
官
と
い
う
よ
う
な
、
曖
昧
な
名
称
を
用
い
る

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
、

最
高
裁
と
日
弁
連
の
間
で
こ
の
点
に
つ
い
て
合
意
が
成
立
し
た
こ
と

に
反
対
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
調
停
官
を
非
常
勤
裁
判
官
と
称
す

る
こ
と
は
宜
し
く
な
い
。
裁
判
官
は
同
じ
法
的
紛
争
に
つ
い
て
裁
判

に
よ
る
解
決
を
主
た
る
使
命
と
す
る
の
に
対
し
、
調
停
官
は
裁
判
を

主
た
る
目
的
と
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
日
弁
連
は
、
本
来
の
非
常
勤
裁
判
官
制
度
を
提
唱
し
た
当
初
か
ら
、

こ
れ
を
憲
法
上
の
裁
判
官
制
度
の
一
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と

を
主
張
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
、
報
酬
、
懲
戒
、

任
期
等
の
点
に
お
い
て
憲
法
上
の
問
題
点
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
と

の
姿
勢
を
崩
さ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
日
弁
連
は
、
そ
の
ま
ま
憲
法
問

題
の
議
論
に
す
す
め
ば
、
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
創
設
に
向
け
た
具

体
的
な
議
論
に
は
い
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
こ
と

に
鑑
み
て
、
憲
法
論
に
入
っ
て
具
体
的
な
制
度
創
設
の
機
会
を
逸
す

る
よ
り
は
、
ま
ず
調
停
官
制
度
を
立
ち
上
げ
て
、
実
績
を
積
み
重
ね

る
中
で
憲
法
論
の
解
決
の
道
を
切
り
開
い
て
制
度
の
発
展
を
期
す
る

の
が
得
策
で
あ
る
と
考
え
て
、
憲
法
上
の
議
論
に
は
入
ら
ず
、
調
停

事
件
の
分
野
に
お
け
る
調
停
官
制
度
の
具
体
的
な
制
度
設
計
に
向
け

て
議
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
今
回
の

制
度
に
お
け
る
非
常
勤
裁
判
官
は
憲
法
上
の
裁
判
官
で
は
な
く
（
こ

の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
小
川
達
雄
・
前
掲
論
文
九
〇
頁
）
、
裁

判
所
に
属
す
る
非
常
勤
国
家
公
務
員
と
し
て
の
地
位
に
立
つ
こ
と
に

な
っ
た
。
し
か
し
、
裁
判
官
と
い
う
の
は
本
来
、
法
律
上
の
紛
争
を

司
法
判
断
を
下
す
こ
と
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
を
そ
の
使
命
と
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
調
停
官

は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
裁
判
官
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
調
停
官
は
、
中
立
・
独
立
の
立
場
で
調
停
に
よ
る
紛
争

解
決
に
あ
た
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
は
「
裁
判
官
と
同
等

の
立
場
で
調
停
手
続
を
主
宰
す
る
」
地
位
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
常
勤
裁
判
官
は
「
独
立
し
て
そ
の
職

権
を
行
う
」
こ
と
が
法
律
上
明
記
さ
れ
（
改
正
民
調
法
二
三
条
の
三
、

三
項
、
改
正
家
審
法
二
六
条
の
三
、
三
項
）
、
一
定
の
法
定
事
由
に

該
当
す
る
ほ
か
は
「
そ
の
意
に
反
し
て
解
任
さ
れ
な
い
」
も
の
と
さ

れ
る
ほ
か
、
除
斥
等
に
つ
い
て
も
裁
判
官
の
場
合
と
同
等
の
扱
い
が

な
さ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
（
改
正
家
事
審
判
法
二
六
条
の

三
、
四
項
）
。

　
調
停
官
制
度
の
導
入
は
裁
判
官
の
職
務
の
純
化
を
図
る
も
の
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
近
時
の
手
続
法
の
革
新

（
新
民
事
訴
訟
法
・
民
事
執
行
法
等
）
を
通
し
て
従
来
裁
判
官
の
職

権
と
さ
れ
た
事
項
が
書
記
官
に
移
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
い
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ず
れ
も
裁
判
官
に
本
来
の
裁
判
事
務
に
専
念
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で

裁
判
官
職
務
の
純
粋
化
現
象
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
時
ド
イ
ツ

で
も
裁
判
官
の
職
権
と
さ
れ
た
事
項
が
司
法
補
助
官
の
職
権
に
移
さ

れ
て
き
て
い
る
。
強
制
執
行
に
お
け
る
財
産
開
示
に
関
す
る
債
務
者

の
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
司
法
補
助
官
の
職
務
と
し
た
こ
と
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
調
停
は
紛
争
解
決
手
段
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

れ
が
適
正
に
行
わ
れ
な
い
限
り
調
停
制
度
に
対
す
る
信
頼
は
失
わ
れ

る
こ
と
に
な
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
安
易
に
調
停
官
制
度
を
導
入
し

て
、
紛
争
の
解
決
を
調
停
官
を
調
停
主
任
と
す
る
調
停
委
員
会
に
委

ね
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
否
か
疑
問
で
あ
る
よ
う
に

思
う
。

　
こ
の
問
題
点
を
避
け
る
方
法
は
二
つ
し
か
な
い
。
第
一
は
、
適
正

規
模
の
司
法
に
向
け
て
裁
判
官
の
員
数
を
増
や
し
、
調
停
主
任
を
裁

判
官
と
す
る
に
足
る
十
分
な
員
数
を
確
保
す
る
こ
と
、
第
二
は
、
調

停
官
の
選
任
基
準
を
厳
格
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
恒
久
的
対
策
と
し

て
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
第
一
の
方
法
を
ま
ず
も
っ
て
模
索
す
る
こ

と
が
重
要
な
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三
　
弁
護
士
任
官
制
度
は
活
性
化
す
る
か

　
弁
護
士
か
ら
の
裁
判
官
任
官
者
の
数
は
、
こ
こ
二
〇
年
間
で
四
三

名
に
止
ま
る
と
い
う
（
平
成
一
五
年
五
月
一
六
日
、
衆
議
院
法
務
委

員
会
に
お
け
る
中
山
最
高
裁
判
所
長
官
代
理
者
の
発
言
）
。
こ
れ
は

弁
護
士
任
官
制
度
が
い
か
に
活
用
さ
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

示
す
数
字
で
あ
る
。
私
は
裁
判
に
民
意
を
反
映
す
る
最
善
の
方
法
の

一
つ
は
弁
護
士
任
官
制
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
調
停
官
制
度
は
弁
護
士
任
官
制
を
促
進
す
る
要
因
に
な

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
弁
護
士
が
調
停
官
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
弁

護
士
が
裁
判
所
の
内
部
事
情
に
通
じ
任
官
が
促
進
さ
れ
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
逆
に
裁
判
所
側
は
弁
護
士
が
調
停
官
を
務
め
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
調
停
官
た
る
弁
護
士
の
能
力
、
人
格
を
知
る
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
が
任
官
促
進
に
つ
な
が
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
任
官
促
進
要

素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と

は
認
め
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
弁
護
士
任
官
制
を
妨
げ
て
い
る
大
き
な
要
素
は
既

に
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
他
に
あ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
そ
の
要
素
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
法
人
化
を

も
含
め
た
弁
護
士
事
務
所
の
あ
り
方
、
収
入
、
弁
護
士
の
数
、
そ
の
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他
の
諸
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
重
要
問
題
を
解
決
し

な
い
限
り
、
調
停
官
制
度
は
弁
護
士
任
官
制
を
機
能
化
さ
せ
る
た
め

の
本
質
的
な
解
決
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
法
科
大
学
院
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
実
務
法
曹
の
人
口
が
増
加
す

る
こ
と
を
考
え
る
と
、
必
然
的
に
弁
護
士
任
官
制
が
機
能
す
る
た
め

の
条
件
の
一
つ
が
加
わ
る
こ
と
に
な
る
と
い
え
よ
う
か
。
そ
の
場
合

必
要
な
こ
と
は
裁
判
官
の
定
員
増
で
あ
る
。
定
員
増
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
だ
け
調
停
に
あ
た
る
裁
判
官
の
数
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
。
調

停
官
制
度
は
縮
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
付
設
型

A
D
R
で
あ
る
調
停
制
度
の
信
頼
性
は
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
維

持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
調
停
官
制
度
は
あ
く
ま
で
も
裁
判
官
人
口
の

不
足
を
当
面
解
消
で
き
な
い
限
り
に
お
け
る
対
症
療
法
で
あ
る
と
い

う
意
味
合
い
が
多
分
に
あ
り
、
い
わ
ば
苦
肉
の
策
と
い
う
面
が
大
き

い
の
で
は
な
い
か
。

四

調
停
官
制
度
の
導
入
に
よ
る
民
意
の
反
映
と
活

　
性
化

　
既
述
の
と
お
り
、
私
は
裁
判
に
民
意
を
反
映
す
る
た
め
の
最
善
の

方
法
は
弁
護
士
任
官
制
で
あ
る
と
思
う
。
調
停
官
制
度
は
、
弁
護
士

を
調
停
官
に
任
じ
て
調
停
に
当
た
ら
せ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
停
に

民
意
が
反
映
し
、
調
停
が
活
性
化
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の

点
の
み
か
ら
い
え
ば
望
ま
し
い
制
度
で
あ
る
。
し
か
る
が
ゆ
え
に
調

停
官
制
は
そ
れ
自
体
意
味
を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
単
に
裁
判
官
不
足

を
補
う
た
め
の
対
症
療
法
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
い
え
る
か
。

論
者
は
そ
れ
を
も
っ
て
調
停
に
民
意
を
反
映
す
る
た
め
の
適
切
な
方

法
で
あ
っ
て
、
決
し
て
対
症
療
法
で
も
な
け
れ
ば
、
裁
判
官
人
口
を

急
激
に
増
や
す
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
に
対
す
る
苦
肉
の
策
に
止
ま

る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
調
停
委
員
会
に
は
民
意
を
反
映
す
る
た
め
に
弁
護
士
と
い
う
在
野

法
曹
や
一
般
人
の
調
停
委
員
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の

点
で
裁
判
官
が
調
停
主
任
で
あ
っ
て
も
調
停
に
民
意
を
反
映
す
る
策

は
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
民
意
を
反
映
す
る
た

め
に
敢
え
て
調
停
官
制
度
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

五
　
結
　
語

　
以
上
論
じ
た
と
こ
ろ
か
ら
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
述
べ
て
お
き
た

い
。

　
①
　
裁
判
官
の
定
員
の
急
増
を
当
面
望
み
え
な
い
限
り
に
お
い
て
、

当
面
の
対
応
策
と
し
て
調
停
官
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
反
対
は
し

な
い
。
し
か
し
、
本
来
は
裁
判
官
を
調
停
主
任
と
す
る
こ
れ
ま
で
の

委
員
会
構
成
を
採
る
こ
と
が
調
停
に
対
す
る
信
頼
性
を
維
持
す
る
た
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め
に
は
好
ま
し
い
。
特
に
非
常
勤
裁
判
官
制
度
の
デ
メ
リ
ッ
ト
を
考

え
る
と
そ
う
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
裁
判
官
の
定
員
増
は
不
可
欠

で
あ
る
。

　
⑭
　
当
面
の
対
応
策
と
し
て
調
停
官
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
に
敢

え
て
反
対
は
し
な
い
が
、
そ
の
場
合
調
停
官
の
選
任
に
つ
い
て
調
停

制
度
の
信
頼
維
持
の
た
め
に
し
か
る
べ
き
厳
格
性
を
望
む
。
法
科
大

学
院
制
の
創
設
に
伴
う
司
法
試
験
合
格
者
の
増
加
に
伴
っ
て
実
務
法

曹
の
質
に
あ
る
程
度
の
バ
ラ
ツ
キ
が
生
じ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
調

停
官
選
任
に
厳
格
性
を
求
め
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
ま
た

調
停
官
の
除
斥
・
忌
避
・
回
避
制
度
を
設
け
る
べ
き
で
あ
る
。

非常勤裁判官（調停官）制度の導入所感
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