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公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
取
材
・
報
道
の
自
由

松

井

茂

記

は

じ

め

に

司
法
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
、
市
民
の
司
法
へ
の
参
加
が
問
題
と
さ
れ
、
い
ま
刑
事
裁
判
手
続
へ
の
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
検
討

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
刑
事
事
件
を
も
っ
ぱ
ら
職
業
裁
判
官
が
裁
く
の
で
は
な
く
、
市
民
を
裁
判
員
と

し
て
裁
判
に
加
え
、
有
罪
無
罪
の
判
断
と
量
刑
に
市
民
の
良
識
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
司
法
参
加
の
機
会
拡
大
の
意
義
は
、
高
く
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
来
日
本
で
は
、
刑
事
裁
判
に
市
民
の
参

加
は
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
ず
、
職
業
裁
判
官
だ
け
で
裁
判
が
行
な
わ
れ
、
し
ば
し
ば
市
民
の
良
識
に
合
致
し
な
い
判
決
が
下
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
司
法
参
加
の
機
会
拡
大
は
、
必
然
的
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
と
の
関
係
で
重
大
な
問

題
を
提
起
す
る
。
裁
判
員
と
し
て
裁
判
に
加
わ
る
市
民
が
偏
見
を
持
っ
て
い
た
り
、
安
ん
じ
て
裁
判
に
加
わ
れ
な
い
よ
う
で
は
、
公
正

な
裁
判
は
期
待
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
司
法
制
度
改
革
の
中
で
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報

道
の
自
由
に
制
限
を
置
く
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
制
約
は
、
事
件
を
取
材
し
報
道
す
る
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
を
不
当
に
制
限
し
、
結
果
的
に
事
件
に
つ
い
て
知
る
国
民
の
権
利
を
不
当
に
制
約
す
る
お
そ
れ
を
持

っ
て
い
る
。
は
た
し
て
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
ど
こ
ま
で
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
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由
を
制
約
す
べ
き
か
。
ど
の
よ
う
な
制
約
で
あ
れ
ば
、
憲
法
の
保
障
す
る
表
現
の
自
由
と
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
こ
の

問
題
が
緊
急
の
検
討
課
題
と
な
っ
て
浮
上
し
て
き
て
い
る
と
い
え
る
。

古
く
か
ら
陪
審
裁
判
が
行
な
わ
れ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
で
は
、
す
で
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る

権
利
を
侵
害
し
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
、
さ
ら
に
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
取
材
・
報
道
に
ど
の
よ
う
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
が
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
で
は
、
両
者
の
利

益
を
絶
対
視
せ
ず
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
な
く
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

を
確
保
す
る
途
が
模
索
さ
れ
て
き
た
。
し
か
も
、
こ
の
問
題
は
、
著
名
な
事
件
が
生
じ
る
た
び
に
重
大
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
。
最
近

で
も
、
Ｏ
Ｊ
シ
ン
プ
ソ
ン
事
件
の
裁
判
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
連
邦
ビ
ル
爆
破
事
件
の
テ
ィ
ム
・
マ
ク
ベ
イ
の
裁
判
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の

問
題
が
激
し
い
議
論
を
呼
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
本
で
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
教
訓
は
、
真
摯
に
受
け
止
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ

の
ア
メ
リ
カ
の
教
訓
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
に
お
け
る
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
と
の
調
整
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
よ
（
１
）

う
。

一

裁
判
員
制
度
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由

司
法
制
度
改
革
の
検
討
を
進
め
て
き
た
政
府
の
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
は
、
二
〇
〇
三
年
三
月
三
一
日
、
裁
判
員
制
度
に
関
す
る

司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
の
骨
子
（
以
下
、
本
稿
で
は
「
骨
子
」
と
し
て
引
用
す
る
）
を
発
表
し
、
そ
の
な
か
で
広
く
一
般
の
国
民

が
裁
判
内
容
の
決
定
に
関
与
で
き
る
新
た
な
制
度
と
し
て
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
べ
き
だ
と
提
言
し（
２
）

た
。
裁
判
員
は
、
裁
判
官
と
と
も

に
評
議
し
、
有
罪
無
罪
の
決
定
お
よ
び
刑
の
量
定
を
行
な
う
も
の
と
さ
れ
、
裁
判
官
と
同
様
、
証
人
を
尋
問
し
、
被
告
人
の
供
述
を
求
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め
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
裁
判
員
の
員
数
や
対
象
と
な
る
事
件
の
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
（
最
近
に

な
っ
て
、
職
業
裁
判
官
を
三
人
、
裁
判
員
の
数
を
六
人
と
す
る
案
が
有
力
に
な
っ
て
き
て
い
る
と
報
道
さ
れ
て
い
る
）。

裁
判
員
は
選
挙
人
名
簿
か
ら
抽
出
さ
れ
た
裁
判
員
候
補
者
名
簿
を
母
体
と
し
、
名
簿
か
ら
無
作
為
抽
出
さ
れ
た
裁
判
員
候
補
者
の
な

か
か
ら
、
一
定
の
欠
格
事
由
、
職
業
上
の
就
業
禁
止
事
由
や
、
除
斥
事
由
や
辞
退
事
由
、
忌
避
事
由
が
あ
る
も
の
を
除
い
て
組
織
す
る
。

裁
判
官
は
公
判
期
日
が
定
ま
っ
た
と
き
、
質
問
手
続
を
行
な
う
期
日
を
定
め
て
裁
判
員
候
補
者
を
召
喚
す
る
が
、
あ
ら
か
じ
め
欠
格
事

由
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
の
質
問
表
を
送
付
で
き
る
。
検
察
官
お
よ
び
弁
護
人
に
は
召
喚
し
た
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
を
記
載
し
た
名

簿
が
送
付
さ
れ
、
質
問
表
に
対
す
る
回
答
の
写
し
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
弁
護
人
は
必
ず
こ
の
質
問
表
の
回
答
を

閲
覧
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
回
答
の
写
し
を
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
が
関
係
人
の
名
誉
又
は
生
活
の
平
穏
を
著
し
く
害
す
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
閲
覧
の
全
部
又
は
一
部
を
制
限
し
た
り
、
正
当
な
理
由
な
く
質
問
表
に
対
す
る
回
答
内
容
を
も
ら
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
負
わ
せ
て
こ
れ
に
違
反
し
た
場
合
に
罰
則
を
設
け
る
こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
る
）。
質
問
手
続
は
、
検
察
官

お
よ
び
弁
護
人
が
（
場
合
に
よ
っ
て
は
被
告
人
も
）
出
席
し
た
上
で
、
非
公
開
で
行
な
わ
れ
る
。
裁
判
官
が
欠
格
事
由
そ
の
他
の
資
格

を
確
認
す
る
た
め
必
要
な
質
問
を
行
な
い
、
検
察
官
ま
た
は
弁
護
人
は
裁
判
官
に
対
し
必
要
な
事
項
の
質
問
を
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ

と
が
で
き
、
裁
判
官
は
相
当
と
認
め
る
と
き
当
該
事
項
の
質
問
を
行
な
う
。
欠
格
事
由
や
辞
退
事
由
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
裁
判
官

が
選
任
し
な
い
旨
の
決
定
を
行
な
い
、
ま
た
検
察
官
も
弁
護
人
も
一
定
の
員
数
に
つ
い
て
理
由
を
示
さ
ず
に
忌
避
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。
裁
判
官
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
排
除
さ
れ
た
も
の
以
外
の
候
補
者
の
な
か
か
ら
無
作
為
で
裁
判
員
と
補
充
裁
判
員
と
な
る
べ
き

も
の
を
選
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

裁
判
員
に
は
、
裁
判
の
公
正
さ
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
義
務
が
課
さ
れ
、
さ
ら
に

そ
の
表
現
の
自
由
に
つ
い
て
制
約
が
課
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
員
に
は
「
評
議
の
経
過
並
び
に
各
裁
判
官
及
び
各
裁
判
員
の
意
見
並
び
に

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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そ
の
多
少
の
数
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
裁
判
終

了
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
裁
判
員
は
裁
判
終
了
後
で
あ
っ
て
も
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
員
が
「
合
議
体
の
裁
判
官
及
び
他
の
裁
判
員
以
外
の
者
に
対
し
そ

の
担
当
す
る
事
件
の
事
実
の
認
定
、
刑
の
量
定
等
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
と
き
」
に
も
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
刑
罰
の
具
体

的
内
容
は
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
。

こ
の
裁
判
員
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
保
護
の
た
め
徹
底
し
た
秘
密
主
義
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
訴
訟
に
関
す
る
書
類
で
あ
っ
て
、
裁

判
員
、
補
充
裁
判
員
ま
た
は
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
以
外
の
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
を
公
開
し
な
い
も
の
と
し
、
何
人

も
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
ま
た
は
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
者
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実
を
公
に
し
て
は

な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

ま
た
、
裁
判
員
等
に
対
す
る
請
託
や
威
迫
は
刑
罰
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
が
、
裁
判
員
等
に
対
す
る
接
触
も
禁
止
さ
れ
、「
何
人
も
、

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
に
対
し
て
、
そ
の
担
当
事
件
に
関
し
、
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、「
何
人
も
、
知
り
得
た
事
件
の

内
容
を
公
に
す
る
目
的
で
、
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
で
あ
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
担
当
事
件
に
関
し
、
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
さ
れ
る
。

さ
ら
に
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
、「
何
人
も
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
に
事
件
に
関
す
る
偏

見
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
そ
の
他
の
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
報
道
機

関
に
つ
い
て
は
、「
事
件
に
関
す
る
報
道
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
に
事
件
に
関
す
る
偏

見
を
生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
責
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
仕
組
み
を
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
ア
メ
リ
カ
の
教
訓
を
見
て
み
よ
う
。

（阪大法学）５３（３・４―２２２）８４４〔２００３．１１〕



二

マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
と
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
事
件
が
お
き
た
と
き
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
事
件
を
大
き
く
扱
い
、
事
件
の
背
景
か
ら
捜
査
の
進
行
状
況
、

容
疑
者
に
つ
い
て
広
範
囲
に
報
道
を
行
な
う
。
容
疑
者
が
逮
捕
さ
れ
れ
ば
、
当
然
容
疑
者
の
実
名
と
容
疑
を
報
道
す
る
。
公
衆
が
司
法

参
加
し
、
陪
審
員
と
し
て
で
あ
れ
裁
判
員
と
し
て
で
あ
れ
、
裁
判
に
加
わ
る
こ
と
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
に
よ
る
報
道
が
陪
審
員
・
裁
判
員
に
偏
見
を
植
え
付
け
て
し
ま
い
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
問
題
と
な
る
。
で
は
、
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
に
対
し
、
被
告
人
は
ど
の
よ
う
な
場
合
に
公
正

な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
て
そ
の
有
罪
判
決
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

陪
審
制
が
と
ら
れ
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
、
修
正
第
六
条
に
お
い
て
、
憲
法
上
の
権
利
と
し
て
被
告
人
に
保
障
さ
れ
て
い
る

ア
メ
リ
カ
の
場（
３
）

合
、
陪
審
員
は
選
挙
人
登
録
名
簿
等
に
依
拠
し
て
作
成
さ
れ
る
リ
ス
ト
に
基
づ
き
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
た
陪
審
員
候
補

者
の
な
か
か
ら
事
件
ご
と
に
選
出
さ
れ
る
。
検
察
官
と
被
告
人
の
弁
護
士
に
は
、
こ
の
陪
審
員
候
補
者
の
リ
ス
ト
が
配
布
さ
れ
て
お
り
、

検
察
官
も
弁
護
士
も
、
こ
の
リ
ス
ト
に
基
づ
い
て
あ
ら
か
じ
め
調
査
し
て
、
陪
審
員
選
任
手
続
に
臨
む
こ
と
に
な
る
。
検
察
官
も
弁
護

士
も
、
こ
の
陪
審
員
選
任
手
続
を
通
し
て
最
も
有
利
な
陪
審
を
確
保
し
た
い
と
考
え
る
。
通
常
検
察
官
も
弁
護
士
も
何
の
理
由
も
な
く

陪
審
員
候
補
者
を
回
避
で
き
る
権
利
を
一
定
の
限
度
で
持
っ
て
い
る
の
で
、
自
己
に
不
利
な
陪
審
員
候
補
者
を
排
除
す
る
こ
と
を
考
え

る
。
専
断
的
忌
避
権
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ（
４
）

る
。
ま
た
、
利
害
関
係
者
や
予
断
を
持
っ
て
い
て
公
正
な
裁
判
を
期
待
し
え
な
い
者
な
ど

は
陪
審
員
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
排
除
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
で
通
常
一
二
人
の
陪
審
員
が
選
任
さ
れ
る
。

公
判
前
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
事
件
に
関
す
る
広
汎
な
報
道
が
行
な
わ
れ
た
場
合
、
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官
に
は
、
被
告

人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
い
く
つ
か
の
方
策
が
あ
る
。
基
本
的
な
も
の
は
、
裁
判
の
時
期
を
延
期
し
て
報
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道
が
収
ま
る
の
を
待
つ
こ
と
、
そ
し
て
裁
判
地
を
変
更
し
て
、
報
道
の
影
響
に
よ
っ
て
偏
見
を
持
っ
て
い
な
い
陪
審
員
を
確
保
す
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
当
事
者
は
、
専
断
的
忌
避
を
利
用
し
て
、
偏
見
を
持
つ
人
を
陪
審
か
ら
排
除
で
き
る
。
さ
ら
に
、
裁
判
の
途
中
で

陪
審
員
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
に
よ
っ
て
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
通
常
陪
審
は
ホ
テ
ル
な
ど
に
警
護
つ
き
で
隔

離
さ
れ
、
外
部
と
の
接
触
が
禁
じ
ら
れ
る
。
テ
レ
ビ
も
新
聞
も
読
ま
な
い
よ
う
に
命
令
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
隔
離

措
置
で
、
事
件
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
か
を
陪
審
員
が
無
視
す
る
よ
う
確
保
で
き
る
。
さ
ら
に
、

評
議
に
あ
た
っ
て
、
公
判
で
提
出
さ
れ
た
証
拠
と
証
言
の
み
に
よ
っ
て
有
罪
・
無
罪
を
決
定
す
べ
き
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
よ
っ

て
惑
わ
さ
れ
な
い
こ
と
を
裁
判
官
が
説
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陪
審
が
偏
見
に
よ
っ
て
評
決
を
下
さ
な
い
よ
う
確
保
す
る
こ
と
が
で

き（
５
）

る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
方
法
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
十
分
か
ど
う
か
疑
問
も
あ
り
う
る
。
裁
判

を
延
期
す
る
こ
と
は
、
被
告
人
の
迅
速
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
し
、
延
期
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ

ら
に
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
過
激
と
な
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
ま
た
被
告
人
は
そ
の
地
域
の
住
民
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
は
事
件
を
そ
の
地
域
で
裁
判
す
る
利
益
を
持
っ
て
い
る
以
上
、
裁
判
地
の
変
更
は
そ
う
軽
々
し
く
認
め

ら
れ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
も
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
ど
の
裁
判
地
で
裁
判
を
す
る
か
に
よ
っ
て
陪
審
員
の
人
種
的
構
成
が
変

わ
り
う
る
。
こ
の
こ
と
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
重
大
な
問
題
を
提
起
す
る
。
さ
ら
に
、
現
在
の
よ
う
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
て

い
る
と
、
著
名
な
事
件
の
場
合
、
そ
の
報
道
は
全
国
に
伝
わ
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
裁
判
地
を
変
更
し
て
も
公
正
な
裁
判
が
確
保

さ
れ
る
か
疑
問
も
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
さ
ら
に
拍
車
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

陪
審
員
の
隔
離
は
、
陪
審
員
に
大
き
な
負
担
を
与
え
る
。
と
り
わ
け
審
理
が
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
陪
審
員
が
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
負
担
は
き
わ
め
て
大
き
い
。
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で
は
、
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
広
汎
な
事
件
報
道
に
よ
っ
て
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
考
え
た
場

合
、
被
告
人
は
ど
の
よ
う
な
要
件
を
満
た
せ
ば
、
有
罪
判
決
の
破
棄
を
求
め
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
裁
判
所
は
、
ど
の
よ

う
な
場
合
に
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
有
罪
判
決
を
覆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
、
は
じ
め
こ
の
よ
う
な
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
理
由
と
し
て
被
告
人
が
有
罪
判
決
を
争
う
こ

と
に
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
姿
勢
を
変
え
、
有
罪
判
決
を
覆
す
よ
う
に
な
っ（
６
）

た
。
現
在
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
先

例
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、S

h
eppard

v.
M

axw
ell （
７
）で
あ
る
。
医
師
サ
ム
・
シ
ェ
パ
ー
ド
の
妻
が
自
宅
寝
室
で
殺
害
さ
れ
た
事
件

で
、
夫
サ
ム
は
、
階
下
で
寝
て
い
た
が
、
妻
の
悲
鳴
で
と
び
お
き
、
寝
室
に
駆
け
上
が
っ
た
と
こ
ろ
何
か
が
い
た
た
め
、
こ
れ
と
格
闘

し
首
の
後
ろ
を
殴
ら
れ
て
気
を
失
っ
て
し
ま
い
、
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
妻
は
殺
害
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
あ
と
物
音
を
階
下
で
聞

い
た
た
め
に
階
下
に
下
り
た
と
こ
ろ
何
か
が
逃
げ
よ
う
と
し
て
い
た
た
め
追
い
か
け
再
び
格
闘
に
な
っ
た
が
、
ま
た
気
を
失
っ
て
し
ま

っ
た
こ
と
を
供
述
し
た
。
と
こ
ろ
が
警
察
は
、
こ
の
供
述
を
不
自
然
と
受
け
と
め
、
サ
ム
を
容
疑
者
と
し
て
事
情
聴
取
し
た
。
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
も
事
件
を
大
々
的
に
取
り
上
げ
て
サ
ム
の
容
疑
を
書
き
た
て
、
サ
ム
の
逮
捕
起
訴
を
求
め
た
。
結
局
逮
捕
さ
れ
起
訴
さ
れ
た

サ
ム
は
、
そ
の
地
方
の
裁
判
所
で
陪
審
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
第
二
級
殺
人
罪
で
有
罪
と
さ
れ
終
身
刑
を
受
け
た
。
こ
の
有
罪
判
決
は
控

訴
裁
判
所
で
も
、
州
最
高
裁
判
所
で
も
支
持
さ
れ
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
事
件
移
送
令
状
の
申
請
を
却
下
し
た
。

と
こ
ろ
が
数
年
た
ち
、
弁
護
士
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
広
汎
な
報
道
に
も
か
か
わ
ら
ず
裁
判
官
が
裁
判
地
も
変
更
す
る
こ
と
な
く
裁

判
を
継
続
し
た
こ
と
で
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
連
邦
裁
判
所
に
人
身
保
護
令
状
を
求
め
た
と
こ
ろ
、

地
方
裁
判
所
で
こ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
、
控
訴
裁
判
所
で
は
斥
け
ら
れ
た
も
の
の
、
合
衆
国
最
高
裁
判
所
は
こ
の
控
訴
審
判
決
を
覆
し
、

裁
判
の
や
り
直
し
を
命
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
公
判
前
か
ら
被
告
人
が
捜
査
に
非
協
力
的
で
あ
る
と
い
っ
た
記
事
が

大
々
的
に
流
れ
、
被
告
人
を
犯
人
と
す
る
記
事
が
あ
ふ
れ
、
裁
判
で
も
、
陪
審
員
候
補
者
の
氏
名
住
所
が
す
べ
て
新
聞
に
掲
載
さ
れ
、
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候
補
者
に
は
い
ろ
い
ろ
な
電
話
な
ど
が
寄
せ
ら
れ
た
。
裁
判
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
克
明
に
カ
バ
ー
さ
れ
、
陪
審
員
の
写
真

も
頻
繁
に
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
一
人
を
除
い
て
す
べ
て
の
陪
審
員
が
陪
審
員
選
任
手
続
で
こ
の
事
件
に
つ
い
て
新
聞
を
読

ん
だ
り
、
報
道
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
答
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
担
当
裁
判
官
は
、
事
件
を
遠
く
の
裁
判
地
に
変
更
す
る
こ
と
も
し

な
か
っ
た
し
、
陪
審
員
を
隔
離
す
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
実
際
に
陪
審
員
が
偏
見
を
持
っ
て
い
た
こ
と
の
証
明
が

な
く
と
も
、
公
判
前
に
広
汎
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、「
事
件
の
全
状
況
」
を
考
慮
し
て
、
本
件
の
ま
る
で

「
裁
判
の
カ
ー
ニ
バ
ル
の
よ
う
な
雰
囲
気
」
に
照
ら
し
、
被
告
人
の
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
結
論
し
た
の
で
あ

っ（
８
）

た
。

本
判
決
は
、
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
事
件
報
道
で
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
、「
全

体
の
状
況
」
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
確
立
さ
せ
た
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
判
決
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
に
よ
っ
て

実
際
に
陪
審
員
に
偏
見
が
あ
っ
た
と
の
証
明
が
な
く
と
も
、
い
わ
ば
偏
見
を
推
定
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
過
度
の
報
道
が
あ
っ

た
こ
と
か
ら
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
認
め
て
い
た
。

最
高
裁
判
所
は
、
判
決
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
事
件
報
道
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
し
た
と
し
て
被

告
人
が
有
罪
判
決
を
争
っ
た
事
例
で
、
こ
れ
以
降
も
こ
の
よ
う
な
全
体
状
況
の
基
準
を
踏
襲
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
全
体
状
況
の

基
準
を
適
用
し
つ
つ
、
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
七
〇
年
代
に
な
る
と
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
理
由
に
有
罪

判
決
を
破
棄
す
る
こ
と
に
消
極
的
に
な
る
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、M

u
rph

y
v.

F
lorida （

９
）で
あ
っ
た
。
強
盗
事
件
で
起
訴
さ
れ

た
被
告
人
が
、
過
去
に
も
有
罪
判
決
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
た
め
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
大
々
的
に
報
道
さ
れ
、
公
正
な
裁
判
を

受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
前
科
や
事
件
に
つ
い
て
報
道
が
な
さ
れ
た
と
い
う
だ
け
で
デ
ュ
ー
・

プ
ロ
セ
ス
の
権
利
侵
害
が
推
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
本
件
で
は
、
手
続
を
取
り
巻
く
状
況
が
本
質
的
に
偏
見
的
で
あ
っ
た
と
の
証
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明
が
な
い
と
し
て
、
違
憲
の
主
張
を
斥
け
た
。
さ
ら
に
最
高
裁
判
所
は
、P

atton
v.

Y
ou

n
t （

１０
）に
お
い
て
、
明
ら
か
に
誤
り
が
あ
る
と

き
に
の
み
有
罪
判
決
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
き
わ
め
て
消
極
的
な
姿
勢
を
と
っ
た
。
高
校
生
が
殺
害
さ
れ
数
学
教
師
が
逮
捕
起

訴
さ
れ
た
こ
の
事
件
で
、
被
告
人
の
警
察
で
の
自
供
が
報
道
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
有
罪
判
決
は
、
の
ち
に
ミ
ラ
ン
ダ
告
知
が
欠
け
て
い

た
こ
と
を
理
由
に
破
棄
差
し
戻
し
と
な
り
、
二
度
目
の
裁
判
が
開
か
れ
、
裁
判
官
は
こ
の
自
供
の
証
拠
能
力
を
否
定
し
た
。
被
告
人
は
、

そ
れ
で
も
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
、
控
訴
審
で
は
そ
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
こ
れ

を
覆
し
、
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
は
「
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
た
」
場
合
に
の
み
覆
さ
れ
う
る
と
の
前
提
か
ら
、
本
件
二
度
目
の
裁
判
の

状
況
は
、
公
衆
の
熱
情
の
波
で
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。
ま

た
最
高
裁
判
所
は
、M

u
’M

in
v.

V
irgin

ia （
１１
）に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
事
実
審
裁
判
官
の
判
断
は
明
ら
か
に
誤
っ
て
い
た
場
合
に
の
み

覆
さ
れ
う
る
と
の
立
場
を
繰
り
返
し
、
殺
人
罪
で
服
役
中
の
受
刑
者
が
作
業
任
務
で
刑
務
所
外
に
出
て
い
た
間
に
別
の
殺
人
を
犯
し
た

事
件
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
事
件
を
広
く
報
道
し
、
担
当
裁
判
官
が
個
々
の
陪
審
員
候
補
者
の
質
問
を
拒
否
し
、
被
告
人
が
読
ん
だ

ニ
ュ
ー
ス
の
内
容
に
つ
い
て
の
質
問
を
求
め
た
の
に
こ
れ
を
拒
否
し
、
結
局
有
罪
判
決
が
下
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違

反
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
最
高
裁
判
所
は
、
判
決
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
を
理
由
に
し
て
、
被
告
人
が
有
罪
判
決
に

対
し
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
争
っ
た
事
例
で
は
、
き
わ
め
て
消
極
的
な
姿
勢
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い

（
１２
）

る
。
そ
の
結
果
、
Ｏ
Ｊ
シ
ン
プ
ソ
ン
事（
１３
）

件
に
続
き
、
オ
ク
ラ
ホ
マ
連
邦
ビ
ル
爆
破
事
件
の
テ
ィ
ム
・
マ
ク
ベ
イ
の
事（
１４
）

件
で
も
前
例
の
な

い
よ
う
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
が
行
な
わ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
理
由
と
す
る
起
訴

破
棄
の
申
し
立
て
を
斥
け
て
い（
１５
）

る
。

そ
も
そ
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
人
々
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
、
被
告
人
に
対
す
る
偏
見
を
陪
審
員
に
植
え
付
け
て
し

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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ま
い
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
の
か
ど
う
か
、
社
会
科
学
的
な
デ
ー
タ
は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
と
は
し
て

い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
被
告
人
が
事
件
へ
の
関
与
を
自
白
し
た
と
の
報
道
が
な
さ
れ
た
が
、
そ
の
自
白
の
証
拠
能
力
が
否

定
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
報
道
が
陪
審
員
と
な
る
人
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
は
比
較
的
強
く
認
め
ら
れ
る
と
の
報
告
も
あ
る
が
、
そ

れ
以
外
の
場
合
に
つ
い
て
は
公
正
な
裁
判
を
不
可
能
に
す
る
ほ
ど
の
偏
見
を
陪
審
員
と
な
る
人
に
与
え
る
か
ど
う
か
定
か
で
な（
１６
）

い
。
し

か
し
、
一
般
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
陪
審
員
と
な
る
人
に
偏
見
を
植
え
付
け
て
し
ま
う
危
険
性
を
問
題
と
し
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
報
道
の
た
め
に
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
を
認
め
る
立
場
が
支
配
的
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
最
近
の
最
高
裁
判
所
の
消
極
的
な
姿
勢
に
対
し
て
は
、
批
判
的
な
声
も
少
な
く
な（
１７
）

い
。
現
在
の
全
体
状
況
の
基
準
は
ま
る
で
ゼ
ラ

チ
ン
の
よ
う
な
基
準
だ
と
し
て
、
従
前
の
よ
う
に
、
あ
ま
り
に
も
偏
見
に
満
ち
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
公

正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
考
え
方
を
と
る
べ
き
だ
と
い
う
声
も
あ（
１８
）

る
。
し
か
し
、
一
般

に
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
そ
れ
自
体
を
制
限
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
以
上
、
裁
判
官
が
被
告

人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
制
限
以
外
の
方
法
で
最
善
を
尽
く
し
て
い
れ
ば
、
そ

れ
で
処
罰
は
可
能
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ（
１９
）

る
。

三

公
正
な
裁
判
実
現
の
た
め
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
対
す
る
制
限

で
は
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
直
接
制
限
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
か
。

最
高
裁
判
所
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
裁
判
に
対
す
る
報
道
が
法
廷
侮
辱
罪
に
問
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
裁
判
批
判
を
ど
の
よ
う

な
場
合
に
法
廷
侮
辱
と
し
て
処
罰
で
き
る
か
の
問
題
に
直
面
し
た
。
し
か
し
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
四
〇
年
代
に
下
さ
れ
た
二
つ
の
判

決
で
、
裁
判
に
つ
い
て
の
報
道
を
理
由
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
法
廷
侮
辱
に
問
う
こ
と
を
き
わ
め
て
困
難
に
し
た
。
一
九
四
一
年
の
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B
ridges

v.C
aliforn

ia （
２０
）と
一
九
四
六
年
のP

en
n

ekam
p

v.F
lorida （

２１
）に
お
い
て
、
公
正
な
刑
事
裁
判
の
実
現
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る

「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
が
な
い
限
り
、
法
廷
侮
辱
で
の
処
罰
は
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。
前
者
は
、
労
働
組

合
員
が
組
合
に
所
属
し
な
い
ト
ラ
ッ
ク
の
運
転
手
を
暴
行
し
た
と
し
て
有
罪
と
さ
れ
た
事
件
に
絡
み
、
担
当
裁
判
官
が
こ
の
組
合
員
に

刑
の
宣
告
猶
予
を
認
め
る
こ
と
は
重
大
な
過
ち
に
な
る
と
主
張
す
る
新
聞
社
説
の
公
表
を
理
由
に
新
聞
社
が
法
廷
侮
辱
に
問
わ
れ
た
事

例
と
、
労
働
組
合
同
士
の
争
い
に
関
す
る
事
件
が
係
争
中
に
、
一
方
の
組
合
の
幹
部
で
あ
っ
た
被
告
人
が
、
裁
判
官
の
判
決
を
非
難
し
、

そ
れ
が
執
行
さ
れ
れ
ば
ス
ト
を
示
唆
す
る
内
容
の
電
報
を
労
働
長
官
に
送
付
し
、
そ
れ
を
公
表
さ
せ
た
こ
と
を
理
由
に
法
廷
侮
辱
に
問

わ
れ
た
事
例
に
関
す
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
新
聞
の
社
説
の
公
表
に
対
し
裁
判
に
支
障
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と

す
る
処
罰
は
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
に
照
ら
し
許
さ
れ
ず
、
電
報
の
内
容
は
違
法
で
は
な
く
労
働
長
官
に
送
付
し
た
正
当
な
請
願

の
権
利
の
行
使
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
処
罰
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
後
者
の
事
例
で
は
、
新
聞
の
編
集
者
が

係
争
中
の
刑
事
事
件
の
運
営
に
批
判
的
な
記
事
を
掲
載
し
法
廷
侮
辱
に
問
わ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を

適
用
し
、
処
罰
を
否
定
し
た
。

こ
の
趣
旨
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
入
っ
て
、W

ood
v.

G
eorgia （

２２
）で
も
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
事
例
で
は
、
黒
人
の
不
自
然
な
集
団
的

投
票
が
あ
り
、
候
補
者
に
よ
る
買
収
の
疑
い
が
あ
る
と
し
て
、
裁
判
所
が
大
陪
審
の
審
理
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
保
安
官
の
被
告
人
が
こ

れ
に
批
判
的
な
声
明
を
新
聞
に
公
表
し
、
大
陪
審
に
批
判
的
な
書
簡
を
送
付
し
た
た
め
法
廷
侮
辱
に
問
わ
れ
た
。
し
か
し
最
高
裁
判
所

は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
処
罰
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
制
限
を
加
え
う
る

の
か
の
問
題
は
、裁
判
官
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
こ
と
を
脅
か
す
報
道
を
禁
止
す
る「
口
止
め
命
令
」

（gag
order

）
を
出
し
た
事
例
で
争
点
と
な
っ
て
き（
２３
）

た
。
こ
れ
が
最
高
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
の
が
、N

ebraska
P

ress
A

ssociation

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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v.
S

tu
art （

２４
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
事
件
で
は
、
人
口
八
百
五
十
名
ほ
ど
の
小
さ
な
町
で
六
人
家
族
殺
害
の
容
疑
で
逮
捕
起
訴
さ
れ
た
被
告
人

が
、
裁
判
官
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
対
し
口
止
め
を
命
じ
る
命
令
を
求
め
、
裁
判
官
は
命
令
を
出
し
た
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が

異
議
を
申
し
立
て
、
裁
判
官
は
命
令
を
修
正
し
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
あ
る
と
し
て
、
被
告
人
が
犯
行
当
日
書
い
た
ノ
ー
ト
の
内

容
、
被
害
者
の
身
元
、
予
備
審
理
で
提
出
さ
れ
た
医
学
的
証
言
な
ど
の
報
道
を
禁
止
し
た
。
こ
の
命
令
に
つ
い
て
報
道
す
る
こ
と
も
禁

止
し
て
い
た
。
州
最
高
裁
判
所
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
修
正
し
、
被
告
人
の
自
白
と
被
告
人
の
犯
行
で
あ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
そ
の

ほ
か
の
事
実
の
報
道
を
禁
止
し
た
う
え
で
、
こ
の
命
令
を
支
持
し
た
。

と
こ
ろ
が
最
高
裁
判
所
は
、
バ
ー
ガ
ー
主
席
裁
判
官
の
法
廷
意
見
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
口
止
め
命
令
が
表
現
へ
の
事
前
抑
制
に
当

た
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
事
前
抑
制
は
き
わ
め
て
強
い
違
憲
性
の
推
定
を
伴
う
こ
と
を
指
摘
し
、
報
道
に
よ
っ
て
被
告
人
が
公
正
な
裁

判
を
受
け
る
こ
と
が
お
よ
そ
不
可
能
に
な
る
よ
う
な
事
実
が
、
単
な
る
推
測
と
し
て
で
は
な
く
き
ち
ん
と
確
実
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
他
の
方
法
で
は
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。
そ

し
て
、
本
件
の
場
合
、
公
正
な
裁
判
を
行
な
う
陪
審
員
を
ま
っ
た
く
確
保
で
き
な
い
と
示
す
事
実
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
他
の
方

法
で
は
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
の
証
明
も
な
い
と
し
て
、
口
止
め
命
令
を
違
憲
と
判
断
し
た
。

ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
は
、
同
意
意
見
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
口
止
め
命
令
を
一
切
認
め
な
い
意
見
を
述
べ
て
い

る
。
法
廷
意
見
が
こ
れ
を
斥
け
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
バ
ー
ガ
ー
主
席
裁
判
官
も
口
止
め
命
令
が
正
当
化
さ
れ
る
き
わ
め
て

例
外
的
な
場
合
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
（
２５
）

る
。
ど
の
よ
う
な
基
準
を
満
た
せ
ば
こ
の
例
外
が
認
め
ら
れ
る
の
か
、
こ
の
判
決
の
趣
旨
は

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
多
く
の
評
者
は
、
こ
の
判
決
は
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
と
っ
た
も
の
だ
と
理
解
し
て
い（
２６
）

る
。
た

だ
、
も
し
こ
の
理
解
が
適
切
だ
と
す
る
と
、
そ
の
具
体
的
適
用
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
こ
の
判
決
が
と
っ
た
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の

基
準
は
き
わ
め
て
厳
格
な
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
裁
判
実
例
の
上
で
も
、
本
判
決
以
降
、
被
告
人
の
弁
護
人
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対

（阪大法学）５３（３・４―２３０）８５２〔２００３．１１〕



す
る
口
止
め
命
令
を
求
め
て
も
、
裁
判
所
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
を
認
め
て
い
な
い
し
、
稀
に
こ
れ
を
認
め
た
裁
判
官
が
い
て
も
、
そ
れ
は

上
級
審
で
違
憲
と
し
て
取
り
消
さ
れ
て
い（
２７
）

る
。
そ
の
結
果
、
こ
の
判
決
以
降
、
一
般
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
口
止
め
命
令
を
出

す
こ
と
は
実
際
上
不
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い（
２８
）

る
。

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
所
の
立
場
に
対
し
、
評
者
の
多
く
は
こ
れ
を
当
然
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
な
か
に
は
、
例
外
的
に
口

止
め
命
令
が
許
さ
れ
る
場
合
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
例
外
の
可
能
性
を
閉
ざ
す
よ
う
に
本
判
決
を
解
釈
す
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
声
も
な
い
で
は
な（
２９
）

い
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
に
む
し
ろ
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
必
要
性

を
指
摘
す
る
声
も
あ（
３０
）

り
、
ま
た
公
正
な
裁
判
の
実
現
の
た
め
に
裁
判
官
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
措
置
を
と
る
余
地
が
あ
る
の
で
、
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
報
道
を
制
限
す
べ
き
理
由
は
な
い
と
い
う
主
張
も
あ（
３１
）

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
基
準
の
も
と
で
は
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
あ
る

場
合
に
は
例
外
的
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
口
止
め
命
令
が
支
持
さ
れ
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
口
止
め
命
令
を
一
切
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
主
張
す
る
評
者
も
い（
３２
）

る
。

こ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
一
九
八
一
年
の
法
廷
侮
辱
罪
法
に
お
い
て
、
刑
事
司
法
の
適
正
な
運
営
を
妨
げ
る
傾
向
の
あ
る
情
報

を
公
表
す
る
こ
と
は
、
公
表
者
に
そ
の
意
図
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
法
廷
侮
辱
と
し
て
処
罰
さ
れ
う
る
。
い
わ
ば
厳
格
責

任
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ（
３３
）

る
。
そ
こ
で
、
評
者
の
な
か
に
は
、
ア
メ
リ
カ
で
も
、
口
止
め
命
令
で
あ
れ
ば
事
前
抑
制
と
な
り
そ

の
合
憲
性
が
支
持
さ
れ
る
余
地
は
少
な
い
が
、
同
様
に
法
廷
侮
辱
で
事
後
処
罰
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
か
と
い
う
主
張
も
あ（
３４
）

る
。

た
だ
し
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
事
後
処
罰
も
そ
う
簡
単
に
は
支
持
さ
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
名
誉
毀
損
に
関
す
る
事
例
で
は
あ
る
が
、

N
ew

Y
ork

T
im

es
C

o.v.S
u

llivan （
３５
）は
、
公
職
者
の
職
務
行
為
に
関
す
る
真
実
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
一
切
責
任
を
認
め
な
い
姿
勢

を
示
し
て
い
る
。
同
判
決
は
、
公
共
的
事
項
に
関
す
る
討
論
は
、
広
く
開
か
れ
て
い
て
活
発
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原

理
を
、
言
論
の
自
由
を
保
障
し
た
修
正
第
一
条
の
中
核
と
認
め
、
こ
の
よ
う
な
真
実
の
表
現
に
対
し
て
名
誉
毀
損
の
責
任
を
問
う
こ
と

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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は
許
さ
れ
な
い
と
し
た
だ
け
で
な
く
、
虚
偽
の
表
現
で
あ
っ
て
も
、
公
職
者
に
対
す
る
場
合
は
表
現
者
が
虚
偽
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
た
か
そ
の
真
実
性
を
ま
っ
た
く
顧
慮
し
な
か
っ
た
よ
う
な
「
現
実
的
悪
意
」
が
あ
っ
た
こ
と
の
証
明
が
な
い
限
り
は
、
名
誉
毀
損
の

責
任
を
負
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
実
に
対
す
る
真
実
の
表
現
に
処
罰

を
加
え
る
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

実
際
、L

an
dm

ark
C

om
m

u
n

ication
s,

In
c.

v.
V

irgin
ia （
３６
）で
は
、
あ
る
新
聞
社
が
懲
戒
手
続
に
か
け
ら
れ
て
い
る
裁
判
官
の
氏

名
を
公
表
し
、
懲
戒
手
続
の
調
査
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
裁
判
官
の
氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
州
法
違
反
で
起
訴
さ
れ
た
が
、

最
高
裁
判
所
は
、
事
前
抑
制
で
は
な
く
事
後
処
罰
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
言
論
が
修
正
第
一
条
の
中
核
に
近

い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
処
罰
の
根
拠
が
言
論
の
自
由
の
制
約
を
正
当
化
す
る
に
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
手
続
の
公
正

さ
を
確
保
し
調
査
中
の
裁
判
官
の
名
誉
を
保
護
す
る
と
い
う
利
益
で
は
、
正
当
化
と
し
て
不
十
分
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
件
で
は
、

州
最
高
裁
判
所
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
用
い
て
違
憲
の
主
張
を
斥
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
最
高
裁
判
所
は
、
本
件
で
こ
の

基
準
が
適
用
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
疑
問
を
呈
し
な
が
ら
も
、
同
基
準
は
言
論
が
発
生
す
る
と
い
わ
れ
る
害
悪
の
切
迫
性
と
重
大
性
に
つ

い
て
裁
判
所
が
独
自
に
審
査
し
、
害
悪
の
性
質
と
そ
の
発
生
の
蓋
然
性
を
表
現
の
自
由
保
護
の
必
要
性
と
衡
量
す
る
こ
と
を
求
め
る
も

の
で
、
裁
判
批
判
が
法
廷
侮
辱
罪
に
問
わ
れ
た
一
連
の
判
決
で
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
照
ら
し
、
本
件

で
は
な
お
さ
ら
の
こ
と
そ
の
基
準
を
満
た
す
よ
う
な
危
険
は
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
公
共
の
利
害
に
関
す
る
事
柄
に
つ
い
て
真
実
の
公
表
に
対
し
て
処
罰
を
加
え
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ

り
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
事
後
処
罰
に
も
、
少
な
く
と
も
明
白
か
つ
現
在
の

危
険
基
準
が
適
用
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
基
準
は
き
わ
め
て
厳
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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四

非

公

開

審

理

で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
か
ら
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
裁
判
官
は
法
廷
を
閉
ざ

し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、S

tu
art

判
決
の
あ
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
制
約
す
る

ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
議
論
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
っ（
３７
）

た
。

合
衆
国
憲
法
は
、
修
正
第
六
条
で
刑
事
被
告
人
に
公
開
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
て
い
る
が
、
日
本
国
憲
法
の
よ
う
に
裁
判

の
公
開
を
義
務
付
け
た
規
定
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
人
が
公
開
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
放
棄
し
、
む
し
ろ
非
公
開

の
審
理
を
求
め
た
場
合
、
そ
れ
に
応
じ
て
裁
判
官
が
法
廷
か
ら
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
し
た
と
し
て
も
、
被
告
人
の
権
利
を
侵
害
し

な
い
。
そ
し
て
、G

an
ett

C
o.v.D

eP
asqu

ale （
３８
）に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
排
除
さ
れ
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
被
告
人
に
公
開

裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
障
し
た
修
正
第
六
条
を
根
拠
に
争
っ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
修
正
第
六
条
は
被
告
人
の
権
利
を
保
障
し
て

い
る
に
と
ど
ま
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
法
廷
か
ら
排
除
し
て
も
修
正
第
六
条
に
は
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
こ
の
よ
う
な
法
廷
か
ら
の
排
除
を
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
修
正
第
一
条
を
根

拠
に
し
て
争
っ
たR

ich
m

on
d

N
ew

spaper,In
c.v.V

irgin
ia （

３９
）で
は
、
刑
事
裁
判
が
歴
史
的
に
公
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
、
表
現
の
自

由
を
保
障
し
た
修
正
第
一
条
は
そ
の
よ
う
な
裁
判
の
公
開
を
前
提
に
制
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
、
修
正
第
一
条
か
ら
法
廷
へ
の

ア
ク
セ
ス
の
権
利
を
認
め
た
。
そ
し
て
刑
事
裁
判
が
歴
史
的
に
公
開
で
行
な
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
、
法
廷
か
ら
公
衆
や
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
達
成
す
る
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
他
の
方
法
で
は
そ
の

利
益
を
達
成
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
必
要
だ
と
判
断
し
た
。
し
か
も
最
高
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
必

要
性
と
他
の
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
き
ち
ん
と
検
討
し
、
し
か
も
そ
の
必
要
性
と
他
の
手
段
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
具
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体
的
な
証
拠
で
認
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し（
４０
）

た
。

そ
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
合
衆
国
憲
法
に
明
文
の
規
定
は
な
い
が
、
裁
判
は
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
き
わ

め
て
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
公
衆
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
法
廷
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ（
４１
）

た
。

し
か
も
、
こ
の
裁
判
の
公
開
の
要
求
は
、
公
判
だ
け
で
な
く
、
予
備
審
理
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
予
備
審
理
に
も

及（
４２
）

ぶ
。
さ
ら
に
、
陪
審
員
の
選
任
手
続
に
も
、
こ
の
公
開
の
要
請
は
及
ぶ
。
最
高
裁
判
所
は
、P

ress
E

n
terprise

C
o.v.S

u
perior

C
ou

rt
of

C
aliforn

ia （
４３
）に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
の
事
例
で
は
、
少
女
の
強
姦
殺
人
罪
で
起
訴
さ
れ
た
被
告
人

の
裁
判
で
、
検
察
官
の
要
望
を
入
れ
て
、
陪
審
員
候
補
者
に
対
す
る
一
般
的
な
質
問
は
公
開
で
し
て
も
、
個
別
の
機
微
に
わ
た
る
質
問

は
非
公
開
と
さ
れ
、
六
週
間
に
及
ぶ
陪
審
員
選
任
手
続
の
う
ち
三
日
間
を
除
い
て
す
べ
て
非
公
開
で
行
な
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
陪
審
員

選
任
手
続
の
記
録
の
公
開
の
求
め
も
拒
否
さ
れ
た
。
最
高
裁
判
所
は
、
歴
史
的
に
陪
審
員
選
任
手
続
が
相
当
な
理
由
が
あ
る
例
外
的
な

場
合
を
除
い
て
原
則
と
し
て
公
開
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
触
れ
、
こ
の
よ
う
な
手
続
の
公
開
が
刑
事
司
法
が
適
切
に
運
営
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
対
す
る
公
衆
の
信
頼
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
は
し
ば
し
ば
犯
罪
に
よ
っ
て
生
じ
た
怒
り
を
静
め
る
沈
静
化
効

果
を
持
つ
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
公
開
の
推
定
は
、
圧
倒
的
に
重
要
な
利
益
を
確
保
す
る
た
め
、
非
公
開
に
す
る
こ
と
が
よ

り
高
次
の
価
値
を
保
持
す
る
た
め
に
不
可
欠
で
あ
り
、
非
公
開
は
そ
の
利
益
の
た
め
に
限
定
的
な
手
段
で
あ
る
と
の
認
定
に
基
づ
い
て

の
み
破
ら
れ
、
そ
の
利
益
は
審
査
す
る
裁
判
所
が
非
公
開
措
置
が
適
切
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
に
十

分
特
定
的
な
認
定
と
と
も
に
明
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
本
件
の
場
合
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る

権
利
と
陪
審
員
に
な
る
人
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
が
非
公
開
措
置
の
根
拠
と
し
て
主
張
さ
れ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
、
陪
審
員
選
任
手

続
を
公
開
す
る
と
こ
れ
ら
の
利
益
が
脅
か
さ
れ
る
と
示
す
認
定
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
非
公
開
と
し
た
こ
と
は
正
当
化
さ
れ

ず
、
し
か
も
代
替
手
段
の
検
討
を
行
な
う
こ
と
な
く
非
公
開
と
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
最
高
裁
判
所
も
、
質
問
が
高
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度
に
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
事
柄
に
及
び
、
誰
で
も
そ
れ
を
秘
密
に
し
て
お
き
た
い
と
正
当
に
も
思
う
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
非
公
開
と
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
。
た
と
え
ば
強
姦
事
件
で
、
陪
審
員
候
補
者
が
強
姦
被
害
を
受
け
た
経
験
が
あ
る
か
ど
う

か
を
質
問
す
る
場
合
が
、
そ
の
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
そ
の
陪
審
員
候
補
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
は
、

刑
事
裁
判
の
公
開
を
支
え
る
利
益
と
衡
量
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
か
ら
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
、
公
衆
お
よ
び
マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
を
排
除
し
て
裁
判
を
非
公
開
で
行
な
う
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
困
難
だ
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

評
者
の
な
か
に
は
、
一
定
の
著
名
な
事
件
に
限
定
し
て
、
訴
訟
関
係
者
に
口
止
め
命
令
を
出
し
た
上
で
、
証
拠
能
力
を
認
め
ら
れ
な
い

証
拠
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
な
ど
で
報
道
さ
れ
な
い
よ
う
非
公
開
で
審
理
を
行
な
う
こ
と
を
提
唱
す
る
声
も
あ（
４４
）

る
。
し
か
し
、
最
高
裁
判

所
の
基
準
に
照
ら
し
て
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
法
廷
か
ら
排
除
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

五

訴
訟
関
係
者
へ
の
口
止
め

広
汎
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
が
陪
審
員
に
偏
見
を
生
じ
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
手
段
の
ひ
と
つ
に
、

検
察
官
や
弁
護
人
な
ど
訴
訟
関
係
者
に
裁
判
外
で
の
事
件
に
関
す
る
発
言
を
禁
止
す
る
と
い
う
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
もS

tu
art

判
決

の
あ
と
、
残
さ
れ
た
可
能
性
と
し
て
問
題
と
さ
れ
た
ひ
と
つ
で
あ
っ（
４５
）

た
。
こ
れ
に
は
、
個
々
の
事
件
で
担
当
裁
判
官
が
訴
訟
関
係
者
に

法
廷
外
で
事
件
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
「
口
止
め
」
命
令
を
出
し
た
場
合
と
、
裁
判
所
の
定
め
る
法
曹
倫
理
規
定
の
中

に
検
察
官
や
弁
護
士
の
法
廷
外
の
発
言
を
禁
止
す
る
規
定
が
あ
る
場
合
と
の
ふ
た
つ
の
場
合
が
あ
る
。

ま
ず
、
事
件
を
担
当
す
る
裁
判
官
は
、
個
々
の
事
件
で
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
す
る
た
め
、
訴
訟
関
係
者

に
対
し
、
法
廷
外
で
の
発
言
を
禁
止
す
る
「
口
止
め
」
命
令
を
出
す
こ
と
が
あ
る
。
訴
訟
関
係
者
が
記
者
会
見
な
ど
で
発
言
す
れ
ば
当
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然
そ
れ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
る
か
ら
、
逆
に
訴
訟
関
係
者
が
法
廷
外
で
発
言
し
な
け
れ
ば
、
陪
審
員
に
偏
見
を
与
え
る
よ

う
な
情
報
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
報
道
さ
れ
る
可
能
性
が
低
く
な
る
。
こ
の
場
合
、
訴
訟
関
係
者
が
こ
の
命
令
に
違
反
す
る
行

為
を
行
え
ば
、
法
廷
侮
辱
と
し
て
処
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
口
止
め
命
令
に
つ
い
て
は
、
一
部
の
下
級
審
に
お
い
て
訴
訟
関
係
者
の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
事
前
抑
制
と
し
て
厳
格
な
審
査

に
服
さ
せ
ら
れ
た（
４６
）

が
、
多
く
の
下
級
審
で
は
事
前
抑
制
と
は
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
よ
り
緩
や
か
な
基
準
を
満
た
せ
ば
、
そ
の
合

憲
性
も
支
持
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
っ（
４７
）

た
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
訴
訟
当
事
者
の
法
廷
外
の
発
言
の
禁
止
は
、
同
時
に
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
の
取
材
報
道
を
制
約
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
禁
止
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
争
う
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
事
前
抑
制
と
認
め
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
適
用
す
る
と
こ
ろ（
４８
）

と
、
こ
れ
を
事
前
抑
制
と
認
め

ず
裁
判
外
の
発
言
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
合
理
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
を
問
題
と
す
る
と
こ
ろ

に
分
か（
４９
）（
５０
）

れ
た
。

次
に
、
通
常
、
弁
護
士
の
法
曹
倫
理
は
、
各
州
の
最
高
裁
判
所
の
規
則
な
ど
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
指
針
と
な
っ
て
き
た
ア
メ

リ
カ
法
曹
協
会
の
モ
デ
ル
職
業
倫
理
コ
ー
ド
の
規
則
七
―
一
〇
七
は
、
許
さ
れ
な
い
法
廷
外
の
発
言
を
列
挙
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
り

つ
つ
、
弁
護
士
が
公
正
な
裁
判
に
支
障
を
生
じ
る
合
理
的
な
お
そ
れ
の
あ
る
発
言
を
禁
止
し
て
い
た
。
し
か
し
こ
の
規
則
に
つ
い
て
は
、

曖
昧
で
あ
る
と
か
過
度
に
広
汎
で
あ
る
と
の
批
判
も
強
か
っ
た
。
そ
こ
で
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
は
こ
れ
を
修
正
し
、
一
九
八
三
年
に
モ

デ
ル
職
業
的
活
動
規
則
三
―
六
を
採
択
し
た
。
こ
れ
は
、
司
法
手
続
に
重
大
な
偏
見
を
生
じ
さ
せ
る
実
質
的
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
、

一
般
的
に
法
廷
外
に
お
け
る
発
言
を
禁
止
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
主
な
修
正
点
は
、
こ
の
一
般
的
規
定
に
加
え
、
許
さ
れ
な
い
法
廷
外

の
発
言
を
列
挙
し
つ
つ
、
こ
れ
を
許
さ
れ
な
い
発
言
と
推
定
し
、
逆
に
許
さ
れ
る
発
言
を
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
規
定
と
し
て
列
挙
し
た
。

多
く
の
州
は
、
こ
れ
に
応
じ
て
し
だ
い
に
そ
の
法
曹
倫
理
規
定
を
修
正
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
法
曹
倫
理
規
定
に
反
す
る
行
為
を
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行
な
っ
た
場
合
は
、
弁
護
士
は
懲
戒
手
続
に
付
さ
れ
、
懲
戒
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
な（
５１
）

る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
最
高
裁
判
所
は
、
後
者
の
法
曹
倫
理
規
定
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
に
関
す
るG

en
tile

v.
N

evada
S

tate
B

ar （
５２
）

に
お
い
て
、
こ
れ
ら
訴
訟
関
係
者
の
法
廷
外
の
発
言
禁
止
を
緩
や
か
に
認
め
る
姿
勢
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
事
件
で
は
、
麻
薬
捜
査

に
あ
た
る
警
察
の
秘
密
活
動
の
拠
点
で
あ
る
会
社
で
麻
薬
と
捜
査
に
必
要
な
資
金
が
な
く
な
る
と
い
う
事
件
が
生
じ
、
こ
の
拠
点
と
な

っ
て
い
た
企
業
の
責
任
者
が
逮
捕
起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
被
告
人
の
依
頼
を
受
け
た
弁
護
士
ジ
ェ
ン
タ
イ
ル
は
、
逮
捕
直
後
記
者
会
見
を

開
き
、
捜
査
の
進
め
方
に
懸
念
を
表
明
し
た
。
麻
薬
と
資
金
を
盗
み
出
し
た
疑
い
が
最
も
濃
い
の
は
実
は
警
察
関
係
者
で
あ
っ
た
の
に
、

警
察
は
早
々
に
こ
れ
ら
の
警
察
関
係
者
は
シ
ロ
だ
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
公
表
し
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
数
ヵ
月
後
に
陪

審
裁
判
が
開
か
れ
、
結
局
被
告
人
は
無
罪
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
あ
と
、
ジ
ェ
ン
タ
イ
ル
は
こ
の
記
者
会
見
を
理
由
に
、
懲
戒
手

続
に
か
け
ら
れ
、
処
分
を
受
け
た
。
そ
こ
で
ジ
ェ
ン
タ
イ
ル
は
、
こ
の
処
分
を
争
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
本
件
で
、
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
こ
の
ネ
バ
ダ
州
の
規
則
は
曖
昧
不
明
確
で
あ
る
た
め
違
憲
で
あ
る
と
判
断

し
た
。
規
定
の
構
造
上
、
セ
ー
フ
ハ
ー
バ
ー
規
定
に
該
当
す
れ
ば
一
般
的
な
禁
止
規
定
に
違
反
し
て
も
救
わ
れ
る
と
誤
解
さ
せ
て
し
ま

い
、
懲
戒
処
分
を
受
け
て
し
ま
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
法
廷
意
見
に
加
わ
っ
た
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官

は
、
レ
ー
ン
キ
ス
ト
主
席
裁
判
官
の
意
見
に
も
加
わ
り
、
別
の
法
廷
意
見
と
し
て
、
訴
訟
関
係
者
の
発
言
に
対
す
る
修
正
第
一
条
の
保

護
は
低
い
と
し
て
、
こ
の
場
合
に
はS

tu
art

判
決
の
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
ま
で
は
適
用
さ
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
そ
し
て
、

公
正
な
裁
判
実
現
を
実
質
的
で
重
要
な
利
益
と
認
め
、
州
裁
判
所
の
規
則
は
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
限
定
さ
れ
た
手
段
だ
と
判

断
し
、「
重
大
な
偏
見
を
生
じ
さ
せ
る
実
質
的
可
能
性
」
基
準
を
支
持
し
た
の
で
あ
っ
た
。

レ
ー
ン
キ
ス
ト
主
席
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、S

tu
art

判
決
の
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
よ
り
も
緩
や
か
な
基
準
で
足
り
る
と

し
て
い
る
が
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
基
準
が
何
な
の
か
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
手
段
審
査
が
限
定
さ
れ
て
い
る
手
段
で
あ
る
こ
と
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を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
み
る
と
、
や
む
に
や
ま
れ
な
い
利
益
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
厳
格

な
基
準
が
適
用
さ
れ
た
と
解
釈
す
る
余
地
も
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
よ
り
も
緩

や
か
な
基
準
だ
と
い
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
目
的
審
査
の
と
こ
ろ
で
は
「
実
質
的
な
利
益
」
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
目
的
審
査

を
パ
ス
さ
せ
て
い
る
。
し
か
も
、
手
段
審
査
で
も
、
手
段
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
も
の
の
、
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
反

対
意
見
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
具
体
的
な
害
悪
発
生
の
切
迫
性
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
実
質
的
に
は
こ
の
判
決
は
、

中
間
的
な
基
準
、
つ
ま
り
重
要
な
目
的
の
た
め
に
必
要
な
限
度
の
制
約
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
基
準
を
と
っ
た
も
の
と
理
解
し
た
方
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
判
決
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
評
者
の
間
で
も
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
へ
の
口
止
め
命
令
と
訴
訟
関
係
者
へ

の
口
封
じ
を
区
別
し
、
後
者
の
場
合
に
は
や
や
緩
や
か
な
基
準
を
適
用
し
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
合
理

的
な
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
法
廷
外
で
の
訴
訟
当
事
者
の
発
言
に
対
す
る
口
封
じ
を
支
持
し
て
も
よ
い
と
い
う
主
張
も
あ（
５３
）

る
。
こ

れ
に
対
し
、
両
者
を
区
別
し
つ
つ
も
、
懲
戒
処
分
に
お
い
て
も
、
合
理
的
な
お
そ
れ
の
基
準
を
若
干
修
正
し
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判

を
受
け
る
権
利
に
重
大
な
侵
害
と
な
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
を
も
た
ら
す
合
理
的
な
お
そ
れ
が
あ
る
発
言
を
禁
止
す
べ
き
だ
と
い
う

主
張
も
あ（
５４
）

る
。
し
か
し
他
方
で
、G

en
tile

判
決
を
批
判
し
、
同
判
決
の
ケ
ネ
デ
ィ
裁
判
官
の
反
対
意
見
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
弁
護

士
の
発
言
は
し
ば
し
ば
修
正
第
一
条
の
核
心
に
位
置
す
る
政
治
的
発
言
で
あ
り
、
そ
れ
に
低
い
保
護
し
か
認
め
な
い
理
由
は
な
い
と
い

う
評
者
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
評
者
は
、
本
判
決
が
や
む
に
や
ま
れ
な
い
政
府
利
益
の
基
準
を
取
っ
た
も
の
と
理
解
し
つ
つ
、
た
と
え

こ
の
基
準
を
適
用
す
る
と
し
て
も
、
弁
護
士
の
発
言
に
表
現
制
約
を
正
当
化
す
る
よ
う
な
重
大
な
偏
見
を
生
じ
さ
せ
る
危
険
性
が
証
明

で
き
な
い
以
上
、
目
的
審
査
を
パ
ス
し
え
な
い
と
主
張
す
る
。
し
か
も
、
法
曹
倫
理
規
定
に
よ
る
制
限
が
最
も
制
限
的
で
な
い
手
段
で

あ
る
と
の
証
明
が
な
い
以
上
、
手
段
審
査
も
パ
ス
し
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
規
則
の
包
括
的
な
発
言
禁
止
は
、
過
度
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に
広
汎
な
制
約
だ
と
い
う
の
で（
５５
）（
５６
）

あ
る
。

本
判
決
が
法
曹
倫
理
規
定
に
基
づ
く
懲
戒
処
分
の
事
例
で
あ
る
た
め
、
本
判
決
か
ら
、
訴
訟
関
係
者
に
対
す
る
口
止
め
命
令
に
つ
い

て
最
高
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
に
判
断
す
る
の
か
確
定
的
な
こ
と
を
言
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
最
高
裁
判
所
が
、
口
止
め
命

令
が
事
前
抑
制
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
てS

tu
art

判
決
の
よ
う
な
厳
し
い
基
準
を
適
用
す
る
か
、
そ
れ
と
も
訴
訟
関
係
者
に
対
す
る

口
止
め
で
あ
る
点
を
重
視
し
て
や
や
緩
や
か
な
基
準
を
適
用
し
て
、
口
止
め
を
認
め
る
か
は
依
然
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
評
釈
を

読
む
限
り
、
口
止
め
命
令
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
基
準
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け（
５７
）

る
。

六

陪
審
の
秘
密
・
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
の
自
由

で
は
、
公
正
な
裁
判
を
実
現
す
る
た
め
、
あ
る
い
は
陪
審
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
、
陪
審
員
に
つ
い
て
の
情
報
を
非

公
開
と
し
た
り
、
陪
審
員
に
そ
の
知
り
え
た
情
報
を
公
表
し
な
い
よ
う
命
令
し
、
さ
ら
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
公
表
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
裁
判
は
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
確
立
し
て
お
り
、
現

在
で
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
裁
判
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
修
正
第
一
条
の
権
利
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
陪

審
員
選
任
手
続
も
歴
史
的
に
は
公
開
さ
れ
、
公
判
に
お
い
て
も
陪
審
員
の
氏
名
が
読
み
上
げ
ら
れ
た
。
氏
名
も
公
開
で
あ
っ（
５８
）

た
。
と
こ

ろ
が
、
歴
史
的
に
は
陪
審
の
評
議
に
つ
い
て
は
、
従
来
秘
密
が
守
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
歴
史
的
に
は
陪
審
員
の
評
決
は
神
の
お
告

げ
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
在
で
は
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
な
説
明
は
と
ら
れ
て
は
い
な
い
。
現
在
で
は
、
陪
審

員
が
自
由
に
討
論
し
意
見
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
確
保
す
る
た
め
に
評
議
の
過
程
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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し
か
し
、
状
況
は
、
裁
判
が
終
わ
れ
ば
別
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
が
評
決
を
下
し
、
裁
判
官
が
職
を
解
い
た
あ
と
は
、
従
来
特

別
な
制
限
は
陪
審
員
に
課
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
き
お
り
裁
判
官
は
ね
ぎ
ら
い
の
言
葉
を
述
べ
て
、
陪
審
員
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア

か
ら
の
質
問
に
答
え
る
義
務
は
な
い
こ
と
を
助
言
し
て
い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
陪
審
員
に
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
員
が
事
件
に
つ
い
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
質
問
に
答
え
て
も
別
に
問
題
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審

員
が
評
決
後
に
事
件
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
法
律
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
陪
審
員
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
、
評
議
な
い

し
評
決
に
つ
い
て
報
道
す
る
こ
と
を
禁
止
し
た
法
律
も
従
来
は
存
在
し
な
か
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
、
陪
審
の
評
決
の
意
味
を
特
別
と
考
え
る
立
場
で
は
、
こ
の
よ
う
な
評
決
後
に
陪
審
員
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
評
議
の
過

程
を
明
か
す
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
は
や
陪
審
員
の
評
決
が
神
の
お
告
げ
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、

陪
審
の
評
決
が
伝
統
的
に
全
員
一
致
で
行
な
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
評
決
が
下
さ
れ
れ
ば
そ
の
評
決
は
全
員
一
致
で
下
さ
れ
た
判
断
と

し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
べ
き
で
、
評
決
に
至
る
過
程
で
ど
の
よ
う
な
意
見
が
出
さ
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
の
評

決
の
持
つ
意
味
が
掘
り
崩
さ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
評
決
の
重
み
を
確
保
す
る
た
め
に
、
評
決
後
で

あ
っ
て
も
陪
審
員
が
評
議
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
自
体
が
適
切
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
被
告
人
の
立
場
で
も
、
こ
の
よ
う
な
評
決
後
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
陪
審
員
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
決
し
て
無
関
係

で
は
あ
り
え
な
い
。
陪
審
員
が
評
決
後
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
質
問
を
受
け
、
評
議
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
な
る
と
、
陪
審
員

は
当
然
そ
の
こ
と
を
考
え
て
評
議
に
臨
む
。
そ
の
結
果
も
し
陪
審
員
の
意
見
が
報
道
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
地
域
の
住
民
の
感
情
に
反
す

る
よ
う
な
場
合
、
陪
審
員
は
評
決
後
そ
の
地
域
で
様
々
な
嫌
が
ら
せ
を
受
け
た
り
、
冷
た
い
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
な
る
と
、
被
告
人
に
有
利
な
意
見
を
述
べ
る
こ
と
を
た
め
ら
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
そ
う
な
れ
ば
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判

を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
ろ
（
５９
）

う
。
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さ
ら
に
陪
審
員
の
立
場
で
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
申
し
込
み
は
、
し
ば
し
ば
迷
惑
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。

本
人
が
好
き
で
陪
審
員
を
務
め
た
わ
け
で
は
な
く
、
市
民
と
し
て
の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
陪
審
員
を
務
め
、
あ
げ
く
に
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
に
追
い
回
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
た
ま
ら
な
い
と
思
っ
た
と
し
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
立
場
で
は
、
陪
審
員
の
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
保
護
の
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を
制
限
す
べ
き
だ
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
次
第
に
、
評
決
後
で
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
陪
審
員
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
禁
止
す
る
措
置
が
と
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
陪
審
員
に
対
し
て
、
評
決
後
も
そ
の
事
件
に
つ
い
て
知
り
え
た
事
実
に
つ
い
て
公
表
し
て
は
な
ら
な
い
と
禁

止
す
る
場
合
と
、
陪
審
員
か
ら
事
実
を
知
っ
た
と
き
に
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
場
合
と
、
マ

ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
取
材
の
た
め
陪
審
員
に
接
触
す
る
こ
と
自
体
を
禁
止
す
る
場
合
が
あ
る
。
そ
し
て
禁
止
の
方
法
と
し
て
は
、

個
々
の
事
例
で
裁
判
官
が
禁
止
す
る
命
令
を
出
す
場
合
と
、
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
す
る
場
合
が
あ
る
。

こ
の
点
、
ま
ず
陪
審
員
に
評
決
後
も
そ
の
事
件
に
つ
い
て
知
り
え
た
事
実
に
つ
い
て
公
表
し
な
い
よ
う
禁
止
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

明
ら
か
に
陪
審
員
の
表
現
の
自
由
の
制
限
と
な
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
の
自
由
を
間
接
的
に
制
限
す
る
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
禁
止
は
、
裁
判
官
に
よ
る
命
令
の
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
法
律
に
よ
る
禁
止
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
お
そ

ら
く
厳
格
な
基
準
を
満
た
さ
な
い
限
り
正
当
化
さ
れ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
実
際
、U

n
ited

S
tates

v.
C

levelan
d （

６０
）で
は
、
裁
判

終
了
後
、
裁
判
官
が
陪
審
員
に
対
し
評
議
に
関
し
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
な
い
よ
う
命
令
を
出
し
、
こ
れ
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
争

っ
た
事
例
で
、
禁
止
が
陪
審
の
評
議
に
限
定
さ
れ
て
い
て
、
陪
審
員
の
一
般
的
な
印
象
な
ど
に
つ
い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
禁
止
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
陪
審
員
が
み
ず
か
ら
話
す
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
命
令
が
支
持
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
み

ず
か
ら
自
己
の
経
験
を
話
し
た
い
と
い
う
陪
審
員
に
つ
い
て
、
そ
の
自
己
の
経
験
を
話
す
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
当
然
、
そ
の
よ
う
な
陪
審
員
の
発
言
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
報
道
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
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評
決
後
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
陪
審
員
に
接
触
す
る
こ
と
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、U
n

ited
S

tates
v.S

h
erm

an （
６１
）に
お
い
て
、
第
九
巡

回
区
控
訴
裁
判
所
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
含
め
何
人
も
評
決
後
陪
審
員
に
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
裁
判
官
の
命
令
を
覆
し
て

い
る
。
陪
審
員
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
嫌
が
ら
せ
か
ら
保
護
す
る
と
い
う
利
益
に
対
し
て
は
、
裁
判
所
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
か

ら
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
申
し
込
み
を
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
と
考
え
る
か
ど
う
か
は
陪
審
員
が
判
断
す
べ
き
だ
と
し
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
にIn

re
E

xpress-N
ew

s
C

orp. （
６２
）で
も
、
第
五
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
、
評
決
後
相
当
な
理
由
に
基
づ
い
て
裁
判
所
が
許
可

し
た
場
合
を
除
い
て
何
人
も
陪
審
員
の
評
議
な
い
し
評
決
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
裁
判
所
の
規
則

を
、
あ
ま
り
に
広
汎
な
禁
止
と
し
て
違
憲
と
判
断
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
控
訴
裁
判
所
は
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
禁
止
を
す
べ
て
違
憲
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。E

xpress-N
ew

s

事
件
判
決
は
、
狭
く
限
定
さ
れ
た
禁
止
で
あ
れ
ば
そ
れ
が
許
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
、

実
際U

n
ited

S
tates

v.
H

arrelson （
６３
）に
お
い
て
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
執
拗
な
申
し
込
み
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
人
以
外
の
陪
審

員
の
投
票
に
つ
い
て
の
質
問
の
禁
止
を
支
持
し
た
の
で
あ（
６４
）

る
。

陪
審
員
に
よ
る
表
現
の
禁
止
に
つ
い
て
は
、
陪
審
の
評
決
の
特
別
な
重
み
を
保
護
す
る
た
め
、
陪
審
員
が
評
決
後
に
評
議
お
よ
び
評

決
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を
一
切
禁
止
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
う
る
。
他
方
で
、
そ
の
正
反
対
の
立
場
を
と
れ
ば
、
評
決

後
で
あ
れ
ば
、
評
議
お
よ
び
評
決
に
つ
い
て
秘
密
に
す
べ
き
理
由
は
ま
っ
た
く
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
間
に
は
い
く
つ
か
の

可
能
性
が
あ
る
。
第
一
は
、
陪
審
員
は
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
の
は
か
ま
わ
な
い
が
、
他
の
陪
審
員
の
意
見
や
個
々
の
投
票
に
つ
い
て

発
言
し
て
は
な
ら
な
い
と
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
同
様
に
陪
審
員
の
評
決
後
の
発
言
を
制
約
す
る
と
き
に
、
他
の
陪
審
員

の
意
見
も
述
べ
て
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
の
陪
審
員
が
誰
か
を
特
定
し
て
は
な
ら
な
い
と
制
限
す
る
こ
と
で
あ（
６５
）

る
。

陪
審
員
を
保
護
す
る
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
陪
審
員
へ
の
接
触
を
禁
止
す
る
こ
と
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
禁
止
す
る
こ
と
は
ど

う
か
。
評
者
の
間
で
は
、
こ
の
よ
う
な
禁
止
は
取
材
行
為
へ
の
包
括
的
な
禁
止
と
な
る
た
め
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
低
い
と
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い
う
意
見
が
支
配
的
で
あ（
６６
）

る
。
許
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
申
し
込
み
を
拒
否
し
た
の
に
執
拗
に
申
し
込
み
を
行
な
う
行
為

や
評
議
の
詳
細
に
関
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
禁
止
な
ど
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い（
６７
）

る
。

な
お
、
こ
の
よ
う
に
禁
止
さ
れ
な
い
限
り
は
、
陪
審
員
は
、
評
決
後
で
あ
れ
ば
、
自
由
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
そ
の
事
件
に
関
す
る

質
問
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の
体
験
を
本
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
も
陪
審
員
に
自
由
に
接
触
し
て
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
で
は
、
し
ば
し
ば
陪
審
員
み
ず
か
ら
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
接
触
し
て

記
者
会
見
し
た
り
、
そ
の
体
験
を
書
物
に
し
て
公
表
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
陪
審
員
が
著
名
な
事

件
で
陪
審
員
を
務
め
た
こ
と
を
利
用
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
売
り
込
み
、
大
き
な
利
益
を
得
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

有
名
に
な
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
公
正
な
裁
判
を
行
な
え
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
も
あ（
６８
）

る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
は
、

こ
の
よ
う
な
点
を
憂
慮
し
て
、
シ
ン
プ
ソ
ン
事
件
の
あ
と
、
証
人
だ
け
で
な
く
陪
審
員
が
金
銭
を
受
け
取
っ
て
具
体
的
事
件
に
関
す
る

情
報
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
提
供
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
州
法
を
制
定
し
た
。
た
だ
し
、
こ
の
規
定
の
合
憲
性
は
裁
判
所
で
問
題
と
さ

れ
て
い
る
よ
う
で（
６９
）（
７０
）

あ
る
。

七

匿

名

の

陪

審

他
方
で
、
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
こ
と
は
検
察
官
に
と
っ
て
も
重
要
で
あ
る
。
被
告
人
が
、
陪
審
員
を
買
収
し
た
り
、
陪
審
員
も

し
く
は
そ
の
家
族
を
脅
迫
し
て
無
罪
判
決
を
獲
得
し
よ
う
と
し
た
り
す
れ
ば
公
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
が
脅
か
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
被

告
人
が
有
罪
の
評
決
を
下
し
た
陪
審
員
に
報
復
措
置
を
と
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
れ
ば
、
陪
審
員
は
安
ん
じ
て
有
罪
評
決
を
下
す
こ
と
は

で
き
な
く
な
り
、
同
様
に
公
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
が
不
可
能
に
な
る
。
そ
の
た
め
ア
メ
リ
カ
で
は
、
最
近
に
な
っ
て
陪
審
員
の
氏
名

を
秘
匿
し
た
「
匿
名
の
陪
審
」
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き（
７１
）

た
。
そ
の
背
景
に
は
、
ま
た
陪
審
員
を
務
め
る
こ
と
自
体
で
す
で

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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に
か
な
り
の
負
担
を
被
る
の
に
、
と
り
わ
け
著
名
な
事
件
な
ど
で
陪
審
員
を
務
め
た
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
私
生
活
上

の
秘
密
を
暴
露
さ
れ
た
り
、
評
決
後
に
も
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
追
い
掛
け
回
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
反
発
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
事
情
も

あ
ろ
う
。
匿
名
の
陪
審
は
、
公
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
陪
審
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を

保
護
す
る
た
め
の
措
置
で
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
匿
名
の
陪
審
に
つ
い
て
は
、
評
議
の
過
程
と
同
様
に
秘
密
保
護
を
求
め
る
考
え
方
も
あ
る
。
し
か
し
、
陪
審
員
の
氏
名

と
陪
審
の
評
議
過
程
の
秘
密
保
護
は
、
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な（
７２
）

い
。
実
際
歴
史
的
に
見
て
陪
審
員
の
氏
名
は
公
開
さ
れ
て
き
た
の
に
対

し
、
陪
審
の
評
議
過
程
は
非
公
開
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
両
者
の
間
で
保
護
す
べ
き
利
益
に
違
い
が
あ
る
こ
と
、
評
議
の
過
程
と
は

異
な
り
陪
審
員
の
氏
名
に
つ
い
て
は
秘
匿
す
べ
き
理
由
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
公
開
す
る
こ
と
が
被
告
人
お
よ
び
公
衆
に
と
っ
て
必

要
だ
と
い
う
判
断
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
名
前
も
わ
か
ら
な
い
も
の
に
裁
か
れ
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
刑
事
裁
判
の
基
本
原

理
に
反
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
一
部
の
事
件
で
匿
名
の
陪
審
を
採
用
す
れ
ば
、
そ
れ
は
陪
審
員
に
被
告
人
が
危
険

な
人
物
だ
と
示
唆
す
る
こ
と
に
な
り
、
無
罪
推
定
原
則
に
反
す
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
ま
た
、
長
い
ア
メ
リ
カ
の
陪
審
裁
判
の
歴
史

の
な
か
で
、
ア
ル
カ
ポ
ネ
な
ど
の
裁
判
を
含
み
、
常
に
陪
審
員
の
氏
名
は
公
開
の
法
廷
で
読
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
に
、
陪
審
員
が
報

復
を
受
け
た
と
い
う
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
な
陪
審
員
へ
の
報
復
の
危
険
性
が
よ
り
強
い
と
は
考
え
ら
れ

な
い
と
い
う
批
判
も
あ
る
。
さ
ら
に
ガ
ン
ビ
ー
ノ
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
ボ
ス
、
ジ
ョ
ン
・
ゴ
ッ
テ
ィ
の
裁
判
に
よ
う
に
匿
名
の
陪
審
員
が
被

告
人
側
に
接
触
し
て
き
て
陪
審
員
の
公
正
さ
に
疑
問
が
も
た
れ
た
事
例
も
あ
る
し
、
組
織
的
犯
罪
集
団
は
し
ば
し
ば
警
察
内
部
に
内
通

者
を
持
っ
て
い
て
匿
名
の
陪
審
員
で
も
そ
の
身
元
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
か
ら
、
匿
名
の
陪
審
員
は
裁
判
へ
の
干
渉
に
対
す
る

防
護
措
置
と
し
て
実
効
性
を
欠
く
と
い
う
声
も
あ
る
。
し
か
も
匿
名
に
し
て
も
、
探
偵
業
者
で
あ
れ
ば
陪
審
員
の
身
元
を
探
る
こ
と
は

困
難
で
は
な
い
。
他
方
で
、
被
告
人
の
弁
護
士
に
も
陪
審
員
候
補
者
の
氏
名
住
所
が
秘
匿
さ
れ
た
場
合
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
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け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
被
告
人
の
弁
護
士
が
陪
審
員
候
補
者
の
氏
名
住
所
を
知
り
え
な
か
っ
た
場
合
、

弁
護
人
は
、
陪
審
員
候
補
者
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
人
か
を
知
り
え
な
い
。
被
告
人
が
住
宅
地
で
の
強
盗
容
疑
で
起
訴

さ
れ
た
と
き
、
陪
審
員
候
補
者
が
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
人
か
は
重
要
で
あ
る
。
被
告
人
が
商
店
に
押
し
入
っ
て
強
盗
容

疑
で
起
訴
さ
れ
て
い
る
場
合
に
も
、
陪
審
員
候
補
者
が
近
隣
で
商
店
を
営
ん
で
い
る
か
ど
う
か
は
、
重
要
な
情
報
で
あ
る
。
氏
名
や
住

所
が
秘
匿
さ
れ
た
場
合
、
被
告
人
の
弁
護
人
は
陪
審
員
候
補
者
が
被
告
人
の
不
利
な
と
こ
ろ
に
住
ん
で
い
る
か
ど
う
か
を
知
り
え
な
い

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
専
断
的
忌
避
権
を
適
切
に
行
使
で
き
な
く
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
陪
審
員
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
た
し
か
に
著
名
な
事
件
で
陪
審
員
を
務
め
た
か
ら
と
い
っ
て
私
生
活
上
の
秘
密
を
暴
露
さ
れ
る

べ
き
い
わ
れ
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
追
い
掛
け
回
さ
れ
る
こ
と
を
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理

由
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
陪
審
員
を
務
め
る
こ
と
は
国
の
安
全
を
守
る
た
め
に
兵
士
と
し
て
闘
う
こ
と
と
同
様
、

市
民
の
義
務
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
陪
審
員
は
「
市
民
と
し
て
の
兵
士
」（citizen

soldier

）
で
あ
り
、
陪
審
員
と
し
て

の
義
務
を
果
た
す
た
め
に
被
る
負
担
は
受
忍
す
べ
き
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
た
め
、
判
例
の
立
場
も
わ
か
れ
て
い
る
。
裁
判
所
の
な
か
に
は
、
匿
名
の
陪
審
は
必
ず
し
も
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る

権
利
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
く
、
無
罪
推
定
原
則
に
反
す
る
と
は
い
え
な
い
と
し
た
事
例
が
あ（
７３
）

る
。
他
方
で
、
裁
判
所
の
な
か
に
は
、

こ
の
よ
う
な
匿
名
の
陪
審
の
問
題
点
を
重
視
し
、
陪
審
員
の
氏
名
を
知
る
権
利
を
認
め
た
も
の
が
あ
る
。
実
際
、In

re
B

altim
ore

S
u

n （
７４
）で
は
、
第
四
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
が
陪
審
員
の
氏
名
・
住
所
を
知
る
権
利
を
認
め
た
。
陪
審
員
の
氏
名
は
公
的
記
録
だ
と
い
う
の

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
陪
審
員
が
氏
名
の
公
表
を
望
ま
な
い
と
決
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
事
例
も
あ

（
７５
）

る
。
公
衆
は
、
刑
事
司
法
の
運
営
に
つ
い
て
情
報
を
受
け
取
る
権
利
が
あ
り
、
そ
の
な
か
に
は
誰
が
評
決
を
下
し
た
の
か
に
関
す
る
情

報
も
含
ま
れ
る
と
し
、
こ
の
よ
う
な
情
報
が
公
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
陪
審
員
の
評
決
の
透
明
性
と
公
平
性
が
確
保
さ
れ
る
だ
け
で

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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な
く
、
陪
審
制
度
の
実
際
の
運
用
に
関
す
る
知
識
を
公
衆
に
与
え
る
と
い
う
教
育
的
効
果
が
期
待
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
っ（
７６
）

た
。

評
者
の
意
見
も
割
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
陪
審
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
重
視
し
、
こ
れ
を
積
極
的
に
推
進
す
べ
き
だ
と
い
う
声
も

あ（
７７
）

る
。
し
か
し
逆
に
当
事
者
も
し
く
は
公
衆
・
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
権
利
を
重
く
見
て
、
匿
名
の
陪
審
は
あ
く
ま
で
例
外
的
に
裁
判
の

性
質
が
陪
審
へ
の
威
迫
等
の
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
、
一
律
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
主
張

も
あ（
７８
）

る
。
他
方
で
、
公
正
な
裁
判
の
実
現
と
被
告
人
の
権
利
保
護
を
調
整
す
る
た
め
、
被
告
人
の
弁
護
士
に
は
陪
審
員
候
補
者
の
氏
名

住
所
を
渡
し
、
そ
の
公
表
を
禁
止
す
る
と
い
う
措
置
を
支
持
す
る
声
も
あ（
７９
）

る
。

こ
の
問
題
は
、
陪
審
員
の
氏
名
が
記
録
さ
れ
た
書
類
の
性
格
づ
け
の
問
題
と
も
関
係
す
る
。
裁
判
所
が
陪
審
員
候
補
者
や
陪
審
員
の

リ
ス
ト
を
非
公
開
と
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
渡
さ
な
か
っ
た
場
合
、
陪
審
員
の
氏
名
が
公
的
記
録
の
一
部
で
あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て

そ
れ
は
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
公
的
記
録
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
公
開
と
す
べ
き
義
務
は
な
い
か
も
し
れ
な

（
８０
）

い
。
た
だ
し
従
来
か
ら
陪
審
員
の
氏
名
は
公
開
さ
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
見
て
、
そ
れ
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
例
外
的
な

場
合
で
、
陪
審
員
の
氏
名
を
す
べ
て
の
場
合
に
一
律
に
非
公
開
と
す
る
こ
と
は
、
支
持
さ
れ
そ
う
も
な
い
。
し
か
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
が
陪
審
員
の
氏
名
を
入
手
し
た
と
き
、
裁
判
所
が
そ
の
公
表
を
と
め
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ（
８１
）

う
。

八

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
「
骨
子
」
を
ど
う
見
る
か

以
上
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
状
況
と
対
比
し
て
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
が
示
し
た
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
「
骨
子
」
の
示
す

立
場
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

陪
審
員
と
裁
判
員
の
違
い
は
あ
る
が
、
そ
の
選
任
の
手
続
に
は
日
本
と
ア
メ
リ
カ
と
で
大
き
な
違
い
は
な
い
。
だ
が
、
陪
審
員
選
任

手
続
が
公
開
で
行
な
わ
れ
、
被
告
人
の
弁
護
士
に
は
陪
審
員
候
補
者
の
氏
名
お
よ
び
住
所
が
原
則
と
し
て
送
付
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
と
異

（阪大法学）５３（３・４―２４６）８６８〔２００３．１１〕



な
り
、
日
本
で
は
裁
判
員
選
任
手
続
は
非
公
開
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
被
告
人
の
弁
護
人
に
は
、
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
は
通
知
さ

れ
る
が
、
そ
の
住
所
は
通
知
さ
れ
な
い
。
あ
ら
か
じ
め
送
付
さ
れ
た
質
問
表
へ
の
回
答
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
が
制
限
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
選
任
手
続
に
お
い
て
、
質
問
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
裁
判
官
だ
け
で
、
当
事
者
は
質

問
で
き
な
い
。
被
告
人
に
と
っ
て
不
利
な
裁
判
員
を
見
出
し
排
除
す
る
こ
と
が
、
や
や
制
限
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

で
は
、
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
理
由
に
し
て
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
た
と
き
ど
う

考
え
る
べ
き
か
。
お
そ
ら
く
裁
判
員
制
度
を
導
入
し
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
同
様
、
公
判
前
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
で
裁
判
員

が
偏
見
を
抱
い
て
い
た
た
め
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
被
告
人
が
有
罪
判
決
を
争
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
が
ど
の
よ
う
な
基
準
を
用
い
る
の
か
い
ま
の
段
階
で
は
予
測
す
る
ほ
か
な
い
。
た
だ
、
日
本
の
最
高
裁

判
所
は
、
こ
れ
ま
で
手
続
的
権
利
の
侵
害
が
争
わ
れ
て
き
た
事
例
で
、
し
ば
し
ば
利
益
衡
量
の
基
準
を
採
用
し
、
諸
般
の
事
情
を
考
慮

し
て
、
手
続
が
不
公
正
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
判
断
し
て
い
（
８２
）

る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
最
高
裁
判
所
の
全
体
状
況
の
基
準
と
ほ
ぼ
同
じ

だ
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
を
主
張
し
て
有
罪
判
決
を
争
っ
て
も
、

裁
判
所
が
こ
の
主
張
を
認
め
て
裁
判
の
や
り
直
し
を
命
じ
る
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
公
判

前
に
報
道
を
行
っ
て
い
て
も
、
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
被
告
人
の
権
利
は
侵
害
さ
れ
て

い
な
い
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
被
告
人
の
有
罪
無
罪
を
陪
審
員
だ
け
が
決
定
す
る
ア
メ
リ
カ
と
異
な
り
、
日
本
で
は
裁
判
員

は
職
業
裁
判
官
と
一
緒
に
裁
判
を
行
な
う
。
た
と
え
裁
判
員
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
ゆ
え
に
偏
見
を
抱
い
て
い
た
と
し
て
も
、

職
業
裁
判
官
が
こ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
余
地
は
ア
メ
リ
カ
よ
り
も
広
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
日
本
で
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ

ア
の
報
道
が
理
由
と
な
っ
て
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
可
能
性
は
か
な
り
低
い
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
裁
判
員
に
偏
見
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
制
限
す
る
こ
と
は
ど
う
か
。「
骨
子
」
で

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由

（阪大法学）５３（３・４―２４７）８６９〔２００３．１１〕



は
、
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
、「
何
人
も
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
に
事
件
に
関
す
る
偏
見
を

生
ぜ
し
め
る
行
為
そ
の
他
の
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
と
り
わ
け
報
道
機
関
に

つ
い
て
は
、「
事
件
に
関
す
る
報
道
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
に
事
件
に
関
す
る
偏
見
を

生
ぜ
し
め
な
い
よ
う
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
責
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
段
階
で
は
、
刑
罰
を
伴
っ
た

禁
止
規
定
は
盛
り
込
ま
れ
て
い
な
い
し
、
裁
判
所
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
報
道
を
禁
止
す
る
口
止
め
命
令
を
出
す
こ
と
は
想
定
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
に
な（
８３
）

る
。

こ
の
点
、
も
し
日
本
で
も
裁
判
所
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
報
道
を
禁
止
す
る
命
令
を
出
し
た
場
合
は
、
ア
メ
リ
カ
と
同
様
、
明
ら
か

に
事
前
抑
制
に
当
た
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
裁
判
所
に
よ
る
命
令
で
あ
る
た
め
、
憲
法
第
二
一
条
第
二
項
が
絶
対
的
に
禁
止
す
る「
検

閲
」
に
は
該
当
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
事
前
抑
制
で
あ
る
以
上
、
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
で
な
け
れ
ば
正
当
化
し
が
た
い
と
い
う
べ

き
で
あ（
８４
）

る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、S

tu
art

判
決
は
一
般
に
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
と
っ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
こ
の
基
準
を
満
た
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
さ
れ
て
お
り
、
き
わ
め
て
厳
し
い
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う

な
事
前
抑
制
の
場
合
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
よ
り
も
厳
し
い
基
準
が
採
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
し
、
日
本

で
も
同
様
に
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
よ
り
厳
し
い
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権

利
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
う
重
大
な
害
悪
が
発
生
す
る
危
険
が
明
白
で
切
迫
し
て
い
て
、
口
止
め
命
令
以
外
の
方
法
で
は
こ
の
権
利
侵
害

を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
口
止
め
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
被
告
人
の
権
利
を
回
復
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
よ
う
な
場
合

で
あ
れ
ば
、
口
止
め
命
令
も
認
め
ら
れ
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
厳
格
な
基
準
を
ク
リ
ア
で
き
る
よ
う

な
場
合
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
裁
判
の
公
正
を
害
す
る
よ
う
な
報
道
を
禁
止
し
、
そ
の
違
反
に
刑
罰
を
加
え
た
場
合
は
、
事
後
処
罰
に
当
た
る
。
そ
れ
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ゆ
え
、
口
止
め
命
令
の
よ
う
に
、
き
わ
め
て
厳
格
な
基
準
を
適
用
す
べ
き
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
の
公
正
を
阻

害
す
る
よ
う
な
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
存
在
す
る
な
ら
、
そ
の
報
道
を
処
罰
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

だ
が
、
逆
に
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
な
い
場
合
に
ま
で
処
罰
を
認
め
る
こ
と
は
過
度
に
広
汎
で
あ
っ
て
、
違

憲
と
い
わ
ざ
る
を
え
な（
８５
）

い
。
ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
た
め
に
報
道
の
自
由
を
制
約
す
る
こ
と
は
、
他

の
手
段
で
は
公
正
な
裁
判
を
確
保
で
き
な
い
場
合
で
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
も
し
報
道
の
自
由
の
制
約

が
可
能
だ
と
し
て
も
、
ま
ず
他
の
手
段
を
と
っ
た
こ
と
、
し
か
し
そ
れ
で
も
公
正
な
裁
判
を
確
保
す
る
の
に
十
分
で
な
か
っ
た
こ
と
の

証
明
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
も
、「
骨
子
」
で
は
他
の
手
段
で
は
目
的
が
達
成
で
き
な
い
こ
と
が
要
件
と
は
さ

れ
て
い
な
い
点
で
、
制
約
が
過
度
に
広
汎
す
ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

で
は
、
法
的
な
義
務
規
定
で
は
な
く
、
責
務
規
定
で
あ
れ
ば
か
ま
わ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
当
然
、
責
務
規
定
で

あ
る
か
ら
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
え
よ
う
。
責
務
規
定
が
あ
っ
て
も
最
終
的
に
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
判
断

に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
不
当
な
萎
縮
的
効
果
は
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
も
、
責
務
規
定
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
と
っ
て
重
大
な
萎
縮
的
効
果
を

持
っ
て
き
た
事
例
は
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
少
年
法
第
六
一
条
の
規
定
な
ど
は
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
戦
前
の
少
年
法
で
、
少
年
を

特
定
す
る
実
名
報
道
に
刑
罰
が
課
さ
れ
て
い
た
が
、
日
本
国
憲
法
が
表
現
の
自
由
を
保
障
し
た
こ
と
に
照
ら
し
、
現
行
の
少
年
法
で
は
、

少
年
事
件
に
お
い
て
少
年
を
特
定
す
る
実
名
報
道
は
禁
止
さ
れ
た
が
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
刑
罰
は
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
自
主
的
な
判
断
に
委
ね
よ
う
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
、
こ
の
少
年
法
第
六
一
条
の
規
定
は
、

少
年
の
権
利
を
保
護
し
た
規
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
す
る
行
為
に
対
し
て
は
損
害
賠
償
請
求
が
可
能
だ
と
の
立
場
が
有
力
に
主
張
さ
れ

て
お
り
、
実
際
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
少
年
事
件
の
実
名
報
道
に
損
害
賠
償
が
求
め
ら
れ
、
少
年
法
第
六
一
条
違
反
で
あ
る
こ
と

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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を
理
由
に
損
害
賠
償
を
命
じ
た
事
例
ま
で
現
れ
て
い（
８６
）

る
。
こ
の
こ
と
は
、
責
務
規
定
だ
と
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
法
的
意
味
を
持
ち

う
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
そ
の
と
き
、
責
務
規
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
法
的
に
許
さ
れ
る
報
道
と
法
的
に
許
さ
れ
な
い
報
道
が
厳
密

に
区
別
さ
れ
ず
、
広
く
責
務
と
い
う
形
で
報
道
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
、
そ
の
禁
止
さ
れ
た
報
道
が
文
言
ど
お
り
違
法
だ
と
さ
れ
て
し

ま
う
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
責
務
規
定
だ
か
ら
広
く
一
般
的
に
禁
止
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と
は
い
い
が
た

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
訴
訟
関
係
者
へ
の
口
封
じ
に
つ
い
て
は
、「
骨
子
」
で
は
、
検
察
官
、
弁
護
人
、
証
人
な
ど
の
訴
訟
関
係
者
の
法
廷
外
の
発
言

に
特
別
な
制
約
は
課
さ
れ
て
は
い
な
い
。
た
だ
し
、
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
行
為
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、「
何
人
も
、
裁
判
員
、
補
充

裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
に
事
件
に
関
す
る
偏
見
を
生
ぜ
し
め
る
行
為
そ
の
他
の
裁
判
の
公
正
を
妨
げ
る
お
そ
れ
の
あ
る
行
為
を
行

っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
訴
訟
関
係
者
が
法
廷
外
で
事
件
に
つ
い
て
発
言
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
触
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
規
定
に
反
す
る
行
為
が
行
な
わ
れ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
か
、
ま
だ
定
か
で
は
な
い
。

こ
の
点
、
も
し
具
体
的
な
措
置
と
し
て
裁
判
官
が
訴
訟
関
係
者
に
法
廷
外
で
の
事
件
に
関
す
る
発
言
を
禁
止
す
る
命
令
を
出
し
た
と
す

る
と
、
そ
れ
は
事
前
抑
制
に
該
当
す
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
措
置
に
つ
い
て
、
訴
訟
関
係
者
に
対

す
る
口
止
め
と
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
口
止
め
を
区
別
し
、
緩
や
か
な
基
準
で
こ
れ
を
認
め
る
立
場
と
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対

す
る
口
止
め
同
様
に
事
前
抑
制
と
し
て
厳
し
い
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
立
場
が
対
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
措
置
は
、
形
式
的
に
は
訴
訟
関
係
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
実
質
的
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
を
困
難
に
す
る
の
で
、
間
接
的

で
は
あ
る
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
口
止
め
と
実
質
的
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
見
解
も
あ
る
。
事
前
に
裁
判
所
が
発
言
を
禁
止

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
法
第
二
一
条
第
二
項
の
検
閲
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
が
事
前
抑
制
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
事
前
抑
制
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
場
合
を
除
い
て
は
正
当
化
さ
れ
ま
い
。
た
だ
、
間
接
的
に
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
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ア
の
取
材
報
道
を
困
難
に
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
口
止
め
命
令
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
し
て
出
さ
れ
る
場
合
と
訴
訟
関
係
者
に
対
し

て
出
さ
れ
る
場
合
と
で
は
違
い
が
あ
る
。
訴
訟
関
係
者
に
対
す
る
口
止
め
命
令
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
対
す
る
口
止
め
命
令
よ
り
も

幾
分
緩
や
か
な
基
準
で
認
め
て
も
よ
い
の
で
な
か
ろ
う
か
。
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
明
白
か
つ
現
在

の
危
険
が
あ
る
よ
う
な
場
合
で
あ
れ
ば
、
口
止
め
が
許
さ
れ
て
も
よ
か
ろ
う
。

で
は
、
事
後
処
罰
や
懲
戒
処
分
は
ど
う
か
。
つ
ま
り
、
訴
訟
関
係
者
が
法
廷
外
で
事
件
に
つ
い
て
裁
判
員
に
偏
見
を
植
え
付
け
る
よ

う
な
発
言
を
し
た
こ
と
を
理
由
に
、
刑
罰
を
加
え
た
り
、
あ
る
い
は
懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
許
さ
れ
る
べ
き

か
。
口
止
め
命
令
の
よ
う
な
事
前
抑
制
で
は
な
い
た
め
、
も
う
少
し
緩
や
か
な
基
準
で
審
査
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
意
見

も
あ
り
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
事
後
制
約
だ
と
は
い
っ
て
も
表
現
内
容
に
基
づ
く
制
約
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
緩
や
か
な
基
準
で
制

約
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
は
危
険
が
あ
る
。
や
は
り
、
こ
の
場
合
も
せ
め
て
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
を
適
用
す
べ
き
で
は
あ

る
ま
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
被
告
人
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
限

っ
て
、
事
後
処
罰
や
懲
戒
処
分
を
認
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
裁
判
員
と
の
関
係
で
は
、「
骨
子
」
で
は
、
裁
判
員
に
つ
い
て
か
な
り
徹
底
し
た
秘
密
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
裁
判
員
選
任
手
続
は
非
公
開
で
あ
り
、
裁
判
員
に
は
、
裁
判
の
公
正
さ
に
対
す
る
信
頼
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
行

為
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
の
義
務
が
課
さ
れ
、
さ
ら
に
「
評
議
の
経
過
並
び
に
各
裁
判
官
及
び
各
裁
判
員
の
意
見
並
び
に
そ
の
多
少
の

数
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
守
秘
義
務
が
課
さ
れ
る
。
こ
れ
は
裁
判
終
了
後
も
続
く
。
こ

の
義
務
に
違
反
し
た
場
合
に
は
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
員
は
「
合
議
体
の
裁
判
官
及
び
他
の
裁
判
員
以
外
の
者
に
対
し
そ
の

担
当
す
る
事
件
の
事
実
の
認
定
、
刑
の
量
定
等
に
関
す
る
意
見
を
述
べ
た
と
き
」
に
も
刑
罰
が
科
さ
れ
る
。
ま
た
、
訴
訟
に
関
す
る
書

類
で
あ
っ
て
、
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
以
外
の
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
た
も
の
は
こ
れ
を
公
開
し
な
い
も
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の
と
し
、
何
人
も
裁
判
員
、
補
充
裁
判
員
又
は
裁
判
員
候
補
者
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の
こ
れ
ら
の
も
の
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
実

を
公
に
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
裁
判
員
等
に
対
す
る
接
触
も
禁
止
さ
れ
、「
何
人
も
、
裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
に
対

し
て
、
そ
の
担
当
事
件
に
関
し
、
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
、
ま
た
「
何
人
も
、
知
り
得
た
事
件
の
内
容
を
公
に
す
る
目
的
で
、

裁
判
員
又
は
補
充
裁
判
員
で
あ
っ
た
も
の
に
対
し
て
、
そ
の
担
当
事
件
に
関
し
、
接
触
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
秘
密
主
義
は
憲
法
上
正
当
化
し
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

ま
ず
裁
判
員
の
選
任
手
続
が
非
公
開
で
行
な
わ
れ
る
が
、
憲
法
は
そ
の
第
八
二
条
で
裁
判
の
対
審
と
判
決
を
公
開
と
定
め
て
い
る
。

一
般
に
従
来
こ
の
「
対
審
」
と
は
「
公
判
手
続
」
と
考
え
ら
れ
て
き
た
た
め
、「
骨
子
」
は
裁
判
員
選
任
手
続
は
こ
の
公
判
手
続
の
前

の
準
備
手
続
と
位
置
づ
け
て
、
こ
れ
を
非
公
開
と
し
て
も
憲
法
第
八
二
条
に
違
反
し
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
裁
判
員
に

よ
る
司
法
参
加
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
裁
判
員
に
誰
が
な
る
か
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
し
か
も
、
裁
判
員
は
、
裁
判
に
加
わ
り
、
被

告
人
の
有
罪
無
罪
を
決
定
し
、
科
さ
れ
る
べ
き
刑
も
決
定
す
る
。
死
刑
事
件
に
も
裁
判
員
の
関
与
が
可
能
か
ど
う
か
な
お
確
定
し
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
死
刑
判
決
を
下
せ
な
い
と
し
て
も
、
裁
判
員
が
き
わ
め
て
重
大
な
公
権
力
の
行
使
に
関
わ
っ
て
い
る
こ

と
は
否
定
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
本
来
裁
判
員
選
任
手
続
も
公
判
手
続
の
一
部
と
い
え
な
い
わ
け
で
も
な
い
し
、
た
と
え
そ
こ
ま
で

い
え
な
い
と
し
て
も
、
裁
判
員
選
任
手
続
が
公
判
手
続
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
手
続
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
憲
法
第
八
二
条
の
裁
判
の
公

開
の
趣
旨
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
公
判
手
続
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
憲
法
第
八
二
条
所
定
の
事
由
以
外
で

あ
っ
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
裁
判
員
選
任
手
続
を
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
場
合
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
骨
子
」
の
よ
う

に
、
裁
判
員
選
任
手
続
を
例
外
な
く
一
律
に
非
公
開
と
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
正
当
化
し
が
た
い
と
思
わ
れ
（
８７
）

る
。

次
に
、
裁
判
員
等
の
氏
名
に
関
し
て
は
、
裁
判
員
の
氏
名
は
非
公
開
と
さ
れ
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
裁
判
員
の
氏
名
を
公
表
す
る
こ

と
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
被
告
人
の
有
罪
・
無
罪
を
決
定
し
、
刑
を
定
め
る
決
定
に
参
加
す
る
裁
判
員
は
明
ら
か
に
実
質
的
な
政
府
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の
権
限
を
行
使
し
て
い
る
。
裁
判
員
と
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
有
し
て
い
る
と
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
裁
判
員
の
氏
名
の
公
表

を
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
過
度
に
広
汎
に
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
憲
法
は
、
裁
判
の
公
開
を
命
じ
て
は
い
る
が
、
裁
判
員
の
氏
名
を
公
表
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
て
は
い
な
い
。
ま
た
、

憲
法
第
二
一
条
は
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
お
り
、
そ
の
保
障
に
は
政
府
に
対
す
る
情
報
公
開
請
求
権
が
含
ま
れ
る
と
し
て
も
、
具
体

的
に
制
度
化
さ
れ
な
い
限
り
、
憲
法
第
二
一
条
に
基
づ
い
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
裁
判
員
の
氏
名
の
公
表
を
求
め
る
権
利
が
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
員
の
氏
名
は
、
裁
判
所
の
判
決
（
裁
判
書
）
に
は
当
然
記
載
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ

ば
判
決
後
な
ら
そ
れ
は
憲
法
第
八
二
条
の
裁
判
の
公
開
の
趣
旨
か
ら
原
則
と
し
て
公
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
憲

法
第
二
一
条
の
下
で
そ
の
公
開
を
求
め
る
権
利
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
裁
判
員
の
氏
名
の
記
載
を
一
律
に
す
べ
て
非

公
開
に
す
べ
き
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
独
自
に
取
材
し
て
裁
判
員
を
特
定
し
た
と
き
に
、
例
外
な
く
一
律
に
そ
の
氏
名
や
裁
判
員
を
特
定
す

る
情
報
の
公
表
を
禁
止
で
き
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
裁
判
員
の
氏
名
な
ど
を
公
表
し
た
と
き
に
、
そ
れ
が
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
の
権
利
侵
害
と
な
っ
て
不
法
行
為
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
裁
判
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護

も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
上
回
る
よ
う
な
公
共
の
利
益
が
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
裁
判
員
の
氏
名
な
ど
の
公
表
も
許
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
裁
判
員
が
適
切
に
職
務
を
遂
行
し
て
い
な
い
疑
い
が
あ
る
と
か
、
あ
る
裁
判
員
に
不
当
な
影
響
を

受
け
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
の
疑
い
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
そ
の
裁
判
員
の
氏
名
を
公
表
で
き
な
い
。
こ

の
よ
う
な
場
合
に
ま
で
氏
名
の
公
表
を
禁
止
す
べ
き
理
由
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
裁
判
員
に
は
裁
判
終
結
後
も
「
評
議
の
経
過
並
び
に
各
裁
判
官
及
び
各
裁
判
員
の
意
見
並
び
に
そ
の
多
少

の
数
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
守
秘
義
務
が
負
わ
さ
れ
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
質
問
に
答
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え
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
る
。
ま
た
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
も
、
裁
判
終
結
後
で
あ
っ
て
も
、
裁
判
員
に
接
触
す
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
る
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
も
陪
審
員
の
裁
判
終
了
後
の
発
言
を
制
限
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
は
評
者
の
見
解
も
対
立
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
裁
判
員
制
度
へ
の
信
頼
を
確
保
し
、
裁
判
員
が
安
心
し
て
評
議
に
加
わ
れ
る
よ
う
に

確
保
す
る
た
め
に
、
評
議
の
過
程
や
評
決
に
つ
い
て
の
発
言
を
制
限
す
る
こ
と
は
、
一
切
許
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
裁
判
員
の
判
断
が
ど
の
よ
う
な
形
で
形
成
さ
れ
た
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
誰
が
有
罪
を
支
持
し
誰
が
無
罪
を
支
持
し
た
か
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
、
と
り
わ
け
そ
の
被
告
人
を
処
罰
す
べ
き
だ
と
の
強
い
世
論
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
裁
判
員
は
冷
静
に
有
罪
無
罪

を
判
断
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
裁
判
員
に
対
し
、
事
件
に
つ
い
て
は
裁
判
終
了

後
も
一
切
発
言
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
裁
判
員
に

対
し
て
、
評
議
の
経
過
又
は
裁
判
員
の
意
見
な
ら
び
に
そ
の
多
少
の
数
に
限
定
し
て
で
あ
れ
ば
、
そ
の
公
表
を
禁
止
す
る
こ
と
も
許
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
裁
判
員
が
裁
判
終
了
後
に
自
己
の
意
見
や
自
己
の
投
票
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
を
禁

止
す
る
こ
と
ま
で
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
も
、
発
言
が
禁
止
さ
れ
る
「
そ
の
他
の
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
」
は
さ

ら
に
包
括
的
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
、
裁
判
員
は
ほ
と
ん
ど
事
件
に
つ
い
て
発
言
す
る
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
（
８８
）

か
。

ま
た
、
す
べ
て
の
事
件
で
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
裁
判
員
へ
の
接
触
を
禁
止
す
べ
き
理
由
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
接

触
禁
止
の
保
護
法
益
が
評
議
の
過
程
の
秘
密
を
保
持
す
る
と
い
う
利
益
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
利
益
が
、
評
決
の
妥
当
性
を
検
証
し
た
い

と
い
う
国
民
の
利
益
を
す
べ
て
否
定
し
う
る
ほ
ど
や
む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
り
え
よ
う
。
ま
た
、
た
と
え
そ
の
よ

う
な
評
議
の
過
程
の
秘
密
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
が
正
当
で
や
む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
で
あ
れ
ば
、

評
議
の
過
程
に
つ
い
て
質
問
す
る
こ
と
だ
け
を
禁
止
す
れ
ば
足
り
、
裁
判
員
へ
の
接
触
を
す
べ
て
禁
止
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
明
ら
か
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に
裁
判
員
へ
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
接
触
の
全
面
一
律
禁
止
は
、
過
度
に
広
汎
す
ぎ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
保
護
法

益
が
裁
判
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
と
い
う
利
益
で
あ
る
な
ら
、
裁
判
員
の
な
か
に
は
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
か
ら
の
接
触
を
拒
否

し
な
い
者
も
い
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
裁
判
員
の
希
望
を
問
わ
ず
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
接
触
を
一
律
に
禁
止
す
る
こ
と
は
明
ら

か
に
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
裁
判
員
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
接
触
を
希
望
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
で
マ
ス
・
メ
デ

ィ
ア
に
よ
る
接
触
が
禁
止
さ
れ
て
い
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
い
か
に
裁
判
員
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
あ
る
と
し
て

も
そ
の
権
利
は
絶
対
無
制
約
で
は
な
い
。
裁
判
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
も
、
対
立
す
る
利
益
、
と
り
わ
け
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取

材
の
事
由
と
国
民
の
知
る
権
利
と
の
間
で
調
整
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
利
益
衡
量
の
余
地
な
く
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
接
触

を
一
切
禁
止
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
過
度
に
広
汎
す
ぎ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
裁
判
員
に
対
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の

取
材
の
包
括
的
な
禁
止
は
、
憲
法
第
二
一
条
に
照
ら
し
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
び
に
代
え
て

こ
の
よ
う
に
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
し
、
公
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
を
求
め
る
政
府
の
利
益
を
確
保
し
、

裁
判
員
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
保
護
す
る
た
め
に
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
に
制
約
を
設
け
る
こ
と
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の

取
材
・
報
道
の
自
由
と
の
関
係
で
重
大
な
憲
法
問
題
を
提
起
す
る
。
こ
の
小
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
よ
う
な

「
骨
子
」
に
示
さ
れ
た
立
場
は
、
そ
の
よ
う
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
に
適
切
に
配
慮
し
た
結
果
持
ち
出
さ
れ
た
も

の
か
ど
う
か
す
こ
ぶ
る
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
司
法
制
度
改
革
を
検
討
し
て
い
る
関
係
者
に
、
こ
の
よ
う
な
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・

報
道
の
自
由
に
対
す
る
配
慮
の
必
要
性
に
つ
い
て
の
十
分
な
意
識
が
あ
る
か
ど
う
か
に
も
疑
問
が
残（
８９
）

る
。

そ
も
そ
も
、
刑
事
裁
判
は
、
本
来
公
開
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
傍
聴
人
、
そ
れ
ゆ
え
す
べ
て
の
国
民
は
刑
事
裁
判
の
利
害
関
係

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由

（阪大法学）５３（３・４―２５５）８７７〔２００３．１１〕



者
で
あ
る
。
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
し
、
適
正
な
刑
事
司
法
の
実
現
を
求
め
る
政
府
利
益
も
裁
判
員
の
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
保
護
の
利
益
も
や
む
に
や
ま
れ
な
い
も
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
事
件
や
裁
判
に
つ
い
て
知
る
国
民
の
権
利
と
、
事
件
や

裁
判
に
つ
い
て
報
道
す
る
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
権
利
を
不
当
に
無
視
し
て
よ
い
こ
と
に
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
裁
判
員
制
度
を
導

入
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ら
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
と
国
民
の
知
る
権
利
を
不
当
に
侵
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
、
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
表
現
の
自
由
の
観
点
か
ら
「
骨
子
」
の
規
定
に
根
本
的
な
見
直
し
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
強
く

期
待
し
た
い
。

（
１
）

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
簡
単
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
松
井
茂
記
『
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
法
入
門
（
第
三
版
）』
一
八
二
―
八
三

頁
（
日
本
評
論
社
・
二
〇
〇
三
）、
同
「
公
正
な
裁
判
と
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
」
新
聞
研
究
六
二
四
号
三
二
頁
（
二
〇
〇
三
）。

（
２
）

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
「
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
の
骨
子
」。
一
般
に
は
、「
た
た
き
台
」
と
し
て
引
用

さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

（
３
）

修
正
第
六
条
は
、
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
連
邦
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
み
保
障
し
て
い
る
が
、
そ
の
権
利
は
修
正
第
十
四
条
の

デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
条
項
を
通
し
て
州
に
も
適
用
さ
れ
、
州
の
刑
事
事
件
で
も
陪
審
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
る
。D

u
n

can
v.

L
ou

isian
a,391

U
.S

.145
(1968).

（
４
）

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
は
、H

E
N

R
Y

J.
A

B
R

A
H

A
M

,
JU

D
IC

IA
L

P
R

O
C

E
S

S
100-36

(6
th

ed.
O

xford

U
n

iversity
P

ress
1993);

JE
F

F
R

E
Y

A
B

R
A

M
S

O
N

,
W

E
,

T
H

E
JU

R
Y

:
T

H
E

JU
R

Y
S

Y
S

T
E

M
A

N
D

T
H

E
ID

E
A

O
F

D
E

M
O

C
R

A
C

Y
(H

arvard
U

n
iversity

P
ress

1994)

参
照
。

（
５
）

R
obert

S
.S

teph
en

,P
reju

dicialP
u

blicity
S

u
rrou

n
din

g
a

C
rim

in
alT

rial:
W

h
at

a
T

rialC
ou

rt
C

an
D

o
to

E
n

su
re

a

F
air

T
rialin

th
e

F
ace

ofa
”M

edia
C

ircu
s,”

26
S

U
F

F
O

L
K

U
.L

.R
E

V
.1063

(1992).

（
６
）

Irvin
v.

D
ow

d,
366

U
.S

.
717

(1961)

（
六
人
殺
害
の
容
疑
で
死
刑
判
決
を
受
け
た
被
告
人
に
つ
い
て
、
殺
害
を
自
供
し
た
と
の
検

察
官
の
会
見
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
で
広
く
報
道
さ
れ
、
十
二
人
の
陪
審
員
の
う
ち
八
人
は
被
告
人
を
有
罪
と
考
え
つ
つ
も
公
正
な
裁
判
が
可

（阪大法学）５３（３・４―２５６）８７８〔２００３．１１〕



能
と
答
え
て
い
た
事
例
で
、
人
身
保
護
令
状
を
認
め
る
）;

R
ideau

v.L
ou

isian
a,373

U
.S

.723
(1963)

（
強
盗
、
誘
拐
、
殺
人
容
疑
で

逮
捕
さ
れ
た
被
告
人
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
が
報
道
さ
れ
、
裁
判
地
変
更
の
申
立
て
も
認
め
ら
れ
ず
有
罪
判
決
を
受
け
た
事
例
で
、
陪
審
員
の
三

人
が
こ
れ
を
見
て
お
り
、
他
の
二
人
は
保
安
官
助
手
で
あ
っ
て
弁
護
人
側
の
排
除
の
申
し
立
て
が
拒
否
さ
れ
た
状
況
か
ら
、
有
罪
判
決
を
破

棄
す
る
）;

E
stes

v.
T

exas,
381

U
.S

.
532

(1965)

（
審
理
が
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
で
中
継
さ
れ
、
マ
イ
ク
ロ
ホ
ン
が
数
箇
所
に
設
置
さ
れ
、

カ
メ
ラ
マ
ン
や
テ
レ
ビ
中
継
の
た
め
し
ば
し
ば
裁
判
が
中
断
さ
れ
た
よ
う
な
事
例
で
、
偏
見
の
証
拠
は
な
く
と
も
、
公
正
さ
の
外
見
が
欠
け

て
い
た
と
し
て
、
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
違
反
を
認
め
る
）.

（
７
）

384
U

.S
.

333
(1966).

本
件
に
つ
い
て
は
、Jam
es

R
obertson

,
S

ym
posiu

m
:

T
ow

ard
M

ore
R

eliable
Ju

ry
V

erdicts?
:

L
aw

,T
ech

n
ology,an

d
M

edia
D

evelopm
en

t
sin

ce
th

e
T

rials
ofD

r.S
am

S
h

eppard
:

A
D

istan
t

M
irror

:
S

h
eppard

C
ase

from
th

e
N

ext
M

illen
n

iu
m

,49
C

L
E

.S
T

.L
.R

E
V

.391
(2001)

参
照
。

（
８
）

新
し
い
裁
判
の
結
果
、
陪
審
は
サ
ム
を
無
罪
（n

ot
gu

ilty

）
と
し
た
。
な
お
、
サ
ム
の
死
後
、
息
子
が
窓
拭
き
を
し
て
い
た
人
が
真
犯
人

だ
と
主
張
し
、
血
液
のD

N
A

鑑
定
結
果
に
基
づ
き
、
不
当
逮
捕
の
訴
え
を
起
こ
し
た
が
、
陪
審
裁
判
で
は
主
張
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。Id.

（
９
）

421
U

.S
.794

(1975).

（
１０
）

467
U

.S
.1025

(1984).

（
１１
）

500
U

.S
.415

(1991).

（
１２
）

R
obert

H
ardaw

ay
&

D
ou

glas
B

.
T

u
m

m
in

ello,
P

retrial
P

u
blicity

in
C

rim
in

al
C

ases
of

N
ation

al
N

otoriety
:

C
on

stru
ctin

g
a

R
em

edy
for

th
e

R
em

ediless
W

ron
g,

46
A

M
.

U
.

L
.

R
E

V
.

39,
46-63

(1996);
Joh

n
A

.
W

alton
,

S
ym

posiu
m

:
T

ow
ard

M
ore

R
eliable

Ju
ry

V
erdicts?

:
L

aw
,T

ech
n

ology,an
d

M
edia

D
evelopm

en
t

sin
ce

th
e

T
rials

of

D
r.

S
am

S
h

eppard
:

S
tru

ck
by

th
e

F
allin

g
B

u
llet

:
T

h
e

C
on

tin
u

in
g

N
eed

for
D

efin
itive

S
tan

dards
in

M
edia

C
overage

ofC
rim

in
alP

roceedin
gs,49

C
L

E
.S

T
.L

.R
E

V
.407

(2001).

（
１３
）

P
eter

A
ren

ella,
P

eople
v.

S
im

pson
:

P
erspectives

on
th

e
Im

plication
s

for
th

e
C

rim
in

al
Ju

stice
S

ystem
:

F
orew

ord
:

O
.J.L

esson
s,69

S
.C

A
L

.L
.R

E
V

.1233
(1996);

C
h

arles
H

.W
h

itebread
&

D
arellW

.C
on

treras,P
eople

v.

S
im

pson
:

P
erspectives

on
th

e
Im

plication
s

for
th

e
C

rim
in

al
Ju

stice
S

ystem
:

F
ree

P
ress

v.
F

air
T

rial:
P

rotectin
g

th
e

C
rim

in
alD

efen
dan

t’s
R

igh
ts

in
a

H
igh

ly
P

u
blicized

T
rialby

A
pplyin

g
th

e
S

h
eppard-M

u
’M

in
R

em
edy,69

S
.C

A
L

.

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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L
.R

E
V

.1587
(1996).

（
１４
）

Joh
n

A
.W

alton
,F

rom
O

.J.to
T

im
M

cV
eigh

an
d

B
eyon

d
:

T
h

e
S

u
prem

e
C

ou
rt’s

T
otality

of
C

ircu
m

stan
ces

T
est

as
R

in
gm

aster
in

th
e

E
xpan

din
g

M
edia

C
ircu

s,
75

D
E

N
V

E
R

U
.

L
.

R
E

V
.

549
(1998);

S
teph

en
Jon

es
&

H
olly

H
illerm

an
,M

cV
eigh

,M
cJu

stice,M
cM

edia,1998
U

.C
H

I.L
E

G
A

L
F

.53.

（
１５
）

E
ric

M
.S

ch
w

eiker,U
n

ited
S

tates
v.N

oriega
:

C
on

flicts
betw

een
th

e
F

irst
A

m
en

dm
en

t
an

d
th

e
R

igh
ts

to
a

F
air

T
rialan

d
P

rivacy,1993
U

.C
H

I.L
E

G
A

L
F

.369.

（
１６
）

M
arc

A
.

F
ran

klin
,

U
n

tested
A

ssu
m

ption
s

an
d

U
n

an
sw

ered
Q

u
estion

s,
29

S
T

A
N

.
L

.
R

E
V

.
387,

388
(1977);

B
en

n
o

C
.S

ch
m

idt,Jr.,N
ebraska

P
ress

A
ssociation

:
A

n
E

xpan
sion

ofF
reedom

an
d

C
on

traction
ofT

h
eory,29

S
T

A
N

.

L
.

R
E

V
.

431,
447-49

(1977);
R

ita
J.

S
im

on
,

D
oes

th
e

C
ou

rt’s
D

ecision
in

N
ebraska

P
ress

A
ssociation

F
it

th
e

R
esearch

E
viden

ce
on

th
e

Im
pact

on
Ju

rors
ofN

ew
s

C
overage?,29

S
T

A
N

.L
.R

E
V

.515
(1977).

（
１７
）

H
ardaw

ay
&

T
u

m
m

in
ello,su

pra
n

ote
12,at

63-68
;

W
alton

,su
pra

n
ote

14,at
554.

（
１８
）

W
alton

,su
pra

n
ote

14,at
579,587-88.

（
１９
）

こ
の
問
題
は
し
ば
し
ば
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
修
正
第
一
条
の
権
利
と
被
告
人
の
修
正
第
六
条
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の「
衝
突
」

と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
だ
が
実
際
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
修
正
第
一
条
の
権
利
も
被
告
人
の
修
正
第
六
条
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権

利
も
政
府
に
対
し
て
保
障
さ
れ
た
権
利
で
あ
り
、
両
者
が
文
字
通
り
直
接
「
衝
突
」
す
る
こ
と
は
な
い
。L

A
U

R
E

N
C

E
T

R
IB

E
,

A
M

E
R

IC
A

N
C

O
N

S
T

IT
U

T
IO

N
A

L
L

A
W

857
(2d

ed.F
ou

n
dation

P
ress

1988).

そ
れ
ゆ
え
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
そ
れ
自

体
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
修
正
第
一
条
も
修
正
第
六
条
も
そ
れ
そ
れ
別
個
の
権
利

で
あ
る
か
ら
、
政
府
が
修
正
第
一
条
の
た
め
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
を
制
限
で
き
な
い
な
ら
、
被
告
人
に
公
正
な
裁
判
を
保
障
で
き
な
い

以
上
、
政
府
は
修
正
第
六
条
に
基
づ
い
て
処
罰
が
禁
止
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。Jam

es
M

.S
h

ellow
,T

h
e

V
oices

ofth
e

G
rass

:
E

rw
in

C
h

arles
S

im
an

ts’E
fforts

to
S

ecu
re

a
F

air
T

rial,29
S

T
A

N
.L

.R
E

V
.477,484

(1977).

た
だ
、
こ
れ
か
ら
検

討
す
る
よ
う
に
、
裁
判
所
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
理
由
に
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
修
正
第
一
条
の
権
利
を
制
限
す
る

と
き
、
被
告
人
の
権
利
が
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
権
利
を
制
限
す
る
政
府
利
益
と
な
っ
て
両
者
が
衝
突
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
一
般
に

は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
修
正
第
一
条
の
権
利
と
被
告
人
の
修
正
第
六
条
の
権
利
と
を
切
り
離
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
調
整
す
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る
途
が
模
索
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
２０
）

314
U

.S
.252

(1941).
（
２１
）

328
U

.S
.331

(1946).
（
２２
）

370
U

.S
.375

(1962).

（
２３
）

こ
れ
は
、
当
初
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
を
容
認
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
裁
判
所
が
、
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利

保
護
の
た
め
積
極
的
な
措
置
を
と
る
よ
う
に
姿
勢
を
変
更
し
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。S

h
eldon

P
ortm

an
,T

h
e

D
efen

se
ofF

air

T
rialfrom

S
h

eppard
to

N
ebraska

P
ress

A
ssociation

:
B

en
ign

N
eglect

to
A

ffirm
ative

A
ction

an
d

B
eyon

d,29
S

T
A

N
.L

.

R
E

V
.393

(1977).

（
２４
）

427
U

.S
.539

(1976).

（
２５
）

バ
ー
ガ
ー
主
席
裁
判
官
は
、
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
の
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
く
、
利
益
衡
量
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と

っ
た
も
の
と
も
い
え
る
。Robert

D
.S

ack,P
rin

ciple
an

d
N

ebraska
P

ress
A

ssociation
v.S

tu
art,29

S
T

A
N

.L
.R

E
V

.411,414

(1977).

（
２６
）

こ
の
点
は
、
き
わ
め
て
不
可
解
な
点
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
裁
判
批
判
の
処
罰

な
ど
事
後
処
罰
の
事
例
で
形
成
さ
れ
て
き
た
基
準
で
あ
っ
て
、
事
前
抑
制
の
事
例
で
適
用
さ
れ
て
き
た
基
準
で
は
な
い
。
本
件
口
止
め
命
令

を
事
前
抑
制
だ
と
位
置
づ
け
つ
つ
、
な
ぜ
最
高
裁
判
所
が
、
そ
の
事
後
処
罰
に
適
用
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
適

用
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。S

ch
m

idt,
su

pra
n

ote
16,

at
431.

し
か
も
最
高
裁
判
所
は
、
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基

準
に
言
及
す
る
際
に
、D

en
n

is
v.U

n
ited

S
tates,341

U
.S

.
494

(1951)

に
お
い
て
支
持
さ
れ
た
、
下
級
審
判
決
に
お
い
て
ラ
ー
ニ
ッ

ド
・
ハ
ン
ド
裁
判
官
が
と
っ
た
考
え
方
に
言
及
し
て
い
る
。
本
来
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
は
、
オ
リ
バ
ー
・
ホ
ー
ム
ズ
裁
判
官
が

S
ch

en
k

v.U
n

ited
S

tates,249
U

.S
.47

(1919)

に
お
い
て
示
し
た
基
準
で
、
当
初
は
平
和
時
で
あ
れ
ば
保
護
さ
れ
る
言
論
を
戦
争
時
で

あ
れ
ば
処
罰
を
認
め
る
言
論
制
約
正
当
化
の
基
準
で
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
重
大
な
害
悪
発
生
の
き
わ
め
て
切
迫
し
た
危
険
性
が
な
い
限
り
言

論
制
約
を
認
め
な
い
言
論
保
護
的
基
準
と
し
て
再
定
式
化
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
、D

en
n

is

事
件
で
、
ハ
ン
ド
裁
判
官
は
、
発
生
す
る
害
悪
が
き
わ
め
て
重
大
で
あ
れ
ば
、
害
悪
発
生
の
切
迫
性
は
薄
く
て
も
よ
い
と

し
て
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
基
準
を
再
度
定
式
化
し
直
し
、
害
悪
発
生
の
切
迫
性
は
な
く
と
も
表
現
制
約
に
道
を
開
い
た
。
そ
の
た
め
こ
の
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判
決
は
、
評
者
に
よ
っ
て
も
厳
し
く
批
判
さ
れ
て
い
た
。
最
高
裁
判
所
が
、
そ
れ
を
採
用
し
、
そ
れ
で
い
て
き
わ
め
て
厳
格
な
基
準
と
し
て

適
用
し
て
い
る
こ
と
の
趣
旨
は
、
謎
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。S

ch
m

idt,su
pra,at

460-61.

評
者
の
中
に
、S

tu
art

判
決
を
「
原
理
」

の
な
い
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
勝
利
と
性
格
づ
け
る
声
が
あ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
点
で
あ
る
。S

ack,su
pra

n
ote

25,at
411.

（
２７
）

A
lberto

B
ern

able-R
iefkoh

l,
P

rior
R

estrain
ts

on
th

e
M

edia
an

d
th

e
R

igh
t

to
a

F
air

T
rial:

P
roposal

for
a

N
ew

S
tan

dard,
84

K
Y

.
L

.
R

E
V

.
259,

288-90
(1995/1996).

ノ
リ
エ
ガ
将
軍
の
裁
判
に
関
連
し
て
、
ノ
リ
エ
ガ
将
軍
が
拘
置
所
か
ら
弁
護

士
に
か
け
た
携
帯
電
話
の
録
音
テ
ー
プ
を
Ｃ
Ｎ
Ｎ
が
放
送
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
対
し
、
弁
護
士
が
一
時
的
中
止
命
令
を
求
め
、
地
方
裁
判

所
が
こ
れ
を
認
め
、
控
訴
裁
判
所
も
こ
れ
を
支
持
し
た
事
例
が
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
事
件
移
送
令
状
を
拒
否
し
た
。U

n
ited

S
tates

v.

N
oriega,917

F
.2d

1543
(11th

C
ir.),cert.den

ied
su

b.n
om

C
able

N
ew

s
N

etw
ork

v.N
oriega,498

U
.S

.976
(1990).

し
か

し
、
マ
ー
シ
ャ
ル
裁
判
官
は
、
こ
れ
に
反
対
し
、
地
方
裁
判
所
が
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
証
明
し
て
お
ら
ず
、

中
止
命
令
以
外
で
は
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
確
保
で
き
な
い
こ
と
も
認
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
本
件
で
例
外
的
に
中
止
命
令
を
正

当
化
し
う
る
要
件
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
と
し
て
い
る
。S

ee
also

S
ch

w
eiker,su

pra
n

ote
15,at

370.

（
２８
）

T
R

IB
E

,su
pra

n
ote

19,at
859

（
事
実
上
の
禁
止
）;

S
ack,su

pra
n

ote
25,at

411-12
;

S
ch

m
idt,su

pra
n

ote
16,at

466

(

結
果
的
に
は
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
禁
止
と
代
わ
ら
な
い);

Jam
es

C
.G

oodale,T
h

e
P

ress
U

n
gagged

:
T

h
e

P
racticalE

ffect
on

G
ag

O
rder

L
itigation

ofN
ebraska

P
ress

A
ssociation

v.S
tu

art,29
S

T
A

N
.L

.R
E

V
.497

(1977).

（
２９
）

W
illiam

H
.E

rickson
,F

air
T

rialan
d

F
ree

P
ress

:
T

h
e

P
racticalD

ilem
m

a,29
S

T
A

N
.L

.R
E

V
.485

(1977).S
ee

also

R
obert

P
.Isaacson

,F
air

T
rialan

d
F

ree
P

ress
:

A
n

O
pportu

n
ity

for
C

oexisten
ce,29

S
T

A
N

.L
.R

E
V

.561
(1977).

（
３０
）

E
ric

E
.

Y
ou

n
ger,

S
om

e
T

h
ou

gh
ts

on
th

e
D

efen
se

of
P

u
blicity

C
ases,

29
S

T
A

N
.

L
.

R
E

V
.

591
(1977);

C
h

arles

G
arry

&
D

en
n

is
R

iordan
,G

ag
O

rders
:

C
u

iB
on

o?,29
S

T
A

N
.L

.R
E

V
.575

(1977).

（
３１
）

B
rian

V
.B

reh
en

y
&

E
lizabeth

M
.K

elly,N
ote,M

ain
tain

in
g

Im
partiality

:
D

oes
M

edia
C

overage
of

T
rials

N
eed

to
be

C
u

rtailed?,10
S

T
.JO

H
N

’S
L

.J.C
O

M
M

.371
(1995).

（
３２
）

B
ern

able-R
iefkoh

l,su
pra

n
ote

27,at
267.

（
３３
）

G
E

O
F

F
R

E
Y

R
O

B
E

R
T

S
O

N
&

A
N

D
R

E
W

N
IC

O
L

,
M

E
D

IA
L

A
W

345-99
(4th

ed.
S

w
eet

&
M

axw
ell

2002);
S

H

B
A

IL
E

Y
,D

J
H

A
R

R
IS

&
D

C
O

R
M

E
R

O
D

,C
IV

IL
L

IB
E

R
T

IE
S

717-804
(5th

ed.B
u

tterw
orth

s
2001).S

ee
also

S
teph

en
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J.K
rau

se,N
ote,P

u
n

ish
in

g
th

e
P

ress
:

U
sin

g
C

on
tem

pt
of

C
ou

rt
to

S
ecu

re
th

e
R

igh
t

to
a

F
air

T
rial,76

B
.U

.L
.R

E
V

.

537
(1996);

Joan
n

e
A

rm
stron

g
B

ran
dw

ood,
N

ote
:

Y
ou

S
ay

“F
air

T
rial”

an
d

I
S

ay
“F

ree
S

peech
”

:
B

ritish
an

d

A
m

erican
A

pproach
es

to
P

rotectin
g

D
efen

dan
ts’R

igh
ts

in
H

igh
P

rofile
T

rials,75
N

.Y
.U

.L
.R

E
V

.1412
(2000).

（
３４
）

K
rau

se,su
pra

n
ote

33,at
539,570.

（
３５
）

376
U

.S
.254

(1964).

（
３６
）

435
U

.S
.829

(1978).

（
３７
）

F
ran

klin
,

su
pra

n
ote

16,
at

391
;

R
ich

ard
M

.
S

ch
m

idt,
Jr.

&
Ian

D
.

V
oln

er,
N

ebraska
P

ress
A

ssociation
:

A
n

O
pen

or
S

h
u

t
D

ecision
?,29

S
T

A
N

.L
.R

E
V

.529
(1977).

（
３８
）

443
U

.S
.368

(1978).

（
３９
）

448
U

.S
.555

(1980).

（
４０
）

S
ee

also
G

lobe
N

ew
spaper

C
o.v.S

u
perior

C
ou

rt,457
U

.S
.596

(1986).

（
４１
）

詳
し
く
は
、
松
井
茂
記
「
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
裁
判
の
公
開
と
裁
判
記
録
の
公
開
」
阪
大
法
学
四
三
巻
二
・
三
号
二
八
五
頁
（
一
九
九

三
）
参
照
。

（
４２
）

P
ress

E
n

terprise
C

o.v.S
u

perior
C

ou
rt,478

U
.S

.1
(1986).

（
４３
）

464
U

.S
.501

(1984).

（
４４
）

H
ardaw

ay
&

T
u

m
m

in
ello,su

pra
n

ote
12,at

87.

（
４５
）

M
on

roe
H

.F
reedm

an
&

Jan
et

S
tarw

ood,P
rior

R
estrain

ts
on

F
reedom

ofE
xpression

by
D

efen
dan

ts
an

d
D

efen
se

A
ttorn

eys
:

R
atio

D
eciden

div.O
biter

D
ictu

m
,29

S
T

A
N

.L
.R

E
V

.607
(1977).

（
４６
）

L
evin

e
v.U

n
ited

S
tates

D
istrict

C
ou

rt,764
F

.2d
590

(9th
C

ir.1985),cert.den
ied,476

U
.S

.1158
(1986);

U
n

ited

S
tates

v.F
ord,830

F
.2d

596
(6th

C
ir.1987);

U
n

ited
S

tates
v.S

alam
eh

,992
F

.2d
445

(2d
C

ir.1993).

（
４７
）

In
re

R
u

ssell,726
F

.2d
1007

(4th
C

ir.1984).

（
４８
）

C
B

S
v.Y

ou
n

g,522
F

.2d
234

(6th
C

ir.1975).

（
４９
）

R
adio

&
T

elevision
N

ew
s

A
ssociation

v.U
n

ited
S

tates
D

istrict
C

ou
rt,781

F
.2d

1443
(9th

C
ir.1986);

In
re

D
ow
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Jon
es

&
C

om
pan

y,842
F

.2d
603

(2d
C

ir.1988);K
P

N
X

B
roadcastin

g
C

om
pan

y
v.S

u
perior

C
ou

rt,139
A

riz
246,678

P
.2d

431
(1984).

（
５０
）

JoelH
.S

w
ift,M

odel
R

u
le

3.6
:

A
n

U
n

con
stitu

tion
al

R
egu

lation
of

D
efen

se
A

ttorn
ey

T
rial

P
u

blicity,64
B

.U
.L

.

R
E

V
.1003

(1984).

（
５１
）

M
ich

aelE
.S

ch
w

artz,T
rialP

articipan
t

S
peech

R
estriction

s
:

G
aggin

g
F

irst
A

m
en

dm
en

t
R

igh
ts,90

C
O

L
U

M
.L

.

R
E

V
.1411

(1990)

（
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
の
基
準
を
適
用
す
べ
き
）;

S
cott

M
.M

ath
ezon

,Jr.T
h

e
P

rosecu
tor,th

e
P

ress
an

d

F
ree

S
peech

,58
F

O
R

D
H

A
M

L
.R

E
V

.865
(1990).

こ
の
よ
う
な
規
制
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
の
自
由
を
間
接
的
に
制
限
す
る

も
の
と
し
て
事
前
抑
制
に
な
る
の
で
は
な
い
か
を
問
題
と
す
る
声
も
あ
っ
た
。S

h
eryl

A
.

B
jork,

C
om

m
en

t
:

In
direct

G
ag

O
rders

an
d

th
e

D
octrin

e
of

P
rior

R
estrain

t,
44

U
.M

IA
M

I
L

.
R

E
V

.
165

(1989);
R

en
e

L
.T

odd,
N

ote
:

A
P

rior
R

estrain
t

B
y

A
n

y
O

th
er

N
am

e
:

T
h

e
Ju

dicial
R

espon
se

to
M

edia
C

h
allen

ges
of

G
ag

O
rders

D
irected

at
T

rial
P

articipan
ts,

88

M
IC

H
L

.R
E

V
.1171

(1990).

（
５２
）

501
U

.S
.1030

(1991).

（
５３
）

E
ileen

A
.M

in
n

efor,L
ookin

g
for

F
air

T
rials

in
th

e
In

form
ation

A
ge

:
T

h
e

N
eed

for
M

ore
S

trin
gen

t
G

ag
O

rders

again
st

T
rial

P
articipan

ts,
30

U
.S

.F
.L

.
R

E
V

.
95

(1995).
S

ee
also

D
avid

S
trau

ss,
W

h
y

It’s
N

ot
F

ree
S

peech
versu

s

F
air

T
rial,1998

U
.C

H
I.L

E
G

A
L

F
.109

(1998).

（
５４
）

M
ark

R
.

S
tabile,

N
ote

&
C

om
m

en
t

:
F

ree
P

ress-F
air

T
rial:

C
an

T
h

ey
B

e
R

econ
ciled

in
a

H
igh

ly
P

u
blicized

C
rim

in
alC

ase?,79
G

eo.L
.J.337

(1990).

（
５５
）

L
ester

P
orter,Jr.,N

ote
:

L
eavin

g
Y

ou
r

S
peech

R
igh

ts
at

th
e

B
ar

―G
en

tile
v.S

tate
B

ar,111
S

.C
t.2720

(1991),

67
W

A
S

H
.L

.R
E

V
.733

(1992).S
ee

also
S

u
zan

n
e

F
.D

ay,N
ote

:
T

h
e

S
u

prem
e

C
ou

rt’s
A

ttack
on

A
ttorn

eys’F
reedom

ofE
xpression

:
T

h
e

G
en

tile
v.S

tate
B

ar
ofN

evada
D

ecision
,43

C
A

S
E

W
.R

E
S

.1347
(1993).

ま
た
、
警
察
官
等
に
よ
る
発

言
を
問
題
と
す
る
声
も
あ
っ
た
。M

ich
ael

W
.

M
cT

igu
e,

Jr.,
C

ase
C

om
m

en
t

:
C

ou
rt

G
ot

Y
ou

r
T

on
gu

e?
L

im
itation

s
on

A
ttorn

ey
S

peech
in

th
e

N
am

e
ofF

ederalism
:

G
en

tile
v.S

tate
B

ar,72
B

.U
.L

.R
E

V
.657

(1992).

（
５６
）

G
en

tile

判
決
の
結
果
、
ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
は
こ
れ
を
修
正
し
た
。
現
在
の
も
の
は
、h

ttp
://w

w
w

.aban
et.org/cpr/m

rpc/ru
le_
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3_ 6.h
tm

l

参
照
。M

argaret
C

olgate
L

ove,
T

h
e

R
evised

A
B

A
M

odel
R

u
les

of
P

rofession
al

C
on

du
ct

:
S

u
m

m
ary

of
th

e

w
ork

of
E

th
ics

2000,15
G

E
O

.J.L
E

G
A

L
E

T
H

IC
S

441
(2002).G

en
tile

判
決
は
、
州
の
法
曹
倫
理
規
定
に
つ
い
て
も
難
し
い
選

択
を
迫
っ
た
。
同
判
決
の
時
点
で
三
二
の
州
が
こ
の
モ
デ
ル
規
則
三
―
六
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
採
択
し
て
い
た
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が

曖
昧
さ
の
ゆ
え
に
違
憲
と
さ
れ
た
た
め
、
州
で
は
そ
の
見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。E

sth
er

B
erkow

itz-C
aballero,

N
ote,

In
th

e
A

fterm
ath

of
G

en
tile

:
R

econ
siderin

g
th

e
E

fficacy
of

T
rial

P
u

blicity
R

u
les,

68
N

.Y
.U

.L
.R

E
V

.
494

(1993);

A
lberto

B
ern

abe-R
iefkoh

l,S
ilen

ce
Is

G
olden

:
T

h
e

N
ew

Illin
ois

R
u

les
on

A
ttorn

ey
E

xtraju
dicialS

peech
,33

L
O

Y
.U

.

C
H

I.
L

.
J.

323
(2002).

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は
、
シ
ン
プ
ソ
ン
事
件
ま
で
こ
の
よ
う
な
訴
訟
関
係
者
の
法
廷
外
の
発
言
を
規
制
す
る
規

則
が
存
在
し
な
か
っ
た
が
、
こ
の
事
件
を
契
機
に
結
局
一
九
九
五
年
に
新
し
い
規
則
を
州
最
高
裁
判
所
が
採
択
し
た
。
そ
れ
は
裁
判
に
重
大

な
偏
見
を
与
え
る
よ
う
な
実
質
的
可
能
性
が
あ
る
と
知
っ
て
い
て
、
あ
る
い
は
知
り
う
べ
き
合
理
的
理
由
の
あ
っ
た
場
合
に
弁
護
士
が
法
廷

外
で
発
言
を
行
な
う
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。C

om
m

en
t,

A
B

A
R

u
le

3.6
an

d
C

aliforn
ia

R
u

le
5-120

:
A

F
law

ed
A

pproach
to

th
e

P
roblem

ofT
rialP

u
blicity,43

U
C

L
A

L
.R

E
V

.1321
(1996).

（
５７
）

E
rw

in
C

h
em

erin
sky,

S
ym

posiu
m

:
T

h
e

S
ou

n
d

of
S

ilen
ce

:
R

eflection
s

on
th

e
U

se
of

th
e

G
ag

O
rder

:
L

aw
yers

H
ave

F
ree

S
peech

R
igh

ts,T
oo

:
W

h
y

G
ag

O
rders

on
T

rialP
articipan

ts
A

re
A

lm
ost

A
lw

ays
U

n
con

stitu
tion

al,17
L

O
Y

.

L
.A

.E
N

T
.L

.J.311
(1997).

（
５８
）

読
み
上
げ
ら
れ
た
陪
審
員
の
氏
名
は
裁
判
所
の
記
録
に
記
入
さ
れ
る
。
こ
れ
を
「
公
的
記
録
」
と
見
る
か
ど
う
か
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
公
的
記
録
で
あ
れ
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
知
り
え
た
場
合
に
、
そ
の
公
表
を
止
め
た
り
、
そ
の

公
表
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。C

ox
B

roadcastin
g

v.
C

oh
n

,
420

U
.S

.
469

(1975).

他
方
で
こ

れ
が
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
で
入
手
さ
れ
た
資
料
と
同
じ
で
あ
れ
ば
、
裁
判
所
は
そ
の
裁
量
で
こ
れ
を
封
印
す
る
こ
と
が
で
き
、
公
的
記
録
に
関

す
る
よ
う
な
厳
し
い
基
準
は
適
用
さ
れ
な
い
。
後
注
（
８５
）
参
照
。

（
５９
）

た
だ
し
、
被
告
人
や
そ
の
弁
護
人
が
、
評
決
後
に
陪
審
員
に
接
触
し
、
有
罪
評
決
の
あ
ら
捜
し
を
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
た

め
、
し
ば
し
ば
被
告
人
や
そ
の
弁
護
人
が
陪
審
員
に
接
触
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
よ
る
陪
審
員
へ
の
接
触
に
裁
判

官
の
許
可
が
求
め
ら
れ
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
裁
判
所
は
、
一
般
に
こ
れ
ら
の
制
限
に
つ
い
て
許
容
的
で
あ
る
。

（
６０
）

128
F

.3d
267

(5th
C

ir.1997).

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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（
６１
）

581
F

.2d
1358

(9th
C

ir.1978).

（
６２
）

695
F

.2d
807

(5th
C

ir.1982).S
ee

also
Jou

rn
alP

u
blish

in
g

C
o.v.M

ech
em

,801
F

.2d
1233

(10th
C

ir.1984).

（
６３
）

713
F

.2d
1114

(5th
C

ir.1983),cert.den
ied,465

U
.S

.1041
(1984).
（
６４
）

さ
ら
に
、U

n
ited

S
tates

v.B
row

n
,250

F
.3d

907
(5th

C
ir.2001)

は
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
の
た
め
評
決
後
の
陪
審
員
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
禁
止
を
緩
や
か
に
認
め
る
姿
勢
を
示
し
、
禁
止
を
正
当
化
す
る
具
体
的
な
認
定
は
必
要
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。H

arrelson

事
件
で
は
、
陪
審
員
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
拒
否
す
る
意
向
を
示
し
た
場
合
に
執
拗
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
申
し
込
む
こ
と
の
禁
止
が
支
持
さ
れ

て
い
た
が
、
本
件
で
は
裁
判
官
は
陪
審
員
に
そ
の
氏
名
の
公
表
に
つ
い
て
の
希
望
を
た
ず
ね
、
希
望
が
な
か
っ
た
た
め
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
禁

止
す
る
命
令
を
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
本
判
決
は
、
両
者
に
違
い
は
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
所
は
、
陪
審
員
に
対
し
評
議
に
つ

い
て
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
こ
と
を
禁
じ
る
命
令
を
支
持
し
たC

levelan
d

事
件
判
決
に
言
及
し
、
本
件
に
お
け
る
陪
審
員
の
氏
名
は

同
判
決
の
評
議
の
過
程
に
関
す
る
情
報
と
同
じ
で
あ
る
か
ら
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
禁
止
は
正
当
化
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
判
決

の
論
理
が
説
得
力
を
持
ち
う
る
か
ど
う
か
に
は
、
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
実
際
、U

n
ited

S
tates

v.A
n

tar,38
F

.
3d

1348
(3d

C
ir.

1994)

は
、
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
る
具
体
的
危
険
が
認
定
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
禁
止
を
許
さ
れ
な
い

も
の
と
判
断
し
て
い
る
。

（
６５
）

N
an

cy
S

.
M

arder,
D

eliberation
s

an
d

D
isclosu

res
:

A
S

tu
dy

of
P

ost-V
erdict

In
terview

s
of

Ju
rors,

82
IO

W
A

L
.

R
E

V
.465,543-46

(1997).S
ee

also
A

brah
am

S
.G

oldstein
,Ju

ry
S

ecrecy
an

d
th

e
M

edia
:

T
h

e
P

roblem
of

P
ost-V

erdict

In
terview

s,1993
U

.IL
L

.L
.R

E
V

.295
(1993);

N
ote,P

u
blic

D
isclosu

res
ofJu

ry
D

eliberation
s,96

H
A

R
V

.L
.R

E
V

.886

(1983).

（
６６
）

D
avid

W
ein

stein
,

P
rotectin

g
a

Ju
ror’s

R
igh

t
to

P
rivacy

:
C

on
stitu

tion
al

C
on

strain
ts

an
d

P
olicy

O
ption

s,
70

T
E

M
P

.L
.R

E
V

.1,39
(1997).

（
６７
）

Id.at
39-40.

（
６８
）

M
arcy

S
trau

ss,Ju
ror

Jou
rn

alism
,12

Y
A

L
E

L
.&

P
O

L
IC

Y
R

E
V

.389
(1994).

（
６９
）

Jam
es

R
.

C
ady,

B
ou

n
cin

g
”C

h
eckbook

Jou
rn

alism
”

:
A

B
alan

ce
betw

een
th

e
F

irst
an

d
S

ix
A

m
en

dm
en

ts
in

H
igh

profile
C

rim
in

alC
ases,4

W
M

.&
M

A
R

Y
B

IL
L

O
F

R
T

S
.J.671

(1995).
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（
７０
）

な
お
、
最
近
に
な
っ
て
陪
審
員
の
評
議
を
カ
メ
ラ
録
画
し
、
全
米
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
ひ
と
つ
で
あ
る
Ｃ
Ｂ
Ｓ
が
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
番

組
と
し
て
報
道
し
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
陪
審
員
の
評
議
の
録
画
と
報
道
が
妥
当
か
ど
う
か
議
論
と
な
っ
て
い
る
。
被
告
人

の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
の
侵
害
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
の
声
も
あ
る
。A

brah
am

A
bram

ovsky
&

Jon
ath

an
I.

E
delstein

,C
am

eras
in

th
e

Ju
ry

R
oom

:
A

n
U

n
n

ecessary
an

d
D

an
gerou

s
P

receden
t,28

A
R

IZ
.S

T
.L

.R
E

V
.865

(1996).
こ
れ
に
対
し
、
陪
審
員
の
評
議
の
録
画
そ
れ
自
体
が
被
告
人
の
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
侵
害
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い

か
と
の
意
見
も
あ
る
。W

illiam
R

.B
agley,Jr.,N

ote
:

Ju
ry

R
oom

S
ecrecy

:
H

as
th

e
T

im
e

C
om

e
to

U
n

lock
th

e
D

oor?,32

S
U

F
F

O
L

K
U

.L
.

R
E

V
.

481,
501

(1999).

ま
た
、
録
画
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
陪
審
員
が
考
慮
す
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
た
事
柄
を
検
討

し
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
、
評
議
の
過
程
の
適
切
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。Id.at

504.S
ee

also

C
lifford

H
olt

R
u

prech
t,

A
re

V
erdict,

T
oo,

L
ike

S
au

sages?
:

L
iftin

g
th

e
C

loak
of

S
ecrecy,

146
U

.
P

A
.

L
.

R
E

V
.

217

(1997).

た
だ
、
連
邦
で
は
、
こ
の
試
み
に
批
判
が
強
く
、
陪
審
員
の
評
議
の
録
画
・
録
音
を
禁
止
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
合
衆
国

法
典
第
十
八
編
第
一
五
〇
八
条
。
な
お
、
裁
判
の
公
開
の
原
則
、
そ
し
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
裁
判
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
権
利
は
、
歴
史
的
に

公
開
さ
れ
て
き
た
公
判
手
続
に
限
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
陪
審
員
室
に
お
け
る
陪
審
員
の
評
議
に
つ
い
て
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
な
マ
ス
・
メ

デ
ィ
ア
の
権
利
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。B

agley,su
pra,at

494.

（
７１
）

E
ric

W
eth

eim
,N

ote,A
n

on
ym

ou
s

Ju
ries,54

F
O

R
D

H
A

M
L

.R
E

V
.981

(1986).

（
７２
）

G
oldstein

,su
pra

n
ote

67,at
311.

（
７３
）

U
n

ited
S

tates
v.T

h
om

as,757
F

.2d
1359

(2d
C

ir.1985);
U

n
ited

S
tates

v.B
arn

es,604
F

.2d
121

(2d
C

ir.1979),

cert.den
ied,446

U
.S

.907
(1980);

U
n

ited
S

tates
v.E

dm
on

d,52
F

.3d
1080

(D
.C

.C
ir.1995).

（
７４
）

841
F

.2d
74

(4th
C

ir.1988).

（
７５
）

U
n

ited
S

tates
v.

D
oh

erty,
675

F
.

2d
719

(D
.

M
ass.

1987);
In

re
G

lobe
N

ew
spaper

C
o.,

920
F

.
2d

88
(1st

C
ir.

1990).

（
７６
）

U
n

ited
S

tates
v.B

row
n

,250
F

.3d
907

(5th
C

ir.2001)

で
は
、
裁
判
官
が
匿
名
の
陪
審
を
採
用
し
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
こ
の

匿
名
性
を
侵
さ
な
い
よ
う
命
令
し
た
事
例
で
、
裁
判
所
は
陪
審
員
の
氏
名
を
匿
名
に
し
、
記
録
を
非
公
開
に
す
る
こ
と
は
で
き
、
違
法
に
陪

審
員
の
氏
名
を
入
手
し
て
公
表
し
た
場
合
に
は
処
罰
も
許
さ
れ
る
が
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
独
自
取
材
で
陪
審
員
の
氏
名
を
入
手
し
た
と
き

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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に
も
そ
の
公
表
を
禁
止
す
る
こ
と
は
事
前
抑
制
に
あ
た
り
、
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
照
ら
し
、
こ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
は
困
難
と
結
論
し
て

い
る
。

（
７７
）

N
an

cy
J.

K
in

g,
N

am
eless

Ju
stice

:
T

h
e

C
ase

for
th

e
R

ou
tin

e
U

se
of

A
n

on
ym

ou
s

Ju
ries

in
C

rim
in

al
T

rials,
49

V
A

N
D

.L
.R

E
V

.123
(1996).

（
７８
）

B
abak

A
.R

astgou
fard,N

ote
;

P
ay

A
tten

tion
to

T
h

at
G

reen
C

u
rtain

:
A

n
on

ym
ity

an
d

th
e

C
ou

rts,
53

C
A

S
E

W
.

R
E

S
.L

.R
E

V
.1009

(2003).

（
７９
）

A
brah

am
A

bram
ovsky

&
Jon

ath
an

I.
E

delstein
,

A
n

on
ym

ou
s

Ju
ries

:
In

E
xigen

t
C

ircu
m

stan
ces

O
n

ly,
13

S
T

.

JO
H

N
J.

L
.

C
O

M
M

.
457

(1999).

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
措
置
に
対
し
て
は
、
陪
審
員
に
と
っ
て
お
そ
ら
く
名
前
を
最
も
知
ら
れ
た
く

な
い
の
は
被
告
人
だ
と
い
う
点
で
問
題
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。W

ein
stein

,su
pra

n
ote

66,at
n

304.

（
８０
）

Id.at
29-32.

（
８１
）

Id.at
28.

（
８２
）

最
大
判
一
九
九
二
（
平
成
四
）
年
七
月
一
日
民
集
四
六
巻
五
号
四
三
七
頁
。
デ
ュ
ー
・
プ
ロ
セ
ス
の
権
利
に
関
す
る
先
例
は
、
第
三
者

所
有
物
没
収
事
件
判
決
・
最
大
判
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
一
一
月
二
八
日
刑
集
一
六
巻
一
一
号
一
五
九
三
頁
で
あ
る
。
な
お
、
公
平
な

裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
、
最
大
判
一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
五
月
二
六
日
刑
集
二
巻
五
号
五
一
一
頁
参
照
。

（
８３
）

日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
命
令
を
出
す
権
限
を
明
記
し
た
法
律
の
規
定
が
な
く
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
命
令
を
出
す
裁
判
所
の
権
限

が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
議
論
が
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
裁
判
官
が
法
廷
侮
辱
を
処
罰
す
る
権
限
を
認
め
ら
れ
て

お
り
、
裁
判
官
が
口
止
め
命
令
を
出
せ
る
こ
と
、
そ
の
違
反
行
為
に
対
し
法
廷
侮
辱
と
し
て
処
罰
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

日
本
で
も
、
裁
判
所
は
憲
法
七
六
条
の
司
法
権
に
内
在
す
る
権
限
と
し
て
、
司
法
権
行
使
に
必
要
な
限
度
で
、
国
民
の
権
利
や
自
由
を
制
限

す
る
権
限
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
違
反
行
為
を
処
罰
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
の
裁
判
所
も
、

法
律
の
明
文
の
規
定
が
な
く
て
も
そ
の
よ
う
な
権
限
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
８４
）

最
大
判
一
九
八
六
（
昭
和
六
一
）
年
六
月
一
一
日
民
集
四
〇
巻
四
号
八
七
二
頁
参
照
。

（
８５
）

カ
ナ
ダ
で
は
、
刑
事
裁
判
手
続
中
は
厳
し
い
秘
密
主
義
が
貫
か
れ
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
は
法
廷
を
傍
聴
で
き
る
が
、
そ
の
報
道
に
は
厳

し
い
制
限
が
置
か
れ
て
い
る
。B

reh
en

y
&

K
elly,su

pra
n

ote
31,at

398.
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
制
限
は
許
さ
れ
な
い
と

（阪大法学）５３（３・４―２６６）８８８〔２００３．１１〕



考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
の
基
準
の
も
と
で
処
罰
が
許
さ
れ
る
の
は
、
た
と
え
ば
被
告
人
を
有
罪
に
す
べ
き
だ
と
の
立
場
か
ら
、

裁
判
員
が
無
罪
の
評
決
を
し
た
ら
裁
判
員
へ
の
報
復
を
煽
動
し
た
よ
う
な
場
合
で
あ
ろ
う
か
。

（
８６
）

名
古
屋
高
判
二
〇
〇
〇
（
平
成
一
二
）
年
六
月
二
九
日
判
例
集
未
登
載
。
た
だ
し
、
こ
の
判
断
は
最
高
裁
判
所
で
斥
け
ら
れ
て
い
る
。

最
二
小
判
二
〇
〇
三
（
平
成
一
五
）
年
三
月
一
四
日
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
。

（
８７
）

ア
メ
リ
カ
で
試
み
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
陪
審
員
候
補
者
に
対
す
る
一
般
的
な
質
問
に
つ
い
て
は
公
開
で
行
い
、
機
微
に
わ
た
る
よ
う

な
事
項
の
質
問
を
す
る
場
合
に
は
非
公
開
に
す
る
な
ど
の
方
法
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
強
姦
事
件
の
裁
判
員
候
補
者
に
強

姦
の
被
害
に
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
質
問
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
当
然
非
公
開
と
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
よ
う
。

（
８８
）

陪
審
員
が
評
決
後
に
裁
判
に
つ
い
て
は
発
言
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
は
、
こ
れ
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス

で
は
、
一
九
八
一
年
の
裁
判
所
侮
辱
法
第
八
条
に
お
い
て
、
陪
審
員
が
評
議
の
内
容
を
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
が
そ
れ
を
報
道
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。R

O
B

E
R

T
S

O
N

&
N

IC
H

O
L

,
su

pra
n

ote
33,

at
351,

392-94
;

M
arder,su

pra
n

ote
65,at

538.

し
か
し
、
日
本
で
は
、
こ
の
よ
う
な
包
括
的
な
禁
止
は
、
明
ら
か
に
裁
判
員
の
表
現
の
自
由
を
侵
害
す

る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
裁
判
員
が
そ
の
経
験
に
つ
い
て
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
意
見
を
述
べ
、
あ
る
い
は
自
己
の
著
書
の

中
で
そ
の
経
験
を
記
述
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
裁
判
員
と
し
て
裁
判
に
加
わ
る
前
か
ら
、
そ
の
話
を
マ
ス
・

メ
デ
ィ
ア
に
売
り
込
む
こ
と
は
、
公
正
な
裁
判
へ
の
信
頼
を
損
な
う
危
険
性
が
あ
る
。
裁
判
終
了
前
に
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
会
見
や
発
言
を

契
約
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
裁
判
員
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
よ
う
な
行
為
に
限
定
し
て
で
あ
れ
ば
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取

材
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
８９
）

日
本
弁
護
士
連
合
会
は
、
こ
の
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
関
し
て
意
見
を
公
表
し
て
い
る
。〈h

ttp
://w

w
w

.n
ich

iben
ren

.or.jp/jp/

katsu
do/sytyou

/iken
/03/2003_23.h

tm
l

〉

し
か
し
そ
こ
に
は
、
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
・
報
道
の
自
由
の
制
限
、
国
民
の
知
る
権

利
の
制
限
に
対
す
る
懸
念
は
あ
ま
り
強
く
見
ら
れ
な
い
。
二
〇
〇
三
年
五
月
十
五
日
付
け
の
日
本
新
聞
協
会
編
集
委
員
会
の
意
見
と
対
比
さ

れ
た
い
。〈h

ttp
://w

w
w

.pressn
et.or.jp/in

fo/seim
ei/ken

k
20030515.h

tm

〉

公正な裁判を受ける権利と取材・報道の自由
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