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小
野
貞
さ
ん
に
よ
る
第
二
次
再
審
請
求

に
対
し
、
昨
年

一
一
月
、
検
事
意
見
吉
が

提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
弁
護
団
側
の
意

見
書

（反
論
）
が
、
本
年
二
月
に
提
出
さ

れ
ま
し
た
。
検
事
側
は
弁
護
団
側
の
意
見

書
に
対
し
、
第
二
次
意
見
書
の
か
た
ち
で

反
論
を
加
え
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
年

六
月
、
弁
護
団
側
は
再
反
論

（第
二
次
意

見
占
）
を
提
出
、
Ｌ
張
の
応
酬
が

つ
づ
い

て
い
ま
す
。

＊

請
求
人

・
小
野
貞
さ
ん
は
、
検
事
意
見

吉

に
対
し
、
詳
細
な

「
Ｌ
中
書
」
を
執

筆

・
提
出
す
る
な
ど
、
熱
心
な
取
り
組
み

を

つ
づ
け
て
い
ま
し
た
が
、
し
月
末
、
突

然
、
脳
梗
宋
に
お
そ
わ
れ
、
日
Ｆ
、
入
院

加
療
中
で
す
。　
一
日
も
早

い
ご
回
復
を
願

っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
　

　

　

　

（事
務
局
）

検
Ｉ
側
は
第

一
次
意
見
苦
で
、
弁
護
団

側
が

「新

‐
ｌｉｌｉ
拠
」
と
し
て
提
出
し
た
細
川

論
文

に
つ
≒
、

原
判
決
で
、
「
証
拠
」
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い
の
は
た
し
か
だ

が
、
判
決
文
中
ぜ
共
産
Ｌ
義
的
啓
家
論
文

と
し
て
評
価
を
ド
し
て
お
り
、
し
た
が

っ

て

「事
実
認
定
の
用
」
に
供
し
た
こ
と
は

明
ら
か
で
、
細
川
論
文
は
新
証
拠
と
す
る

に
は
当
た
ら
な

い
と
し
て
い
ま
す
。
第
二

次
意
見
洋
で
も
、
原
判
決

の

「
犯
罪
事

実
」
欄
中
の

「該
論
文
」
の
ペ
ー
ジ

・
ナ

ン
バ
ー
と

「改
造
」
掲
載
の
そ
れ
と
が
完

全
に

一
致
す
る
か
ら
、
事
実
認
定
の
用
に

供
し
た
の
は
明
ら
か
だ
な
ど
と
、
強
引
な

―‐
張
を
く
り
か
え
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
弁
護
団
――――
は
、
検
察
側
の

卜
張
に
根
拠
が
な

い
こ
と
、
旧
刑
訴
法
に

つ
い
て
も
恣
意
的
な
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
詳
細
な
駁

論
を
加
え
ま
し
た

（第
　
～

人

―
．ン
参

昭
じ
。

＊

細
川
論
文
の
鑑
定
書
に
つ
い
て
は
、
今

片
清

一
先
生
の
分
が
出
来
Ｌ
が
り
、
も
う

一
人
の
鑑
定
人
、
奥
平
康
弘
教
授
が
ア
メ

リ
カ
留
学
中
で
あ
る
た
め
、
代
わ

っ
て
荒

井
信

一
先
生

（元
茨
城
大
教
授
、
現
駿
河

台
人
教
授
）
が

ご
執
筆
中
で
す
。
近
絆

「戦
争
責
任
・
（岩
波
書
店
）
を
は
じ
め
、

現
代
史
研
究
の
第

一
人
者
で
す
。

948年 8月 、小野康人氏へ贈 られた細川嘉六氏の書

■
一・一一一・一一戦
一後
■
一０
一年
一ｔ
一横
一浜
一事
一件

稲理
Ｊ
∫
■
ヽ
家
お
〓
雌
ｒ
佐
・藤
●
宏
‐‐‐―‐
藤
一日
一親
善
一
松
浦
．総
二
■
■
■
か

検事側 と弁護団
意見書 応酬つづく
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事
件
を
風
化
さ
せ
ぬ
た
め
に

元
『中
央
公
論
』
編
集
長

　

せ麟

田

親

日
日

こ
の
と
こ
ろ
、
ぼ
く
は
、
清
沢
冽

『暗

黒
日
記
』
を
読
み
、
島
木
健
作
の

『扇
谷

日
記
』
を
再
読
し
、
大
佛
次
郎
の

『敗
戦

日
記
』
を
読
ん
で

い
ま
す
。

い
ず
れ
も
ぼ

く
自
身
が
、
こ
れ
ら
の
書
物
の
あ
る
頁
に

横
浜
事
件
の
関
係
者
と
し
て
登
場
し
て
い

ま
す
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
当
時
の

国
や
軍
が
横
車
を
押
す
姿
が
生
々
と
語
ら

れ
、
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
れ

は
人
間
性
を
踏
み
に
じ

っ
た
あ
の
よ
う
な

生
活
を
二
度
と
し
た
く
な

い
、
本
当
の
平

和
が
ほ
し
い
と
い
う
、
実
際
の
生
活
に
深

く
根
を
お
ろ
し
た
巻
の
声
で
す
か
ら
、
読

ん
で

い
る
中
に
そ
の
頃
の
ぼ
く
達
の
生
活

を
思
い
出
さ
せ
ま
す
。

戦
後
五
十
年
の
節
日
と

い
う
事
で
、

い

ろ
い
ろ
な
行
事
が
こ
の
と
こ
ろ
も
た
れ
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
本
当
に
戦
争
は
終

っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
被
爆
者
援
護
、
慰
安

婦
の
問
題
等

々
、
戦
争
は
ま
だ
終

っ
て
い

な
い
と
ぼ
く
は
思
う
の
で
す
。

戦
時
中
、
大
本
営
発
表
以
外
は
、
国
民

は
何

一
つ
真
実
を
知
ら
さ
れ
て
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
勝

っ
た
勝

っ
た
が
、　
い
つ
と
は

な
し
に
王
砕
に
変
化
、
要
す
る
に
負
け
た

と
い
う
こ
と
。
国
民
は
軍
を
信
用
し
な
く

な
る
し
、
国
の
政
治
も
信
頼
し
な

い
。
こ

れ
は
敗
戦

へ
の
道
で
あ
る
こ
と
を
政
治
家

も
軍
人
も
認
識
し
な
か

っ
た
と
い
っ
て
い

い
で
し
ょ
う
。
言
論
の
自
由
を
抑
え
る
こ

と
は
、
大
き
な
贋
き
の
原
因
で
す
。
形
は

な
く
な

っ
た
が
、
心
の
中
で
は
戦
う
と
い

う
行
為
を
認
め
て
い
る
人
々
が
、
ぼ
く
達

の
周
辺
に
は
ま
だ
居
る
と

い
う
こ
と
、
戦

前
戦
中
の
行
動
原
理
が
今
で
も
生
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
歴
史
認
識
を
き
ち
ん
と

し
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
怖
し
い
こ

と
で
す
。

ぼ
く
が
神
奈
川
県
特
高
に
検
挙
さ
れ
た

の
は
、
十
九
年

一
月
末
。
ぼ
く
は
前
歴
が

な
か

っ
た
の
で
、
特
高
が
描

い
た
共
産
党

再
建
に
は
ど
う
し
て
も
結
び

つ
か
ず
、
そ

の
上
何
を
訊

い
て
も
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
で
通

し
た
た
め
、
二
十
年

一
月
二
十
七
日
に
、

起
訴
留
保
で
解
放
さ
れ
ま
し
た
。
帰
宅
し

て
女
一房
か
ら
訊

い
た
話
。

●
特
高
が
、
藤
田
は
何
を
訊

い
て
も
知

ら
な

い
だ
け
、
気
が
狂

っ
た
の
で
は
な

い

か
、
と
連
絡
し
て
き
た
。

●
妻
、
雪
子
は
自
分
に
出
来
る
事
は
何

だ
ろ
う
と
考
え
た
末
、
陸
軍
報
道
部
の
秋

山
中
佐
に
た
の
ん
で
み
よ
う
と
思

い
、
男

装
し
て
報
道
部

へ
乗
込
み
、
中
佐
に
た
の

ん
で
み
た
が
、
藤
田
君
の
事
だ
か
ら
何
と

か
し
て
上
げ
た
い
が
僕
が
動
く
と
軍
が
動

く
事
に
な
る
か
ら
…
…
と
体
良
く
断
ら
れ

た
話
。

つ
ま
り
ぼ
く
と
共
に
女
房
も
闘

っ

た
わ
け
。

昨
年
九
月
、
東
京
新
宿
の
朝
日
生
命
ホ

ー
ル
で
ふ
じ
た
あ
さ
や
作

。
千
田
是
也
演

出
で
青
年
劇
場
の

「村
井
家
の
人
々
」
が

上
演
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
横
浜
事
件
を

バ
ッ
ク
に
村
井
家
の
人
々
の
動
き
と
、
こ

れ
を
放
送
し
よ
う
と
し
た
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ

ー
の
良
心
と
商
業
主
義
と
の
戦

い
、
そ
れ

か
ら
自
粛
と

い
う
言
葉

に
潜
む
麻
薬
が
、

言
論
弾
圧
の
動
き
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
矛
盾

を
追
及
し
た
も
の
。
作
者
の
ふ
じ
た
あ
さ

や
は
横
浜
事
件
を
風
化
さ
せ
な

い
よ
う

に
、
■
十
年
た

っ
た
今
、
こ
れ
を
書

い
た

と
い
っ
て
い
ま
す
。
同
時
に
、
言
論
弾
圧

と
は
本
当
に
何
だ

っ
た
か
を
追
及
し
て
い

ま
す
。
横
浜
事
件
を
歴
史
上
の
事
件
と
し

て
扱
う
の
で
な
く
、
現
代
の
報
道
や
言
論

の
問
題
提
起
を
し
た
い
と

い
う
の
が
作
者

の
念
願
だ

っ
た
と
ば
く
は
考
え
て
い
ま
す
。

横
浜
事
件
を
風
化
さ
せ
な

い
た
め
に
、

時
々
こ
の
言
論
弾
圧
の
問
題
を
テ
ー
マ
と

す
る
イ
ベ
ン
ト
を
行
う
こ
と
。
も
う

一
つ

は
文
化
団
体
そ
の
他
庶
民
的
な
組
織
が
言
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論
問
題
に
関
心
を
深
め
る
よ
う
な
動
き
を

起
す
必
要
が
あ
る
よ
う
で
す
。
要
は
、
団

体
で
も
個
人
で
も
、
こ
の
動
き
に
積
極
的

に
参
加
す

る
こ
と
が
必
要
だ
と
思

っ
て

い

ま
す
。

危
う
い
マ
ス
コ
ヽヽヽ
の
現
状

評
論
家

松

浦

私
は
八
〇
歳
を
す
ぎ
て
書
い
た
二
冊
の

本

（『天
皇
裕
仁
と
東
京
大
空
襲
』
『天
皇
裕

仁
と
地
方
都
市
空
襲
し

の
中
に

「
地
方
都

市
空
襲
は
大
日
本
帝
国
憲
法
の

″結
論
″

で
あ

っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。
右
の
筆
法

を
く
り
か
え
せ
ば
、
「横
浜
事
件
こ
そ
は

大
日
本
帝
国
憲
法
の

″結
論
″
で
あ

っ

た
」
と
い
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。
美
濃
部
達

吉
も
い
っ
た
よ
う
に
、　
一
八
七
五
年

（明

治
八
年
）
の
ザ
ン
ボ
ウ
律

い
ら
い
、
こ
の

国
の
言
論
弾
圧
に
は

″
天
皇
の
影
″
が
色

濃
く
し
み
つ
い
て
い
た
。

私
は

″横
浜
事
件
世
代
″
で
あ
り
、
治

安
維
持
法
世
代
で
も
あ
る
。
横
浜
事
件
の

原
因
と
な

っ
た
細
川
嘉
六

「世
界
史
の
動

向
と
日
本
」
亀
改
造
』

一
九
四
二
年
八
・
九

月
号
）
が
発
行
さ
れ
た
と
き
二
八
歳
で
あ

っ
た
。
当
時
の
私
は
思
想
的
に
は

「米
英

派
」
（と
特
高
は
私
の
こ
と
を
い
っ
た
）
で

あ

っ
た
。
だ
か
ら
、
あ
の
大
戦
争
の
本
質

を
割
合
と
冷
静
に
み
る
こ
と
が
で
き
た
。

一
般
的
に
は
、
横
浜
事
件
は
敗
戦
直
後

に
朝
日
新
聞
な
ど
に
報
道
さ
れ
て
知
ら
れ

た
。
が
、
私
は
戦
中
か
ら
中
央
公
論
や
改

造
に
知
人
が

い
た
の
で
、
横
浜
事
件
の
暉

は
知

っ
て
い
た
。
横
浜
事
件
の
近
距
離
の

地
点
に
い
た
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
敗
戦
後
に
は
横
浜
事
件
の
本
質
が

わ
か
ら
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
何
故

か
。敗

戦
か
ら
二
年
間
ば
か
り
は
、
横
浜
事

件
被
害
者
た
ち
は
抵
抗
の

″
英
雄
″
と
し

て
報
道
さ
れ
た
。
ま
た

″
英
雄
″
き
ど
り

の
被
害
者
も

い
た
。
青
地
晨
は
自
嘲
的
に

自
ら
を

″
横
浜
事
件
利
得
者
″
と

い
っ
て

い
た
。　
一
〇
歳
年
下
の
安
田
武
な
ど
は
こ

う

い
う
風
潮
に
か
な
り
不
満
を
も

っ
て
い

た
よ
う
だ
。
こ
う

い
う

一
時
期
を
す
ぎ
て

冷
静
に
な
る
と
、
横
浜
事
件
も
正
し
く
み

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

と
く
に
、
今
回
、
私
は

『
天
皇
裕
仁
と
地

方
都
市
空
襲
』
を
書
き
な
が
ら
、
よ
う
や

く
横
浜
事
件
が
よ
く
分

っ
た
気
が
し
て
き

たヽ
。横

浜
事
件
被
害
者
ら
が
逮
捕
さ
れ
暴
行

さ
れ
た
治
安
維
持
法
に
は

「国
体
を
変
革

し
」
と
あ
る
。
国
体
と
は

「万
世

一
系
の

天
皇
君
臨
し
て
統
治
権
を
総
憤
し
給
う
」

国
柄
で
あ
る
。
し
か
し

「国
体
」
は
そ
う

い
う
散
文
的
な
規
定
だ
け
で
は
な
い
。
歌

劇
社
会
運
動
取
締
法
案
が
治
安
維
持
法
お

よ
び
そ
の
改
正
を

へ
て
思
想
犯
保
護
監
察

法

へ
と

「進
化
」
し
て
ゆ
く
。
こ
の
過
程

を
九
山
真
男
は

「国
体
が
思
想
問
題
に
た

い
し
て
外
部
的
行
為
の
規
則
を
こ
え
て
、

精
神
的

『機
軸
』
と
し
て
無
制
限
な
内
面

的
同
質
化
の
機
能
を
露
呈
し
て
ゆ
く
過
程

で
も
あ

っ
た
…
…
」
（丸
山
真
男

『日
本
の

思
想
Ｌ

と
洞
察
し
た
。

一
九
四
四
年

（昭
和

一
九
）
七
月

一
〇

日
、
中
央
公
論
、
改
造
は
自
発
的
に
廃
業

さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
日
、
内
大
臣
木
戸
幸

一
の
日
記
は
書

い
て
い
る
。
「安
藤
内
相

参
内
。
最
近
思
想
動
向
に
つ
き
奏
上
。
拝

謁
後
、
来
室
。
最
近
険
悪
と
な
れ
る
政
情

に

つ
き
懇
談
す
」
。

こ
の
上
奏

に
改
造
、

中
公
の
話
が
な

い
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

七
月

一
〇
日
と
い
え
ば
、
三
日
後
に
サ
イ

パ
ン
三
万
人
は
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
た
め
に

″
玉

砕
″
し
て
い
る
。

い
よ
い
よ

″
本
土
決
戦
″
で
あ
る
。
そ

の
ま
え
に
、
改
造
や
中
公
編
集
者
の
邪
魔

者
は
殺
せ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
裕
仁
は

安
藤
内
相
の
上
奏
を
満
足
そ
う
に
聞

い
た

に
違

い
な

い
。

戦
後
は
天
皇
に
よ
る
マ
ス
コ
ミ
弾
圧
は

め

っ
き
り
す
く
な
く
な

っ
た
が
、
油
断
で

き
な

い
。
荒
垣
秀
雄
の
深
沢
七
郎

「
風
流

夢
揮
」
批
判

（６０
。
１２

・
１
）、
裕
仁
の
原

爆
投
下
肯
定
論
報
道

（７５

。
Ｈ

・
１
）、
さ

ら
に

「
昭
和
Ｘ
デ
ー
報
道
」
。

こ
れ
は
本

多
勝

一
に
よ
る
と

「本
島

（長
崎
前
市
長
）

さ
ん
を
撃

つ
側
か
ら
の
報
道
」
翁
貧
困
な

る
精
神
）

で
あ
り
、
数
は
ゴ

マ
ン
と
あ

っ
た
。

戦
後
五
〇
年
、
日
本
の

マ
ス
コ
ミ
は
、

再
び
横
浜
事
件

へ
近
づ
い
て
歩
み
つ
つ
あ

る
と
言
う
し
か
な

い
。

韓

黛

副
一葬
締
鸞
一灘
轟
辮
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よ
き
友
を

「戦
後
五
〇
年
と
横
浜
事
件
」
と
云
う

言
葉
を
聞

い
て
、
今
で
も
痛
恨
の
思
い
が

す
る
の
は
、
そ
の

「事
件
」
で
よ
き
友
の

多
く
を
失

っ
た
と
云
う
こ
と
で
あ
る
。
し

か
も
、
こ
の

「事
件
」
の
実
態
は
当
時
戦

時
体
制
下
で
あ

っ
た
日
本
の
官
憲
、
官
僚

に
よ
る
言
論
の
自
由

へ
の
弾
圧
の

一
端
を

な
す
も
の
な
の
で
あ

っ
た
。

に
も
拘
ら

ず
、
今
日
な
お
当
局
側
は
そ
の
よ
う
な
不

当
行
為
に
対
す
る
反
省
の
色
を
ば
見
せ
て

は
い
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。

私
に
と

っ
て
身
近
に

「
よ
き
友
」
で
あ

っ
た
の
は
、
相
川
博
、
小
野
康
人
の
二
君

で
あ

っ
た
。
私
と
彼
等
と
は
同
時
期
に
法

大
文
学
部
で
共

に
学
ん
だ
間
柄
で
あ

っ

た
。
当
時
の
文
学
部
の
学
生
数
は
極
め
て

少
な
か

っ
た
の
で
、
旧
制
地
方
高
校
出
身

の
相
川
君
と
、
確
か
検
定
合
格
者
で
あ

っ

た
小
野
君
と
、
貧
し
い
給
費
生
で
あ

っ
た

私
と
は
、
常
時
教
室
や
研
究
室
で
顔
を
合

せ
て
い
た
。
ま
た
小
野
君
の
奥
さ
ん
で
あ

っ
た
貞
さ
ん
の
寡
黙
な
姿
を
も
大
学
図
書

館
の
受
付
で
見
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

外
国
文
学
を
学
ぶ
と
云
う
こ
と
は
狭
際

な
日
本
を
脱
出
し
た
い
と
云
う

一
つ
の
願

藤

望
で
も
あ

っ
た
が
、
そ
れ
を
助
長
し
て
く

れ
る
三
木
清
を
合
む
よ
き
師
達
に
も
私
達

は
恵
ま
れ
て
い
た
。
昭
和

一
二
年
に
大
学

を
終
え
た
私
は
、
大
学
の
教
職
を
去

っ
て

名
古
屋
の

一
会
社
に
い
た
小
野
君
の
実
兄

で
あ
り
、
ジ

ョ
イ

ス
の

『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』

の
森
田
草
平
を
中
心
と
す
る
訳
者
グ

ル
ー

プ
の

一
人
で
も
あ
る
築
井
健
人
の
招
き
で

名
古
屋
に
行

っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
わ

が
ま
ま
で
結
局
そ
こ
を
去
る
こ
と
に
な

り
、
昭
和

一
四
年
の
改
造
社
の
編
集
者
募

集

に
応
じ
た
。
そ
し
て
入
社
し
て
み
た

ら
、
そ
こ
に
既
に
相
川
、
小
野
の
二
君
が

活
動

し
て

い
た
と
云
う
訳
な
の
で
あ

っ

た
。時

局
は
切
迫
し
て
い
た
。
昭
和

一
二
年

に
日
支
事
変
が
生
じ
、　
一
四
年
に
は
ノ
モ

ン
ハ
ン
事
件
が
起
こ
っ
て
お
り
、
街
頭
に

は
出
征
兵
士
を
送
る
歓
呼
の
声
が
溢
れ
て

い
た
。
そ
し
て
戦
争
製
作
の
批
判
者
、
斉

藤
隆
夫
の
衆
議
院
議
員
除
名
、
日
独
伊
三

国
同
盟
の
調
印
、
大
政
翼
賛
会
発
会
式
、

ま
た
東
條
陸
相
の

「戦
陣
訓
」
の
示
達
等

に
見
ら
れ
る
戦
時
体
制
の
強
化
、
自
由
抑

圧
の
趨
勢
は
私
に
強
い
嫌
悪
の
念
を
覚
え

さ
せ
た
。
そ
し
て
こ
の
年
の
末
に
日
本
の

対
米
英
宣
戦
布
告
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
直
前
に
私
は
改
造
社
を
辞
し
て

官
庁
外
郭
団
体
等
の
調
査
関
係
の
仕
事
に

身
を
潜
ま
せ
た
。

昭
和

一
八
年
に

「横
浜
事
件
」
が
起
こ

り
、
翌

一
九
年
七
月

に

『中
央
公
論
』

『改
造
』
に
廃
刊
命
令
が
発
せ
ら
れ
て
い

る
。
因
み
に
、
同
年
八
月
に
は
国
民
総
武

装
決
定
で
竹
槍
訓
練
が
始
め
ら
れ
て
い

る
。
か
く
し
て

「横
浜
事
件
」
の
実
態
は

自
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
が
元
で
相

川
、
小
野
の
二
君
も
早
く
し
て
世
を
去

っ

あた
。と

こ
ろ
が
、
今
日
依
然
と
し
て
続
け
ら

れ
て

い
る
の
は
事
件

の
裁
判
沙
汰
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
処
す
る
、
下
手
人
た
る
司

法
官
僚
は
、
「事
件
」
を
、
人
を
貶
め
て

い
た
に
も
拘
ら
ず
、
曖
味
に
糊
塗
し
よ
う

と
し
て

い
る
か
に
見
え
る
。
そ

こ
に
私

は
、
環
境
に
流
さ
れ
な
が
ら
自
己
中
心
の

欲
望
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
、
卑
少
な
人

間
の
悲
惨
な
姿
を
看
取
し
う
る
よ
う
に
思

う
の
で
あ
る
。
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刑
事
訴
訟
法
の
空
文
化

永

法
の
空
文
化
は
、
昔
も
今
も
変
わ
ら
ぬ

現
象
で
、
現
代
で
も
憲
法
九
条
の
空
文
化

し
て
い
る
こ
と
は
、
良
識
あ
る
人
の
目
に

は
明
白
で
あ
ろ
う
。
明
治
憲
法
の
も
と
で

い
ち
ば
ん
空
文
化
の
進
ん
で
い
た
の
が
刑

事
訴
訟
法
で
あ

っ
た
。
横
浜
事
件
の
よ
う

な
、
残
虐
な
拷
間
に
よ
る
冤
罪
の
発
生

は
、
そ
の
典
型
的
な
あ
ら
わ
れ
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

明
治
憲
法
の
も
と
で
、
治
罪
法
と
大
差

の
な

い
明
治
刑
事
訴
訟
法

（
一
人
九
〇
年

制
定
）
を
全
面
的
に
改
正
し
て
成
立
し
た

大
正
刑
事
訴
訟
法

（
一
九
二
二
年
制
定
）

は
、
も
ち
ろ
ん
被
疑
者

・
被
告
人
の
権
利

の
保
障
の
点
で
欠
陥
の
多
い
法
律
で
あ

っ

た
が
、
そ
の
程
度
の
刑
事
訴
訟
法
で
さ

え
、
も
し
そ
の
規
定
が
文
字
ど
お
り
厳
守

さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
捜
査

・
検
察
側
も

そ
ん
な
に
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
な
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
の
に
、
官
憲
に
よ

り
公
然
と
無
視
さ
れ
事
実
上
空
文
化
し
た

歴
史
学
者

刑
訴
の
も
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
の

「人
権
蹂
躙
」
が
堂
々
と
お
こ
な
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。
当
時

「人
権
」
と
い
う

用
語
は
こ
の
四
文
字
の
熟
語
の
中
で
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、　
い
わ
ば
明
治
憲
法

体
制
下
の

「人
権
」
は

「蹂
躙
」
さ
れ
る

形
で
の
み
観
念
さ
れ
る
大
勢
で
あ

っ
た
と

一言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

例
え
ば
、
被
疑
者
の
逮
捕

・
勾
留
に

は
、
は
じ
め
違
警
罪
即
決
例
の
浮
浪
罪
の

適
用
、
の
ち
に
は
行
政
執
行
法
に
よ
る
た

ら
い
ま
わ
し
の
長
期
勾
留
、
さ
ら
に

「承

諾
同
行
」
「承
諾
留
置
」
と
い
う
、
本
人

の
任
意
に
よ
る
か
の
ご
と
き
擬
制
の
形
に

ま
で
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
大
正
刑
訴
で

も
強
制
処
分
を
伴
う
捜
査
手
続
に
は
か
な

り
き
び
し
い
制
約
が
あ

っ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
警
察
官
の

「ち
ょ
っ
と
来
い
」
だ

け
で
人
民
が
い
つ
で
も
留
置
場
に
ほ
う
り

こ
ま
れ
る
こ
と
が
日
常
茶
飯
事
で
あ

っ
た

の
は
、
明
治
憲
法
下
を
生
き
て
き
た
世
代

の
人

々
に
は
周
知

の
こ
と
が
ら
で
あ

る
と

田
ぃ
う

。
す
で
に
明
治
初
期
に
自
白
が
な
け
れ
ば

有
罪
と
で
き
な
い
法
定
証
拠
主
義
が
廃
止

さ
れ
、
拷
間
は
職
権
濫
用
罪
と
し
て
犯
罪

行
為
と
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

警
察
で
の
拷
間
が
日
常
茶
飯
事
と
し
て
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。　
一
九
二
三
年
の
小
林

多
喜
二
の
築
地
警
察
署
に
よ
る
虐
殺
は
そ

の
極
限
例
で
あ
る
。

明
治
憲
法
下
ば
か
り
で
は
な
い
、
日
本

国
憲
法
下
の
戦
後
の
日
本
で
も
、
し
ば
し

ば
拷
間
に
よ
る
冤
罪
が
発
生
し
て
い
る
。

私
は
、

一
九
五

一
年
に
発
化
し
た
八
海
事

件
で
死
刑
を
ふ
く
む
有
罪
判
決
を
受
け
た

四
人
の
被
告
人
か
ら
警
察
で
の
拷
間
の
実

態
を
親
し
く
聴
取
し
た
こ
と
が
あ
り
、
第

一
次
差
戻
審
の
全
員
無
罪
の
判
決
中
に
も

婉
曲
な
こ
と
ば
で
拷
間
の
あ

っ
た
痕
跡
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
横
浜
事

件
は
、
こ
の
よ
う
な
刑
事
手
続
の
長

い
歴

史
を
背
景
と
し
て
見
た
と
き
、
は
じ
め
て

十
分
に
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（具
体
的
状
況
と
そ
の
史
料
に
つ
い
て
は
、

拙
著

『歴
史
の
中
の
憲
法
』
第
四
章
第
二

節
四

。
第
八
章
第

一
節
三
参
照
。
）

良脇

学
生
時
代
の
こ
と

安
　
江
　
　
一浮

私
は
学
生
時
代

（
一
九
四
〇
年
）、

東
大
在
学
中
読
書
会
で
、
治
安
維
持
法

違
反
の
疑
い
で
、
六
本
木
署
に
約

一
ヶ

月
間
拘
留
さ
れ
た
者
で
す

（東
大
事

件
）。

妹
も
読
書
会

（ベ
ー
ベ
ル
の
婦
人
論

を
岸
本
み
つ
子
さ
ん
等
と
）
の
件
で
四

五
年

一
月
に
岡
崎
で
検
挙
さ
れ
、
千
葉

の
警
察
に
勾
留
、
終
戦
を
千
葉
の
刑
務

所
で
迎
え
ま
し
た
。

横
浜
事
件
の
関
係
者
で
あ
る
大
森
直

道
さ
ん
の
弟
と
は
高
校
時
代
同
級
生
で

し
た
。
そ
ん
な
関
係
で
読
書
会
の
指
導

者
と
と
も
に
大
森
直
道
さ
ん
を
訪
ね
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
話
の
内
容
は
す

っ

か
り
忘
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
が
、
フ
ァ

シ
ズ

ム
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
か
と
思

い
ま
す
。

横
浜
事
件
は
、
戦
後
五
〇
年
た

っ
て

し
ま

っ
た
今
、
第
二
次
再
審
請
求
を
お

こ
な

っ
て
い
ま
す
が
、
私
共
、
外
部
の

支
援
す
る
会
の

一
員
と
し
て
、
お
役
に

た

っ
て
い
な
い
と
い
う
感
じ
で

い
っ
ぱ

い
で
す
。

＊
　
東
大
事
件
―
―

一
九
四
〇
年
九
月
帝
大

「行
幸
」
を
前
に
学
生
運
動
家
を
大
量
に
検
挙

し
た
事
件
。
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０
難
濃
＝
専
器
Л
●
＝
＝
＝
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榊
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第
二
次
再
審
請
求
は
、
原
判
決
に
お
い

て
、
小
野
康
人
氏
が

「共
産
主
義
的
啓
蒙

論
文
」
で
あ
る
細
川
論
文
を
支
持
し
、
校

正
作
業
を
し
た
こ
と
を

「犯
罪
事
実
」
の

第

一
と
し
な
が
ら
、
「証
拠
」
欄
に
細
川

論
文
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘

し
、
法
廷
で
調
べ
ら
れ
な
か
っ
た
細
川
論

文
を

「新
証
拠
」
と
し
て
提
起
さ
れ
ま
し

たヽ
。し

た
が

っ
て
、
検
察
側
と
弁
護
団
側
の

応
酬
は
、
原
判
決
を
行
な

っ
た
法
廷
が
、

細
川
論
文
を
証
拠
と
し
て
審
理
し
た
か
、

し
な
か
っ
た
か
を
め
ぐ

っ
て
争
わ
れ
て
い

ま
す
。
第
二
次
検
察
側
の
意
見
書
の
内
容

は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
す
。

０
０
、
原
判
決
書
中
に
引
用
の
細
川
論

文
の
ペ
ー
ジ
数
と

『改
造
』
掲
載
の
ペ
ー

ジ
数
が

一
致
す
る
か
ら
、
同
論
文
を
事
実

認
定
に
用
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

②
、
旧
刑
訴
法
下
、
ど
ん
な
証
拠
で
事

実
認
定
を
行
な

っ
た
か
は
、
判
決
文
中
で

内
容
を
推
知
し
う
る
程
度
に
説
示
す
れ
ば

足
り
る
と
さ
れ
て
お
り

（大
審
院
決
定
、

大
正

一
三
年
）、
必
ず
し
も
証
拠
欄

に
掲

げ
ね
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。

０
、
原
判
決
時
に
記
録
や
証
拠
物
が
焼

却
さ
れ
て

い
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な

い
。０

、
弁
護
団
側
は
法
廷
で
証
拠
調
べ
が

検
察
官
意
見
書
０
０
は
、
旧
刑
訴
法
下

に
お
け
る
公
判
、
判
決
書
作
成
の
実
情
を

知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
公
判
請
求
書
や

予
審
終
結
決
定
書
記
載
の
犯
罪
事
実
を
そ

の
ま
ま
引
き
写
す
こ
と
は
し
ば
し
ば
行
な

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
際
、
そ
れ
ら
書
面
記

載
の
犯
罪
事
実
中
押
収
物
の
表
示
も
、
証

拠
と
し
て
取
り
調
べ
ら
れ
た
か
ど
う
か
に

は
か
か
わ
り
な
く
、
引
き
写
さ
れ
た
。
ペ

ー
ジ
数
字
が

一
致
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ

て
、
裁
判
所
が
細
川
論
文
を
取
り
調
べ
た

と
い
う
推
論
は
成
り
た
た
な
い
。

な
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
と

い
う
が
、

旧
刑
訴
法
で
は

「
証
拠
物

ハ
裁
判
長

コ
レ

プ
被
告
人

二
示
ス
ヘ
シ
」
と
定
め
て
い
る

に
す
ぎ
な

い
。
本
件
は
、
細
川
論
文
の
要

旨
を
被
告
人
に
告
知
す
る
要
の
な

い
場
合

で
あ
る
。
（以
下
、
さ
ら
に
二
項
目
ほ
ど
あ

り
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
小
野
貞
さ
ん
の
上
中

書
で
駁
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
）

②
　
大
審
院
決
定
の
意
味
を
と
り
違
え

て
い
る
。
こ
の
決
定
は
、
大
正

一
二
年
の

窃
盗
事
件

に
つ
き
、
原
判
決
は
、
「
被
告

人

ノ
当
法
廷
の
供
述
」
「盗
難
始
木
書

ノ

記
載
」
を
掲
げ
て
い
る
の
み
だ
が
、
そ
れ

で
は
被
告
人
の
供
述
内
容
も
、
盗
難
始
末

書

に
ど
の
よ
う
な
記
載
が
あ

っ
た
か
も
推

知
で
き
ず
、
そ
の
た
め
証
拠
の
ど
の
部
分

を
犯
罪
事
実
認
定
の
資
料
と
し
た
か
が
判

断
で
き
な
い
と
し
て
、
原
判
決
を
破
棄
し

た
判
例
で
あ
る
。
大
審
院
の
決
定
は

″
証

拠
内
容
は
必
ず
し
も
具
体
的
に
明
示
の
要

な
し
と
い
え
ど
も
″
と
言

い
つ
つ
、
し
か

し
証
拠
の
い
か
な
る
部
分
に
よ

っ
て
い
か

な
る
事
実
を
認
定
し
た
か
を
明
示
す
る
こ

と
は
必
要
で
あ
り
、
そ
の
要
件
を
欠
く
判

決
は
違
法
と
し
て
い
る
。
検
察
側
は
、
大

審
院
決
定
文
中
の
片
言
隻
句
を
引
用
し
、

し
か
も
誤
読
し
、
暴
論

に
い
た

っ
て

い

２つ
。検

察
側
が
主
張
す
る

「
犯
罪
事
実
の
認

定

に
供
し
た
証
拠
」
を
、
「
証
拠
欄
」

に

記
載
す

る
必
要
が
な

い
と

い
っ
た
見
解

は
、
旧
々
刑
訴
法
以
来
、
ま

っ
た
く
存
在

し
な

い
。
↑
」
の
く
だ
り
は
、
右
大
審
院
決

定
を
具
体
的
に
検
討
し
た
詳
細
な
反
論
に
な

っ
て
い
ま
す
。
）

さ
ら
に
い
え
ば
、
昭
和

一
八
年
に
は
じ

ま
る
横
浜
事
件
は
、
戦
時
刑
事
特
別
法
が

適
用
さ
れ
る
事
件
で
あ
る
。
特
別
法
は
有

罪
判
決

に
お
け
る
証
拠
証
明
を
簡
略
化

し
、
「法
令

ノ
適
用
プ
示

ス
ニ
ハ
、
証
拠

ノ
標
目
及
法
令
ヲ
掲
グ

ル
プ
以
テ
足

ル
」

と
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
法
律
に
よ

っ
て

も
、
犯
罪
事
実
の
認
定
に
供
し
た
証
拠
標

目
を

「
証
拠
欄
」
に
掲
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

さ
れ
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
検
察

官
の
主
張
は
、
右
法
律
の
存
在
を
全
く
見

す

ご
し
て

い
る
。
し
た
が

っ
て

「
証
拠

欄
」
に
細
川
論
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
な

い

こ
と
は
、
法
廷
で
論
文
が
取
り
調
べ
ら
れ

な
か

っ
た
こ
と
を
強
く
推
測
さ
せ
る
。
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記
録
焼
却
は
横
浜
地
裁
も
認
め
た
／

０
、
判
決
時
の
記
録
焼
却
は
到
底
考
え

ら
れ
な
い
と
い
う
が
、
こ
れ
は
当
時
の
状

況
を
知
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
米
軍
進
駐

時
、
平
時
の
常
識
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
が
行
な
わ
れ
た
。
米
軍
進
入
路
に
あ
た

る
神
奈
川
県
で
は
、
と
く
に
混
乱
が
い
ち

じ
る
し
い
。
横
浜
地
裁
、
検
事
局
に
お
け
る

記
録
、
証
拠
物
の
廃
棄
が
、
誰
の
ど
の
よ
う

な
指
示
で
、
ど
れ
だ
け
行
な
わ
れ
た
か
の
記

録
す
ら
な
い
で
は
な
い
か
。
第

一
次
再
審
に

お
い
て
、
横
浜
地
裁
が
、
横
浜
事
件
関
係
の

記
録
は
焼
却
さ
れ
た
と
判
断
し
て
い
る
の

は
、
一
般
的
に
正
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

廷
で
の
証
拠

は
な
か

っ
た

検
察
側
主
張
０
は
、
論
文
要
旨
の
告
知

の
必
要
は
な
い
と
延
べ
て
い
る
が
、
旧
刑

訴
法
第
二
四

一
条
の
解
釈
と
し
て
、
証
拠

物
中
、
書
面
の
意
義
が
証
拠
と
な
る
も
の

の
取
調
べ
方
法
に
つ
い
て
、
展
示
に
あ
わ

せ
て
朗
読
を
も
必
要
と
す
る
有
力
な
学
説

が
あ

っ
た
。
証
拠
物
の
外
形
を
示
す
だ
け

で
な
く
、
文
字
を
閲
覧
、
意
義
が
理
解
で

き
る
程
度
に
被
告
人
に
示
す
必
要
が
あ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
同
法
第
二
四
七
条
第

一
項

で
、
各
個
の
証
拠
に
つ
い
て
被
告
人
の
意
見

を
問
う
べ
し
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

当
然
で
あ
る
。
か
り
に
当
時
、
細
川
論
文
が

押
収
物
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、

細
川
論
文
の
よ
う
に
数
十
ペ
ー
ジ
に
も
わ
た

る
文
書
を
、
被
告
人
に
外
形
だ
け
示
せ
ば
よ

い
、
と
い
っ
た
議
論
は
成
り
立
た
な
い
。

小
野
貞
さ
ん
は
検
察
官
意
見
書

（第

一

次
、
二
次
）
に
対
し
、
罫
紙
十
五
枚
、
資

料
つ
き
の
上
申
書
を
書
き
上
げ
、
弁
護
団

意
見
書
と
と
も
に
提
出
し
ま
し
た
。
国
立

公
文
書
館
や
ワ
シ
ン
ト
ン
公
文
書
館
の
特

高
資
料
を
も
読
み
込
ん
だ
労
作
で
す
。

＊

小
野
さ
ん
は
ま
ず
、
弁
護
団
意
見
書
と

同
じ
く
、
ペ
ー
ジ
数
が

一
致
す
る
か
ら
と

い
っ
て
法
廷
で
論
文
審
理
が
行
な
わ
れ
た

と
は
い
え
な
い
、
と
検
察
の
強
弁
を
批
判

し
ま
す
。
そ
し
て
二
回
の
検
察
官
意
見
書

を
読
ん
で
、
原
判
決
が
細
川
論
文
を
読
ん

で
い
な
か
っ
た
と
い
う
確
信
を
ま
す
ま
す

固
く
し
た
、
と
言
い
ま
す
。

そ
こ
で
、
形
式
的
審
理
、
判
決
を
急
い

だ
当
時
の
裁
判
所
が
、
細
川
論
文
な
ど
押

収
物
を
公
判
廷
に
持
ち
こ
ん
で
、
証
拠
調

べ
を
行
な
う
と
い
う
手
間
の
か
か
る
方
法

を
選
ば
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容

易
に
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
検
察
側
が

い
う
よ
う
に
、
本
来
必
要
が
な
か
っ
た
か

ら
論
文
要
旨
告
知
が
な
か
っ
た
の
で
は
な

く
、
証
拠
調
べ
を
や
ら
な
か
っ
た
か
ら
記

載
が
な
い
の
で
あ
る
。

（文
責
＝
事
務
局
・
橋
本
進
）

貞

な
ぜ
な
ら
、
細
川
論
文
は
当
時
の
情
報

局
検
閲
を
パ
ス
し
て
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ

か
ら
、
こ
れ
を
治
安
維
持
法
違
反
と
断
定

す
る
の
な
ら
、
判
決
文
中
に
お
い
て
情
報

局
許
可
を
く
つ
が
え
し
、
同
論
文
の
内
容

に
つ
い
て
判
断
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な

点
は

一
切
ふ
れ
ず
に
断
定
し
、
証
拠
欄
に

自
白
調
書
を
掲
げ
る
の
み
で
す
。
そ
の

一

つ
、
相
川
博
調
書
の
内
容
は
、
現
存
す
る

「相
川
手
記
」
と
同

一
で
す
。

第

一
次
再
審
の
際
、
東
京
高
裁
は

「小

野
、
相
川
を
含
め
」
事
件
連
座
者
の
口
述

書
の
写
し
を
み
る
と
、
「右
両
名
に
対
し

て
も
拷
間
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
の
疑
い
を
否
定
」
で
き
な
い
と
、
述
ベ

ま
し
た
。
拷
間
に
よ
り
強
制

・
歪
曲
さ
れ

た
手
記
―
―
そ
の
内
容
に
お
け
る

「事

実
」
の
架
空
性
は

一
読
す
れ
ば
明
ら
か

―
―
が
、
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
の
ご
と
く

原
判
決
に
登
場
し
て
い
る
の
を
み
る
と
、

細
川
論
文
が
法
廷
で
取
り
調
べ
ら
れ
ず

「事
実
認
定
の
用
」
に
供
さ
れ
な
か
っ
た

こ
と
は

一
目
瞭
然
で
す
。

小
野
康
人
は
二
〇
円
の
見
舞
金
を
細
川

宅
に
と
ど
け
た
こ
と
が
犯
罪
事
実
の
第
二

と
さ
れ
て
お
り
、　
一
方
、
風
見
章
氏
は

一

千
円
の
生
活
援
助
金
を
提
供
し
な
が
ら
、

不
間
に
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
次
検
察

官
意
見
書
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
「証
拠

関
係
が
異
な
る
か
ら
」
と
い
う
の
み

（同

意
見
書
回
）
で
、
何
ら
納
得
の
で
き
る
説

明
を
加
え
て
い
ま
せ
ん
。

小
野
康
人
は

「泊
会
議
」
容
疑
で
検
挙

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
論
文
校
正
容
疑
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の

「泊
会
議
」
が
原
判

決
文
か
ら
消
え
て
い
る
こ
と
を
も

っ
て
、

検
事
側
は
、
判
決
が
予
審
終
結
決
定
を
引

き
写
し
た
も
の
で
な
い
こ
と
の
証
拠
と
主

張
し
て
い
る
が

（前
同
ｍ
）、
こ
れ
は
原

裁
判
の
い
い
加
減
さ
を
証
明
す
る
だ
け
の

こ
と
で
あ

っ
て
、
法
廷
に
お
い
て
論
文
審

理
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
の
証
明
と
は
と
て

も
言
え
ま
せ
ん
。（文

責
＝
事
務
局
・
橋
本
進
）

調 公
べ 判

吻

榛
堡
祭
善
里
思
見
奎

再 日
弊
ｈ
輩
嘘
諦
『
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横
瀬
諄
酔

横

浜

事

件

一一石

の

裁

判

●
第
二
次
再
審
の
請
求
人
、
小
野
貞
さ
ん

が
、
横
浜
事
件
の
虚
構
性
を
打
ち
砕
く
た

め
に
三
年
が
か
り
で
諸
資
料
を
読
み
返

し
、
分
析
し
た
労
作
で
す
。

●
ま
た
、
大
川
隆
司
弁
護
団
事
務
局
長
に

よ
る
論
文

「戦
時
下
の
言
論
と
第
二
次
再

審
」
と
、
資
料

「第
二
次
再
審
裁
判
請
求

書
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
歴
史
用
語
や
固
有
名
詞
に
は
、
編
集
部

に
よ
る
て
い
ね
い
な

〈
注
〉
が
つ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
入
門
書
と
し
て
も
最
適
で
す
。

●
定
価

一
、
〇
三
〇
円

（郵
送
の
場
合
は
、

送
料
込
で

一
、
一一〇
〇
円
　
同
封
の
振
替
用

紙
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
）

治
安
維
持
法
と
横
浜
事
件

―

‐

●
こ
の
小
冊
子
は
、
第
二
次
再
審
の
実
現

を
め
ざ
す
た
め
に

一
九
九
四
年
二
月
二
〇

日
に
行

っ
た
集
会

「治
安
維
持
法
と
横
浜

事
件
」
の
記
録
を

『支
援
す
る
会
』
事
務

局
で
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

●
大
川
弁
護
団
事
務
局
長

「第
二
次
再
審

請
求
の
切
り
口
」
、
今
井
清

一
先
生

「
現

代
史
の
中
の
治
安
維
持
法
」
、
奥
平
康
弘

先
生

「治
安
維
持
法
と
横
浜
事
件
」
な
ど

の
講
演
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
頒
価
五
〇
〇
円

（郵
送
の
場
合
は
送
料

込
で
七
〇
〇
円
、
同
封
の
振
替
用
紙
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
）

事
務
局

へ
お
寄
せ
く
だ
さ

っ
た
お
使
り

を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

（文
責

＝
事
務
局
）。

▼
弁
護
団
渾
身
の
お
力
が
司
法
を
動
か
し

て
、
再
審
再
開
、
名
誉
回
復
が
実
現
し
ま

す
よ
う
心
よ
り
祈
念
致
し
ま
す
。
小
野
さ

ん
は
じ
め
皆
様
ご
清
栄
を
。（斉

藤
美
智
子
）

▼
ご
高
齢
の
小
野
貞
様
の
ご
努
力
に
頭
を

下
げ
る
ば
か
り
で
す
。
再
び
権
力
に
よ
る

悪
い
社
会
に
な
ら
な
い
よ
う
微
力
を
つ
く

し
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
暮
々
も
ご
自

愛
の
上
ご
活
躍
下
さ
い
。
（若
林
し
げ
の
）

▼
心
ば
か
り
の
額
で
す
が
カ
ン
パ
と
し
て

お
送
り
致
し
ま
す
。
暮
々
も
健
康
に
ご
留

意
な
さ
っ
て
下
さ
い
。
　

（井
上
ケ
イ
子
）

◎
事
務
局
だ
よ
り

ｏ
残
暑
お
見
舞
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
と
し

の
夏
も
大
変
な
暑
さ
と
な
り
ま
し
た
が
、

い
か
が
お
す
ご
し
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。

ｏ
今
井
清

一
。
荒
井
信

一
両
先
生
の
ご
協

力
で
、
『改
造
』
細
川
論
文
の
鑑
定
書
を

裁
判
所

へ
提
出
す
る
件
は
、
準
備
が
着

々

と
進
ん
で

い
ま
す
。
次
号
に
は
そ
の
ご
報

告
が
で
き
る
予
定
で
す
。

ｏ
第
二
次
再
審
請
求
実
現
の
た
め
の
署
名

運
動
は
、
ひ
き
続
き
取
り
組
ん
で

い
ま

す
。
ぜ
ひ
ど
協
力
の
ほ
ど
お
願

い
い
た
し

ま
す
。

ｏ
八
月
末
日
現
在
の
会
員
状
況

会
員
数
二
九
二
名
二
九
五
日

（個
人
）

九
団
体

一
五
日

（団
体
）

●
カ
ン
パ
を
寄
せ
て
く
だ
さ
っ
た
方
々
●

〈
３
月
〉
伊
藤
千
里
　
松
野
修
　
〈
４
月
〉
小

林
英
三
郎
　
堀
田
善
衛
　
清
水
弘
道
　
千

葉
良
信
　
香
取
章
子
　
福
田
詢
　
原
満
三

寿
　
〈
５
月
〉
加
藤
丸
子
　
栗
田
裕
康
　
斉

藤
美
智
子
　
北
繁
　
山
本
昌
子
　
佐
藤
純

子
　
古
関
彰

一　

若
林
し
げ
の
　
小
平
克

熊
谷
浩

一

〈
６
月
こ
目
山
房
子
　
関
幸
造

南
部
正
男
　
井
上
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入会申込 0会費納入先

〒 101千 代田区猿楽町 48松村ビル402

横浜事件・再審裁判 を支援する会

〔
' 03-3291-8066

〈年会費〉個人 =2000円 団体 =5000円

● 郵 便 振 替  0030715064
振林丹l紙に日座番け、金額、氏名、住所

など必要事項をご記入の うえ、お振 り込

み ください。

● 銀 行 振 込  富士銀行九段支店

普通預金 口座 478864千 横浜事件再審裁

Hlを 支援する会J


