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第4次暮本請求を申ヒ立て
3月 15日 、横浜地裁ヘ

今回は横浜事件フレームアップ
の虚構を、工面切 ってキ奔 !

新証拠は「子春終結決定」と
「細夕:1論夫」の昼史家鑑定書

暮春請求人は1、 野新―、斎藤信子さん。

弁護団は日下さ団長以下 11名 で構戌

▼

一
昨
年
７
月
、
最
高
裁
は
横
浜
事
件

第
二
次
再
審
請
求
の
特
別
抗
告
に
対
し

「棄
却
」
を
決
定
し
ま
し
た
。
一
片
の
良

心
も
う
か
が
え
な
い
、
形
式
手
続
き
論

で
の
円
前
払
い
で
し
た
。

こ
の
ま
ま
で
は
す
ま
さ
れ
な
い
と
、

佐
藤
博
史
先
生
ほ
か
新
た
な
メ
ン
バ
ー

を
加
え
た
弁
護
団
で
検
討
し
、
準
備
し

て
き
た
す
え
、
去
る
３
月
１５
日
、
横
浜

地
裁

へ
第
四
次
の
再
審
請
求
を
申
し
立

て
ま
し
た
。

請
求
人
は
、
前
回
ど
お
り
故
小
野
康

人
さ
ん
の
遺
族
、
小
野
新

一
さ
ん
と
斎

藤
信
子
さ
ん
。
弁
護
団
は
次
ペ
ー
ジ
別

掲
の
通
り
で
す
。

今
回
、
第
四
次
と
し
た
の
は
、
第
二

次
再
審
が
審
理
中
の

一
九
九
八
年
８

月
、
故
木
村
亨
さ
ん
の
夫
人
や
板
井
庄

作
氏
ら
に
よ
り
第
二
次
再
審
が
申
し
立

て
ら
れ
た
か
ら
で
す
。
そ
の
再
審
請
求

の
主
張
は
、
「横
浜
事
件
の
判
決
が
出

さ
れ
た
四
五
年
九
月
の
時
点
で
は
、
ポ

ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
り
す
で
に
治

安
維
持
法
は
失
効
し
て
い
る
の
で
、
同

法
に
よ
る
処
罰
は
許
さ
れ
な
い
」
と
い

う
も
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
の
経
竜

▼
か
え
り
み
る
と
、
一
九
人
六
年
７
月

の
第

一
次
再
審
申
し
立
て
か
ら
数
え
、

早
く
も

一
六
年
が
経
過
し
ま
し
た
。

第

一
次
は
被
害
者
と
遺
族
九
名
に

よ
っ
て
中
し
立
て
ら
れ
ま
し
た
。
再
審
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請
求
に
当
た

っ
て
は

「新
証
拠
」
の
提

示
が
必
要
と
さ
れ
ま
す
が
、
こ
の
第

一

次
で
新
証
拠
と
し
た
の
は
、
五
二
年
４

月

（サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発

効
の
直
前
）
横
浜
事
件
に
か
か
わ

っ
た

特
高
警
察
官
に
よ
る
拷
間
の
事
実
を
認

定
し
た
最
高
裁
判
決
で
し
た
。

し
か
し
こ
の
第

一
次
再
審
請
求
は
、

九

一
年
３
月
、
最
高
裁
の
棄
却
で
終
わ

り
ま
し
た
。

▼
第

一
次
再
審
請
求
で
最
大
の
カ
ベ
と

な

つ
た
の
は
、
横
浜
事
件
の
裁
判
記
録

が

（裁
判
所
み
ず
か
ら
焼
却
処
分
し
た

た
め
）
ほ
と
ん
ど
残
存
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
た
め
改
め
て
審
査
す
る
こ
と
が
不

第
四
次
暮
ネ
請
求
キ
護
団

弁
護
団
長
　
日
下
部
長
作

事
務
局
長
　
大
川
　
隆
司

山
本

　
一
郎

山
本
　
祐
子

小
沢
　
弘
子

佐
藤
　
博
史

笹
隈
み
さ
子

笹
森
　
　
学

¨

横
山
　
裕
之

．

藤
田
　
充
宏

竹
田
　
　
真

可
能
だ
と
い
う
言
い
分
で
し
た
。

そ
こ
で
第
二
次
再
審
請
求
は
、
三

件
記
録
の
不
存
在
」
と
い
う
逃
げ
を
許

さ
な
い
た
め
、
数
少
な
い
資
料
の
う
ち

「予
審
終
結
決
定
」
と

「判
決
」
の
二
つ

が
そ
ろ

つ
て
残

っ
て
い
る
小
野
康
人
氏

の
ケ
ー
ス
に
的
を
し
ば
り
、
こ
れ
を
横

浜
事
件
全
体
の
再
審
の
突
破

口
と
位
置

づ
け
て
取
り
組
み
ま
し
た
。
ま
だ
存
命

中
だ

つ
た
小
野
貞
さ
ん
と
遺
児
の
お
二

人
が
請
求
人
と
な
り
ま
し
た
。

▼
第
二
次
で
は
、
小
野
さ
ん
の

「犯
罪

事
実
」
が
、
細
川
嘉
六
氏
の
論
文

「世

界
史
の
動
向
と
日
本
」
を
雑
誌

『
改
造
』

に
掲
載
す
る
た
め
編
集
部
員
と
し
て
協

力
、
校
正
を
し
た
と
な

っ
て
い
る
の

に
、
か
ん
じ
ん
の
細
川
論
文
が

「証
拠
」

と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
な

い
点
を

つ

き
、
細
川
論
文
そ
の
も
の
を
新
証
拠
と

し
ま
し
た
。

し
か
し
裁
判
所
は
、
証
拠
の
項
目
に

は
挙
げ
て
い
な
く
と
も
、
調
べ
は
し
た

は
ず
と
い
う

「憶
測
」
で
逃
げ
の

一
手̈

に
終
始
し
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
二

昨
年
７
月
の
最
高
裁
棄
却
で
終
わ

っ
た

の
で
し
た
。

第

四
次
書
本
の
ポ
イ
ン
ト

▼
特
高
警
察
が
描
い
た
横
浜
事
件
の
シ

ナ
リ
オ
の
中
心
に
す
え
ら
れ
て
い
る
の

は
、
細
川
嘉
六
氏
が
、
中
央
公
論
社
、
改

造
社
の
若
い
編
集
者
や
満
鉄
の
研
究
者

を
故
郷
の
富
山
県
泊
町
に
呼
ん
で
開
い

た
と
い
う

「泊
会
議
」
で
す
。
実
際
は

懇
親
会
に
過
ぎ
な
か

っ
た
こ
の
宴
会

を
、
特
高
は

「共
産
党
再
建
会
議
」
と

決
め

つ
け
、
こ
の

「泊
会
議
」
の
決
定

に
も
と
づ
い
て
細
川
論
文
が
書
か
れ
、

『
改
造
』
に
掲
載
さ
れ
た
と
い
う
の
が

大
き
な
筋
書
き
で
し
た
。

し
た
が

っ
て
、
小
野
康
人
さ
ん
の
予

審
終
結
決
定

（予
審
判
事
に
よ
り
、
長

い
取
り
調
べ
の
あ
と
書
か
れ
た
も
の
）

で
も
、
こ
の
「泊
会
議
」
に
つ
い
て
綾
々

書
か
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
判
決
を
見
る

と
、
奇
妙
な
こ
と
に
こ
の
「泊
会
議
」
の

部
分
が
そ

っ
く
り
削
除
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
特
高
警
察
や
検
察
が
ど
ん
な
に

躍
起
に
な

っ
て
も
そ
の
証
拠
を
見

つ
け

る
こ
と
が
出
来
ず
、
ま
た
太
平
洋
戦
争

に
突
人
し
た
段
階
で
共
産
党
再
建
謀
議

が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
さ
す
が
に
リ
ア

リ
テ
イ
ー
に
欠
け
る
と
判
断
し
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
の

「泊
会
議
」
欠
落
に
つ
い
て
は

再
審
裁
判
の
当
初
か
ら
指
摘
さ
れ
、
横

浜
事
件
の
空
中
楼
閣
性
を
物
語
る
も
の

と
い
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
再
審
裁
判

の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

▼
し
か
し
今
回
の
第
四
次
再
審
請
求
で

は
こ
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、

判
決
の
論
理
構
造
、
証
拠
構
造
の
点
か

ら
、
こ
の

「泊
会
議
」
の
前
提
が
崩
れ

れ
ば
犯
罪
事
実
そ
の
も
の
も
崩
れ
去
る

こ
と
を
論
証
し
、
「泊
会
議
」
の
虚
構
性

を
示
す

「予
審
終
結
決
定
」
を
新
証
拠

と
し
た
の
で
す
。

▼
次
に
新
証
拠
と
し
た
の
が
、
細
川
論

文
に
つ
い
て
の
今
井
清

一
、
荒
井
信

一

先
生
の
鑑
定
書
と
、
そ
の
後
に
加
え
ら

れ
た
波
多
野
澄
雄
筑
波
大
教
授
の
鑑
定

書
で
す

（別
掲
、
要
約
参
照
）。

こ
れ
ら
の
鑑
定
書
に
つ
い
て
は
こ
の

会
報
で
す
で
に
お
伝
え
し
ま
し
た
が
、

細
川
論
文
が

「共
産
主
義
的
啓
蒙
論



3横浜事件再審裁判を支援する会 L43

文
」
で
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
れ
ば
、

そ
の
論
文
の
掲
載
に
協
力
し
た
と
い
う

「犯
罪
事
実
」
が
消
滅
す
る
こ
と
は
い

う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
第
四
次
再
審
請
求
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ

い
て
は
、
詳
し
く
は
次
の

「再
審
請
求

圭
ど

の
要
約
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と

思
い
ま
す
が
、
以
上
の
二
点
か
ら
だ
け

で
も
、
今
回
の
再
審
請
求
が

″
治
安
維

持
法
体
制

″
そ
の
も
の
に
切
り
込
ん
だ

も
の
に
な
る
こ
と
が
お
分
か
り
い
た
だ

け
る
と
思
い
ま
す
。

▼
こ
の
４
月
、
有
事
法
制
と
い
う
名
の

軍
事
法
制
の
復
活
を
も
く
ろ
む
法
案
が

提
出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
本
質
は
、　
一

言
で
い
え
ば
″
戦
え
な
い
自
衛
隊

″
を

″
戦
う
国
軍

″
に
脱
皮
さ
せ
、
国
家
総

動
員
体
制

へ
の
道
を
切
り
開
く
と
と
も

に
、
平
和
憲
法
体
系
の
上
台
を
突
き
崩

７
月
２６
日

⌒仝
）
‐８
時
～

◆
岩
波
セ
ミ
ナ
ー
ル
ー
ム
で

第
四
次
再
審
裁
判
の
カ
ギ
と
な

る
細
川
論
文
に
つ
い
て
、
鑑
定
書

を
書
い
て
い
た
だ
い
た
今
井
、
荒

井
、
波
多
野
先
生
に
お
い
で
い
た

だ
き
、
太
平
洋
戦
争
当
時
の
日
本

そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
時
期
、
戦
前
日
本
の
国

家
体
制
＝
治
安
維
持
法
体
制

の
根
幹

に
切
り
込
む
第
四
次
再
審
裁
判
の
意

味
は
大
き
い
と
思
い
ま
す
。
引
き
続
い

て
の
ご
支
援
と
、
関
心
あ
る
方

々
へ
の

呼
び
か
け
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

（支
援
す
る
会
事
務
局

・
梅
田
）

◆
泊

へ
現
地
調
査

希
望

の
方
は
ご

一
緒
に
！

◎
き
た
る
７
月
６
日

（土
）
～
７
日

（日
）、

弁
護
団
と
支
援
す
る
会
と
で
、
横
浜
事
件

発
祥
の
地

（？
）
富
山
県
泊

（現
朝
日
町
）

へ
一
泊
で
現
地
調
査
に
行
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。

◎
泊
に
は
、
細
川
先
生
は
じ
め
事
件
関
係

者
が
宿
泊
し
、
「泊
会
議
」
の
舞
台
と
な

っ

た
紋
左
旅
館
が
今
も
営
業
し
て
お
り
、
間

題
の
部
屋
も
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
て
い
ま

す
。
現
地
調
査
団
も
、
そ
の
紋
左
旅
館
に

泊
ま
り
ま
す
。

、
第

四
次
書
本
の
ネ
春

の
ア
ジ
ア
政
策
、
ひ
い
て
は
当
時

の
治
安
維
持
法
体
制
等
を
学
習
す

る
集
会
で
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
改
め
て
ご
案

内
し
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
ふ
る
つ

て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

苺
一暮
諸
一求
ま
一一ξ
）

去
る
３
月
１５
日

合
一〇
〇
二
年
）
、
横

浜
地
裁
に
提
出
し
た
再
審
請
求
書
の
あ

ら
ま
し
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
原
文
は
３７

ペ
ー
ジ
の
長
文
で
す
。
原
文
が
必
要
な

方
は
、
事
務
局

へ
申
し
込
ん
で
下
さ

い
。

第

一　

請
求
の
趣
旨

（略
）

第
二
　
請
求
の
理
由

１
　
請
求
人
ら
と
小
野
康
人
と
の
関
係

（略
）

２
　
確
定
判
決
が
認
定
し
た
犯
罪
事
実

と
証
拠

確
定
判
決

（横
浜
地
裁
。

一
九
四
五

年
９
月
１５
日
）
は
、
①

『
改
造
』
編
集

部
員
・
小
野
康
人
は
、
細
川
論
文
が
塁
（

産
主
義
的
啓
蒙
論
文
」
で
あ
る
こ
と
を

「知
悉
し
な
が
ら
」、
編
集
会
議
で
掲
載

に
賛
成
、
校
正
な
ど
を
し
た
、
②
細
川

家
族
に
二
〇
円
の
カ
ン
パ
を
行
っ
た
こ

と
、
を

「犯
罪
事
実
」
と
し
た
。
証
拠

は
小
野
や
相
川
博
の
供
述
な
ど
。

３
　
確
定
判
決
の
証
拠
構
造

確
定
判
決
は
、
①
小
野
は
か
ね
て
共

産
主
義
者
で
あ
っ
た
、
②
細
川
論
文
は

共
産
主
義
的
啓
蒙
論
文
で
あ
る
、
③
④

⑤
小
野
は
事
情
を
認
識
し
な
が
ら
、
右

犯
罪
事
実
を
行
っ
た
、
と
断
定
し
た
。

こ
う
し
た
断
定
の
た
め
に
は
、
右
犯
罪

事
実
の
動
機
と
し
た

「党
再
建
準
備

〈
ご

の
存
在
が
不
可
欠
の
前
提
で
、
こ

れ
が
否
定
さ
れ
れ
ば
、
確
定
判
決
は
砂

上
の
楼
閣
と
な
る
。

４
　
旧
刑
訴
法
事
件
に
お
け
る
証
拠
の

明
確
性
の
判
断
方
法

旧
刑
訴
法
適
用
事
件
に
つ
い
て
も
、

白
鳥
事
件
や
財
田
川
事
件
の
再
審
開
始

決
定
の
趣
旨
は
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち

請
求
人
ら
の
提
出
す
る
新
証
拠
が
、
も
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し

「確
定
審
の
審
理
中
に
提
出
さ
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
は
た
し
て
確
定
判
決

の
事
実
認
定
に
到
達
で
き
た
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
観
点
か
ら
、
新
証
拠
と
旧

証
拠
を
総
合
的
に
評
価
し
て
判
断
す
べ

き
で
あ
り
、
「再
審
開
始
の
た
め
に
は

確
定
判
決
に
お
け
る
事
実
認
定
に
つ
き

合
理
的
な
疑
い
を
生
ぜ
じ
め
れ
ば
足
り

アつ
」。

５
　
確
定
判
決
と
細
川
論
文

確
定
判
決
は
、
細
川
論
文
が
共
産
主

義
的
啓
蒙
論
文
だ
と
い
う
こ
と
を
大
前

提
に
し
て
お
り
、
こ
れ
に
合
理
的
な
疑

い
を
生
じ
さ
せ
る
証
拠
は
、
再
審
開
始

に
足
る
新
証
拠
で
あ
る
。

６
　
確
定
判
決
の
非
裁
判
性

確
定
審
は
戦
争
犯
罪

・
責
任
の
追
及

を
恐
れ
た
司
法
当
局
の

「即
日
判
決
」

と
い
う
茶
番
だ

っ
た
。

７
　
新
証
拠
そ
の
１

予
審
終
結
決
定
と

「泊
会
議
」
の
写

真
等
―
―
予
審
終
結
決
定
で
は
、
「泊

会
議
員
党
再
建
準
備
会
の
結
成
）
を
認

定
し
、
そ
の
上
で
小
野
康
人
の
犯
罪
事

実
を
認
定
し
た
。
と
こ
ろ
が
確
定
判
決

は
泊
会
議
を
す
つ
ぽ
り
削
除
し
た
（他

の
部
分
は
終
結
決
定
と
全
く
同
文
）。

先
述
の

「党
再
建
準
備
会
」
と
い
う
大

前
提
を
消
去
し
た
の
だ

（証
拠
構
造
の

土
台
崩
壊
）
。
泊
会
議
な
る
も
の
は
細

川
の
友
人
た
ち
の
慰
労
宴
で
あ
っ
た
。

九
枚
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
は
す
べ
て
そ
の

こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

８
　
新
証
拠
そ
の
２

細
川
論
文
に
関
す
る
鑑
定
書
等
―
―

第
二
次
再
審
で
提
出
し
た
今
井
清

一
、

荒
井
信

一
両
教
授
の
細
川
論
文
鑑
定
書

は
、
当
時
の
裁
判
書
の
判
断
を
経
な

か
っ
た
の
で
、
新
証
拠
と
し
て
の
資
格

を
持
っ
て
い
る
。

①

細
川
論
文
は
確
定
判
決
の
い
う
よ

う
に
、
「唯
物
史
観
の
立
場
よ
り
社

会
の
発
展
ｋ
確
定
判
決
）
を
説
い
た

も
の
で
あ
っ
た
か
。

細
川
の
主
張
は

「戦
前
の
マ
ル
ク

ス
主
義
者
に
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い

第

一
次
大
戦
後
の
国
際
平
和
機
構
に

対
す
る
高
い
評
価
な
ど
、
独
特
の
広

い
見
方
を
持

っ
て
い
た
」。
論
文
の

骨
格
と
な

っ
て
い
る

「文
明
と
文
化

と
の
調
整
問
題
は
、
唯
物
史
観
で
い

う
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
矛
盾
と

い
う
概
念
よ
り
も

っ
と
広
い
テ
ー

マ

で
あ
る
」
穴
■
井
鑑
定
書
）
。

細
川
の
世
界
史
観
は
、
「生
産
力

史
観

（工
業
中
心
史
観
）
、
ヨ
ー

ロ
ッ

パ
中
心
史
観
を
特
徴
と
す
る
も
の
で

あ

っ
て
、
史
学
史
的
に
は
自
由
主
義

的
歴
史
観
と
し
て
分
類
で
き
る
性
質

の
も
の
で
あ
り
、
政
治
思
想
的
に
は

近
代
主
義
的
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
左
派
の

考
え
方
に
近
い
」
。
細
川
の
生
産
力

史
観
は

「戦
時
中
の
言
論
界
で
流
行

し
た
生
産
力

（抗
戦
力
）
論
の
枠
組

み
で
展
開
さ
れ
て
い
る
」
（荒
井
鑑

定
書
）。

②

細
川
論
文
は

「社
会
主
義
の
実
現

が
現
存
社
会
制
度
の
諸
矛
盾
を
解
決

し
得
る
唯

一
の
道
」
と
説
い
た
も
の

で
あ

つ
た
か
。

細
川
論
文
の
結
論
は

「そ
れ
と
は

異
な

っ
て
お
り
」
、
中
国
に
つ
い
て

は
、
農
民
、
勤
労
者
、
都
市
小
市
民

と
資
本
家
、
地
主
と
の

「共
存
を
め

ざ
す
新
民
主
主
義
の
道
を
評
価
し
て

い
る
」。
細
川
論
文
の
主
題
は
世
界

史
の
動
向
を
に
ら
ん
だ
対
外
政
策
の

問
題
で
あ
り
、
「民
族
自
決
政
策
が

不
徹
底
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
確
か
に

当
時
の
資
本
主
義
の
問
題
で
は
あ
る

が
、
社
会
主
義
と
な
ら
な
く
て
は
解

決
で
き
な
い
問
題
だ
と
は
論
じ
て
い

な
い
」
穴
「
井
鑑
定
書
）。

細
川
は
ソ
連
の
民
族
政
策
の
成
功
を

論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
後
進
地
域
の

諸
民
族
の
近
代
化
に
つ
い
て
で
あ
り
、

「そ
れ
が
抗
戦
力
論
の
枠
組
み
の
中
で

論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
細
川
の
真

意
が
、
日
本
の

『
大
東
亜
共
栄
圏
』
政

策
の
批
判
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
細
川
は
日
本
が
ア
ジ
ア
諸
民
族
を

組
織
化
し
、
そ
の
力
を
抗
戦
力
と
し
て

役
立
て
る
た
め
に
は
、
日
本
の
ア
ジ
ア

民
族
政
策
が
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
近
代
的
な
改
革
と
自
立
を
促
進
す

る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
べ
き
こ

と
を
示
唆
し
た
に
す
ぎ
な
い
」。
細
川

は

「革
新
」
を
説
い
て
い
る
が
、
コ
）
の

場
合
の

『
革
新
』
が
日
本
の
国
内
革
新

（例
え
ば
社
会
主
義
革
命
）
で
は
な
く
、



5横浜事件再審裁判を支援する会 L43

む
し
ろ
未
解
放
諸
民
族
の
民
族
自
決
と

近
代
的
進
歩
の
促
進
な
ど
、
植
民
地
主

義
と
植
民
地
支
配
の

『
革
新
』
を
さ
す

こ
と
は
、
論
文
全
体
の
議
論
の
進
め
方

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
」

（荒
井
鑑
定

書
）
。

今
回
、
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
波
多
野

澄
雄
教
授
の
鑑
定
書
は
、
つ
ぎ
の
こ
と

を
指
摘
す
る
。

日
本
が
対
米
英
開
戦
に
突
入
し
た
時

期
の
主
要
論
題
と
し
て
、
「占
領
地
に

軍
隊
を
常
駐
さ
せ
軍
政
を
布
く
の
が
有

利
か
」、
該
地
域
の
「民
族
に
自
治
や
独

立
を
与
え
る
の
が
有
利
か
」
と
い
う
問

題
が
存
在
し
、
「民
間
に
お
い
て
も
さ

か
ん
に
論
議
の
対
象
と
な

っ
て
い
た
」
。

こ
の
点
に
関
す
る
細
川

の
主
張
は
、

「東
南
ア
ジ
ア
占
領
後
の
統
治
政
策
と

し
て
、
植
民
地
化

（軍
政
）
よ
り
も
、
可

能
な
限
り
独
立
や
自
治
を
与
え
る
べ
き

と
い
う
開
戦
前
後
の
外
務
省
を
中
心
と

す
る
政
府
の
主
張
と
軌
を

一
に
す
る
も

の
で
あ
り
、
決
し
て
日
本
の
対
外
国
政

策
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
。

「
日
本
も
ド
イ
ツ
も
少
な
く
と
も
外
交

政
策
の
レ
ベ
ル
で
は
、
戦
争
の
勝
敗
と

は
別
に
、
大
戦
後
の
世
界
秩
序
を
形
成

す
る
基
本
原
理
は
、
諸
民
族
の
自
治
や

独
立
を
最
大
限
に
容
認
す
る
方
向
に
あ

る
こ
と
を
予
期
し
て
い
た
」
。
「細
川
」

に
と

っ
て

『
革
新
』
と
は
日
本
国
内
の

社
会
主
義
革
命
で
も
、
ソ
連
や
中
国
の

共
産
主
義
の
支
援
と
連
携
で
も
な
く
、

帝
国
主
義
や
植
民
地
主
義
に
立
ち
向
か

い
、
独
立
を
志
向
す
る
ア
ジ
ア
諸
民
族

に
対
す
る
自
決
権
の
承
認
と
支
援
を
意

味
し
た
」。

要
す
る
に
細
川
論
文
は

「人
類
史
を

発
展
さ
せ
た
普
遍
的
な
要
因
や
理
念
に

着
日
し
つ
つ
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
世

界
史
の
構
造
的
な
展
開
を
示
し
、
そ
の

文
脈
で
当
時
の
日
本
の
国
策
の
あ
り
方

を
示
そ
う
と
す
る
啓
蒙
論
文
」
で
あ

っ

て
、
共
産
主
義
的
啓
蒙
論
文
と
は
い
え

な
い
。

細
川
論
文
は
泊
会
議

（昭
和
１７
年
７

月
５
日
）
の
決
定
に
基
づ
き
『
改
造
』
に

掲
載
さ
れ
た
と
い
う
が

（予
審
終
結
決

定
）
、
そ
の
掲
載
は
昭
和
１７
年
７
月
中

旬
頃
の
編
集
会
議
で
き
め
ら
れ
た
、
と

確
定
判
決
は
認
定
し
た
。
と
こ
ろ
が

『
改
造
』
８
月
号
は
同
年
７
月
２５
日
に

発
売
さ
れ
た
。
編
集
会
議
後
、
わ
ず
か

一
〇
日
問
ほ
ど
で
二
百
数
十
頁
の
雑
誌

を
発
売
す
る
こ
と
は
、
印
刷

・
製
本

。

運
送
条
件
に
お
い
て
当
時
よ
り
は
る
か

に
有
利
な
今

日
で
も
、
不
可
能

で
あ

る
。
７
月
中
旬
頃
の
編
集
会
議
は
虚
構

で
あ
る

（橋
本
進
論
文

『
世
界
』
９９
年

１０
月
号
）
。

確
定
判
決
は
、
証
拠
と
し
て
小
野
康

人
供
述
や
相
川
博
供
述
を
あ
げ

て
い

る
。
い
ず
れ
も
今
日
で
は
存
在
し
な
い

が
、
そ
の
内
容
は
相
川
博
手
記

（特
高

に
よ

っ
て
書
か
さ
れ
た
）
に
よ
っ
て
推

察
し
得
る
。
相
川
手
記
で
は
、
細
川
論

文
を
検
閲
に
提
出
し
な
い
こ
と
を
編
集

会
議
で
決
定
し
た
と
述
べ
、
昭
和
１９
年

８
月
分
の

『
特
高
月
報
』
に
も
同
様
の

記
載
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
細
川
論
文
が

検
間
に
提
出
さ
れ
、
通
過
し
た
こ
と
は

明
白
な
事
実
で
あ
り
、
相
川
手
記
も
特

高
の
記
述
も
虚
構
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
事
件
が
特
高
に
よ
る
捏
造
で

あ
る
こ
と
、
確
定
判
決
が
証
拠
と
し
た

小
野

・
相
川
供
述
の
虚
構
性
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

事
件
の
き

っ
か
け
を

つ
く

っ
た
陸
軍

報
道
部
の
当
時
の
部
員
、
平
櫛
孝
少
佐

は
、
戦
後

（
一
九
人
〇
年
）
の
著
書
で
、

横
浜
事
件
に
つ
い
て
当
局
の
捏
造
ぶ
り

を
指
弾
し
た
黒
田
秀
俊
の
記
述

（『
昭

和
軍
閥
し

を
引
用
し
、
「事
実
関
係
の

大
筋
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
」

と
言
い
、
反
省
の
言
葉
を
述
べ
て
い
る
。

９
　
結
語

横
浜
事
件
は
、
現
在
の
日
本
国
憲
法

下
で
は
存
在
が
許
さ
れ
な
い
治
安
維
持

法
を
前
提
と
し
て
も
、
許
す
こ
と
の
で

き
な

い
フ
レ
ー
ム

・
ア
ッ
プ

で
あ

っ

た
。
司
法
の
あ
り
方
が
厳
し
く
問
わ
れ

て
い
る
今
日
、
過
去
の
司
法
に
も
問
題

が
あ

つ
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
る
こ
と

が
、
新
た
な
世
紀
に
お
け
る
我
々
の
つ

と
め
で
あ
る
。
横
浜
事
件
に
お
け
る
拷

問
特
高
を
有
罪
と
し
た
最
高
裁
の
理
由

説
明
は
、
今
日
も
な
お
示
唆
に
富
ん
で

い
る
。
司
法
の

「犯
罪
」
に
よ

っ
て
無

念
の
死
を
と
げ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
小

野
ら
事
件
被
害
者
に
対
し
て
、
法
律
家

が
唯

一
な
し
得
る
こ
と
は
、
小
野
康
人

ら
の
す
み
や
か
な
名
誉
回
復
で
あ
る
。

（文
責
＝
事
務
局

・
橋
本
）
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は

じ

め

に

細
川
嘉
六
が
第
二
次
世
界
大
戦
の
最

中
に

『
改
造
』
誌
上
に
発
表
し
た

「世

界
史
の
動
向
と
日
本
」
と
題
す
る
論
文

は
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、

と
く
に
近
代
以
降
の
世
界
史
の
動
向
を

踏
ま
え
て
戦
時

・
戦
後
の
日
本
の
進
路

を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
鑑

定
書
は
、
歴
史
学
の
立
場
の
み
な
ら
ず

大
戦
下
の
日
本
政
府
の
対
外
国
策
と
の

関
連
で
吟
味
し
て
い
る
。
結
論
的
に
、

細
川
論
文
は

「共
産
主
義
的
啓
蒙
」
の

た
め
の
反
政
府
的
な
時
事
評
論
で
は
な

く
、
日
本
の
進
路
が
ア
ジ
ア
諸
民
族
に

対
す
る
独
立
政
策
の
推
進
や
民
族
自
立

の
尊
重
に
向
か
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

こ
そ
が
世
界
史
の
動
向
に
適
う
も
の
で

あ
る
と
主
張
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
つ

ま
り
政
府
内
で
の
議
論
を
も
踏
ま
え
た

現
実
的
な
政
策
提
言
で
あ
り
、
治
安
維

持
法
に
抵
触
す
る
性
質
の
も
の
で
は
な

か
っ
た
と
判
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

一́　
↑
川
論
文
の
政
策

的
脊
子

１
３
領
地
の
な
立
を

め
ぐ
る
論
争

細
川
が
論
文
を
執
筆
し
た
時
期
は
日

本
が
対
米
英
戦
争
に
突
入
し
た
前
後
と

推
定
さ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
日
本
は
軍

事
占
領
し
た
東
南
ア
ジ
ア
を
い
か
に
統

治
す
べ
き
か
が
戦
略
的
課
題
で
あ

っ

た
。
も
と
よ
り
日
本
の
東
南
ア
ジ
ア
占

領
の
最
優
先
の
目
的
は
資
源
の
取
得
に

あ
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
は
軍
事
占
領

を
継
続
し
軍
政
を
敷
く
の
が
有
利
な
の

か
、
そ
れ
と
も
住
民
に
自
治
や
独
立
を

与
え
る
の
が
有
利
な
の
か
、
既
に
占
領

し
た
中
国
も
含
め
て
議
論
の
対
象
に

な
っ
て
お
り
、
開
戦
直
後
ま
で
日
本
政

府
で
も
軍
で
も
定
ま

っ
て
い
な
か
っ

た
。
こ
の
議
論
に
関
し
て
、
と
く
に
外

務
省
は
将
来
的
に
は

「大
東
亜
共
栄

圏
」
の
居
住
民
族
は
独
立
さ
せ
る
の
が

原
則
と
考
え
て
い
た
。
こ
れ
は
そ
の
ま

ま
政
府
の
施
策
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な

い
が
、
開
戦
前
後
を
通
じ
て

一
貫
し
て

占
領
地
域
の
早
期
独
立
を
主
張
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
参
謀
本
部
も
戦
略
上
の

妨
げ
に
な
ら
な
い
範
囲
内
で
独
立
を
容

認

（例
え
ば
フ
イ
リ
ピ
ン
）
す
る
方
針

で
あ
っ
た
こ
と
が
多
く
の
資
料
か
ら
確

認
で
き
る
。
現
実
に
は
そ
の
後
の
戦
況

の
変
化
に
よ
り
東
南
ア
ジ
ア
占
領
が
ほ

ぼ
終
了
し
た
四
二
年
二
月
ご
ろ
に
は
当

面
は
軍
政
を
敷
く
方
針
と
な
り
、
戦
局

が
悪
化
す
る
四
三
年
初
頭
に
は

一
定
地

域
の
独
立
や
自
治
を
許
容
す
る
方
針
と

変
化
す
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
細
川
論
文

執
筆
時
は
軍
政
な
の
か
独
立

。
自
治
な

の
か
、
民
間
も
含
め
て
議
論
が
行
わ

れ
、
組
織
的
研
究
が
な
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。

二一　
夫
明
と
文
化

―
現
代
的
課
題
と
し
て

の

「民
族
自
決
」

細
川
論
文
は
、

一
国
の
発
展
よ
り
も

人
類
史
を
発
展
さ
せ
た
普
遍
的
要
因
や

理
念
に
着
日
し
て
、
世
界
史
の
構
造
的

展
開
の
中
で
日
本
の
国
策
を
提
え
よ
う

と
し
た
論
文
で
あ
る
。
細
川
は
文
明
＝

人
類
の
自
然
支
配
力
の
体
系
、
文
化
＝

人
類
の
生
活
価
値
の
体
系
と
い
う
■
つ

の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
、
両
者
の
調
整

が
三
〇
世
紀
の
課
題
で
あ
る
と
論
を
展

開
す
る
。
細
川
に
よ
れ
ば
、
二
〇
世
紀

は
飛
躍
的
に
文
明
が
発
展
し
た
が
、
文

化
は
照
応
す
る
発
展
を
な
し
え
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
細
川
に
と

っ
て
文
化
＝

人
類
の
生
活
価
値
の
体
系
と
は
、
人
類

の
最
大
多
数
が
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め

の
価
値
体
系
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
諸
民

族
が
相
互
に
異
な
る
価
値
を
承
認
し
共

生
す
る
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
換
言
す

れ
ば
民
族
白
決
の
貫
徹
さ
れ
る
世
界
で

あ
る
。
文
明
の
発
展
が
不
可
逆
的
で
あ

る
な
ら
ば
文
化
の
照
応
も
不
可
逆
的
で

あ

っ
て
、
そ
の
観
点
か
ら
日
本
の
進
路

を
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
執
筆

時
は
総
力
戦
体
制
の
構
築
が
世
界
で
進

め
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
か
ら
、
生
産

力

・
抗
戦
力

の
増
強
と
い
う
国
策
に
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マ
ッ
チ
す
る
形
で
論
を
展
開
し
た
当
該

論
文
は
内
閣
情
報
局
の
検
閲
を
通
過
で

き
た
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
歴
史
分
析

の
枠
組
み
と
し
て
は
、
社
会
発
展
の
法

則
を
生
産
力
と
生
産
関
係
の
矛
盾
と
し

て
捉
え
る
唯
物
史
観
の
影
響
が
認
め
ら

れ
る
。
し
か
し
ソ
連
や
共
産
主
義
社
会

を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
生

産
力

・
抗
戦
力
の
結
集
の
た
め
に
民
族

政
策
が
効
果
的
で
あ
る
こ
と
を
ソ
連
を

模
範
例
と
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
細
川
論
文
が
民
族
自
決
を
文
明
発

展
の
照
応
と
し
て
の
現
代
世
界
の
課
題

と
論
じ
る
な
ら
ば
、
最
重
要
な
の
は
、

こ
の
民
族
政
策
で
あ
る
。
民
族
自
決
は

ウ
イ
ル
ソ
ン
米
大
統
領
の
よ
う
な
資
本

主
義
諸
国
か
ら
提
唱
さ
れ
た
も
の
で

あ
つ
た
が
、
こ
れ
ら
は
工
業
化
の
過
程

で
植
民
地
主
義
を
必
然
化
さ
せ
、
民
族

自
決
は
不
貫
徹
に
な

っ
た
と
批
判
す

る
。
対
し
て
ソ
連
は
工
業
化
の
発
展
が

文
化
的
成
果
も
挙
げ
た
模
範
例
と
し
て

高
く
評
価
し
て
い
る
。

曰
　
民
族
政
策
の

「羊

新
」
に
向
け
て

中
国
や
イ
ン
ド
の
実
相
を
研
究
し
、

「大
東
亜
共
栄
圏
」
の
樹
立
は
単
に
武

力
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
世
論
を
重
視

す
べ
き
と
細
川
は
説
く
。
日
本
の
従
前

の
民
族
政
策
は
欧
米
帝
国
主
義
の
亜
流

や
追
随
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
転
換
し

て
ア
ジ
ア
諸
民
族
の
自
立
国
家
の
存
立

や
独
立
平
等
の
地
位
を
確
保
す
る
こ
と

は
日
本
に
と

っ
て
も
有
利
と
述
べ
る
。

す
な
わ
ち
細
川
の
主
張
は
当
時
の
外
務

省
を
中
心
と
す
る
考
え
と
も
軌
を

一
に

す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
対
外
国
策
と
何

ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
主

要
交
戦
国
が
総
力
戦
体
制
の
構
築
に
迫

ら
れ
る
な
か
で
、
覚
醒
す
る
諸
民
族
を

如
何
に
し
て
動
員
す
る
か
は
、
枢
軸

国
、
連
合
国
を
問
わ
ず
、
重
要
な
課
題

で
あ

っ
た
。

一
九
四

一
年
人
月
に
連
合

国
側
が
戦
争
目
的
と
し
て
公
表
し
た
大

西
洋
憲
章
も
、
民
族
自
決
権
と
し
て
、

す
べ
て
の
民
族
の
政
体
選
択
の
自
由
、

主
権
と
自
治
の
尊
重
を
掲
げ
て
お
り
、

そ
れ
は
反
植
民
地
主
義
の
動
か
し
が
た

い
潮
流
、
あ
る
い
は
戦
後
世
界
の
秩
序

を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
、
連
合
国
側

の
み
な
ら
ず
枢
軸
国
側
に
と

っ
て
も
重

要
な
行
動
指
針
と
な

っ
て
い
た
。
実

際
、

一
九
四
三
年
後
半
に
は
日
独
の
外

務
省
が
両
国
の
支
配
地
域
に
お
い
て
自

治
や
独
立
を
段
階
的
に
容
認
し
て
い
く

趣
旨
の
共
同
宣
言
に
関
し
て
交
渉
し
て

お
り
、
少
な
く
と
も
外
交
指
導
者
の
レ

ベ
ル
に
お
い
て
は
、
戦
争
の
勝
敗
と
は

別
に
民
族
自
決
の
潮
流
を
予
期
し
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
細
川
論
文
は
、
日

本
が
ア
ジ
ア
諸
民
族
を
組
織
化
し
て
抗

戦
力
を
結
集
さ
せ
る
た
め
に
こ
そ
、
日

本
の
「革
新
」
が
必
要
と
指
摘
す
る
。
細

川
に
と

っ
て
こ
の

「革
新
」
と
は
、
国

内
の
社
会
主
義
革
命
や
ソ
連
の
支
援
の

こ
と
で
は
な
く
、
反
帝
国
主
義
や
民
族

自
立
を
意
味
し
て
お
り
、
ソ
連
の
影
響

は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
置
界
史
の
動

向
と
し
て
の
民
族
自
決
の
原
則
に
則
る

解
決
を
説
く
の
で
あ
る
。
本
論
文
の
最

後
は
、
日
本
が
未
曾
有
の
変
革
期
に
当

た
つ
て
ア
ジ
ア

一
〇
億
の
諸
民
族
を
領

導
す
べ
き
国
家
政
策
を
打
ち
出
す
こ
と

は

「大
和
民
族
の
み
な
ら
ず
ア
ジ
ア
民

族
の
将
来
に
史
上
空
前
の
光
輝
を
も
た

ら
す
唯

一
の
保
障
」
で
あ
り
、
「米
帝
国

主
義
の
亜
流
者
、
追
随
者
と
し
て
ア
ジ

ア
諸
民
族
に
対
す
る
と
き
は
ア
ジ
ア
諸

民
族
の
う
ち
に
孤
立
す
る
危
険
を
自
ら

招
く
も
の
で
あ
る
」
と
し
、
民
族
自
決

に
基
づ
く

「革
新
」
国
策
貫
徹
の
必
要

を
示
唆
し
て
論
文
を
締
め
く
く
っ
て
い

る
。
外
務
省

の
奮
間
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
国
策
と
し
て
ア
ジ
ア
諸
民
族
に
対

す
る
民
族
自
決
主
義
の
貫
徹
は
不
十
分

に
終
わ

っ
た
が
、
そ
の
目
指
す
方
向
は

軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

▲3月 15日、再審申し立ての後、横浜弁護士会館での記者会見
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▼
戦
争
被
害

（加
害
）
の
真
相
を
究
明
す

る
、
そ
の
た
め
の
資
料
公
開
が
横
浜
事
件

で
も
重
要
で
す
。
今
、
戦
争
被
害
調
査
会
法

を
実
現
す
る
市
民
会
議
が
、
国
会
図
書
館

法
の
改
定
を
超
党
派
議
員
立
法
で
す
す
め

て
い
ま
す
。
そ
れ
に
も
関
わ

っ
た
ら
ど
う

で
し
よ
う
か
。　
　
　
　
　
　
俵
　
義
文

▼

波
多
野
教
授
の
講
演
報
告
は
、
細
川
論

文
の
状
況
下
を
示
し
た
、
ま
こ
と
に
示
唆

に
富
ん
だ
も
の
と
し
て
、
．
参
考
に
な
り
ま

し
た
。
貴
会
の
ご
健
間
を
祈
念
し
て
お
り

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
間
違
男

▼

二

一
世
紀
は
大
変
な
幕
開
け
と
な

つ
て

し
ま
い
ま
し
た
。
貴
会
の
お
仕
事
が

一
層

価
値
あ
る
も
の
に
思
わ
れ
ま
す
。小

島
敏
子

▼

年
会
費
と
カ
ン
パ
送
り
ま
す
。野

々
村
触

▼

十

一
月
二
日
の
会
、
不
在
の
た
め
残
念

な
が
ら
欠
席
い
た
し
ま
す
。
　

橘
　
祐
典

▼

実
家
で
過
ご
す
こ
と
が
多
く
色

々
な
会

に
出
ら
れ
ま
せ
ん
。
　
　
　
　
河
合
郁
子

▼

風
化
し
つ
つ
あ
る
戦
争
中
の
時
代
。
で

も
何
か
な
し
崩
し
に
戦
争
に
向
か
っ
て
い

る
気
が
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
酒
井
　
広

▼

加
速
度
的
に
激
変
し

つ
つ
あ
る
中
で
、

聞
い
を
続
け
ら
れ
る
皆
様

の
ご
健
康
を
お

祈
り
し
ま
す
。
昨
今
の
日
本
の
動
向
は
戦

前
生
身
で
体
験
し
た
こ
と
を
徐

々
に
甦
ら

せ
ま
す
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
再
び
繰
り

返
す
の
で
し
よ
う
か
。
出
来
る
範
囲
で
頑

張

つ
て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
田
浦
　
勉

▼

法
鑑
定
決
定
は

一
歩
前
進
だ
と
思
い
ま

す
。
皆
様
の
長
年
の
努
力
が
よ
う
や
く
実

を
結
ぼ
う
と
し
て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
健
康

に
ご
留
意
の
上
闘
い
を
続
け
て
く
だ
さ

い

ま
す
よ
う
念
じ
て
お
り
ま
す
。
原
田
　
宏

▼

朝
日
新
聞
に
て
、
横
浜
地
裁
が
第
二
次

再
審
請
求
で
初
め
て
、
事
実
鑑
定
の
決
定

を
し
た
と
の
記
事
を
見
ま
し
た
。
こ
れ
ま

で
の
努
力
の
成
果
が
よ
う
や
く
実
り
そ
う

な
気
配
を
感
じ
ま
す
。
ご
奮
間
を
心
よ
り

祈
り
ま
す
ｃ
　
　
　
　
　
　
　
小
平
　
克

▼

会
費
の
残
り
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
カ
ン

パ
に
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辻
　
真
先

〈
５
月
〉
田
浦
勉
　
大
塚

一
男

井
幸
代
　
（８
月
〉
岩
波
労
組

（７
月
）
亀

横
山
新

千
葉
良
信
　
田
浦
勉
　
〈
９
月
）
永
田
誠

（１０
月
）
辻
真
先
　
酒
井
広
　
俵
義
文

千
葉
良
信
　
野
々
村
散
　
実
方
義
雄
　
小

林
貞
子
　
大
江
志
乃
夫
　
橘
祐
典
　
原
田

宏
　
佐

々
木
陽
子
　
原
満
三
寿
　
木
――
和

夫
　
（＝
月
）
木
下
忠
司
　
塩
田
庄
兵
衛

横
浜
ペ
ン
ク
ラ
ブ
　
伊
藤
千
里
　
近
藤
正

巳
　
山
内
覚
　
伊
藤
宏
之
　
大
塚

一
男

大
槻
道
夫
　
石
原
春
男
　
熊
谷
浩

一　
小
森

修
　
〈１２
月
〉
永
田
誠
　
深
代
典
子
　
福
田

詢
　
山
川
次
郎
　
（
１
月
）
梅
田
正
己
　
天

野
あ
ぐ
り

※

昨
年
Ｈ
月
２
日
第
二
回
ビ
デ
オ
を
観
る

会

「
日
独
裁
判
官
物
語
」
に
小
林
英
二
郎
さ

ん
の
奥
様

・
貞
子
さ
ん
と
ご
子
息

。
佳

一
郎

さ
ん
が
、
ご
出
席
下
さ
い
ま
し
た
。
少
人
数

な
が
ら
和
や
か
に
過
ご
し
ま
し
た
。

※

第
四
次
の
再
審
請
求
に
向
け
て
、
弁
護

団
会
議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、

①
裁
判
所

へ
二
者
協
議

（裁
判
所
、
検
察

官
、
弁
護
人
）
を
申
し
入
れ
る
、
②
二
回
目

の
勉
強
会
を
開
く
こ
と

（
一
回
日
は
波
多

野
先
生
の
講
演
）
、
③
泊
事
件
の
追
体
験
を

し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

泊
ツ
ア
ー
は
７
月
６
日

（土
）
出
発
、
７

日

（日
）
帰
着
で
す
。
費
用
は
、
宿
泊
費

一

二
〇
〇
〇
円
、
交
通
費
は
新
幹
線
東
京
を

基
点
に
お
よ
そ
往
復
二
〇
〇
〇
〇
円
ほ
ど

で
す
。
宿
泊
先
は
も
ち
ろ
ん

「紋
左
」
で
す
。

夜
は
郷
土
史
家
で
会
員
で
も
あ
ら
れ
る
奥

田
淳
爾
氏
に
お
話
を
し
て
嗅
く
こ
と
に
し

て
い
ま
す
。
会
員
の
皆
様

の
ご
参
加
を
お

待
ち
致
し
ま
す
。
申
し
込
み
は
事
務
局

へ
。

今
の
と
こ
ろ
、
日
下
部
弁
護
団
長
、
大
川

弁
護
団
事
務
局
長
、
佐
藤
弁
護
士
、
藤
田
弁

護
十
、
竹
田
弁
護
士
、
事
務
局
か
ら
は
、
橋

本
、
梅
日
、
片
岡
、
金
田
、
そ
し
て
請
求
人

か
ら
齋
藤
信
子
さ
ん
が
参
加
し
ま
す
。
他

の
方

々
は
予
定
が
た
た
な
い
と
い
う
こ
と

で
未
定
で
す
。
「紋
左
」
は
宿
泊
人
数
五
〇

名
ほ
ど
と
い
う
こ
と
で
す
。

※

先
日
青
山
房
子
さ
ん
を
訪
問
致
し
ま
し

た
。
育

て
ら
れ
た
花
が
庭
に
い
つ
ぱ

い
咲

い
て
い
て
、
人
六
歳
と
は
思
え
な
い
ほ
ど

お
元
気
で
い
ら

つ
し
や
い
ま
す
。

※
い
つ
も
温
か
い
ご
支
援
を
あ
り
が
と
う

ご
ざ

い
ま
す
。
会
費
の
更
新
が
ま
だ
の
方

に
は
振
替
用
紙
を
同
封
し
ま
す
。
ど
う
か

引
き
続
き
ご
支
援
を
お
願
い
致
し
ま
す
。

入会申し込み 。会費納入先‐
八 雷 甲 し込 ケ 云 買 潤 人 充

〒 101-0064千代田区猿楽町 14-8

松村ビル

横浜事件再審裁判を支援する会

TEL/FAX 03-3291-8066

<年会費 >個人 12000円 団体 :5000円

●郵便振替 001307150641

●銀行振込 みずほ銀行九段支店

普通預金口座 1478864「 横浜事件再審裁判

を支援する会」


