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こ
こ
し
ば
ら
く
、
裁
判
に
つ
い
て
の
報
道
記
事
が
 
 

た  

重
な
り
ま
し
た
。
ま
ず
、
麻
原
彰
晃
被
告
の
裁
判
で
 
 

す
。
弁
護
側
の
書
面
が
提
出
さ
れ
ず
に
控
訴
棄
却
が
 
 

決
定
さ
れ
、
一
審
の
死
刑
判
決
が
確
定
し
そ
う
で
す
。
 
 
 

初
公
判
か
ら
一
〇
年
も
経
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
衝
 
 

撃
的
な
犯
罪
の
真
相
は
、
結
局
何
も
明
ら
か
に
さ
れ
 
 

な
車
ま
ま
終
わ
り
そ
う
な
気
配
で
す
。
 
 
 

も
う
ひ
と
つ
は
、
山
口
県
の
母
子
殺
害
事
件
の
公
 
 

判
延
期
で
す
。
弁
護
士
が
突
然
欠
席
を
し
た
た
め
、
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上
告
審
弁
論
が
延
期
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
 
 

ち
ら
の
ケ
ー
ス
も
、
弁
護
側
の
法
廷
戦
略
が
問
題
の
 
 

一
端
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
て
 
 

い
ま
す
。
 
 
 

こ
う
し
た
出
来
事
を
見
越
し
た
か
の
よ
う
に
、
日
 
 

本
で
も
「
陪
審
員
制
」
 
が
導
入
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
 
 

ま
す
。
正
確
に
は
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
 
 

に
関
す
る
法
律
」
と
い
う
名
前
の
法
律
で
す
が
、
二
 
 

〇
〇
九
年
ま
で
に
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
 
 

す
。
重
大
事
件
の
刑
事
裁
判
に
お
け
る
審
理
や
判
決
 
 

に
、
国
民
の
感
覚
を
反
映
さ
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で
 
 

す
。
 
 
 

お
そ
ら
く
、
こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
に
つ
い
て
、
読
 
 

者
の
み
な
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
お
持
ち
の
こ
 
 

と
で
し
ょ
ケ
。
日
本
に
限
ら
ず
多
く
の
近
代
国
家
で
 
 

た
い
じ
 
 

は
、
刑
事
裁
判
で
被
害
者
と
加
害
者
が
直
接
対
略
す
 
 

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
に
な
っ
た
時
点
で
、
 
 

事
件
は
被
害
者
の
手
を
離
れ
て
国
の
管
轄
の
も
と
に
 
 

置
か
れ
、
国
の
裁
判
制
度
の
中
で
検
察
側
と
弁
護
側
 
 

の
「
勝
ち
負
け
」
と
し
て
正
義
が
決
め
ら
れ
る
こ
と
 
 

に
な
り
ま
す
。
 
 
 

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
弁
護
士
は
加
害
者
が
ど
ん
 
 

な
に
悪
い
ヤ
ツ
で
も
最
大
限
に
弁
護
し
よ
う
と
し
、
 
 

何
と
か
し
て
刑
を
軽
く
し
よ
う
と
し
ま
す
。
そ
の
た
 
 

め
に
は
考
え
う
る
あ
ら
ゆ
る
手
だ
て
を
尽
く
す
、
と
 
 

い
う
の
が
弁
護
士
の
本
分
に
な
り
ま
す
。
加
害
者
も
 
 

ま
た
、
何
と
し
て
も
自
分
の
罪
を
認
め
ま
い
と
し
、
 
 

責
任
を
逃
れ
よ
う
と
し
ま
す
。
心
神
耗
弱
を
申
し
立
 
 

て
た
り
、
生
育
環
境
の
せ
い
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
 
 

あ
り
ま
す
。
 
 
 

し
か
し
、
そ
れ
で
は
誰
も
犯
ぎ
れ
た
罪
の
事
実
に
 
 

直
面
す
る
こ
と
が
な
く
、
そ
の
責
任
を
引
き
受
け
る
 
 

こ
と
も
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
が
加
害
者
に
 
 

ふ
く
し
’
う
 
 

刑
罰
を
科
す
の
は
、
被
害
者
の
私
的
復
讐
を
防
ぐ
 
 

た
め
で
も
あ
り
ま
す
が
、
昨
今
で
は
加
害
者
の
人
権
 
 

ば
か
り
が
擁
倭
さ
れ
て
、
被
害
者
は
ま
っ
た
く
置
き
 
 

去
り
に
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
現
状
も
目
だ
ち
ま
す
。
 
 

裁
判
と
い
う
も
の
は
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
、
こ
う
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い
う
こ
と
は
み
な
「
し
か
た
が
な
い
」
で
済
ま
さ
れ
 
 

て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。
 
 
 

み
な
さ
ん
は
、
「
修
復
的
司
法
」
 
（
R
e
s
t
O
r
a
t
i
完
 
 

J
u
s
t
i
c
e
）
 
と
い
う
言
葉
を
お
聞
き
に
な
っ
た
こ
と
 
 

は
あ
り
ま
す
か
。
一
九
七
〇
年
代
に
ア
メ
リ
カ
で
使
 
 

わ
れ
だ
し
た
言
葉
で
す
が
、
実
は
各
地
で
そ
れ
よ
り
 
 

も
は
る
か
に
長
い
伝
統
を
も
つ
、
も
う
一
つ
の
司
法
 
 

（
正
義
）
 
の
考
え
方
で
す
。
 
 
 

修
復
的
司
法
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
壊
れ
た
人
間
開
 
 

い
や
 
 

係
の
和
解
と
癒
し
を
中
心
に
考
え
ま
す
。
国
家
の
司
 
 

法
で
は
、
加
害
者
に
応
報
的
な
懲
罰
を
科
し
て
お
し
 
 

ま
い
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
修
復
的
司
法
で
は
、
被
 
 

害
者
の
救
済
と
関
係
の
修
復
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
 
 

そ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
加
害
者
が
自
分
の
犯
し
た
罪
 
 

に
向
き
合
い
、
そ
の
責
任
を
自
覚
し
て
、
被
害
者
に
 
 

許
し
を
求
め
、
償
い
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 
 

修
復
的
司
法
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
壊
れ
た
人
間
関
係
の
 
 

和
解
と
癒
し
を
中
心
に
考
え
ま
す
。
 
 

国
家
の
司
法
で
は
、
加
害
者
に
応
報
的
な
懲
罰
を
科
し
て
 
 

お
し
ま
い
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
修
復
的
司
法
で
は
、
 
 

被
害
者
の
救
済
と
関
係
の
修
復
が
中
心
に
な
り
ま
す
。
 
 

困
難
で
は
あ
っ
て
も
、
 
 

や
が
て
最
終
的
に
は
和
解
へ
と
進
む
こ
と
が
目
的
な
の
で
す
。
 
 

困
難
で
は
あ
っ
て
も
、
や
が
て
最
終
的
に
は
和
解
へ
 
 

と
進
む
こ
と
が
目
的
な
の
で
す
。
 
 
 

実
は
、
聖
書
に
記
さ
れ
て
い
る
「
シ
ャ
ロ
ー
ム
」
 
 

も
、
こ
の
よ
う
な
和
解
の
実
現
を
目
ざ
し
て
い
ま
す
。
 
 

聖
書
は
、
争
い
も
な
く
敵
も
い
な
い
理
想
社
会
せ
説
 
 

く
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
人
々
の
あ
い
 
 

だ
に
対
立
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
ま
す
。
わ
 
 

た
し
た
ち
も
時
に
、
他
者
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
 
 

が
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
壊
れ
た
人
間
 
 

関
係
を
ど
の
よ
う
に
し
て
修
復
し
、
和
解
す
る
か
、
 
 

を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
 
 
 

旧
約
聖
書
に
あ
る
「
目
に
は
目
を
」
 
と
い
う
同
書
 
 

報
復
の
教
え
も
、
こ
の
よ
う
な
修
復
の
た
め
に
共
同
 
 

体
が
も
っ
て
い
た
知
恵
の
ひ
と
つ
で
あ
り
ま
し
た
。
 
 

一
見
す
る
と
そ
れ
は
、
い
か
に
も
古
め
か
し
く
て
、
 
 

野
蛮
な
報
復
を
是
認
し
て
い
る
よ
う
に
も
読
め
ま
す
。
 
 

け
れ
ど
も
、
実
は
そ
れ
は
、
復
讐
を
求
め
る
人
間
の
 
 

心
を
知
っ
た
上
で
の
、
抑
制
の
法
則
な
の
で
す
。
 
 
 

怒
り
の
報
復
は
、
し
ば
し
ば
度
を
超
し
て
爆
発
し
 
 

ま
す
。
「
カ
イ
ン
の
た
め
の
復
讐
が
七
倍
な
ら
 
レ
 
 

メ
タ
の
た
め
に
は
七
十
七
倍
」
（
創
世
記
4
・
聖
と
 
 

エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
う
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
心
 
 

情
な
の
で
す
。
そ
れ
を
「
同
書
」
 
に
押
し
と
ど
め
て
、
 

復
讐
の
連
鎖
を
防
ぐ
の
が
こ
の
教
え
で
す
。
 
 
 

し
か
も
、
レ
ビ
記
の
そ
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
文
 
 

脈
で
語
ら
れ
て
い
る
か
、
も
う
一
度
読
ん
で
み
て
く
 
 

だ
さ
い
。
こ
の
刑
罰
は
、
「
寄
留
す
る
者
に
も
土
地
 
 

に
生
ま
れ
た
者
に
も
同
様
に
適
用
さ
れ
る
」
（
2
4
・
2
2
）
 
 

と
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
異
国
の
民
で
あ
ろ
 
 

い
か
ん
 
 

う
と
自
国
の
民
で
あ
ろ
う
と
、
生
ま
れ
の
如
何
や
身
 
 

さ
せ
ん
か
か
 
 

分
の
貴
賎
に
拘
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
間
に
適
用
さ
 
 

れ
る
平
等
の
原
則
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
 
 
 

修
復
的
司
法
は
、
必
ず
し
も
現
行
の
国
家
的
司
法
 
 

に
対
立
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
各
地
で
、
 
 

そ
れ
が
実
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
も
あ
り
ま
す
。
 
 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
絶
対
平
和
主
義
を
掲
げ
る
メ
ノ
ナ
 
 

イ
ト
派
の
人
々
が
熱
心
で
す
が
、
日
本
で
も
、
少
し
 
 

ず
つ
紹
介
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
 
 
 

興
味
が
お
あ
り
の
方
は
、
七
月
は
じ
め
に
 
『
修
復
 
 

的
司
法
と
は
何
か
』
 
（
新
泉
社
）
 
の
著
者
ハ
ワ
ー
 
 

ド
・
ゼ
ア
氏
を
迎
え
て
の
勉
強
会
が
あ
り
ま
す
の
で
、
 
 

ご
参
加
く
だ
さ
い
。
詳
細
は
わ
た
し
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
 
 

ジ
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m
O
t
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）
 
に
載
せ
る
予
定
で
す
。
 
 


