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Ｆ
君
の「
言
の
葉
」に

込
め
ら
れ
た
魂
の
逡
巡
を

読
み
解
い
て
ほ
し
い

今
枝
仁
（
弁
護
士
）
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本
書
は
、
光
市
母
子
殺
害
事
件
の
被
告
人
Ｆ
君
（
本
書
の
著
者
は
実
名
を
記
し
て
い
る
が
、
僕
は
一
応
、

弁
護
士
で
あ
る
か
ら
、
現
段
階
で
は
少
年
法
に
従
い
、
匿
名
で
「
Ｆ
君
」
と
す
る
）
と
奇
し
く
も
同
い
年

の
女
性
が
、
マ
ス
コ
ミ
情
報
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
足
で
取
材
し
、
事
件
関
係
者
ら
の
「
生
の
言
葉
」
か
ら
、

こ
の
事
件
の
意
味
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
Ｆ
君
の
実
名
を
あ
ら
わ
に
し
た
の
も
、
Ｆ
君
の

生
の
姿
を
見
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
少
年
の
保
護
と
更
生
の
た
め
に
匿
名
性
を
求
め
る
少

年
法
の
精
神
が
、
成
人
と
同
じ
よ
う
に
死
刑
判
決
を
受
け
た
Ｆ
君
に
、
ど
こ
ま
で
要
請
さ
れ
る
か
に
つ
い

て
も
、
議
論
を
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
事
件
の
概
要
と
経
緯
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
解
説
の
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
１
つ
の
重
大
な

刑
事
事
件
で
あ
る
と
と
も
に
、
裁
判
経
過
自
体
が
大
き
な
「
社
会
的
な
事
件
」
で
も
あ
っ
た
。
被
害
者
保

護
、
少
年
事
件
と
死
刑
、
弁
護
士
倫
理
、
裁
判
報
道
の
あ
り
方
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
浮
き
彫
り
に

し
た
が
、
僕
は
、
一
般
人
が
裁
判
員
と
し
て
事
実
認
定
と
量
刑
判
断
に
参
加
す
る
裁
判
員
裁
判
の
開
始
に

伴
い
、
裁
判
の
着
眼
点
が
「
過
去
の
事
件
の
審
理
か
ら
現
在
の
人
間
の
審
査
へ
」「
証
拠
重
視
か
ら
人
物

重
視
へ
」
と
シ
フ
ト
し
て
い
く
の
を
感
じ
た
。
本
書
も
、「
事
件
関
係
者
の
人
物
重
視
」
と
い
う
観
点
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
資
料
や
事
件
報
道
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
、
Ｆ
君
自
身
や
彼
の
父
親
、
親
族
、
友

人
、
新
旧
弁
護
人
の
言
葉
を
集
め
、
赤
裸
々
に
描
写
し
て
い
る
。
特
に
、
本
事
件
の
悪
質
性
を
強
調
す
る

今
枝　

仁　
（
い
ま
え
だ　

じ
ん
）

１
９
７
０
年
９
月
14
日
、
山
口
県
下
関
市
生
ま
れ
。

１
９
９
７
年
、
上
智
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
、
東
京

地
方
裁
判
所
刑
事
部
事
務
官
と
な
る
。
１
９
９
８
年
、

司
法
試
験
に
合
格
。
２
０
０
０
年
、
東
京
地
方
検
察

庁
検
事
と
な
る
。
２
０
０
１
年
、
退
官
し
、
広
島
弁

護
士
会
に
登
録
。
現
在
、
社
団
法
人
広
島
被
害
者
支

援
セ
ン
タ
ー
監
事
も
務
め
る
。
著
書
に
、『
な
ぜ
僕
は

「
悪
魔
」
と
呼
ば
れ
た
少
年
を
助
け
よ
う
と
し
た
の
か
』

（
扶
桑
社
）
が
あ
る
。

解説
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た
め
に
、
く
り
返
し
報
道
さ
れ
る
Ｆ
君
の
「
不
謹
慎
な
手
紙
」
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
の
文
通
相
手
を
直

接
取
材
し
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
経
緯
や
背
景
を
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
た
。
お
そ
ら
く
本
書
が
初
め
て
の

試
み
だ
。

　

さ
ら
に
、
Ｆ
君
が
差
し
戻
し
控
訴
審
で
死
刑
判
決
を
宣
告
さ
れ
て
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
生
活
を
し
、
何

を
考
え
て
い
る
の
か
も
生
々
し
く
描
写
し
て
い
る
。
こ
れ
も
本
書
の
際
立
つ
特
徴
で
あ
る
。
新
た
に
明
ら

か
に
さ
れ
た
Ｆ
君
の
発
言
が
不
謹
慎
さ
や
無
反
省
さ
を
印
象
づ
け
て
し
ま
う
懸
念
も
感
じ
る
。
し
か
し
、

「
不
謹
慎
な
面
、
未
成
熟
な
面
も
隠
さ
ず
、
す
べ
て
あ
り
の
ま
ま
の
僕
を
見
て
も
ら
い
、
批
判
を
受
け
て

反
省
し
、
日
々
成
長
し
た
い
」
と
い
う
の
が
Ｆ
君
自
身
の
願
望
だ
。

　

Ｆ
君
と
何
年
間
も
共
に
過
ご
し
た
父
親
や
親
族
、
元
同
級
生
、
教
師
な
ど
に
よ
れ
ば
、
彼
は
凶
悪
犯
罪

を
起
こ
す
よ
う
な
人
物
像
で
は
な
く
、
む
し
ろ
内
向
的
で
気
が
弱
く
、
行
動
力
の
な
い
少
年
で
あ
っ
た
。

そ
の
Ｆ
君
が
本
事
件
を
起
こ
し
た
理
由
を
知
る
に
は
、
彼
の
生
育
環
境
や
現
在
の
言
葉
か
ら
内
面
を
深
く

分
析
し
、「
人
間
性
」
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
尽
き
る
。

　

著
者
は
、
過
去
か
ら
現
在
ま
で
の
Ｆ
君
の
弁
護
人
を
あ
た
り
、
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
に
取
材
拒
否
さ
れ
、
反

感
を
抱
い
た
。
そ
の
描
写
が
弁
護
団
バ
ッ
シ
ン
グ
を
再
燃
さ
せ
、
ひ
い
て
は
Ｆ
君
に
心
理
的
負
担
を
与
え

な
い
か
心
配
も
あ
る
。
と
は
い
え
、「
弁
護
人
の
マ
ス
コ
ミ
対
応
」
と
い
う
問
題
を
考
察
す
る
う
え
で
の

価
値
に
期
待
し
た
い
。
僕
は
僕
な
り
に
誠
意
を
持
っ
て
取
材
に
応
じ
た
こ
と
も
あ
り
、
著
者
は
よ
く
真
意

を
書
い
て
く
れ
て
い
る
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
僕
は
多
く
の
弁
護
士
か
ら
「
取
材
に
応
じ
て
被
疑
者
・
被

告
人
の
利
益
に
な
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
む
し
ろ
不
利
益
に
な
る
ば
か
り
か
、（
弁
護
士
の
）
守
秘
義

務
違
反
が
問
題
に
な
る
」
と
叩
か
れ
て
い
る
。

　

差
し
戻
し
控
訴
審
の
終
盤
に
、
僕
は
Ｆ
君
か
ら
弁
護
人
を
解
任
さ
れ
た
。
そ
の
経
緯
や
理
由
に
つ
い
て
、

本
書
で
は
、
Ｆ
君
自
身
の
言
葉
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
僕
は
「
お
そ
ら
く
弁
護
方
針
の

相
違
か
ら
来
る
対
立
が
原
因
で
、
弁
護
団
が
（
Ｆ
君
に
自
分
を
）
解
任
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
」
と
し
て
き
た
。

一
方
、
安
田
好
弘
弁
護
士
は
差
し
戻
し
控
訴
審
判
決
後
の
記
者
会
見
で
、「
彼
（
今
枝
）
は
、
被
告
人
の

信
頼
を
失
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
た
。
Ｆ
君
が
著
者
に
語
っ
た
解
任
の
経
緯
や
理
由
は
、
お
お
む
ね
僕
が

想
像
し
た
と
お
り
で
あ
っ
た
。
も
し
か
し
た
ら
、
Ｆ
君
は
僕
に
伝
わ
る
よ
う
気
を
配
っ
て
く
れ
た
の
か
も

し
れ
な
い
が
。

　

安
田
弁
護
士
の
コ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、「
死
刑
判
決
直
後
で
気
が
動
転
し
て
い
た
に
し
て
も
、
も
う

ち
ょ
っ
と
マ
シ
に
で
き
な
か
っ
た
の
か
」
と
正
直
思
う
。
だ
が
僕
の
言
動
に
も
十
分
反
省
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
解
任
後
に
弁
護
方
針
の
相
違
を
う
ん
ぬ
ん
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
差
し
戻

解説
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し
控
訴
審
の
審
理
が
開
始
さ
れ
る
前
に
、
た
と
え
僕
が
弁
護
団
の
な
か
で
は
若
輩
で
発
言
力
が
弱
か
っ
た

と
し
て
も
、
安
田
弁
護
士
ら
に
議
論
を
挑
む
べ
き
で
あ
っ
た
。
実
際
、
最
高
裁
判
所
が
無
期
懲
役
判
決
を

破
棄
し
、
広
島
高
等
裁
判
所
へ
差
し
戻
し
た
あ
と
、
ど
の
よ
う
な
弁
護
方
針
を
と
る
こ
と
が
ベ
ス
ト
だ
っ

た
の
か
は
難
し
い
問
題
で
あ
る
。

　

弁
護
団
の
考
え
方
は
、「
証
拠
と
被
告
人
の
言
い
ぶ
ん
を
も
と
に
事
実
関
係
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え

で
初
め
て
被
告
人
の
反
省
が
成
り
立
つ
」
と
い
う
刑
事
弁
護
の
基
本
と
言
え
る
も
の
。
こ
れ
と
対
極
的
な

考
え
方
が
、
い
わ
ゆ
る
「
土
下
座
弁
護
」
だ
。
つ
ま
り
、
事
実
関
係
に
疑
問
が
あ
っ
て
も
、
争
う
こ
と
は

し
な
い
で
、
ひ
た
す
ら
土
下
座
す
る
よ
う
に
謝
罪
し
、
情
状
を
最
大
限
、
有
利
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
刑
事
弁
護
の
実
務
で
は
、
検
察
官
の
主
張
を
追
従
す
る
ば
か
り
（
と
弁
護
人
に
は
見
え
る
）
の
裁

判
官
に
対
す
る
不
信
感
か
ら
、「
土
下
座
弁
護
」
に
流
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
弁
護
団
の
考
え

方
は
正
統
か
つ
純
粋
だ
が
、
差
し
戻
し
控
訴
審
で
は
、
Ｆ
君
の
強
姦
目
的
や
殺
意
な
ど
、
多
く
の
事
実
関

係
を
争
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

僕
の
考
え
方
は
、「
こ
の
事
件
の
『
裁
判
の
流
れ
』
と
『
人
間
』（
関
係
者
）
を
見
て
、
裁
判
所
が
求
め

る
点
に
重
点
を
置
く
べ
き
」
と
い
う
も
の
。
べ
つ
に
「
土
下
座
弁
護
」
を
よ
し
と
す
る
の
で
は
な
く
、
も

ち
ろ
ん
証
拠
や
事
実
関
係
を
軽
視
し
て
よ
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、「
Ｆ
君
の
反
省
と
悔
悟
、

遺
族
へ
の
謝
罪
を
通
じ
て
、
更
生
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
る
」
こ
と
が
最
重
要
と
考
え
て
い
た
。

　

最
高
裁
で
安
田
弁
護
士
ら
が
弁
論
を
ド
タ
キ
ャ
ン
し
た
り
、差
し
戻
し
控
訴
審
で
21
人
の
弁
護
団
が「
荒

唐
無
稽
」
と
批
判
さ
れ
る
よ
う
な
主
張
を
行
っ
た
り
し
て
、
遺
族
感
情
は
Ｆ
君
に
対
し
て
だ
け
で
は
な
く
、

弁
護
人
に
対
し
て
も
峻
烈
な
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
も
、
弁
護
団
は
マ
ス
コ
ミ
対
応
を
誤
り
、
遺
族
や
国

民
に
真
意
を
理
解
し
て
も
ら
う
ど
こ
ろ
か
、
猛
烈
な
バ
ッ
シ
ン
グ
を
受
け
た
。「
遺
族
へ
の
謝
罪
」
と
い

う
重
要
課
題
に
つ
い
て
は
、
な
ん
の
打
つ
手
も
浮
か
ば
な
い
ま
ま
、
裁
判
の
行
方
に
は
暗
闇
が
広
が
っ
た
。

そ
こ
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
、
弁
護
団
は
Ｆ
君
の
強
姦
目
的
や
殺
意
を
否
認
す
る
詳
細
な
主
張
を
積
み
重
ね

る
が
、
ま
す
ま
す
遺
族
や
国
民
の
反
発
を
招
い
た
。

　

他
方
、
裁
判
所
は
何
を
考
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

第
１
次
控
訴
審
判
決
は
、
検
察
官
提
出
の
新
証
拠
、「
不
謹
慎
な
手
紙
」
に
つ
い
て
も
検
討
し
た
う
え

で
、「
被
告
人
の
反
省
は
不
十
分
で
あ
る
が
、
更
生
可
能
性
が
な
い
と
は
言
え
な
い
」
と
し
て
、
１
審
の

無
期
懲
役
判
決
を
維
持
し
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
は
「
犯
行
の
悪
質
性
・
重
大
性
に
加
え
、
遺
族
感
情
が

峻
烈
な
の
に
対
し
、
慰
謝
の
措
置
は
ま
っ
た
く
講
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
酌
量
す
べ
き
事
情
が
な
い
限

り
、
死
刑
の
選
択
を
す
る
ほ
か
な
い
」
と
し
て
、
２
審
の
無
期
懲
役
判
決
を
破
棄
し
た
。
た
だ
し
、「
死
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刑
の
選
択
を
回
避
す
る
に
足
り
る
特
に
酌
量
す
べ
き
事
情
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
、
さ
ら
に
慎
重
な
審

理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
本
件
を
原
裁
判
所
（
広
島
高
裁
）
に
差
し
戻
す
」
と
し
た
。
こ
こ
で
、
最
高
裁

が
自
ら
死
刑
判
決
を
言
い
渡
さ
な
い
で
、
差
し
戻
し
審
理
を
求
め
た
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

検
察
官
が
起
訴
し
、
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
に
よ
る
と
、
犯
行
の
悪
質
性
・
重
大
性
は
明
ら
か
だ
。

Ｆ
君
は
強
姦
を
計
画
し
、
被
害
者
を
物
色
。
主
婦
を
殺
害
し
た
う
え
で
姦
淫
し
、
乳
児
ま
で
も
不
必
要
に

殺
害
し
た
。
な
ん
の
落
ち
度
も
な
く
、
幸
福
な
生
活
を
送
っ
て
い
た
２
名
の
尊
い
命
が
奪
わ
れ
た
。

　

し
か
し
、
２
名
殺
害
と
い
う
の
は
、
死
刑
か
無
期
懲
役
か
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら

に
本
件
で
は
、
殺
害
に
計
画
性
が
な
く
、
犯
行
時
、
Ｆ
君
は
18
歳
１
カ
月
（
少
年
法
で
死
刑
は
18
歳
未
満

の
者
に
科
す
こ
と
が
で
き
な
い
）
で
あ
り
、
母
親
の
自
殺
な
ど
の
不
幸
な
境
遇
に
育
ち
、
精
神
的
に
未
成

熟
だ
っ
た
（
少
年
鑑
別
記
録
に
「
非
常
に
幼
い
精
神
構
造
で
あ
っ
た
う
え
に
、
斜
視
か
ら
脳
の
器
質
的
障

害
が
う
か
が
わ
れ
、
さ
ら
に
事
件
時
に
は
か
な
り
退
行
し
た
心
理
状
態
に
あ
っ
た
」
旨
の
記
載
が
あ
る
）

と
い
う
事
情
も
存
在
す
る
。
刑
事
司
法
の
「
量
刑
相
場
」
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
死
刑
は
あ
り
え
ず
、
重
く

て
も
無
期
懲
役
が
予
想
さ
れ
る
事
案
で
あ
っ
た
。
当
然
の
よ
う
に
１
審
判
決
は
無
期
懲
役
と
な
り
、「
不

謹
慎
な
手
紙
」
の
出
現
に
よ
る
動
揺
は
見
ら
れ
た
も
の
の
、
２
審
判
決
も
無
期
懲
役
と
し
た
。

　

最
高
裁
は
無
期
懲
役
判
決
を
破
棄
し
、死
刑
判
決
の
方
向
で
控
訴
審
へ
差
し
戻
す
が
、「
重
罰
化
の
流
れ
」

と
ひ
と
く
く
り
に
は
で
き
な
い
。
最
高
裁
は
「
事
件
後
の
事
情
」
を
重
視
し
て
判
断
し
て
お
り
、
特
殊
な

事
案
と
見
る
べ
き
だ
。
そ
の
特
殊
性
を
自
認
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
最
高
裁
は
「
事
件
後
の
事
情
」
に
関

す
る
審
理
を
尽
く
さ
せ
る
た
め
、
控
訴
審
へ
差
し
戻
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
事
件
後
の
事
情
」
で
大
き
な
も
の
に
は
、

①
「
不
謹
慎
な
手
紙
」
に
代
表
さ
れ
る
Ｆ
君
の
反
省
や
謝
罪
の
姿
勢
の
欠
如

②
被
害
者
遺
族
の
本
村
洋
さ
ん
が
峻
烈
な
処
罰
感
情
を
訴
え
続
け
た
こ
と

　

が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
２
つ
の
事
情
を
通
じ
て
、
本
事
件
を
知
っ
た
国
民
も
多
い
。

　

差
し
戻
し
控
訴
審
で
は
、
Ｆ
君
の
現
在
の
言
葉
か
ら
反
省
や
謝
罪
の
度
合
い
を
は
か
り
、
そ
れ
を
聞
い

た
本
村
さ
ん
ら
遺
族
の
言
葉
（
意
見
陳
述
）
か
ら
処
罰
感
情
の
変
化
を
見
る
、
と
い
う
展
開
を
最
高
裁
は

想
定
し
て
い
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
Ｆ
君
の
反
省
や
謝
罪
の
言
葉
が
遺
族
の
心
に
響
き
、
も
ち
ろ
ん
許
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
も
、
処
罰
感
情
が
緩
和
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、「
死
刑
の
選
択
を
回
避
す
る
に

足
り
る
特
に
酌
量
す
べ
き
事
情
」
と
な
り
え
る
と
考
え
た
に
違
い
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
差
し
戻
し
控
訴
審
で
弁
護
団
は
Ｆ
君
の
強
姦
目
的
や
殺
意
を
否
認
す
る
こ
と
に
全
力
を
あ

げ
た
。
こ
れ
は
大
き
な
賭
け
だ
っ
た
。
主
張
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
殺
人
罪
で
は
な
く
傷
害
致
死
罪
（
３

年
以
上
の
有
期
懲
役
）
が
適
用
さ
れ
る
な
ど
、「
事
件
後
の
事
情
」
に
関
係
な
く
、
死
刑
が
回
避
さ
れ
る
。
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し
か
し
、
主
張
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、「
ウ
ソ
を
つ
い
て
罪
を
軽
く
し
よ
う
と
し
た
」
と
さ
れ
、
反
省

の
欠
如
と
み
な
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
遺
族
の
処
罰
感
情
も
緩
和
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
か
ら
、「
事
件
後
の

事
情
」
は
さ
ら
に
悪
化
し
て
、
死
刑
が
確
実
に
な
る
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
あ
っ
た
が
、
僕
は
、
な
ん
と
か
Ｆ
君
の
言
葉
を
遺
族
に
届
け
た
か
っ
た
。
し
か

し
、
法
廷
で
Ｆ
君
の
言
葉
を
聞
い
た
本
村
さ
ん
は
意
見
陳
述
で
、「
君
の
言
葉
は
、
ま
っ
た
く
心
に
入
っ

て
こ
な
い
」
と
言
っ
た
。
僕
か
ら
す
る
と
、
事
実
上
の
死
刑
判
決
だ
っ
た
。
閉
廷
後
、
記
者
会
見
で
僕
が

涙
し
た
の
に
は
、
そ
う
い
う
理
由
も
あ
っ
た
。

　

結
局
、
弁
護
団
は
最
高
裁
が
想
定
し
た
土
俵
の
外
で
勝
負
し
、
敗
れ
た
。
差
し
戻
し
控
訴
審
判
決
か
ら

引
用
す
る
。

「
自
己
の
刑
事
責
任
を
軽
減
す
べ
く
虚
偽
の
供
述
を
弄
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
遺
族
に
対
す
る
謝
罪
や

反
省
を
口
に
す
る
こ
と
自
体
、
遺
族
を
愚
弄
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
神
経
を
逆
撫
で
す
る
も
の
で
あ
っ

て
、
反
省
謝
罪
の
態
度
と
は
程
遠
い
」

「
虚
偽
の
弁
解
を
弄
し
、
偽
り
と
み
ざ
る
を
得
な
い
反
省
の
弁
を
口
に
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
刑
の
選
択

を
回
避
す
る
に
足
り
る
特
に
酌
量
す
べ
き
事
情
を
見
出
す
術
も
な
く
な
っ
た
」

　

つ
ま
り
、
Ｆ
君
の
言
葉
や
態
度
し
だ
い
で
、
死
刑
回
避
も
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

現
在
、
最
高
裁
で
２
度
目
の
審
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
弁
護
団
が
同
じ
で
、
弁
護
方
針
も
同
じ
で
あ
ろ

う
か
ら
、
見
通
し
は
暗
い
。
Ｆ
君
の
「
人
間
性
」
が
遺
族
や
裁
判
所
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
立
証
を
願
う

ば
か
り
だ
。
僕
は
、
量
刑
判
断
と
は
別
次
元
で
、
Ｆ
君
の
反
省
や
謝
罪
の
言
葉
が
遺
族
の
心
に
響
く
日
が

来
る
こ
と
を
信
じ
た
い
。
本
書
で
本
村
さ
ん
が
「
裁
判
が
終
わ
っ
た
ら
」
と
話
し
て
い
る
の
は
、
深
い
意

味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
事
件
ほ
ど
、
関
係
者
の
「
言
の
葉
」
が
舞
っ
た
も
の
は
な
い
。
お
そ
ら
く
今
後
も
な
い
だ
ろ
う
。

遺
族
の
峻
烈
な
発
言
、
Ｆ
君
の
「
不
謹
慎
な
手
紙
」
や
荒
唐
無
稽
な
法
廷
発
言
、
弁
護
人
の
稚
拙
な
情
報

開
示
─
─
。
そ
こ
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
「
言
の
葉
」
が
、
ま
さ
に
「
言
霊
」
と
な
り
、
事
件
の
審
理
を
左

右
し
た
。
裁
判
は
証
拠
に
基
づ
き
審
理
さ
れ
る
が
、
と
き
に
魂
か
ら
発
せ
ら
れ
た
「
言
の
葉
」
は
証
拠
よ

り
も
雄
弁
に
核
心
を
突
く
。
特
に
裁
判
員
裁
判
で
は
、「
証
拠
を
通
じ
て
事
件
を
裁
く
」
こ
と
か
ら
、「
言

葉
を
通
じ
て
人
間
を
裁
く
」
こ
と
に
、
重
点
が
移
る
の
で
は
な
い
か
。

　

本
書
に
は
、
比
類
な
い
ほ
ど
赤
裸
々
に
、
か
つ
正
確
に
、
関
係
者
の
「
言
の
葉
」
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
な
枝
で
つ
な
ぎ
、
幹
に
つ
な
い
で
、
木
と
す
る
か
。「
葉
を
見
て
木
を
見
ず
」
で
は
、

事
件
の
全
体
像
は
見
え
て
こ
な
い
。
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「
言
の
葉
」
で
自
分
の
思
い
を
人
の
心
に
伝
え
た
り
、「
言
の
葉
」
か
ら
他
人
の
本
心
を
理
解
し
た
り
す

る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
ら
に
失
敗
し
、
Ｆ
君
は
死
刑
判
決
を
受
け
た
。
し
か
し
、
人
が
人
の
命
を
奪
う
と

い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
償
い
と
は
何
か
、
生
き
る
こ
と
と
死
ぬ
こ
と
の
意
味
は
な
ん
な
の

か
─
─
。
Ｆ
君
は
未
熟
な
が
ら
も
一
生
懸
命
考
え
て
い
る
。
死
刑
判
決
後
の
Ｆ
君
の
「
言
の
葉
」
に
込
め

ら
れ
た
魂
の
逡
巡
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
刑
事
司
法
の
あ
り
方
や
死
生
観
に
つ
い
て
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る

契
機
に
な
る
。
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