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内
田
雅
敏

弁
護
士

と
述
べ

「周
辺
国
な
ど
が

核
ミ
サ
イ
ル
を
質
・
量
の

面
で
急
速
に
増
強
し
、
特

に
変
則
軌
道
や
超
音
速
の

ミ
サ
イ
ル
を
配
備
し
て
い

る
な
か
、
我
が
国
の
反
撃

能
力
の
保
有
と
増
強
が
抑

止
力
の
維
持
・
向
上
の
た

め
に
不
可
欠
」
と
し
て
い

ま
す
。

相
手
方
の
基
地
を
攻
撃

で
き
な
け
れ
ば
、
２
次
、

３
次
の
攻
撃
を
受
け
る
可

能
性
が
あ
り
、
こ
れ
を
防

げ
な
い
と
す
る
考
え
で
す

か
ら

「反
撃
能
力
」
と
は

す
な
わ
ち

「敵
基
地
攻
撃

能
力
」
の
こ
と
で
す
。

政
府
、
関
係
者
も
以
前

は
直
載
に

「敵
基
地
攻
撃

能
力
」
と
論
じ
て
い
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を

「反
撃
能
力
」
と
言
う
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
安
倍

晋
三
政
権
以
前
の
歴
代
政

権
が
防
衛
政
策
の
根
幹
と

し
て
、
専
守
防
衛

（集
団

的
自
衛
権
行
使
不
可
、
日

本
に
対
す
る
攻
撃
が
な
け

れ
ば
自
衛
隊
は
行
動
し
な

い
）
と
並
ん
で
敵
基
地
攻

撃
能
力
保
持
の
不
可
を
う

た
っ
て
い
た
か
ら
で
す
。

「禁
じ
手
」を
使
っ
た

集

団
的
自

衛
権

行
使
容
認
へ
の
道

２
０
１
４
年
７
月
１
日

の
集
団
的
自
衛
権
行
使
容

認
の
閣
議
決
定
、

１５
年
９

月
１９
日
未
明
の
安
保
関
連

法
制
の
強
行
採
決
に
際
し

て
も

「安
全
保
障
を
巡
る

環
境
の
変
化
」
と
い
う
こ

使
を
容
認
す
る
よ
う
提
言

し
て
い
ま
す
。

敵
基
地
攻
撃
能
力
を
不

可
々
ゲ
テ
る
握
一言
、
憲
法

解
釈
を
変
更
し
て
集
団
的

自
衛
権
行
使
を
容
認
せ
よ

と
し
た
提
言
、
い
ず
れ
も

外
務
官
僚
が
主
導
し
て
提

言
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
あ
り
ま
す
。
安

倍
首
相
は
、
憲
法
上
集
団

的
自
衛
権
行
使
は
で
き
な

い
と
し
て
き
た
内
閣
法
制

局
の
見
解
を
変
え
る
た
め

の
布
石
と
し
て
１３
年
８
月

８
日
、
山
本
庸
幸
内
閣
法

制
局
長
官
を
最
高
裁
判
事

に
転
出
さ
せ
、
そ
の
後
任

に
小
松
一郎
駐
フ
ラ
ン
ス

大
使
を
就
任
さ
せ
ま
し

た
。
長
官
の
後
任
に
は
次

長
が
就
任
す
る
と
い
う
内

閣
法
制
局
の
慣
行
を
破
る

と
い
う

懇
本じ
手
」
を
使

っ
た
の
で
す
。
小
松
長
官

は
就
任
早
々
、
憲
法
上
、

集
団
的
自
衛
権
行
使
が
で

き
な
い
と
し
て
き
た
こ
れ

ま
で
の
内
閣
法
制
局
の
見

解
の
見
直
し
を
表
明
し
ま

し
た
。

外
務
省

の
悲
願

国
連
安
全
保
障

理

事

会

常

任

理

事

国

入

り

小
松
、
柳
井
、
佐
々
江

ら
の
外
務
官
僚
、
彼
ら
は

な
ぜ
集
団
的
自
衛
権
行
使

容
認
、
敵
基
地
攻
撃
能
力

保
持
容
認
等
々
、
自
衛
隊

の
肥
大
化
、
海
外
派
兵
に

前
の
め
り
な
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
外
務
省
の
悲

願
と
し
て
国
連
安
全
保
障

理
事
会

（安
保
理
）
の
常

任
理
事
国
入
り
が
あ
る
か

ら
な
の
で
す
。

米
英
仏
露
中
の
五
大
国

を
常
任
理
事
国
と
す
る
安

保
理
は
、
常
任
理
事
国
だ

け
が
有
し
て
い
る
拒
否
権

の
行
使
に
よ
っ
て
、
し
ば

し
ば
機
能
不
全
に
陥
る
の

で
す
が
、
外
務
官
僚
は
こ

の
枠
の
拡
大
と
、
参
画
を

悲
願
と
し
て
い
る
の
で

す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自

衛
隊
を
海
外
で
も
堂
々
と

使
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と

が
不
可
欠
な
の
で
す
。

初
め
て
自
衛
隊
を
海
外

に
派
遣
し
た
１
９
９
２
年

の
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
に
よ
る
カ
ン

ボ
ジ
ア
派
遣
、
２
０
０
３

年
の
イ
ラ
ク
派
兵
は
、
防

衛
庁

（省
）
よ
り
外
務
省

の
方
が
熱
心
だ
っ
た
の
で

す
。
　

（２
面
に
続
く
）

「矛盾」の語を作った

古人の知恵 に学ベ
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敵基地攻撃能力は本当に「不可欠」なのか

防
衛
力
を
考
え
る

有

識

者

会

議

Ｈ
月
２２
日
、

「国
力
と

し
て
の
防
衛
力
を
考
え
る

象

薯

〈轟

」

盆

長
、

佐
々
江
賢
〓
列
外
務
事
務

次
官
）
は
、
防
衛
力
の
抜

喬

花

ヽ

尋

ヽ

防
衛
産
業
、
総
合
的
な
防

衛
体
制
の
強
化
、
縦
割
り

打
破
、
財
源
の
確
保
等
々

の
各
項
目
に
つ
い
て
討
議

し
、
報
告
書
に
ま
と
め
、

岸
田
文
雄
首
相
に
提
出
し

ま
し
た
。

速

塁
『は
冒
頭
、　
罫
И

が
国
周
辺
の
安
全
保
障
環

境
は
厳
し
さ
を
一段
と
増

し
て
お
り
、
５
年
以
内
に

防
衛
力
を
抜
本
的
に
強
化

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
が
声
高
に

語
ら
れ
ま
し

た
。集

段
的
自

衛
権
行
使
容

認
の
閣
議
決

定
に
先
立
つ

同
年
５
月
１５

日
、
安
倍
首

相
の
諮
問
機

関

「安
全
保

障
の
法
的
基

盤
の
再
構
築

に
関
す
る
懇

談
Ａ盃
　
（座

長
、
柳
井
俊

一
〓
死
辟
立
企
天

Ｃ

は
、
憲

法
解
釈
を
変

更
し
集
団
的

自
衛
権
の
行

国連安全保障理事会 (国連広報センターのHPか ら)
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安
全
保
障
を
巡
る

環
境

は
本
当

に

堕

わ

っ
た

の
か

「安
全
保
障
を
巡
る
環
境

の
変
化
」
。
軍
拡
派
、
軍
需

産
業
に
と
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど

便
利
な
言
葉
は
あ
り
ま
せ

ん
。
米
国
か
ら
の
武
器
の
″

爆
買
い
″
も
、
米
軍
と
一
体

と
な
っ
て
の
自
衛
隊
の
活
動

領
域
拡
大
も
す
べ
て
が
こ
の

「安
全
保
障
を
巡
る
環
境
の

変
化
」
に
よ
っ
て
容
認
さ
れ

る
の
で
す
。
で
も
本
当
に
そ

う
で
し
ょ
う
か
。

具
体
的
に
検
証
し
て
み
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

▽
北
朝
鮮

ま
ず
北
朝
鮮
で
す
。
た
し

か
に
数
回
に
わ
た
る
ミ
サ
イ

ル
発
射
実
験
等
々
、
北
朝
鮮

の
振
る
舞
い
に
は
腹
立
た
し

い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
金
正
恩
政
権
の
目
線
は

米
国
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
ミ
サ
イ
ル

は
日
本
に
向
け
ら
れ
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
朝

鮮
は
、
米
国
に
体
制
の
保
証

を
求
め
て
い
る
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で

も
あ
り
ま
せ
ん

（１
９
６
２

年
の
キ
ュ
ー
バ
危
機
と
類
似

は
、
大
規
模
な
米
韓
合
同
の

軍
事
演
習
が
な
さ
れ
て
い
た

こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
米
韓
も
北
朝
鮮
を
挑

発
し
て
い
る
の
で
す
。
互
い

に
こ
の
挑
発
を
や
め
る
こ
と

こ
そ
が
緊
張
緩
和
な
の
で

す
。ミ
サ
イ
ル
に
よ
る
迎
撃
、

あ
る
い
は
敵
基
地
攻
撃
に
よ

っ
て
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す

る
通
り
で
す
。

▽
中
国

中
国
と
の
関
係
で
は
、
①

尖
閣
諸
島
領
有
問
題
②
台
湾

「有
事
」
―
の
二
つ
が
あ
り

ま
す
。

前
者
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
に
も
本
欄

（２
０
２
０

年
１２
月
２０
日

「領
土
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
陥
穿
に
嵌
っ
て

は
な
ら
な
い
」
な
ど
）
で
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
無

人
島
を
巡
っ
て
は
日
中
両
国

に
そ
れ
ぞ
れ
言
い
分
が
あ

り
、
と
も
に
「固
有
の
領
土
」

な
ど
と
は
言
え
ず
。
日
中
と

台
湾
を
加
え
た
三
者
で
共
同

管
理
、
開
発
、
活
用
す
る
国

際
入
会
地
に
す
る
以
外
に
解

決
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。

尖
閣
諸
島
の
帰
属
に
つ
い

て
は
、
１
９
７
２
年
の
日
中

共
同
声
明
、

７８
年
の
日
中
平

和
友
好
条
約
で
も
「棚
上
げ
」

さ
れ
て
き
た
と
い
う
歴
史
的

経
過
を
し
っ
か
り
と
認
め
、

そ
れ
を
国
民
に
対
し
き
ち
ん

と
説
明
す
べ
き
で
す
。
中
国

側
も
そ
う
す
べ
き
こ
と
は
も

敵

基

地

攻

撃

能

力

は

本
当
に
「不
可
欠
」
な
の
か

発
弁護士

内田雅敏

点
が
あ
り
ま
す
）
。

ま
た
今
回
の
一
連
の
ミ
サ

０

イ
ル
発
射
実
験
の
背
景
に

ち
ろ
ん
で
す
。

ま
ず
中
国
側
で
す
。

７８
年
１０
月
、
日
中
平
和
友

好
条
約
批
准
書
交
換
の
た
め

に
来
日
し
た
部
小
平
は
、
尖

閣
諸
島
の
領
有
権
問
題
に
つ

い
て

「私
ど
も
は
、
両
国
政

府
は
こ
の
間
題
を
と
り
上
げ

な
い
の
が
比
較
的
賢
明
だ
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
間
題
は
一
時
棚
上
げ
に
し

て
も
問
題
は
な
い
し
、

１０
年

間
ほ
う
っ
て
お
い
て
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。
将
来
か
な
ら
ず

双
方
と
も
に
受
け
入
れ
る
こ

と
の
で
き
る
問
題
解
決
の
方

式
を
さ
が
し
あ
て
る
で
し
ょ

う
」

（
「北
京
週
報
」
１
９

７
８
年
第
４３
期
）
と
述
べ
ま

し
た
。

次
に
日
本
側
で
す
。

７９
年
５
月
３‐
日
付
読
売
新

聞
社
説
は

「尖
閣
問
題
を
紛

争
の
タ
ネ
に
す
る
な
」
と
題

し

「尖
閣
諸
島
の
領
有
権
問

題
は
、
１
９
７
２
年
の
国
交

正
常
化
の
時
も
、
昨
年
夏
の

日
中
平
和
友
好
条
約
の
調
印

の
際
に
も
間
題
に
な
っ
た

が
、
い
わ
ゆ
る

『触
れ
な
い

で
お
こ
う
』
方
式
で
処
理
さ

れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
日
中

双
方
と
も
領
土
主
権
を
主
張

し
、
現
実
に
論
争
が
″存
在
″

す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、

こ
の
問
題
を
留
保
し
、
将
来

の
解
決
に
待
つ
こ
と
で
日
中

政
府
間
の
了
解
が
つ
い
た
。

そ
れ
は
共
同
声
明
や
条
約
上

の
文
書
に
は
な
っ
て
い
な
い

が
、
政
府
対
政
府
の
れ
っ
き

と
し
た

″約
東
ご
と
″
で
あ

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
約

東

、
こ
れ
を
遵

守
す
る
の
が
筋
道
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
ま
す
。

以
下
の
事
実
も
知
っ
て
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
１
８

７
９
年
に
日
本
が
琉
球
藩
を

廃
止
し
、沖
縄
県
と
し
た
（琉

球
処
分
）
際
に
、
中
国
が
琉

球
は
中
国
領
だ
と
抗
議
し
ま

し
た
。
米
国
前
大
統
領
グ
ラ

ン
ト
の
仲
介
に
よ
り
、
日
本

は
、
宮
古
島
以
西
を
中
国
領

と
す
る
条
約
の
仮
調
印
ま
で

し
ま
し
た
が
、
最
恵
国
待
遇

の
条
項
を
巡
っ
て
条
約
は
不

成
立
と
な
り
ま
し
た
。

日
本
が
尖
閣
諸
島
を
国
土

に
組
み
入
れ
た
の
は
１
８
９

５
年
、
日
清
戦
争
末
期
、
中

国
は
文
句
を
言
え
る
状
況
に

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
な

お
日
本
政
府
が
尖
闇
諸
島
領

有
を
公
言
し
た
の
は
１
９
７

０
年
に
な
っ
て
か
ら
で
す
。

次
に
ズ
甚
偏有
事
」で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
も
本
欄

２
０
２
１
年
５
月
１０
日
、「彼

ら
に
『象
を
撃
』
た
せ
て
は

な
ら
な
い
　
ム尿
偏有
事
を
想

定
し
た
日
米
首
脳
共
同
声
明

の
危
う
さ
」
で
述
べ
た
と
お

り
で
す
。

日
本
は
、
日
中
共
同
声
明

で
、
台
湾
は
中
国
の
一
部
で

あ
る
と
す
る

「
一
つ
の
中
国

論
」
を
支
持
し
、
台
湾
問
題

は
中
国
の
内
政
問
題
で
あ
る

と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
点

は
米
国
も
基
本
的
に
は
同
じ

で
す
。

し
か
し
、

「台
湾
有
事
」

と
し
て
吹
聴
さ
れ
て
い
る

（も
っ
ぱ
ら
米
国
が
言
っ
て

い
る
こ
と
で
す
の
で
、
そ
の

現
実
性
に
つ
い
て
厳
密
に
検

証
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
）

よ
う
に
、
中
国
が
台
湾
に
武

力
侵
攻
す
る
よ
う
な
こ
と
は

決
し
て
し
て
支
持
し
ま
せ

ん
。
前
記
論
考
で
述
べ
た
よ

う
に
日
中
共
同
声
明
７
項

で
、
日
中
両
国
は
互
い
に
覇

権
国
家

（武
力
に
よ
っ
て
物

事
を
決
す
る
）
と

は
な
ら
な
い
こ
と

を
宣
言
し
、
中
国

の
部
小
平
も
７４
年

の
国
連
総
会
演

説
、

７８
年
の
日
中

平
和
友
好
条
約
等

で
繰
り
返
し
、
中

国
は
覇
権
国
家
と

な
ら
な
い
と
唆
呵

（た
ん
か
）
を
切

っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
発
言

を

「平
和
資
源
」

と
し
て
活
用
し
、

中
国
に
、
台
湾
有

事
、
す
な
わ
ち
台

湾
へ
の
武
力
侵
攻

を
さ
せ
な
い
よ
う

に
働
き
か
け
、
同

時
に
台
湾
に
対
し

て
も
慎
重
な
行
動
を
と
る
よ

う
要
請
す
べ
き
で
す
。

こ
れ
こ
そ
が

「政
府
の
行

為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨

禍
が
起
こ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
」

（憲
法
前
文
）
、

「日
本
国

お
よ
び
中
国
が
相
互
の
関
係

に
お
い
て
、
す
べ
て
の
紛
争

を
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
解

決
し
、
武
力
、
ま
た
は
武
力

の
威
嚇
に
訴
え
な
い
」

（日

中
共
同
声
明
６
項
）
と
し
た

日
本
の
外
交
の
在
り
よ
う
で

す
。
米
国
と
一
体
と
な
っ
て

南
西
諸
島
に
ミ
サ
イ
ル
防
衛

網
を
設
け
、
米
軍
と
の
共
同

軍
事
演
習
を
行
う
こ
と
な
ど

外
交
で
も
何
で
も
な
い
、
中

国
に
対
す
る
挑
発
で
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
台
湾
の

未
来
を
決
め
る
の
は
２
４
０

影
り

撮
よ

念
聞

記
新

の
働

で
労

前
の

の
付

型
日

ユ
２７=11月

０
万
人
の
台
湾
住
民
だ
け
で

な
く
、

１４
億
の
中
国
人
だ
と

す
る
の
は
不
条
理
、
悩
ま
し

い
間
題
で
す
。

「
矛

盾

」
の
話

を

作

っ
た
古
人
の
知
恵

軍
備
を
語
る
と
き
「意
思
」

と

「能
力
」
と
い
う
こ
と
が

言
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
敵

基
地
攻
撃
能
力
を
持
っ
て

も
、
あ
く
ま
で
抑
止
力
と
し

て
の
も
の
で
あ
っ
て
、
先
制

攻
撃
を
す
る
意
思
は
持
っ
て

い
な
い
か
ら
大
丈
夫
だ
と
い

う
よ
う
な
言
い
方
が
な
さ
れ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
し
か

し
相
手
国
側
か
ら
見
れ
ば
ど

う
で
し
ょ
う
か
。
攻
撃
能
力

を
持
っ
た
以
上
、
攻
撃
し
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
と
警
戒

す
る
の
は
当
た
り
前
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
今
日
の
よ

う
な
ハ
イ
テ
ク
兵
器
の
時
代

に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
抑

止
と
先
制
攻
撃
と
の
境
界
も

あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。「撃

た
れ
て
か
ら
で
は
遅

い
か
ら
、
そ
の
兆
候

（こ
れ

が
あ
い
ま
い
）
が
見
ら
れ
た

ら
撃
て
」
と
い
う
の
が
軍
事

合
理
性
と
な
り
ま
す
。

さ
ら
に
敵
基
地
攻
撃
能
力

を
持
っ
た
と
し
て
、
果
た
し

て
す
べ
て
の

「敵
基
地
」
を

把
握
し
、
壊
滅
さ
せ
ら
れ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
ミ
サ
イ
ル

は
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
か
ら
撃

つ
こ
と
が
可
能
と
な
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。

１
発
の
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
に

対
し
て
迎
撃
に
は
２
発
の
ミ

サ
イ
ル
が
必
要
だ
と
い
い
ま

す

（１
発
４０
億
円
、
２
発
で

８０
億
円
で
す
）
。
飛
ん
で
く

る
ミ
サ
イ
ル
は
１
発
で
な
く

数
発
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ら

の
ミ
サ
イ
ル
全
て
を
迎
撃
す

る
こ
と
は
無
理
で
す
。
撃
ち

漏
ら
す
可
能
性
が
十
分
あ
り

ま
す
。
日
本
海
沿
岸
に
は
多

く
の
原
発
が
設
置
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
う
ち

一
つ
に
で

も
ミ
サ
イ
ル
攻
撃
が
な
さ
れ

た
ら
ど
う
な
る
か
、
さ
ほ
ど

の
想
像
力
を
必
要
と
し
ま
せ

ん
。
原
発
と
原
爆
は
１
字
違

い
、
ミ
サ
イ
ル
防
衛
は
「矛
」

と
「盾
」
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
、

底
し
れ
ぬ
軍
拡
競
争
で
す
。

も
う
か
る
の
は
軍
需
産
業
、

被
害
を
受
け
る
の
は
民
衆
で

す
。

「矛
盾
」
の
語
を
作
り

出
し
た
古
人
の
知
恵
に
学
ば

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「易
地
思
之
」

（よ
く
ち

さ
じ
）
と
い
う
言
葉
が
あ
り

ま
す
。

「易
地
」
と
は
場
所

を
変
え
る
、

「思
之
」
と
は

考
え
る
。
隣
国
と
の
外
交
に

は
常
に
こ
の
「易
地
思
之
」、

相
手
の
立
場
に
立
っ
て
考
え

て
み
る
と
い
う
姿
勢
が
必
要

で
す
。

そ
し
て
今

一
つ
は

「以
民

促
官
」

（い
み
ん
そ
く
か

ん
）
。
す
な
わ
ち
民
衆
の
力

に
よ
っ
て
官
、
政
府
を
動
か

す
こ
と
で
す
。
国
同
士
は

ど
う
で
あ
れ
、
民
衆
は
決
し

て
戦
争
を
求
め
ま
せ
ん
。
ば

か
な
な
政
治
家
、
学
者
、
メ

デ
ィ
ア
が
あ
お
ら
な
い
限

ゐツ
。

(1面から続
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