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解

題

裁
判
員
制
度
の
理
論
的
検
証
に
あ
た
っ
て
1

1

始
動
と
そ
の
課
題

特別記事：平成二一年度慶麿法学会シンポジウム

裁
判
員
裁
判
は
、
司
法
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
本
年
（
二

O
O
九
年
）
五
月
二
一
日
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
、

八
月
三
日
に
東
京
で
第
一
号
事
件
の
公
判
が
聞
か
れ
て
お
り
、

今
日
ま
で
で
約
八

O
件
近
く
の
裁
判
員
裁
判
が
す
で
に
行
わ
れ

た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
時
。
平
成
二
一
年
一

二
月
末
ま
で
で
一
四
二
件
の
裁
判
員
裁
判
が
実
施
さ
れ
て
い
る
）
。

日
本
で
は
市
民
、
国
民
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
の
は
こ
れ

が
初
め
て
で
は
な
く
て
、
す
で
に
陪
審
法
（
大
正
一
二
年
四
月

法
務
研
究
科
教
授

安

潔

畠

一
八
日
法
律
第
五

O
号
）
と
い
う
法
律
が
施
行
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
す
が
、
ど
う
い
う
理
由
で
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
陪
審
法
ノ
停
止
ニ
関
ス
ル
法
律
（
昭
和
一
八
年

四
月
一
日
法
律
第
八
八
号
）
に
よ
り
一
九
四
三
年
に
停
止
さ
れ
、

今
日
ま
で
そ
の
ま
ま
の
状
態
が
続
い
て
い
ま
す
。

そ
う
い
う
中
で
、
市
民
が
刑
事
裁
判
に
参
加
す
る
と
い
う
、

新
た
な
制
度
設
計
の
下
で
裁
判
員
裁
判
制
度
が
つ
く
ら
れ
、
そ

し
て
本
年
ス
タ
ー
ト
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
裁
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判
員
裁
判
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
は
、
ま
だ
そ
の

数
も
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
な
か
な
か
難
し
い
か
と
思
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し
か
し
、
始
ま
る
前
は
消
極
的
な
意
見

も
か
な
り
見
ら
れ
た
の
で
す
が
、
い
ざ
始
ま
っ
て
み
ま
す
と
、

多
く
の
裁
判
員
の
方
々
が
マ
ス
コ
ミ
な
ど
に
お
い
て
い
ろ
い
ろ

な
感
想
な
ど
を
述
べ
、
個
人
的
に
は
、
う
ま
く
ス
タ
ー
ト
し
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
次
第
で
す
。
し
か

し
、
滑
り
出
し
と
い
う
意
味
で
は
順
調
か
と
も
思
う
の
で
す
が
、

さ
ま
ざ
ま
な
課
題
も
そ
の
中
で
は
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

特
に
、
今
ま
で
行
わ
れ
た
裁
判
員
裁
判
は
、
い
ず
れ
も
被
告

人
が
犯
罪
事
実
を
認
め
て
い
る
事
件
ば
か
り
で
、
量
刑
に
お
い

て
市
民
の
皆
さ
ん
の
感
覚
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
も
の
で

す
。
た
だ
従
前
、
刑
事
裁
判
の
量
刑
で
は
「
八
掛
け
」
と
い
い

ま
し
て
、
検
察
官
の
求
刑
に
対
し
て
八
割
の
刑
が
下
さ
れ
る
と

い
う
の
が
一
般
的
で
し
た
が
、
こ
の
八

O
件
近
く
の
も
の
を
見

て
お
り
ま
す
と
、
従
前
よ
り
か
な
り
量
刑
が
重
い
も
の
も
あ
り

ま
す
し
、
あ
る
い
は
ま
た
逆
に
、
介
護
に
か
か
わ
る
よ
う
な
事

件
な
ど
で
は
執
行
猶
予
が
付
い
た
り
、
ま
た
保
護
観
察
付
き
執

行
猶
予
で
立
ち
直
り
を
期
待
す
る
（
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
社
会

の
中
で
自
ら
が
立
ち
直
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
程
度
の
社
会
の
介

入
を
前
提
と
し
て
立
ち
直
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
期
待
し
て
、
保
護
観

察
を
付
け
て
い
る
）
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
が

ら
後
者
で
は
、
残
念
な
こ
と
に
、
保
護
観
察
が
付
さ
れ
た
も
の

の
、
そ
の
判
決
後
に
逃
走
し
て
行
方
不
明
に
な
っ
て
し
ま
い
、

新
た
な
罪
で
有
罪
判
決
を
受
け
た
事
例
も
あ
り
、
い
ろ
い
ろ
運

用
し
て
い
く
上
で
は
課
題
も
多
い
か
と
も
思
う
わ
け
で
す
。

特
に
、
こ
れ
か
ら
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
と
推

測
で
き
る
の
は
、
死
刑
求
刑
事
件
で
す
。
こ
れ
は
ま
だ
一
件
も

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
死
刑
事

件
に
向
き
合
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ

と
は
、
刑
事
裁
判
実
務
上
は
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

ま
た
い
わ
ゆ
る
大
型
の
否
認
事
件
、
た
く
さ
ん
の
犯
罪
を
犯

し
て
、
そ
れ
を
す
べ
て
否
認
す
る
と
い
う
事
件
は
、
今
ま
で
も

多
く
あ
り
ま
し
た
。
一

O
年
近
く
か
か
っ
た
裁
判
も
あ
り
ま
し

た
が
、
そ
れ
が
今
後
裁
判
員
裁
判
で
ど
の
よ
う
に
進
め
ら
れ
て

い
く
の
か
と
い
う
こ
と
も
一
つ
の
課
題
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま

す。
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そ
れ
か
ら
法
律
上
の
問
題
と
し
て
は
、
責
任
能
力
の
認
定
な

ど
と
い
う
非
常
に
難
し
い
問
題
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
も
鑑

定
を
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
、
そ
の
専
門
的
、
医
学
的
な
見
地
、
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精
神
医
学
的
な
見
地
か
ら
の
判
断
を
、
ど
の
よ
う
に
市
民
が
裁

判
員
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
も

課
題
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
立
法
政
策
の
観
点
か
ら
、
あ
る
い
は
ポ

ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
観
点
か
ら
本
日
お

話
を
い
た
だ
き
ま
す
が
、
い
わ
ば
裁
判
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な

と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
ど
う
い
っ
た
基
本
的
な
考
え
方
が
裁
判

の
根
底
に
動
い
て
く
る
の
か
と
い
う
非
常
に
難
し
い
問
題
も
、

そ
こ
に
は
あ
ろ
う
か
と
も
思
う
わ
け
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
抱
え
つ

つ
も
、
裁
判
員
裁
判
が
始
ま
り
、
真
剣
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

い
て
い
る
多
く
の
市
民
の
皆
様
方
の
姿
を
拝
見
す
る
と
、
や
は

り
日
本
は
ま
じ
め
な
国
だ
と
も
思
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
人
々

を
中
心
と
し
て
、
司
法
も
大
き
く
チ
ェ
ン
ジ
す
る
と
い
う
印
象

も
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
今
日
は
お
三
方
に
、
各
二

O
分
の
ご
報
告

を
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
信
州
大
学
全
学
教
育

機
構
の
准
教
授
（
現
・
駒
津
大
学
法
学
部
准
教
授
）
で
い
ら
っ
し

ゃ
い
ま
す
柳
瀬
先
生
か
ら
、
「
裁
判
員
裁
判
は
、
『
民
主
的
司
法

の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題
を
い
か
に
克
服
し
た
の
か
」
と
い
う
テ

ー
マ
で
ご
報
告
を
い
た
だ
き
ま
す
。
柳
瀬
先
生
は
『
裁
判
員
制

平成二一年度慶麿法学会シンポジウム特別記事

度
の
立
法
学
』
（
日
本
評
論
社
）
と
い
う
本
を
お
書
き
に
な
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
皆
さ
ん
も
ご
参
照
い
た
だ
け

る
と
よ
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
続
き
ま
し
て
井
田
教
授
か
ら
は
、
「
な
ぜ
何
の
た

め
の
裁
判
員
制
度
か
」
と
い
う
テ

I
マ
で
お
話
を
い
た
だ
き
ま

す
。
井
田
教
授
は
最
高
裁
判
所
が
設
け
た
、
裁
判
員
制
度
の
広

報
の
在
り
方
と
い
う
委
員
会
の
委
員
を
お
務
め
で
す
の
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
も
非
常
に
造
詣
の
深
い
と
こ
ろ
で
す
。

ま
た
、
最
後
に
萩
原
教
授
か
ら
、
「
裁
判
員
制
度
と
民
主
主

義
」
と
い
う
テ
l
マ
、
こ
れ
は
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
、

ポ
ス
ト
・
リ
ベ
ラ
ル
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
立
場
か
ら
の
お
話
を

頂
戴
し
ま
す
。
そ
こ
で
一
五
分
程
度
休
憩
を
取
ら
せ
て
い
た
だ

い
て
、
そ
の
後
大
沢
教
授
と
三
上
教
授
か
ら
、
約
五
分
ず
つ
コ

メ
ン
ト
を
戴
き
、
そ
の
後
、
フ
ロ
ア
の
皆
様
方
と
の
間
で
の
討

論
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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