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報
告

法学研究83巻 5号（2010:5) 

裁
判
員
制
度
は
、
「
民
主
的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題
を
い
か
に
克
服
し
た
の
か

94 

信
州
大
学
准
教
授
の
柳
瀬
昇
と
申
し
ま
す
。
こ
の
た
び
は
、

慶
麿
法
学
会
で
の
報
告
の
機
会
を
た
ま
わ
り
ま
し
て
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
に
与
え
ら
れ
た
課
題
は
、
二

O
分
で
、

憲
法
学
の
見
地
か
ら
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
話
題
提
供
を
す

る
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
後
に
、
井
田
先
生
と
萩
原
先
生

の
お
話
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
大
変
に
借
越
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
そ
の
前
座
を
務
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く
存
じ
ま
す
。

一
『
裁
判
員
制
度
の
立
法
学
』
に
お
い
て
筆
者
が
述
べ
た

か
っ
た
こ
と

私
の
専
門
は
、
憲
法
学
及
び
立
法
政
策
論
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
ん
に
ち
公
法
学
及
び
政
治
学
の
世
界
で
非
常
に
注
目
さ
れ
て

い
る
討
議
民
主
主
義
（
含
5
0
5
t
d
o
号

gssa）
理
論
に

駒
津
大
学
法
学
部
准
教
授

柳

昇

瀬

基
づ
き
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
再
構
成
す
る
こ
と
を
企
図
し
た

論
文
に
よ
り
、

S
F
C
（
慶
慮
義
塾
大
学
湘
南
藤
沢
キ
ャ
ン
パ

ス
）
で
、
博
士
の
学
位
を
取
得
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
博
士
論

文
を
大
幅
に
改
稿
し
た
も
の
が
、
先
月
（
二
O
O
九
年
一

O
月）、

日
本
評
論
社
か
ら
出
版
し
て
い
た
だ
い
た
「
裁
判
員
制
度
の
立

法
学
｜
｜
討
議
民
主
主
義
理
論
に
基
づ
く
国
民
の
司
法
参
加
の

意
義
の
再
構
成
』
で
す
。
拙
著
刊
行
に
あ
た
っ
て
は
、
慶
鷹
法

学
会
に
よ
り
出
版
助
成
を
し
て
い
た
だ
き
、
厚
く
お
礼
を
申
し

上
げ
ま
す
。

本
書
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
前
半
が
い
わ
ゆ
る
裁
判

員
法
（
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
）
の
立
法

過
程
に
つ
い
て
、
後
半
が
そ
の
立
法
政
策
に
つ
い
て
、
検
討
し

た
も
の
で
す
。
前
半
と
後
半
と
の
間
の
イ
ン
タ
ー
ル

l
ド
と
し



裁判員制度の理論的検証

て
、
分
析
視
座
と
な
る
討
議
民
主
主
義
理
論
を
整
理
し
ま
し
た
。

拙
著
で
私
が
述
べ
た
か
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
要
す
る
に
、

次
の
二
つ
で
す
。

第
一
に
、
裁
判
員
制
度
は
民
主
主
義
の
原
理
に
基
づ
き
創
設

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
日
の
報
告
で
取

り
上
げ
る
の
は
、
こ
の
部
分
で
す
。

も
う
一
つ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
裁
判
員
制
度
は
憲
法
違
反
で

は
な
い
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
、
憲
法
学
は
正
面
か
ら
回

答
す
る
責
任
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
は
、
陪
審
制
度
や
参
審
制
度
な
ど
の
国
民
の
司
法
参
加

の
制
度
は
、
被
告
人
に
そ
の
拒
否
権
が
留
保
さ
れ
る
限
り
、
憲

法
違
反
に
は
な
ら
な
い
と
習
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

今
般
導
入
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
は
、
被
告
人
に
裁
判
員
裁
判
の

辞
退
権
を
認
め
て
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
憲
法
上
の
根
拠
な
し
に
、

一
般
の
国
民
に
対
し
て
、
裁
判
所
へ
出
頭
す
る
義
務
や
裁
判
員

の
職
務
を
行
う
義
務
を
課
す
こ
の
制
度
は
、
自
由
主
義
の
憲
法

理
論
と
整
合
性
が
と
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
裁
判
員
制
度
は
憲

法
違
反
で
は
な
い
の
か
と
い
う
問
い
が
、
裁
判
官
経
験
者
な
ど

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し
て
、

憲
法
学
は
、
こ
れ
ま
で
、
十
分
に
答
え
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に

思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
は
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
、
共
和

特別記事：平成二一年度慶暦法学会シンポジウム

主
義
的
憲
法
観
に
基
づ
く
討
議
民
主
主
義
理
論
に
よ
っ
て
再
構

成
し
、
こ
の
制
度
を
、
国
民
の
公
民
的
徳
性
（
の
互
の
乱
立

5
）

を
緬
養
す
る
た
め
の
、
一
つ
の
公
共
的
討
議
の
場
を
創
設
し
よ

う
と
す
る
「
陶
治
の
企
て

2
2
B
m
E
S
胃
＆
2
件
）
」
と
再
定
位

し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
、
先
に
挙
げ
た
裁
判

員
制
度
に
対
す
る
違
憲
の
誹
り
に
対
し
て
、
一
つ
の
回
答
を
示

す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
私
に
残
さ
れ
た
時
間
は
あ
と
一
七
分
で
す

の
で
、
裁
判
員
制
度
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
、
本
日
の
報
告

で
は
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
拙
著
を
ご
覧
い
た
だ
き
、
時
間
が
あ

れ
ば
、
議
論
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
今
日
は
、
よ
り
根

源
的
な
問
題
で
あ
る
裁
判
員
制
度
と
民
主
主
義
の
原
理
と
の
イ

レ
レ
バ
ン
シ
l
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ニ
裁
判
員
法
の
立
法
過
程
概
観

裁
判
員
法
の
立
法
過
程
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
三
つ
の
ス
テ

ー
ジ
に
分
け
ら
れ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
各
ス
テ
ー
ジ
で
ど

の
よ
う
な
動
き
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
拙
著
の
第
一
章

と
第
二
章
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

第
一
ス
テ
ー
ジ
の
司
法
制
度
改
革
審
議
会
に
お
い
て
、
司
法

参
加
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
自
体
は
、
早
い
段
階
で
委
員
の

95 
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合
意
が
得
ら
れ
ま
し
た
が
、
ど
の
よ
う
な
形
態
の
制
度
を
導
入

す
る
か
を
め
ぐ
っ
て
は
、
議
論
が
分
か
れ
ま
し
た
。
陪
審
制
度

導
入
論
と
参
審
制
度
導
入
論
と
が
対
立
し
ま
し
た
が
、
議
論
の

結
果
、
陪
審
制
度
で
も
参
審
制
度
で
も
な
い
わ
が
国
独
自
の
制

度
の
導
入
が
提
唱
さ
れ
る
に
至
り
ま
し
た
。

第
二
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
裁
判
員

制
度
・
刑
事
検
討
会
で
は
、
具
体
的
な
制
度
設
計
を
め
ぐ
っ
て

議
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
で
の
最
大
の
焦
点
は
、
合
議
体

の
構
成
で
し
た
。
す
で
に
第
一
ス
テ
ー
ジ
で
、
裁
判
官
と
裁
判

員
と
の
協
働
の
制
度
と
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
以
上
、
基
本

的
に
は
、
国
民
参
加
の
制
度
か
ら
裁
判
官
の
関
与
を
排
除
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
前
の
ス
テ
ー
ジ
で
陪
審
制
度

の
導
入
を
支
持
し
て
い
た
ア
ク
タ
ー
は
、
裁
判
員
の
数
を
で
き

る
限
り
多
い
合
議
体
と
す
べ
き
と
主
張
す
る
一
方
、
参
審
制
度

を
支
持
し
て
い
た
ア
ク
タ
ー
は
、
裁
判
官
と
裁
判
員
の
数
を
ほ

ぼ
同
じ
と
し
た
小
規
模
な
合
議
体
と
す
べ
き
と
主
張
し
ま
し
た

D

ま
た
、
検
討
会
に
お
け
る
議
論
と
並
行
し
て
、
与
党
で
あ
る
自

民
党
と
公
明
党
と
の
間
で
の
議
論
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
検
討
会

で
の
議
論
は
平
行
線
を
た
ど
っ
た
た
め
、
与
党
内
で
の
調
整
に

委
ね
ら
れ
、
最
終
的
に
は
政
治
決
着
が
図
ら
れ
ま
し
た
。

第
三
ス
テ
ー
ジ
で
あ
る
国
会
で
は
、
政
府
が
提
出
し
た
法
案

を
支
持
す
る
与
党
に
対
し
て
、
衆
議
院
で
は
民
主
党
が
、
参
議

院
で
は
共
産
党
が
、
野
党
ア
ク
タ
ー
と
し
て
登
場
し
対
抗
し
ま

し
た
。
民
主
党
は
、
政
府
・
与
党
ア
ク
タ
ー
と
の
法
案
の
修
正

の
合
意
に
成
功
し
ま
し
た
が
、
共
産
党
は
、
事
前
の
調
整
を
図

ら
ず
に
採
決
段
階
で
修
正
案
を
提
出
し
た
た
め
、
他
か
ら
の
賛

同
を
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

立
法
過
程
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
な
い
と
、
制
度
に
対
す
る
と

ん
だ
誤
解
を
も
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。
本
日
ご
参
集
の
先
生
方
に

お
か
れ
ま
し
て
は
、
釈
迦
に
説
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
巷
問
、

「
裁
判
員
が
国
民
の
代
表
で
あ
る
」
だ
と
か
、
「
こ
の
制
度
は
市

民
が
主
役
の
制
度
で
あ
る
」
な
ど
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
お
り
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
声
を
耳
に
す
る
た
び
に
、
制
度
に
対
す
る
理

解
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
と
感
じ
ま
す
。

裁
判
員
が
法
的
な
意
味
に
お
い
て
代
表
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
第
一
ス
テ
ー
ジ
で
の
議
論
で
、
す
で
に
決
着
が
付
い
て

い
る
こ
と
で
す
し
、
統
計
学
的
な
意
味
で
も
代
表
で
な
く
て
よ

い
と
い
う
こ
と
は
、
第
二
・
第
三
ス
テ
ー
ジ
で
の
議
論
で
明
ら

か
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
裁
判
員
制
度
の
正
確
な
理
解
や
適
切
な
運

用
の
た
め
に
、
そ
の
立
法
過
程
を
探
る
こ
と
は
非
常
に
大
切
だ

と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

96 
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と
こ
ろ
で
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
賛

成
す
る
方
も
反
対
す
る
方
も
、
ま
さ
か
今
世
紀
初
頭
に
司
法
参

加
の
制
度
が
実
現
す
る
な
ど
、
お
よ
そ
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
に
、
裁
判

員
法
は
制
定
さ
れ
、
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
の
司
法
参
加
の

制
度
の
導
入
と
い
う
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
改
革
は
、
な
ぜ
成
功

し
た
の
か
。

裁
判
員
制
度
が
で
き
た
要
因
は
、
付
制
度
の
意
義
づ
け
に
成

功
し
た
こ
と
と
、
口
制
度
創
設
の
た
め
の
い
く
つ
も
の
仕
掛
け

が
奏
功
し
た
こ
と
の
こ
つ
で
あ
る
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
第
一
が
、
国
民
の
司
法
参
加
の
制
度
の
実
現
の

た
め
に
ど
う
し
て
も
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
制
度
の

意
義
づ
け
の
問
題
で
す
。
裁
判
員
法
は
、
「
民
主
的
司
法
の
デ

イ
レ
ン
マ
」
問
題
を
、
ど
の
よ
う
に
克
服
し
た
の
か
。
そ
し
て
、

第
二
が
、
制
度
設
計
に
関
与
し
て
い
た
ア
ク
タ
ー
の
考
え
方
が

ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
制
度
が
誕
生
し

た
背
景
。
仕
組
ま
れ
た
裁
判
員
制
度
の
誕
生
、
そ
の
仕
掛
け
と

は
何
か
。
こ
の
二
点
で
す
。

本
日
は
、
時
間
の
関
係
で
、
後
者
の
政
治
過
程
の
問
題
は
割

愛
し
、
前
者
の
理
論
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
ま
す
。

特別記事：平成二一年度慶麿法学会シンポジウム

三
裁
判
員
制
度
の
意
義
を
め
ぐ
る
理
論
対
立

「
裁
判
員
制
度
の
創
設
に
最
も
貢
献
し
た
の
は
誰
か
」
と
尋
ね

ら
れ
た
ら
、
み
な
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
お
答
え
に
な
り
ま
す

か
。
見
解
が
分
か
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
理
念
・
意
義
に

つ
い
て
、
問
題
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
応

え
て
、
最
も
克
服
困
難
で
あ
っ
た
意
義
づ
け
を
成
功
さ
せ
た
と

い
う
意
味
で
、
私
は
、
兼
子
一
教
授
と
竹
下
守
夫
教
授
と
い
う

民
事
訴
訟
法
学
者
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
二
人

な
の
か
。
今
か
ら
一
二
分
で
ご
説
明
し
ま
す
。

裁
判
員
制
度
の
意
義
は
、
政
府
や
最
高
裁
の
公
式
見
解
に
よ

れ
ば
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向

上
で
す
。
国
民
主
権
の
原
理
な
い
し
民
主
主
義
の
原
理
を
直
接

の
根
拠
に
、
裁
判
員
制
度
が
作
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

司
法
参
加
の
制
度
は
民
主
主
義
の
た
め
に
作
ら
れ
る
べ
き
だ

と
お
考
え
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て

ほ
し
い
と
願
う
の
は
も
ち
ろ
ん
、
個
人
の
自
由
で
あ
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
に
創
設
さ
れ
た
裁
判
員
制
度
の
意
義
の
説

明
と
し
て
、
民
主
主
義
の
原
理
を
持
ち
出
す
の
は
甚
だ
不
適
切

で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
裁
判
員
法
の
規
定
及
び
そ
の
立
法
過
程

か
ら
も
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。

97 



法学研究83巻 5号（2010:5) 

ご
案
内
の
と
お
り
、
裁
判
員
法
一
条
は
、
趣
旨
規
定
と
し
て
、

「
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
に

資
す
る
こ
と
に
か
ん
が
み
」
、
制
度
を
設
け
る
と
規
定
し
て
い

ま
す
。
そ
こ
に
、
国
民
主
権
だ
の
民
主
主
義
だ
の
と
い
っ
た
文

言
は
、
一
切
あ
り
ま
せ
ん
。
司
法
制
度
改
革
審
議
会
意
見
書
で

は
、
そ
の
総
論
部
分
で
、
主
権
者
国
民
だ
と
か
国
民
主
権
な
ど

と
い
っ
た
文
言
が
出
て
き
ま
す
が
、
審
議
会
の
委
員
で
あ
り
検

討
会
の
座
長
で
あ
っ
た
井
上
正
仁
東
京
大
学
教
授
に
よ
れ
ば
、

こ
の
国
民
主
権
に
関
す
る
部
分
と
裁
判
員
制
度
と
の
関
係
は
明

確
に
断
絶
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
国
会
審
議
に
お
い
て

も
、
野
沢
太
三
法
務
大
臣
（
当
時
）
は
、
裁
判
員
制
度
の
意
義

を
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼
の
向
上
で
あ
る

と
答
弁
し
て
い
ま
す

D

そ
の
う
え
で
、
制
度
を
民
主
主
義
の
原

理
と
関
係
づ
け
る
こ
と
を
、
野
沢
大
臣
は
、
明
確
に
否
定
し
て

い
ま
す
。
さ
ら
に
、
裁
判
員
法
の
立
案
担
当
者
に
よ
る
コ
ン
メ

ン
タ
l
ル
で
も
同
様
で
あ
り
、
政
府
側
の
説
明
で
は
、
理
解
増

進
・
信
頼
向
上
の
み
が
唯
一
正
統
な
裁
判
員
制
度
の
意
義
と
し

て
示
さ
れ
、
民
主
主
義
の
原
理
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
は
決
し

て
あ
り
ま
せ
ん
。

司
法
参
加
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
は
、
二
つ
の
大
き
く
異
な
る

理
解
の
仕
方
が
あ
っ
た
と
、
私
は
整
理
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
ら
は
、
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
対
す
る
評
価
と

も
密
接
に
関
連
し
て
い
ま
す
。

一
つ
は
、
国
民
主
権
の
原
理
な
い
し
民
主
主
義
の
原
理
の
観

点
か
ら
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
が
司
法
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
国
民
主
権
国
家
に
お
い
て
、
本

来
、
国
の
統
治
権
は
す
べ
て
国
民
に
由
来
す
る
か
ら
、
立
法
過

程
な
ど
と
同
様
に
、
司
法
過
程
に
も
、
直
接
的
な
参
加
の
制
度

が
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
参
加
制
度
が
な

か
っ
た
か
ら
、
裁
判
の
正
統
性
（
目
。
包
Z
S
R可
）
が
脆
弱
で
あ

り
、
運
用
も
適
切
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
す
。
そ
こ
で
、

司
法
参
加
の
制
度
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
司
法
判
断
の
正

統
性
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
上
の

問
題
点
を
打
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ー
ー
と
い
う
も
の
で
す
。

も
う
一
つ
が
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
信
頼

の
向
上
の
た
め
に
、
国
民
を
司
法
に
参
加
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
の
見
解
は
、
従
前
の
刑
事
裁
判
は
ほ

ぼ
支
障
な
く
機
能
し
て
お
り
、
む
し
ろ
精
密
な
司
法
は
国
民
か

ら
の
信
頼
も
十
分
に
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
前
提
と
し

て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
で
、
従
前
の
裁
判
は
改
革
が
不
可
欠
な

ほ
ど
の
致
命
的
な
欠
陥
は
な
い
が
、
司
法
の
説
明
責
任
を
果
た
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す
た
め
の
手
段
と
し
て
、
司
法
参
加
の
制
度
を
導
入
す
る
こ
と

と
し
た
ー
ー
と
い
う
も
の
で
す
。

ど
ち
ら
も
司
法
の
民
主
的
正
統
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
点
で

は
同
じ
で
す
が
、
従
前
の
刑
事
裁
判
の
運
用
に
対
す
る
認
識
が

大
き
く
異
な
り
ま
す
。
前
者
は
、
従
前
の
刑
事
裁
判
を
否
定
的

に
と
ら
え
、
そ
の
改
善
の
た
め
に
国
民
の
司
法
参
加
が
不
可
欠

で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
裁
判
の
現
状
を
肯
定

し
た
う
え
で
、
さ
ら
な
る
信
頼
の
向
上
の
た
め
に
司
法
参
加
の

制
度
を
導
入
す
る
と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
従
前
の
裁
判
に
対
す
る
評
価
と
国
民
の
司
法

参
加
の
意
義
に
つ
い
て
、
議
論
を
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
に
大
別
す
る

な
ら
ば
、
裁
判
員
制
度
が
後
者
の
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
裁
判
員
法
一
条
の
規
定
、
国
会
で
の
政
府
に
よ

る
答
弁
、
裁
判
員
法
の
立
案
担
当
者
に
よ
る
解
説
な
ど
か
ら
も
、

明
ら
か
で
す
。

特別記事：平成二一年度慶暦法学会シンポジウム

四
「
民
主
的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題

で
は
、
な
ぜ
、
裁
判
員
制
度
導
入
の
意
義
と
し
て
、
前
者
の

民
主
主
義
の
原
理
を
持
ち
出
す
見
解
が
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
。
そ
こ
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
最
も
本
質
的
な
問
題
こ
そ
が
、

今
か
ら
六

O
年
以
上
も
前
に
提
起
さ
れ
た
「
民
主
的
司
法
の
デ

ィ
レ
ン
マ
」
問
題
だ
と
、
私
は
考
え
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
も

そ
も
、
は
た
し
て
裁
判
は
民
主
的
な
ほ
う
が
よ
い
の
か
。
裁
判

所
は
民
主
的
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
裁
判
は
、
民
意
に

基
づ
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
な
の
か
。

日
本
国
憲
法
制
定
直
後
に
刊
行
さ
れ
た
初
め
て
の
概
説
書
で

あ
る
国
家
学
会
編
『
新
憲
法
の
研
究
」
（
有
斐
閣
、
一
九
四
七

年
）
に
お
い
て
、
兼
子
一
教
授
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ま
し
た
。

「
民
主
国
家
に
あ
っ
て
は
、
主
体
〔
筆
者
注
H
主
権
の
誤
り
か
〕

は
国
民
全
体
に
存
す
る
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
国
家
機
関
は
国
民
と

つ
な
が
り
を
も
ち
、
又
す
べ
て
の
公
務
員
は
国
民
の
信
任
に
よ

っ
て
そ
の
地
位
に
あ
り
、
国
民
全
体
に
対
す
る
奉
仕
者
で
あ
る

こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
司
法
権
を
行
使
す
る
裁
判
所

に
も
、
こ
れ
を
構
成
す
る
裁
判
官
に
も
、
民
主
的
構
成
や
選
任

が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
：
：
：
し
か
し
、
他
方
司
法
権
の
使
命

が
、
多
数
意
思
の
圧
力
に
よ
る
少
数
者
の
自
由
の
窒
息
に
対
す

る
安
全
弁
で
あ
り
、
国
政
の
極
端
な
偏
向
に
対
す
る
調
節
器
で

あ
る
役
を
果
た
す
こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
同
じ
多
数

意
思
が
は
た
ら
く
こ
と
に
疑
念
が
も
た
れ
る
。
こ
こ
に
、
民
主

法
治
国
家
に
於
け
る
司
法
制
度
が
当
面
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

デ
ィ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
：
：
：
逆
説
的
な
云
い
方
を
す
れ
ば
、
司

法
迄
が
極
端
に
民
主
化
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
合
理
的
な
民
主
主
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義
の
運
用
が
あ
る
と
も
云
え
よ
う
」
（
一
二
二
六
｜
二
三
七
頁
）
。

た
し
か
に
、
国
民
主
権
国
家
に
お
い
て
、
裁
判
所
も
何
ら
か

の
形
で
の
民
主
的
正
統
性
を
標
梼
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
そ
こ

で
、
憲
法
は
、
裁
判
官
の
民
主
的
任
免
制
度
を
設
け
、
法
律
に

よ
る
裁
判
の
原
理
を
規
定
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
質
的
に
は
、

裁
判
官
が
独
立
し
て
、
中
立
か
つ
公
正
な
裁
判
を
行
う
こ
と
に

よ
っ
て
司
法
に
対
す
る
国
民
の
信
頼
を
得
ょ
う
と
し
ま
す
。
そ

の
一
方
で
、
裁
判
所
は
、
立
法
権
を
行
使
す
る
国
会
や
行
政
権

の
担
い
手
で
あ
る
内
閣
と
は
異
な
り
、
直
接
に
民
主
的
正
統
性

を
調
達
し
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。

こ
こ
で
い
う
民
主
主
義
と
は
何
を
指
す
の
か
。
我
々
憲
法
学

の
世
界
で
は
、
こ
れ
ま
で
立
憲
民
主
主
義
（

8
ロ色

z
z
g包

含
自

2
5
a）
と
い
う
術
語
を
創
作
し
て
、
民
主
主
義
と
自
由

主
義
と
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ス
に
蓋
を
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、

民
主
主
義
の
原
理
を
よ
り
純
化
し
て
、
そ
れ
を
多
数
者
支
配
的

民
主
主
義
（
自
と
。

E
S
E
s
e
s
s
s
q）
と
し
て
理
解
す
る

な
ら
ば
、
そ
れ
と
自
由
主
義
の
原
理
と
の
聞
に
、
抜
き
差
し
な

ら
ぬ
緊
張
関
係
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
ま
す
。

そ
こ
で
、
近
時
の
憲
法
学
の
有
力
説
は
、
政
治
部
門
と
法
原

理
部
門
と
で
は
、
貫
徹
す
べ
き
思
想
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
と

主
張
し
て
い
ま
す
。
法
原
理
部
円
で
あ
る
裁
判
所
に
は
民
主
主

義
の
原
理
よ
り
も
法
の
支
配
・
自
由
主
義
の
原
理
を
優
先
さ
せ

よ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
裁
判
所
に
民
主
主
義
の
原
理
を
貫
徹
さ
せ
る
べ

き
だ
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
で
は
、
裁
判
官
を
国

会
議
員
と
同
様
に
選
挙
で
選
ぶ
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
あ
る

い
は
、
国
民
の
代
表
で
あ
る
国
会
議
員
に
裁
判
を
や
っ
て
も
ら

う
と
い
う
の
も
、
よ
り
民
主
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
こ
れ
ら
の
制
度
で
あ
れ
ば
、
裁
判
を
担
う
者
の
法
的
代

表
性
は
高
ま
り
ま
す
。
ま
た
、
世
論
調
査
や
国
民
投
票
に
よ
っ

て
、
被
告
人
に
対
す
る
国
民
の
意
思
を
確
認
す
る
と
い
う
の
も
、

一
案
で
し
ょ
う
。
世
論
調
査
に
よ
る
裁
判
で
は
、
裁
判
員
制
度

で
は
決
し
て
得
ら
れ
な
い
国
民
の
統
計
学
的
な
代
表
的
意
見
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
国
民
投
票
に
よ
る
裁
判
で
は
、

恒
常
的
に
国
民
の
参
加
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
国

民
が
自
ら
参
加
し
て
い
る
と
い
う
意
識
は
、
ご
く
一
部
の
国
民

の
一
時
的
な
参
加
に
す
ぎ
な
い
裁
判
員
制
度
よ
り
も
、
は
る
か

に
高
ま
り
ま
す
。
裁
判
に
も
民
主
主
義
の
理
念
を
直
接
的
に
注

入
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
民
主
的
で
、
よ
り
合
理

的
な
こ
れ
ら
の
制
度
の
検
討
を
回
避
す
る
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
。

で
は
、
あ
る
刑
事
事
件
の
被
告
人
に
つ
い
て
、
国
民
の
多
数
が
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極
刑
を
望
ん
で
い
る
と
き
、
「
こ
れ
が
民
意
だ
」
、
「
裁
判
所
も

民
意
に
従
え
」
、
「
民
主
主
義
的
な
裁
判
所
な
ら
民
意
に
基
づ
い

た
裁
判
を
せ
よ
」
な
ど
と
迫
っ
て
も
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

本
来
的
に
、
法
の
客
観
的
意
味
の
探
求
、
法
適
用
に
よ
る
紛

争
解
決
及
び
法
秩
序
・
法
原
理
の
維
持
・
貫
徹
と
い
う
裁
判
所

の
機
能
は
、
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
に
な
じ
ま
な
い
も
の
で

す
。
裁
判
所
の
司
法
権
行
使
は
、
民
主
主
義
の
原
理
よ
り
も
自

由
主
義
の
原
理
（
あ
る
い
は
、
立
憲
民
主
主
義
の
原
理
）
に
基
づ

き
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
制
度
設
計
の
指
導

理
念
も
、
民
主
主
義
よ
り
も
自
由
主
義
（
立
憲
民
主
主
義
）
の

ほ
う
が
、
よ
り
妥
当
す
る
。
司
法
ま
で
も
が
民
主
化
し
な
い
と

こ
ろ
に
、
合
理
的
な
民
主
主
義
の
運
営
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
司
法
の
民
主
化
の
た
め
に
裁
判
員
制
度
を
導
入
す
る
と

い
う
の
は
、
論
理
的
に
は
、
背
理
で
あ
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
理
論
的
に
考
え
れ
ば
、
司
法
参
加
の
意
義
と

し
て
単
純
な
民
主
主
義
の
原
理
を
挙
げ
る
こ
と
に
は
、
臨
時
踏
し

て
し
ま
う
の
で
す
。

特別記事：平成二一年度慶腰法学会シンポジウム

五
ま
と
め
に
代
え
て

司
法
参
加
の
制
度
を
導
入
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
立
論
を
行

う
た
め
に
は
、
な
ぜ
そ
れ
が
必
要
な
の
か
、
そ
の
積
極
的
な
意

義
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
点
、
立
法
過
程
に
お
い
て
当
初
有
力
だ
っ
た
の
は
、
民

主
主
義
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
見
解
の
ほ
う

で
し
た
。
例
え
ば
、
司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
藤
田
耕
三
委
員

は
、
積
極
的
に
民
主
主
義
の
原
理
に
よ
る
基
礎
づ
け
を
し
よ
う

と
し
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
こ
の
見
解
は
、
基
本
的
に
は
、

従
前
の
刑
事
裁
判
に
対
す
る
否
定
的
評
価
を
前
提
と
し
て
い
ま

す。
し
か
し
な
が
ら
、
立
法
過
程
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
最
高
裁

判
所
は
、
こ
れ
ま
で
の
裁
判
を
全
面
的
に
否
定
す
る
よ
う
な
理

解
を
前
提
と
す
る
議
論
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
裁

判
所
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
裁
判
は
適
切
に
行
わ
れ
、
国

民
か
ら
の
信
頼
を
十
分
に
得
て
き
た
と
い
う
理
解
に
立
っ
て
い

る
か
ら
で
す
。
し
か
も
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
裁
判
と
い
う

国
家
作
用
に
民
主
主
義
の
原
理
を
直
接
的
に
注
入
す
る
こ
と
に

は
、
理
論
的
な
難
点
が
あ
り
ま
す
。

そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
、
第
三
二
回
審
議
会
（
二

0
0
0年

九
月
二
六
日
）
で
、
竹
下
守
夫
会
長
代
理
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
理
解
増
進
・
信
頼
向
上
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。
そ
し
て
、

従
前
の
裁
判
に
対
す
る
否
定
的
な
評
価
を
前
提
と
し
な
い
こ
の

見
解
は
、
多
く
の
賛
同
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
意
見
書
に
お
い
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て
も
、
唯
一
正
当
な
制
度
の
意
義
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
至
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
考
え
る
と
、
裁
判
員
制
度
は
、
ま
さ

に
先
に
挙
げ
た
二
人
の
民
事
訴
訟
法
学
者
に
よ
る
「
作
品
」
で

あ
っ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
。

制
度
設
計
の
段
階
に
お
い
て
当
初
有
力
で
あ
っ
た
民
主
主
義

の
原
理
に
よ
る
基
礎
づ
け
で
は
、
裁
判
員
法
は
結
実
し
ま
せ
ん

で
し
た

D

そ
こ
に
は
、
六

O
年
前
に
兼
子
一
教
授
に
よ
っ
て
提

起
さ
れ
た
「
民
主
的
司
法
の
デ
イ
レ
ン
マ
」
問
題
が
立
ち
は
だ

か
る
か
ら
で
す
。
兼
子
教
授
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
国
民
の
司
法

参
加
は
違
憲
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ま
し
た
。
こ
れ
に
応
え
た
の

が
、
竹
下
守
夫
教
授
で
す
。
竹
下
教
授
に
よ
っ
て
理
解
増
進
・

信
頼
向
上
と
い
う
考
え
方
が
提
唱
さ
れ
、
理
論
上
、
許
容
さ
れ

う
る
意
義
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、
裁
判
員

法
は
誕
生
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

さ
て
、
裁
判
員
制
度
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
理
論
的
に
も

許
容
さ
れ
う
る
意
義
づ
け
に
成
功
し
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
す

ん
な
り
と
法
律
が
で
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む

し
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
の
思
惑
が
交
錯
し
た
た
め
、
一

時
は
制
度
設
計
が
暗
礁
に
乗
り
上
げ
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
政
治
過
程
に
お
い
て
、
私
は
、
ス
ラ
イ
ド
に
示
し
た
よ

う
な
四
つ
の
仕
掛
け
（
一
意
識
的
に
行
わ
れ
た
議
題
設
定
（
第

一
ス
テ
ー
ジ
で
の
陪
審
制
度
導
入
論
者
と
参
審
制
度
導
入
論
者
と
の

攻
防
、
第
二
ス
テ
ー
ジ
で
の
井
上
正
仁
座
長
に
よ
る
恋
意
的
な
議
題

設
定
）
、
二
陪
審
制
度
導
入
論
者
の
戦
略
の
変
更
（
陪
審
制
度
導

入
の
可
能
性
の
芽
は
、
第
四
五
回
審
議
会
（
二
O
O
一
年
一
月
三
O

日
）
、
中
坊
公
平
委
員
に
よ
っ
て
摘
み
取
ら
れ
た
）
、
三
政
党
内
で

の
巧
み
な
駆
け
引
き
（
与
党
（
自
民
党
｜
公
明
党
）
内
で
の
駆
け
引

き
、
与
党
｜
野
党
（
民
主
党
）
間
で
の
駆
け
引
き
）
、
四
タ
イ
ム

リ
ミ
ッ
ト
が
置
か
れ
た
こ
と
（
時
限
的
な
機
関
と
し
て
設
置
さ
れ
た

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
は
、
背
水
の
陣
を
敷
い
て
立
法
に
臨
ん

だ
）
）
が
う
ま
く
機
能
し
た
た
め
、
実
現
が
困
難
だ
と
思
わ
れ

て
い
た
裁
判
員
法
の
誕
生
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

推
察
し
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
を
論
及
す
る
時
間

は
、
も
う
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

ち
ょ
う
ど
時
間
と
な
り
ま
し
た
。
裁
判
員
制
度
は
、
「
民
主

的
司
法
の
デ
ィ
レ
ン
マ
」
問
題
を
い
か
に
克
服
し
た
の
か
。
私

の
報
告
は
、
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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