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報
告
二

な
ぜ
何
の
た
め
の
裁
判
員
制
度
か

裁判員制度の理論的検証

一
裁
判
員
制
度
の
特
色

私
の
報
告
で
は
、
裁
判
員
制
度
が
、
な
ぜ
導
入
さ
れ
る
に
至

っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
日
本
の
刑
事
裁
判
に
何
を
も
た

ら
す
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
、
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
詳
し
く

説
明
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
一
つ
だ
け
、
後
の
議
論
の

た
め
に
も
確
認
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
思
う
こ
と
を
、
最
初

に
述
べ
て
お
き
ま
す
。

裁
判
員
の
担
当
す
る
仕
事
は
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
被
告
人

（
罪
を
犯
し
た
と
し
て
裁
判
所
に
公
訴
を
提
起
さ
れ
た
人
）
が
本
当

に
罪
を
犯
し
た
の
か
ど
う
か
を
決
め
る
こ
と
と
、
そ
れ
に
加
え

て
、
そ
の
罪
に
対
す
る
刑
の
重
さ
を
決
め
る
こ
と
で
す
。
「
法

令
の
解
釈
」
に
つ
い
て
は
、
は
っ
き
り
と
裁
判
員
の
仕
事
か
ら

特別記事：平成二一年度慶麿法学会シンポジウム

法
務
研
究
科
教
授

井

良

田

除
外
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
プ
ロ
の
裁
判
官
の
仕
事

（

1
）
 

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

日
本
の
裁
判
員
制
度
は
、
世
界
の
国
々
に
見
ら
れ
る
司
法
参

加
の
た
め
の
制
度
の
中
で
も
、
独
特
の
制
度
で
す
。
も
と
も
と
、

日
本
の
法
と
法
制
度
、
法
的
な
も
の
の
考
え
方
は
、
歴
史
的
に

見
ま
す
と
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
影
響
を

強
く
受
け
て
き
た
の
で
す
が
、
こ
の
裁
判
員
制
度
も
、
ド
イ
ツ

の
参
審
制
度
と
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
陪
審
制
度
の
混
合
型
な

い
し
中
間
形
態
で
す
。
プ
ロ
と
ア
マ
チ
ュ
ア
が
一
緒
に
な
っ
て

裁
判
体
を
構
成
す
る
点
で
は
、
ド
イ
ツ
と
日
本
の
制
度
は
共
通

し
て
い
ま
す
。
こ
の
点
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
素
人
の
陪
審
員
だ
け

で
事
実
を
決
め
る
、
米
国
の
陪
審
制
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
ド
イ
ツ
と
は
大
き
く
違
う
点
が
あ
り
ま
す
。
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す
な
わ
ち
、
①
日
本
で
は
裁
判
員
が
事
件
ご
と
に
一
回
限
り
で

選
ば
れ
る
点
、
②
三
人
の
裁
判
官
に
六
人
の
裁
判
員
と
い
う
よ

う
に
裁
判
員
の
数
を
ず
っ
と
多
く
し
て
い
る
点
、
③
ド
イ
ツ
で

は
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
も
素
人
で
あ
る
参
審
員
に
権
限
を
与

え
て
い
る
の
に
、
日
本
の
裁
判
員
は
法
律
の
解
釈
の
権
限
を
も

（

2
）
 

た
な
い
点
で
す
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
と
異
な

（

3
）
 

り
、
む
し
ろ
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
制
度
に
近
い
の
で
す
。

ニ
裁
判
員
制
度
は
刑
事
裁
判
の
質
を
高
め
る
か

な
ぜ
裁
判
員
制
度
の
導
入
が
要
請
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
し

（

4
）
 

ょ
う
か
。
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
説
明
は
、
次
の
よ
う
な
も

の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
重
大
な
犯
罪
事
件
は
、
市

民
生
活
に
脅
威
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
誰
が
そ

の
被
害
者
に
な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
い
う
意
味
で
す
べ
て

の
市
民
に
関
係
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
う
い
う
事
件
の
裁
判
が
、

国
民
み
な
が
信
頼
で
き
る
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
、
犯
人
が
適
正

に
処
罰
さ
れ
、
市
民
生
活
の
安
全
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
市

民
生
活
の
基
本
的
条
件
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
全
国
民
に
と

っ
て
の
共
通
の
関
心
事
で
あ
る
。
重
大
犯
罪
の
裁
判
に
国
民
自

ら
が
参
加
し
、
そ
れ
が
誰
に
で
も
理
解
可
能
な
も
の
と
な
り
、

普
通
の
人
の
考
え
方
が
反
映
す
る
よ
う
な
形
で
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
従
来
の
司
法
機
関
が
も
っ
て
い
た
「
官
僚
的
性

格
」
が
薄
ま
る
と
と
も
に
、
裁
判
の
内
容
が
わ
か
り
や
す
く
て

国
民
の
考
え
方
に
近
い
も
の
と
な
り
、
裁
判
が
他
人
事
で
は
な

く
な
っ
て
裁
判
へ
の
信
頼
が
大
き
く
高
ま
る
こ
と
が
期
待
で
き

る
。
そ
し
て
、
国
民
の
裁
判
参
加
じ
た
い
は
、
海
外
で
は
常
識

で
あ
り
、
こ
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
国
は
む
し
ろ
世
界
の
少

数
で
あ
る
、
と
。

104 

こ
の
よ
う
な
説
明
は
ち
ょ
っ
と
優
等
生
的
で
す
が
、
と
に
か

く
正
論
で
あ
り
、
反
対
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
す
。
た
だ
、

こ
う
い
う
抽
象
的
な
思
想
な
い
し
高
度
に
理
念
的
な
も
の
が
、

い
き
な
り
こ
れ
だ
け
大
き
な
改
革
の
原
動
力
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
裁
判
員
制
度
の

導
入
に
は
、
現
在
の
刑
事
裁
判
の
質
を
高
め
る
と
い
う
具
体
的

な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
改
革
が
実
現
さ
れ
た
と
想
定

す
る
の
が
自
然
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
何
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず
、
裁
判
員
裁
判
の
導
入
に
よ
り
、
誤
っ
た
判
決
が
減
少

す
る
か
、
誤
判
が
少
な
く
な
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
う

い
う
考
え
方
を
す
る
法
律
専
門
家
は
あ
ま
り
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
れ
で
は
逆
に
、
誤
判
が
増
え
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
答

え
に
く
い
の
で
す
が
、
危
う
さ
を
も
っ
た
部
分
は
な
く
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
だ
け
に
触
れ
て
お
き
ま
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す
と
、
こ
れ
ま
で
、
地
方
裁
判
所
の
第
一
審
判
決
に
不
服
が
あ

れ
ば
、
高
等
裁
判
所
に
見
直
し
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
を
「
控
訴
」
と
い
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
も
高
等
裁
判
所

が
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
の
誤
り
を
是
正
す
る
と
い
う
こ
と
は

し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
民
主

主
義
を
理
由
に
裁
判
員
裁
判
を
導
入
し
た
以
上
、
裁
判
員
が
入

っ
て
下
さ
れ
た
第
一
審
判
決
を
高
等
裁
判
所
の
プ
ロ
の
裁
判
官

だ
け
で
覆
し
て
別
の
判
決
を
し
た
り
、
地
方
裁
判
所
に
差
し
戻

し
て
も
う
一
度
別
の
裁
判
員
を
含
め
た
新
し
い
裁
判
員
裁
判
を

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
簡
単
に
認
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
今
後
、
高
等
裁
判
所
は
、
基
本
的
に
第
一
審
判
決
を

尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

（

5
）
 

ま
す
。
も
し
従
来
あ
っ
た
上
級
裁
判
所
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
が
弱

ま
る
こ
と
が
確
実
だ
と
す
る
と
、
そ
の
こ
と
が
誤
っ
た
裁
判
を

見
過
ご
し
に
す
る
一
つ
の
要
因
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
は
最
低
限
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
他
方
に
お
い

て
、
最
近
、
検
察
官
が
捜
査
と
起
訴
に
あ
た
り
従
来
よ
り
慎
重

に
な
っ
て
い
る
（
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
と
と
も
に
検
察
官
の
負
担

は
大
き
く
な
っ
て
い
る
）
と
い
う
傾
向
が
顕
著
に
あ
る
と
い
う

こ
と
も
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

現
在
ま
で
の
日
本
の
刑
事
裁
判
は
、
「
精
密
司
法
」
と
い
う

平成二一年度慶腰法学会シンポジウム特別記事

（

6
）
 

言
葉
で
形
容
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
実
務
に
携
わ
る
法
律
家
の
大

多
数
も
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
共
通
の
認
識
で
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。
こ
れ
は
科
学
的
に
証
明
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
諸
外
国
の
そ
れ
と
比
べ
て
、
日
本
の
裁
判
は
、
事
件
の
真

実
を
本
当
に
近
い
形
で
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
で
精
密
・

精
微
に
行
わ
れ
、
誤
判
と
い
う
現
象
は
例
外
的
な
こ
と
で
あ
る

と
思
わ
れ
ま
す
。
私
も
、
個
人
的
に
、
ド
イ
ツ
の
裁
判
の
実
際

は
あ
る
程
度
知
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
と
比
べ
て
か
な
り
ラ
フ

（

7
）
 

で
あ
る
と
い
う
印
象
を
も
っ
て
い
ま
す
。

裁
判
員
裁
判
の
導
入
は
、
日
本
の
精
密
司
法
を
、
諸
外
国
と

同
じ
よ
う
な
ラ
フ
な
も
の
・
よ
り
大
ざ
っ
ぱ
な
も
の
に
変
え
て

行
か
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
そ
こ
で
い
う
ラ

フ
さ
と
は
、
何
も
し
て
い
な
い
人
が
有
罪
に
な
っ
た
り
、
逆
に
、

真
犯
人
が
簡
単
に
無
罪
に
な
っ
た
り
し
て
よ
い
、
と
い
う
ラ
フ

さ
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
犯
人
が
三
つ
の
事
件
を
起
こ
し
て
い

た
の
を
大
事
な
一
つ
に
絞
っ
て
追
及
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
こ

れ
ま
で
一
つ
の
事
件
の
全
体
を
く
ま
な
く
一

O
の
ポ
イ
ン
ト
の

す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
も
の
を
、
大
事
な
三
つ
の
ポ
イ

ン
ト
の
み
に
限
っ
て
き
ち
ん
と
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
も
と
づ

い
て
判
決
を
下
す
と
い
う
よ
う
な
も
の
と
な
る
と
い
う
意
味
の

ラ
フ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
平
野
龍
一
博
士
は
、
こ
の
発
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表展
現を
さ「
れ精
ま密
し（司
た旦法
。か

ら

核
｛，＇、

司
法
A,, 

と

つ
巧
み
な
標
三五

で

裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
た
理
由

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
裁
判
員
裁
判
に
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
メ
リ
ッ
ト
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
そ
れ

で
は
、
裁
判
員
制
度
は
な
ぜ
導
入
さ
れ
た
の
か
。
法
律
家
に
と

っ
て
大
き
な
魅
力
で
あ
っ
た
の
は
、
実
は
、
裁
判
員
裁
判
そ
の

も
の
と
い
う
よ
り
、
こ
の
制
度
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

芋
づ
る
式
に
も
た
ら
さ
れ
る
種
々
の
副
次
効
果
で
し
た
。
す
な

わ
ち
、
裁
判
所
と
検
察
庁
と
弁
護
士
と
い
う
法
曹
三
者
の
合
意

が
得
ら
れ
ず
、
い
わ
ば
三
す
く
み
の
状
態
で
こ
れ
ま
で
ず
る
ず

る
と
改
革
に
手
が
つ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
日
本
の
刑
事
司

法
の
も
つ
懸
案
の
問
題
が
こ
れ
に
よ
り
一
挙
に
解
決
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

ま
ず
、
日
本
の
刑
事
裁
判
に
は
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
ま
す
。

た
と
え
ば
、
こ
れ
は
裁
判
員
裁
判
の
対
象
事
件
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
田
中
角
栄
元
首
相
が
受
託
収
賄
罪
等
で
起
訴
さ
れ
た
事

件
で
は
、
第
一
審
が
七
年
二
か
月
、
控
訴
審
が
三
年
九
か
月
、

上
告
審
の
最
高
裁
で
六
年
以
上
、
結
局
、
合
計
一
七
年
以
上
か

か
っ
た
と
こ
ろ
で
、
被
告
人
が
死
亡
し
て
手
続
き
が
打
ち
き
り

と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
裁
判
員
制
度
の
下
で
は

あ
り
え
ま
せ
ん
。
一
日
で
も
長
引
け
ば
裁
判
員
に
多
大
の
迷
惑

を
か
け
ま
す
の
で
、
最
長
で
も
五
日
な
い
し
七
日
ぐ
ら
い
の
う

（

9
）
 

ち
に
は
裁
判
を
終
わ
ら
せ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
裁
判
の
迅
速
化
（
そ
の
た
め
に
は
、
特
に
公
判
前
の

準
備
が
重
要
で
す
が
）
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
法
律
家
の
数

が
増
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
現
在
で
も
、
人
口
一
四

O
万

人
弱
の
青
森
県
に
八
二
人
の
弁
護
士
、
人
口
七
四
万
人
余
り
の

（叩）

島
根
県
に
五
三
人
の
弁
護
士
し
か
い
な
い
、
こ
う
い
う
状
況
で

は
裁
判
員
制
度
を
十
全
に
実
施
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
す
。

裁
判
員
制
度
の
実
施
の
た
め
に
は
、
必
然
的
に
法
曹
人
口
の
拡

大
が
そ
れ
に
と
も
な
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。

ま
た
、
裁
判
と
い
う
の
は
公
開
の
法
廷
で
種
々
の
証
拠
が
取

り
調
べ
ら
れ
、
そ
こ
で
裁
判
官
が
有
罪
か
無
罪
か
の
心
証
を
得

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
日

本
の
裁
判
で
は
、
法
廷
で
は
捜
査
段
階
で
作
ら
れ
た
書
類
の
受

け
渡
し
が
行
わ
れ
、
裁
判
官
が
事
件
に
つ
い
て
有
罪
か
無
罪
か

の
心
証
を
得
る
の
は
法
廷
で
は
な
く
、
自
室
で
捜
査
書
類
を
読

み
な
が
ら
で
あ
り
ま
し
た
。
日
本
の
刑
事
裁
判
は
「
調
書
裁

判
」
と
も
呼
ば
れ
て
き
た
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
や
り
方
も
、

裁
判
員
の
参
加
に
よ
り
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
ら
ざ
る
を
得
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ま
せ
ん
。
ま
さ
に
公
開
の
法
廷
で
取
り
調
べ
た
証
拠
に
よ
り
、

そ
の
場
で
有
罪
無
罪
の
心
証
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。

裁判員制度の理論的検証

ま
た
、
日
本
で
は
多
く
の
容
疑
者
が
捜
査
段
階
で
自
白
を
す

る
の
で
す
が
、
長
年
の
懸
案
で
あ
っ
た
、
捜
査
段
階
に
お
け
る

警
察
ま
た
は
検
察
に
よ
る
取
り
調
べ
過
程
の
可
視
化
の
問
題
も
、

裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
り
劇
的
な
変
化
を
迎
え
つ
つ
あ
り
ま

す
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
自
白
調
書
を
め
ぐ
り
、
法
廷
に
お

い
て
、
取
調
室
で
無
理
な
取
り
調
べ
、
あ
る
い
は
拷
問
ま
た
は

そ
れ
に
近
い
強
制
が
あ
っ
た
、
い
や
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と

で
検
察
側
と
弁
護
側
の
間
で
激
し
く
争
わ
れ
る
と
い
う
泥
仕
合

を
裁
判
員
の
前
で
展
開
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
取
り
調

べ
の
過
程
を
録
音
・
録
画
し
て
お
け
ば
い
い
で
は
な
い
か
と
い

う
意
見
が
出
る
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
警
察
庁
・
検
察

庁
も
よ
う
や
く
重
い
腰
を
上
げ
て
、
取
り
調
べ
過
程
の
録
音
・

録
画
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

精
密
司
法
か
ら
核
心
司
法
へ
の
移
行
に
つ
い
て
い
え
ば
、
裁

判
員
制
度
と
は
別
に
、
社
会
環
境
の
変
化
に
も
と
づ
き
、
も
と

も
と
強
く
要
請
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
す
。
裁
判
員
制
度
導
入
の

お
か
げ
で
、
あ
わ
せ
て
そ
の
よ
う
な
移
行
も
可
能
と
さ
れ
、
あ

る
い
は
一
挙
に
加
速
さ
れ
た
と
も
い
え
そ
う
で
す
。

平成二一年度慶臆法学会シンポジウム特別記事

四
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
島
か
ら
の
脱
出
？

日
本
の
刑
事
裁
判
は
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
し
た
も
の
と
い
わ

（

U
）
 

れ
ま
す
。
世
界
で
ま
れ
に
見
る
珍
し
い
動
物
が
住
む
ガ
ラ
パ
ゴ

ス
島
と
同
じ
よ
う
に
、
世
界
に
ま
れ
な
る
珍
奇
な
裁
判
が
行
わ

れ
て
い
る
の
が
日
本
だ
と
い
う
こ
と
を
い
お
う
と
し
た
も
の
で

す。
日
本
で
は
無
罪
率
は

0
・
0
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
り
、
無
罪

（臼）

判
決
自
体
が
き
わ
め
て
稀
で
す
。
稀
だ
か
ら
こ
そ
メ
デ
ィ
ア
で

取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
裁
判
所
に
起
訴
さ

れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
有
罪
の
人
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。
日
本
で
は
裁
判
所
に
起
訴
さ
れ
る
こ
と
自
体
が
大
変

な
ダ
メ
ー
ジ
に
な
る
の
だ
か
ら
、
真
に
有
罪
の
人
だ
け
が
起
訴

さ
れ
る
の
は
よ
い
こ
と
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
他
面

に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
は
公
開
の
法
廷
で
裁
判
を
や
る
こ
と
の

意
味
を
疑
わ
せ
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
外
国
の
法
律
家
か
ら

見
る
と
、
日
本
で
は
、
現
実
に
は
検
察
官
が
白
黒
を
決
す
る
裁

判
官
に
な
っ
て
い
て
、
日
本
人
は
裁
判
所
に
よ
り
裁
判
を
受
け

る
権
利
を
奪
わ
れ
て
い
る
、
裁
判
に
お
い
て
は
有
罪
の
推
定
が

働
き
、
裁
判
所
は
捜
査
の
追
認
を
す
る
だ
け
の
形
骸
化
し
た
機

関
に
な
っ
て
い
る
、
こ
う
い
う
批
判
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
裁
判
員
制
度
は
、
裁
判
の
迅
速
化
と
法
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曹
人
口
の
拡
大
を
望
ん
で
い
た
裁
判
所
・
検
察
庁
と
、
取
調
べ

過
程
の
可
視
化
と
調
書
裁
判
の
克
服
を
望
ん
で
い
た
弁
護
士
会

と
が
呉
越
同
舟
、
「
刑
事
裁
判
へ
の
国
民
の
信
頼
を
高
め
る
」

と
い
う
錦
の
御
旗
を
掲
げ
て
、
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
島
か
ら
脱
出
す
る

た
め
の
ノ
ア
の
方
舟
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

五
裁
判
員
制
度
は
何
を
も
た
ら
す
か

そ
れ
で
は
、
裁
判
員
制
度
が
何
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
か
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
、
有
罪
・
無
罪

の
認
定
に
つ
い
て
は
、
一
言
述
べ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
こ
で

は
、
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
に
つ
い
て
お
話
し
し
て
お
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
刑
事
裁
判
に
お
い
て
は
、
有
罪
で
あ
る
こ
と

を
前
提
と
し
て
、
刑
の
重
さ
を
決
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

法
が
認
め
た
一
定
の
「
幅
」
の
範
囲
内
で
最
終
的
な
刑
を
決
め

る
こ
と
を
量
刑
と
い
い
ま
す
。
裁
判
員
制
度
が
導
入
さ
れ
て
、

量
刑
と
の
関
係
で
心
配
さ
れ
る
こ
と
は
、
量
刑
の
不
均
衡
な
い

し
ば
ら
つ
き
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
一

般
市
民
の
参
加
を
認
め
る
以
上
、
二
疋
の
ば
ら
つ
き
は
い
わ
ば

「
織
込
み
済
み
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
が

一
定
の
限
度
を
超
え
る
と
問
題
で
す
。
特
に
、
死
刑
と
無
期
懲

役
の
境
界
と
い
う
場
面
が
心
配
に
な
り
ま
す
。
前
に
述
べ
ま
し

た
よ
う
に
、
高
等
裁
判
所
は
こ
の
点
の
是
正
を
差
し
控
え
る
と

い
う
考
え
を
も
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ぱ
ら
つ
い
た
ま
ま
確
定
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
恐
れ
が
あ
る
の

で
す
。
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こ
の
問
題
に
対
す
る
対
応
と
し
て
考
案
さ
れ
た
や
り
方
は
、

最
近
数
年
間
の
間
の
裁
判
に
お
け
る
同
種
事
件
の
量
刑
を
検
索

で
き
る
「
量
刑
検
索
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
裁
判
所
が
構
築
し
た

シ
ス
テ
ム
を
、
検
察
官
も
弁
護
人
も
と
も
に
利
用
す
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
れ
ま
で
の
量
刑
傾
向
（
「
量
刑
相
場
」
と
も
い
わ
れ
る

の
で
す
が
）
に
だ
い
た
い
沿
う
よ
う
な
一
点
に
落
ち
着
か
せ
る

と
い
う
も
の
で
す
。
今
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
方
法
が
か
な

（日）

り
成
果
を
あ
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
も
う
一
つ
の
問
題
は
、
そ
も
そ
も
制
度
以
前
か

ら
存
在
す
る
重
罰
化
の
傾
向
に
拍
車
が
か
か
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
で
す
。
犯
罪
被
害
者
へ
の
配
慮
の
旗
印
の
下
に
、

重
大
な
結
果
を
招
来
し
た
犯
罪
に
対
す
る
、
よ
り
重
い
処
罰
を

求
め
る
社
会
的
風
潮
が
強
ま
り
、
殺
人
事
件
の
よ
う
な
、
い
わ

ゆ
る
凶
悪
事
件
に
お
け
る
量
刑
の
水
準
は
上
方
に
変
動
し
て
い

ま
す
。
し
か
も
、
わ
が
国
の
犯
罪
動
向
は
比
較
的
安
定
し
て
お

り
、
諸
外
国
と
比
べ
て
も
良
好
で
あ
っ
て
、
治
安
の
悪
化
を
語

り
得
な
い
状
況
に
あ
る
の
に
、
裁
判
所
で
は
ま
す
ま
す
重
い
刑



裁判員制度の理論的検証

が
科
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
矛
盾
と
も
言
え
る
傾
向
が
見
ら
れ

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
に
よ
り
殺
人
の
増
加

へ
の
不
安
に
駆
り
立
て
ら
れ
、
刑
罰
を
私
的
復
讐
の
た
め
の
道

具
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
重
罰
化
の
傾
向
に
走
る
。
刑
を

科
す
こ
と
の
も
つ
マ
イ
ナ
ス
面
（
よ
り
重
い
刑
を
科
す
こ
と
は
そ

れ
だ
け
コ
ス
ト
が
か
か
り
ま
す
し
、
犯
人
の
立
ち
直
り
を
困
難
に
し

て
そ
れ
だ
け
再
犯
を
増
や
す
の
で
す
）
と
プ
ラ
ス
面
と
の
冷
静
な

利
益
衡
量
が
顧
み
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
は
し
ま
い
か
と
い
う

心
配
で
す
。
プ
ロ
の
裁
判
官
で
さ
え
、
こ
の
と
こ
ろ
重
罰
化
の

傾
向
を
進
め
て
き
た
の
で
す
か
ら
、
素
人
に
冷
静
な
判
断
を
し

ろ
と
い
っ
て
も
無
理
な
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

D

平成二一年度慶醸法学会シンポジウム

六
法
律
学
の
自
己
反
省

こ
の
こ
と
と
も
関
連
し
ま
す
が
、
裁
判
員
制
度
は
、
こ
れ
ま

で
法
律
専
門
家
が
行
っ
て
き
た
こ
と
の
自
己
反
省
を
強
い
る
も

の
で
す
。
法
律
専
門
家
は
、
特
殊
な
文
化
の
中
で
、
特
殊
な
言

語
と
特
殊
な
思
考
様
式
を
も
っ
て
仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
し
、
い
ま
、
非
学
術
的
な
言
語
と
素
人
に
も
わ
か
る
論
理
で
、

自
分
が
行
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
、
ま
た
そ
れ
を
正
当
化
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

法
律
学
の
研
究
者
も
同
じ
で
す
。
現
在
、
実
は
、
刑
罰
の
存
在

特別記事

理
由
と
正
当
化
根
拠
、
そ
し
て
、
量
刑
に
お
け
る
応
報
と
犯
罪

予
防
と
の
関
係
と
い
っ
た
、
本
来
、
十
分
解
明
で
き
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
根
本
問
題
さ
え
、
十
分
に
煮
詰
め
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
刑
罰
の
存
在
理
由

は
、
犯
罪
に
よ
っ
て
害
さ
れ
た
具
体
的
被
害
者
の
救
済
な
い
し

報
復
感
情
の
満
足
と
い
う
私
的
な
レ
ベ
ル
の
利
益
の
実
現
で
は

（

M
）
 

な
く
、
公
的
な
利
益
の
実
現
に
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
、
一
般

の
人
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
の
で
す
。
裁
判
員
制
度
の
導

入
は
、
法
律
学
、
す
な
わ
ち
刑
事
法
学
そ
の
も
の
を
重
大
な
試

練
の
前
に
立
た
せ
て
い
る
の
で
す

D

（1
）
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
裁
判

員
法
）
六
条
を
参
照
。
解
説
と
し
て
、
辻
裕
教
H

上
冨
敏
伸

「
「
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
』
の
解
説
」

法
曹
時
報
五
九
巻
一
一
号
（
二

O
O
七
年
）
三
三
頁
以
下
を

参
照
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
殺
人
罪
に
な
る

の
か
、
そ
れ
と
も
堕
胎
罪
に
な
る
の
か
の
境
界
を
め
ぐ
り
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
人
が
生
ま
れ
よ
う
と
し

て
い
る
と
き
、
い
わ
ゆ
る
開
口
陣
痛
が
始
ま
り
出
産
の
プ
ロ

セ
ス
が
開
始
し
て
、
し
か
し
子
が
ま
だ
外
に
顔
を
出
す
前
に
、
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犯
人
が
母
体
の
中
の
子
を
殺
し
た
と
き
、
そ
れ
は
殺
人
と
な

る
か
、
そ
れ
と
も
堕
胎
に
す
ぎ
な
い
か
。
こ
こ
で
は
、
い
つ

か
ら
人
は
人
に
な
る
の
か
と
い
う
、
胎
児
と
人
の
境
界
問
題

が
問
わ
れ
て
い
る
（
最
新
の
論
文
と
し
て
、
佐
伯
仁
志
「
は

じ
め
に
・
生
命
に
対
す
る
罪
山
」
法
学
教
室
三
五
五
号
〔
二

O
一
O
年
〕
七
八
頁
以
下
が
あ
る
）
。
こ
の
種
の
問
題
は
、
法

律
の
解
釈
の
問
題
で
あ
り
、
裁
判
員
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら

三
人
の
裁
判
官
が
決
め
る
べ
き
問
題
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
「
法
令
の
解
釈
」
と
「
法
令
の
適
用
」
の
区
別
に
つ
い

て
は
、
浅
田
和
茂
「
裁
判
員
裁
判
と
刑
法
｜
｜
『
難
解
な
法

律
概
念
と
裁
判
員
裁
判
』
を
読
む
｜
｜
」
立
命
館
法
学
三
二

七
・
三
二
八
号
（
二

O
O
九
年
五
・
六
号
）
一
頁
以
下
を
参

n口
H
O

（2
）
ド
イ
ツ
の
参
審
制
度
に
つ
い
て
は
、
マ

l
コ
ス
・
ハ
イ

ン
ツ
ェ
ン
（
飯
島
暢
訳
）
「
ド
イ
ツ
の
参
審
制
度
」
日
本
法
学

七
五
巻
四
号
（
二

O
一
O
年
）
一
一
五
頁
を
参
照
。

（3
）
ち
な
み
に
、
法
律
の
解
釈
は
多
か
れ
少
な
か
れ
価
値
判

断
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
は
常
に
法
創
造
で
あ
り
、
立
法
的

要
素
を
含
む
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し

て
、
民
主
主
義
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
の
行
う
価
値
判
断
に

一
般
市
民
の
考
え
方
が
反
映
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
だ
と

す
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
、
法
律
の
解
釈
に
つ
い
て
も
素

人
に
権
限
を
与
え
る
制
度
の
ほ
う
が
ベ
タ
ー
で
あ
る
と
い
う

考
え
方
も
十
分
に
成
り
立
ち
う
る
。

（4
）
裁
判
員
制
度
導
入
の
理
由
・
根
拠
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ

い
て
は
、
柳
瀬
昇
『
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
』

（二

O
O九
年
）
が
詳
し
い
。

（5
）
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
陪
席
裁
判
官
研
究
会
〔
つ
ば

さ
会
〕
「
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
控
訴
審
の
在
り
方
に
つ

い
て
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
八
八
号
（
二

O
O
九
年
）
五
頁

以
下
、
東
京
高
等
裁
判
所
刑
事
部
部
総
括
裁
判
官
研
究
会

「
控
訴
審
に
お
け
る
裁
判
員
裁
判
の
審
査
の
在
り
方
」
判
例
タ

イ
ム
ズ
一
二
九
六
号
（
二

O
O
九
年
）
五
頁
以
下
、
大
津
裕

H

田
中
康
郎
H

中
川
博
之
H

高
橋
康
明
『
裁
判
員
裁
判
に
お

け
る
第
一
審
の
判
決
書
及
び
控
訴
審
の
在
り
方
」
司
法
研
究

報
告
書
六
一
輯
二
号
（
二

O
一
O
年
）
九
二
頁
以
下
な
ど
を

参
照
。

（6
）
松
尾
浩
也
『
刑
事
訴
訟
法
（
上
）
新
版
』
（
一
九
九
九

年
）
一
六
頁
を
参
照
。

（7
）
井
田
良
「
雑
感
・
西
ド
イ
ツ
の
刑
事
司
法
」
ジ
ユ
リ
ス

ト
九
三
四
号
（
一
九
八
九
年
）
一
六
頁
を
参
照
。

（8
）
平
野
龍
一
「
参
審
制
の
採
用
に
よ
る
『
核
心
司
法
』
を

｜
｜
刑
事
司
法
改
革
の
動
き
と
方
向
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
一
四

八
号
（
一
九
九
九
年
）
二
頁
以
下
。

（9
）
公
判
の
審
理
が
七
日
間
か
か
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
亀

llO 
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井
源
太
郎
「
裁
判
員
制
度
と
共
犯
事
件
」
三
色
旗
七
四
五
号

（二

O
一
O
年
）
三
頁
以
下
を
参
照
。

（
叩
）
二

O

一
O
年
三
月
一
日
現
在
。

E
Sミ
当
相
当
－

E
S
5
3
5
p
。三三ミ』
g
m
l
g
r＼

S
O
B
Z
Z
F伊豆島
m
g＼

5
0
ω
O
H
・
司
民
に
よ
る
。

（
日
）
松
尾
浩
也
「
刑
事
訴
訟
の
課
題
」
松
尾
浩
也
H
井
上
正

仁
編
『
刑
事
訴
訟
法
の
争
点
・
第
三
版
」
（
二

O
O
二
年
）
七

頁
。
な
お
、
「
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
」
に
つ
い
て
は
、
吉
川
尚
宏

『
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
化
す
る
日
本
』
（
一
一

O
一
O
年
）
を
参
照
。

（
ロ
）
法
務
総
合
研
究
所
『
平
成
一
二
年
版
・
犯
罪
白
書
』
（
二

0
0九
年
）
五
O
頁
を
参
照
。

（
日
）
裁
判
員
制
度
の
下
に
お
け
る
量
刑
の
あ
り
方
に
つ
い
て

は
、
た
と
え
ば
、
植
村
立
郎
「
裁
判
員
制
度
と
量
刑
」
ジ
ユ

リ
ス
ト
一
三
七
O
号
（
二

O
O
九
年
）
一
五
七
頁
以
下
、
小

池
信
太
郎
「
裁
判
員
裁
判
に
お
け
る
量
刑
評
議
に
つ
い
て

｜
｜
法
律
専
門
家
と
し
て
の
裁
判
官
の
役
割
｜
｜
」
本
誌
八

二
巻
一
号
（
二

O
O
九
年
）
五
九
九
頁
以
下
、
城
下
裕
二

「
裁
判
員
制
度
に
お
け
る
量
刑
」
法
律
時
報
一

O
O
四
号
（
二

0
0
九
年
）
二

O
頁
以
下
、
中
川
博
之
「
裁
判
員
裁
判
と
量

刑
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
一
号
（
二

O
一
O
年
）
八
頁
以

下
、
原
田
園
男
「
量
刑
を
め
ぐ
る
諸
問
題
ー
ー
ー
裁
判
員
裁
判

の
実
施
を
迎
え
て
｜
｜
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
二
四
二
号
（
二

0
0
七
年
）
七
二
頁
以
下
、
同
「
裁
判
員
裁
判
と
量
刑
評
議

平成二一年度慶麿法学会シンポジウム特別記事

｜
｜
模
擬
裁
判
を
傍
聴
し
て
｜
｜
」
刑
事
法
ジ
ャ
ー
ナ
ル
一

六
号
（
二

O
O
九
年
）
五
五
頁
以
下
が
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、

『
新
し
い
時
代
の
刑
事
裁
判
・
原
田
園
男
判
事
退
官
記
念
論
文

集
』
（
二

O
一
O
年
）
に
収
録
さ
れ
た
諸
論
文
も
重
要
で
あ
る
。

（
凶
）
井
田
良
『
講
義
刑
法
学
・
総
論
」
（
二

O
O
八
年
）
四
頁

以
下
を
参
照
。
し
か
し
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
専
門
家
の
間
で

共
有
さ
れ
た
理
解
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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