
Title コメント一 井田教授の報告について
Sub Title
Author 三上, 威彦(Mikami, Takehiko)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
2010

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.83, No.5 (2010. 5) ,p.123- 125 

JaLC DOI
Abstract
Notes 特別記事 : 平成二一年慶應法学会シンポジウム

裁判員制度の理論的検証
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-20100528-0123

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


コ
メ
ン
ト
一

井
田
教
授
の
報
告
に
つ
い
て

法
務
研
究
科
教
授

上

威

彦

裁判員制度の理論的検証

た
だ
い
ま
ご
紹
介
に
与
り
ま
し
た
三
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
本
日
は

井
田
教
授
の
御
報
告
に
つ
い
て
、
何
か
コ
メ
ン
ト
を
せ
よ
と
の
御
依

頼
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
の
専
門
は
民
事
訴
訟
法
、
倒
産
法
と
民
事

手
続
法
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
裁
判
員
制
度
を
専
門
的
に
研
究
し
て
い

る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
今
日
の
井
田
先
生
の
ご
報

告
を
受
け
て
、
若
干
今
後
の
議
論
に
つ
な
が
る
よ
う
な
こ
と
を
言
え

た
ら
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

従
来
の
裁
判
員
制
度
を
め
ぐ
り
ま
し
て
は
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
に

せ
よ
、
否
定
す
る
に
せ
よ
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
観
点
か
ら
議
論

が
な
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
ま
ず
第
一
は
、
今
日
も
柳
瀬
先
生
や
萩
原
先
生
が
お

っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
民
主
主
義
と
い
っ
た
憲
法
の
理
念

と
裁
判
員
制
度
の
関
係
を
論
じ
る
も
の
で
す
。

も
う
一
つ
は
、
刑
事
政
策
的
と
い
い
ま
す
か
、
現
状
の
刑
事
訴
訟
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実
務
の
改
革
の
契
機
と
し
て
、
こ
の
裁
判
員
制
度
を
と
ら
え
る
と
い

う
議
論
で
す
。
特
に
本
日
の
井
田
教
授
の
ご
報
告
は
、
こ
の
第
二
番

目
の
観
点
を
中
心
に
お
話
を
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。さ

ら
に
第
三
番
目
に
は
、
裁
判
員
制
度
そ
の
も
の
の
運
営
上
の
問

題
と
い
い
ま
す
か
、
心
理
学
的
な
分
析
と
か
、
あ
る
い
は
裁
判
員
の

負
担
の
問
題
、
こ
う
い
っ
た
法
心
理
学
的
な
も
の
が
入
ろ
う
か
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
第
一
の
憲
法
と
の
関
係
に
お
き
ま
し
て
は
、
憲
法
の
標
携
す

る
一
つ
の
理
念
で
あ
る
民
主
主
義
と
裁
判
員
制
度
が
、
そ
も
そ
も
整

合
性
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
、
こ
う
い
う
観
点
が
一
つ
議
論
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
憲
法
上
の
議
論
と
し
て
は
、
例
え
ば
憲
法

の
三
二
条
、
あ
る
い
は
三
七
条
一
項
で
す
か
、
そ
れ
か
ら
七
六
条
と

い
っ
た
、
国
民
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
と
、
裁
判
員
制
度
が
整
合
性

を
持
っ
か
。
す
な
わ
ち
裁
判
官
で
は
な
い
裁
判
員
が
裁
判
に
関
与
す

る
わ
け
で
す
の
で
、
そ
う
い
っ
た
制
度
が
憲
法
上
、
体
系
的
に
し
っ

か
り
と
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、
裁
判
員
に
な
る
側
に
と
り
ま
し
て
は
、

こ
れ
は
憲
法
の
一
八
条
の
い
わ
ゆ
る
苦
役
に
当
た
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
題
で
す
。
勝
手
に
選
挙
人
名
簿
か
ら
選
ば
れ
た
人
が
招
集
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さ
れ
て
、
裁
判
員
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
自

ら
の
意
思
決
定
に
反
し
て
裁
判
員
に
な
ら
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、

憲
法
上
の
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て

き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

井
回
報
告
の
中
心
で
あ
り
ま
す
、
第
二
番
目
の
観
点
の
刑
事
政
策
、

あ
る
い
は
刑
事
訴
訟
実
務
の
改
革
の
問
題
と
し
て
は
、
ま
ず
捜
査
の

段
階
に
お
き
ま
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
最
近
問
題
に
な
っ
て
お
り
ま
す

取
り
調
べ
の
透
明
性
と
か
可
視
性
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
自
白
の
取
り
方
、
そ
の
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
内
で
の
取
り
調
べ
、
こ

う
い
っ
た
も
の
が
法
に
則
っ
て
き
ち
ん
と
な
さ
れ
て
い
る
か
。
仮
に
、

拷
問
、
あ
る
い
は
そ
れ
も
ど
き
の
も
の
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
困
る
わ
け
で
、
そ
れ
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
扱

う
か
と
い
っ
た
問
題
で
す
。
例
え
ば
ビ
デ
オ
撮
影
な
ど
も
、
そ
の
一

つ
の
改
善
提
案
と
し
て
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
な
取

調
べ
の
可
視
化
と
い
う
点
に
つ
き
ま
し
て
は
、
井
田
報
告
で
は
裁
判

員
制
度
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
高
く
評
価
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
井
田
報
告
で
は
直
接
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
例

え
ば
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護
士
が
法
廷
で
取
り
交
わ
す
弁
論
の
問

題
。
す
な
わ
ち
、
専
門
用
語
を
駆
使
し
て
、
傍
聴
者
に
は
ほ
と
ん
ど

内
容
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
な
用
語
が
飛
び
交
う
中
で
、
法
律
的
な

処
理
が
な
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。
さ
ら
に
そ
の
審
理
は
、
い

わ
ゆ
る
調
書
裁
判
と
い
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
当
事
者
が
出
し
た
書
面

を
中
心
に
審
理
を
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
の
問
題
性
が
昔
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
し
て
、
公
判
の
内
容
の
分
か
り
ゃ
す
き
の
問

題
も
あ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
今
ま
で
調
書
裁
判
と
い
わ

れ
ま
す
よ
う
に
、
聞
い
て
い
る
人
に
は
ビ
ジ
ュ
ア
ル
な
視
点
が
ま
っ

た
く
欠
落
を
し
て
お
り
ま
し
た
し
、
必
ず
し
も
争
点
が
明
確
化
さ
れ

な
い
ま
ま
、
審
理
が
だ
ら
だ
ら
と
続
く
よ
う
な
こ
と
も
批
判
の
対
象

と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
審
理
期
間
の
長
さ
と

い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
井
田
教
授
の
報
告
に
も
出
て
参
り

ま
し
た
が
、
田
中
角
栄
元
首
相
の
裁
判
に
お
け
る
よ
う
な
審
理
の
長

期
化
と
い
う
問
題
と
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
を
な
す
迅
速
な
裁
判
の
要

請
と
い
う
問
題
も
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
う
い
っ
た
問
題
は
、
裁
判
員

制
度
が
導
入
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
一
挙
に
解
決
す
る
と
は
思
え
ま

せ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
劇
的
に
変
化
し
て
い
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
今
後
と
も
、
こ
の
変
化
は
よ
い
方
向

に
推
移
す
る
予
感
は
も
て
る
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
そ
の
半
面
、
井
田
教
授
が
危
慎
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
裁

判
員
が
量
刑
に
ま
で
関
与
す
る
と
い
う
制
度
の
構
造
上
、
裁
判
員
へ

の
心
理
的
圧
迫
の
ほ
か
、
量
刑
の
不
均
衡
な
い
し
重
罰
化
の
傾
向
に

拍
車
が
か
か
る
恐
れ
は
多
分
に
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
井
田
教
授
が
本
報
告
で
指
摘
さ
れ
た
数
々
の
指
摘

は
、
い
ず
れ
も
核
心
を
突
い
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
し
、
確
か
に
お

っ
し
ゃ
る
通
り
だ
ろ
う
と
思
う
わ
け
で
す
。
裁
判
員
制
度
が
始
ま
っ

て
以
来
そ
れ
ほ
ど
時
間
が
た
つ
て
い
る
わ
け
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、

現
実
に
そ
の
刑
事
訴
訟
実
務
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
は
ら
み
な
が

ら
も
、
素
人
の
私
ど
も
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
形
で
変
化
し
て
い

る
よ
う
に
も
思
え
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
井
田
教
授
の
予
想
は
当

平成二一年度慶麿法学会シンポジウム

っ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
、
本
報
告
を
基
礎
に
し
て
、
さ
ら
に
問
題
と
す
べ
き
点
は

何
か
と
考
え
ま
す
と
、
ほ
か
の
お
二
人
の
報
告
者
の
報
告
と
リ
ン
ク

す
る
形
で
、
本
報
告
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
に
つ
い
て
若
干

言
及
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
特
に
井
田
教
授
が
危
慎
さ

れ
て
お
り
ま
す
量
刑
の
問
題
に
限
っ
て
見
て
も
、
そ
の
克
服
は
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
、
克
服
プ
ロ
セ
ス
の
方
向
性
の
問

題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

こ
れ
が
裁
判
員
制
度
の
ま
す
ま
す
の
洗
練
化
に
よ
っ
て
克
服
で
き
る

の
か
。
あ
る
い
は
、
素
人
が
量
刑
に
関
与
す
る
以
上
、
本
質
的
に
こ

の
問
題
は
改
善
が
困
難
で
あ
る
の
か
。
し
か
し
、
仮
に
こ
の
問
題
が

克
服
で
き
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
方
向
に
お
い
て
洗
練
化

さ
れ
る
べ
き
か
と
、
こ
う
い
う
観
点
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際

に
は
、
井
田
教
授
の
頭
の
中
で
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
の
克
服
に
当
た

特別記事

っ
て
、
刑
事
司
法
へ
の
国
民
参
加
と
い
う
理
念
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う

に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
な
理
念
に
基
づ
い
て
、

こ
の
よ
う
な
裁
判
員
制
度
を
よ
り
洗
練
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
か
、
ど
う
い
う
方
向
に
持
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と

い
う
こ
と
を
、
問
う
て
み
た
い
と
思
う
わ
け
で
す
。

ま
た
、
そ
れ
と
関
連
い
た
し
ま
し
て
井
田
報
告
で
は
、
裁
判
員
制

度
の
制
度
趣
旨
、
あ
る
い
は
制
度
理
念
に
つ
き
ま
し
て
、
こ
の
よ
う

な
「
抽
象
的
な
思
想
な
い
し
高
度
に
理
念
的
な
も
の
」
が
改
革
の
原

動
力
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
非
常
に
消
極
的
な
評
価
を
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
裁
判
員
制
度
創
設
の
折
に
な
さ
れ
た
、
理
念
論
に

つ
い
て
そ
の
は
げ
し
い
論
議
が
な
さ
れ
た
経
緯
に
鑑
み
ま
し
て
、
教

授
に
そ
の
意
味
づ
け
を
問
う
て
み
た
い
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
観
点
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
本
日
の

井
田
教
授
の
ご
報
告
に
つ
い
て
は
、
コ
メ
ン
ト
と
し
て
は
以
上
、
簡

単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
終
わ
り

ま
す
。
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