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衆
議
院
議
員
若
井
康
彦
君
提
出
裁
判
員
制
度
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
裁
判
員
の
参
加
す
る
刑
事
裁
判
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
三
号
。
以
下
「
本
法
」
と

い
う
。
）
に
改
正
を
要
す
る
点
が
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
本
法
施
行
の
前
後
を
問
わ
ず
、
具
体
的
に
法
改
正
を
要
す

る
事
項
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
適
切
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
に
お
い
て
は
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
頒
布
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
を
通
じ
た
広
報
等
に
よ
り
裁
判
員

制
度
の
導
入
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
と
と
も
に
、
裁
判
員
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
検
討
状
況
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を

通
じ
て
公
表
し
た
上
で
、
有
識
者
か
ら
の
意
見
聴
取
等
を
行
い
、
ま
た
、
国
民
か
ら
の
意
見
募
集
を
四
回
に
わ
た
っ
て
実
施

し
、
こ
れ
に
対
し
て
総
数
で
約
五
千
七
百
通
に
及
ぶ
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
政
府
と
し
て
は
、
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
国
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
積
極
的
に
広
報
活
動
を

行
う
と
と
も
に
、
で
き
る
限
り
国
民
か
ら
の
意
見
を
伺
う
こ
と
に
努
め
、
こ
れ
ら
の
意
見
を
も
踏
ま
え
て
本
法
の
立
案
を
し

た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
積
極
的
に
広
報
活
動
等
を
行
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
国
民
の
関
心
も
高
ま

っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
御
指
摘
の
と
お
り
、
現
段
階
で
は
、
裁
判
員
と
し
て
刑
事
裁
判
に
進
ん
で
参

加
し
よ
う
と
い
う
意
識
が
国
民
の
間
に
十
分
浸
透
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
こ
で
、
今
後
、
様
々
な
機

会
を
通
じ
て
、
裁
判
員
制
度
の
意
義
や
そ
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
な
ど
、
裁
判
員
制
度
に
つ
い

て
の
国
民
の
理
解
と
関
心
を
深
め
る
と
と
も
に
、
国
民
の
自
覚
に
基
づ
く
主
体
的
な
参
加
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

本
法
第
十
六
条
第
七
号
は
、
や
む
を
得
な
い
事
由
が
あ
り
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
等
を
裁
判
員

の
辞
退
事
由
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
こ
の
や
む
を
得
な
い
事
由
に
つ
い
て
は
、
同
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
典
型
的
な
事
由
を
掲

げ
た
上
で
、
そ
の
他
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
そ
の
内
容
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
、
政
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ

の
政
令
に
つ
い
て
は
、
裁
判
員
は
で
き
る
だ
け
幅
広
い
層
の
国
民
の
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
要
請
と

と
も
に
、
裁
判
員
と
な
る
国
民
の
負
担
の
公
平
性
や
こ
れ
を
担
う
こ
と
に
つ
い
て
の
国
民
の
意
識
の
在
り
よ
う
を
も
踏
ま
え

二



て
定
め
る
必
要
が
あ
り
、
本
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
措
置
の
成
果
を
も
勘
案
し
て
、
適
時
適
切
に
定
め
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

本
法
に
お
い
て
は
、
裁
判
員
と
な
る
こ
と
を
法
律
上
の
義
務
と
し
て
い
る
が
、
裁
判
員
の
職
務
を
行
う
こ
と
が
当
該
個
人

の
思
想
・
良
心
の
自
由
や
信
教
の
自
由
等
の
憲
法
上
の
権
利
を
侵
す
こ
と
と
な
る
よ
う
な
事
態
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
そ
の

よ
う
な
場
合
が
本
法
第
十
六
条
第
七
号
の
「
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
由
」
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
こ
の
政
令
に
お
い

て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
考
え
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
零
細
企
業
経
営
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
本
法
第
十
六
条
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
は
該
当
し
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
者
の
中
に
は
、
本
人
自
ら
が
処
理
し
な
け
れ
ば
当
該
事
業
に
著
し
い
損
害
が
生
じ
る
お

そ
れ
が
あ
る
重
要
な
用
務
が
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、

辞
退
が
認
め
ら
れ
得
る
。

「
著
し
い
損
害
」
と
は
、
一
律
に
い
く
ら
以
上
の
額
に
相
当
す
る
損
害
を
い
う
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
に
当
た
る
か
ど
う

三



か
は
、
個
別
の
場
合
ご
と
に
、
生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
損
害
の
種
類
や
額
、
事
業
の
内
容
や
規
模
等
の
諸
般
の
事
情
に
照
ら

し
て
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

七
に
つ
い
て

テ
レ
ビ
番
組
の
出
演
者
又
は
プ
ロ
野
球
選
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
、
本
法
第
十
六
条
第
七
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由

に
は
該
当
し
な
い
。
辞
退
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
場
合
ご
と
に
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
て
裁
判
所
が
判
断

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
者
の
中
に
は
、
本
人
自
ら
が
処
理
し
な
け
れ
ば
そ
の
従
事
す
る
事
業
に
著
し
い
損
害
が

生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
重
要
な
用
務
が
あ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由

に
該
当
し
、
辞
退
が
認
め
ら
れ
得
る
。

ま
た
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
つ
い
て
も
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
又
は
国
民
体
育
大
会
の
出
場
選
手
で
あ
る
と
い

う
こ
と
だ
け
で
は
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
事
由
に
は
該
当
し
な
い
。
辞
退
事
由
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
個
別
の
場
合
ご
と

に
具
体
的
事
情
に
照
ら
し
て
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
参
加
は
、
一
般
的
に
は
、
社
会
生

活
上
の
重
要
な
用
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
選
手
に
つ
い
て
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
期
間
や
そ
の
直
前
の
期
間
と

裁
判
員
等
の
職
務
従
事
予
定
期
間
が
重
な
る
場
合
は
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
辞
退
が
認
め
ら
れ
得
る
。
ま
た
、

四



そ
れ
以
外
の
ア
マ
チ
ュ
ア
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
つ
い
て
も
、
競
技
会
へ
の
参
加
が
同
号
ニ
に
規
定
す
る
社
会
生
活
上
の
重
要
な

用
務
に
当
た
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
同
号
ニ
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
、
辞
退
が
認
め
ら

れ
得
る
。
ど
の
よ
う
な
競
技
会
へ
の
参
加
が
同
号
ニ
に
規
定
す
る
社
会
生
活
上
重
要
な
用
務
に
当
た
る
か
は
、
個
別
の
場
合

ご
と
に
、
競
技
会
の
性
質
、
規
模
等
の
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

八
に
つ
い
て

父
母
以
外
の
葬
式
や
友
人
の
結
婚
式
な
ど
へ
の
出
席
が
本
法
第
十
六
条
第
七
号
ニ
に
規
定
す
る
社
会
生
活
上
の
重
要
な
用

務
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
、
本
人
と
故
人
と
の
親
等
の
よ
う
な
形
式
的
な
基
準
に
よ
っ
て
一
律
に
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
個
別
の
場
合
ご
と
に
、
本
人
と
故
人
や
結
婚
の
当
事
者
等
と
の
関
係
の
親
疎
等
の
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
裁
判
所

が
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
。

九
に
つ
い
て

国
民
の
感
覚
を
裁
判
の
内
容
に
反
映
さ
せ
、
司
法
に
対
す
る
国
民
の
理
解
の
増
進
と
そ
の
信
頼
の
向
上
を
図
る
と
い
う
裁

判
員
制
度
導
入
の
趣
旨
に
か
ん
が
み
る
と
、
国
民
の
関
心
が
高
く
、
社
会
的
に
も
影
響
の
大
き
い
事
件
を
対
象
と
す
る
の
が

適
当
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
法
定
刑
の
重
い
事
件
を
対
象
事
件
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
刑
の
量
定
に

五



つ
い
て
裁
判
員
が
関
与
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
当
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
に
つ
い
て

裁
判
官
と
裁
判
員
と
は
、
そ
の
法
律
上
の
地
位
、
職
務
等
を
異
に
し
て
お
り
、
裁
判
員
の
日
当
に
つ
い
て
、
裁
判
官
の
報

酬
額
と
の
均
衡
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

十
一
に
つ
い
て

本
法
第
六
十
九
条
第
二
項
は
、
構
成
裁
判
官
の
合
議
に
よ
り
、
補
充
裁
判
員
の
意
見
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
旨
規
定
し
て

お
り
、
補
充
裁
判
員
が
評
議
に
お
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

十
二
に
つ
い
て

裁
判
員
制
度
の
対
象
事
件
の
公
判
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
ご
と
に
必
要
と
な
る
審
理
期
間
は
様
々
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
、
一
概
に
言
う
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
裁
判
員
の
負
担
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
で
き
る
限
り
軽
減
す
る
よ
う
、
本

法
及
び
刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
六
十
二
号
）
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
に
お
い
て
、
裁
判
員
制
度
の
対
象
事
件
に
つ
い
て
、
必
要
的
に
公
判
前
整
理
手
続
を
行

う
も
の
と
し
、
同
手
続
に
お
い
て
事
件
の
争
点
及
び
証
拠
を
十
分
に
整
理
し
た
上
、
で
き
る
限
り
連
日
開
廷
す
る
こ
と
等
に

六



よ
り
、
迅
速
な
裁
判
の
実
現
を
図
っ
て
い
る
。
ま
た
、
裁
判
員
等
の
職
務
従
事
予
定
期
間
に
お
い
て
本
法
第
十
六
条
各
号
の

事
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
裁
判
員
候
補
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
立
て
に
よ
り
、
辞
退
が
認
め
ら
れ
る
。

裁
判
員
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
従
事
す
る
事
業
に
著
し
い
損
害
が
発
生
し
た
場
合
に
、
国
が
当
該
損
害
を
補
償

す
る
制
度
は
な
い
が
、
裁
判
員
は
非
常
勤
の
裁
判
所
職
員
で
あ
り
、
裁
判
所
職
員
臨
時
措
置
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

百
九
十
九
号
）
に
よ
り
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
が
準
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
同

法
の
規
定
に
よ
り
、
裁
判
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
は
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

十
三
に
つ
い
て

刑
事
訴
訟
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
刑
事
訴
訟
法
第
二
百
八
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

連
日
開
廷
は
、
裁
判
所
が
公
判
廷
に
お
い
て
鮮
明
な
心
証
を
形
成
す
る
こ
と
な
ど
を
可
能
に
し
、
真
実
の
解
明
に
資
す
る
も

の
と
考
え
て
い
る
。
な
お
、
同
項
は
、
で
き
る
限
り
、
連
日
開
廷
し
、
継
続
し
て
審
理
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定

し
て
お
り
、
連
日
開
廷
が
適
当
で
な
い
場
合
に
ま
で
、
連
日
開
廷
を
義
務
付
け
る
も
の
で
は
な
い
。

七


