
今まで裁判は「自分と関わりのないもの」でし
たが、いつか裁判員に選ばれるかも、とも思って
いました。きょうの講義では、裁判の内容や考え
方が身近になり、法律と証拠を照らし合わせて
判決を考えるときはパズルのようでした。裁判
員に選ばれたら、できるだけ正確な判断ができ
るようにしたいです。　� （1年・菊地拓海さん）

裁判には、被告人の人生を左右する重責がある
と実感しました。自分の考えが他の人と大きく
違ったり、疑問を持つポイントもみな異なってい
たりして、言葉ひとつにもいろいろな見方があ
ることに気づきました。裁判員になったら、自分
の意見を持ちつつも、他の人の意見も受け入れ
られるようになりたいです。�

（1年・小野寺桜香さん）

免震構造と耐震構造の仕組みがよく分かりまし
た。地震の揺れに建物がどのように「応答」する
のかは計算できるということも知り、数学は面
白いと思いました。高校の科目を満遍なく学ぶ
ことが大切だと教わったので、今後もしっかりと
勉強に励みたいです。� （１年・石塚日茉莉さん）

私は東京の新国立競技場や秋田市役所の構造
など建築に非常に興味があるので、きょうの講
義はとても有意義でした。昔は気象庁の職員が
地震の震度を体感で判断していたことを初めて
知ったり、運動方程式を用いた計算を学んだり
と、貴重な時間になりました。�

（１年・明石優和さん）

授業に参加した
秋田高校生に
聞きました

Student's Voices

裁
判
員
制
度
は

「
国
民
主
権
」の
反
映

　

18
歳
に
な
る
と
、高
校
生
で
も

「
刑
事
裁
判
」に
裁
判
員
と
し
て

呼
ば
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を

ご
存
じ
で
す
か
？
き
ょ
う
は
、裁
判

員
制
度
の
背
景
や
意
義
を
知
り
、

ど
う
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
る
の
か

を
体
験
し
て
も
ら
い
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
さ
て
、裁
判
員
制
度
と
は
、選
挙

人
名
簿
か
ら
無
作
為
に
選
ば
れ
た

一般
市
民
が
、「
裁
判
員
」と
し
て
裁

判
官
と
一
緒
に
刑
事
裁
判
に
参
加

す
る
制
度
で
す
。実
は
戦
前
に
も
、

す
ば
ら
し
い
陪
審
制
度
が
存
在
し

て
い
ま
し
た
。戦
争
中
に
ス
ト
ッ
プ

し
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、重
大
犯
罪

に
か
ぎ
り
陪
審
員（
選
抜
条
件
あ

り
）が
評
決
に
携
わ
る
シ
ス
テ
ム

で
、実
績
か
ら
す
る
と
よ
く
機
能

し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　
そ
の
後
、い
わ
ゆ
る「
職
業
裁
判

官
」に
よ
る
裁
判
制
度
が
続
い
て
き

た
わ
け
で
す
が
、こ
ん
な
問
題
提
起

が
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

裁
判
官
は
司
法
試
験
に
合
格
し
た

エ
リ
ー
ト
だ
が
、社
会
経
験
が
薄
い

傾
向
に
あ
る
。一般
市
民
の
良
識
や

常
識
こ
そ
、司
法
の
場
に
注
入
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
と
。そ
も
そ
も
裁

判
官
は
、選
挙
で
民
主
的
に
選
ば

れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。刑

罰
を
科
す
と
い
う「
国
家
権
力
の

究
極
の
行
使
」を
裁
判
官
に
任
せ

て
い
る
が
、国
民
が
司
法
の
場
に
参

加
す
る
こ
と
が
、本
来
の「
国
民
主

権
の
姿
」で
は
な
い
の
か
。そ
ん
な

議
論
の
末
、2
0
0
9
年
に
裁
判

員
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
し
た
。

裁
判
員
に
選
ば
れ
た
ら
、

ど
ん
な
こ
と
を
す
る
？

　

裁
判
員
の
具
体
的
な
仕
事
は

「
公
判
に
立
ち
会
う
こ
と
」「
裁

判
官
と一緒
に
評
議
、評
決
す
る
こ

と
」。裁
判
員
6
名
と
裁
判
官
3
名

が
と
も
に
評
議
に
あ
た
り
ま
す
。日

本
の
制
度
は
、陪
審
制（
無
作
為
抽

出
に
よ
る
陪
審
員
の
み
で
評
議
、

量
刑
は
裁
判
官
が
行
う
）と
参
審
制

（
任
期
制
の
参
審
員
と
裁
判
官
が

共
同
で
評
議
、量
刑
を
行
う
）を
足

し
て
割
っ
た
よ
う
な
も
の
で
、世
界

的
に
も
ユ
ニ
ー
ク
で
す
。

　
そ
し
て
大
事
な
こ
と
で
す
が
、非

公
開
の「
評
議
」で
の
出
来
事
や
内

容
に
つ
い
て
は
守
秘
義
務
が
あ
り

ま
す
。裁
判
は
原
則
公
開
さ
れ
る
も

の
で
す
か
ら
、公
判
で
の
や
り
取
り

は
守
秘
義
務
の
対
象
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。こ
こ
を
誤
解
し
て
い
る
人
も

い
ま
す
の
で
、気
を
付
け
て
く
だ
さ

い
。で
は
、実
際
の
流
れ
を
体
験
し

て
み
ま
し
ょ
う
。

　
実
際
の
刑
事
事
件
を
モ
デ
ル
と

し
た
公
判
を
、生
徒
代
表
が
被
告

人
、検
察
官
、弁
護
人
の
役
に
な
り

ロ
ー
ル
プ
レ
イ
。裁
判
員
と
し
て
こ

れ
を
傍
聴
し
た
約
1
3
5
名
の
生

徒
は
18
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
、司
法

解
剖
鑑
定
書
や
捜
査
報
告
書
、公

判
内
容
を
も
と
に
、検
察
側
と
弁

護
側
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
と
論
拠
を

整
理
。評
議
の
ル
ー
ル（「
疑
わ
し
き

は
罰
せ
ず
」「
事
実
の
認
定
は
、証

拠
に
基
づ
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」）に
則
っ
て
評
議
し
た
。

【
事
件
の
概
要
】被
告
人
が
妻
を
死

亡
さ
せ
、遺
体
を
遺
棄
。被
告
人
は

妻
に
よ
る
暴
言
と
暴
力
に
対
す
る

正
当
防
衛
を
主
張
、殺
意
を
否
認

学
業
と
リ
ー
ガ
ル

マ
イ
ン
ド
は「
地
続
き
」

　
い
か
が
で
し
た
か
？�

評
議
の
際

に
い
ろ
ん
な
意
見
が
出
て
び
っ
く

り
し
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
ね
。法
的
判
断
に
お
い
て
は
、根

拠
を
も
と
に
、さ
ま
ざ
ま
な
立
場

か
ら
理
性
的
に
意
見
を
交
わ
す
こ

と
、そ
こ
に
醍
醐
味
が
あ
り
ま
す
。

確
固
と
し
た
理
由
を
立
て
論
ず

る
、間
違
い
が
あ
れ
ば
明
ら
か
に

す
る
。そ
の
点
で
は
、み
な
さ
ん
が

化
学
や
数
学
の
問
題
を
解
く
と
き

と
本
質
は
同
じ
で
す
。つ
ま
り
、科

学
的
な
議
論
と
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド

（
筋
道
を
立
て
的
確
に
法
的
判
断

を
論
理
的
に
す
る
こ
と
）は
地
続

き
の
も
の
と
い
え
る
ん
で
す
ね
。

　

だ
か
ら
い
つ
裁
判
員
に
選
ば
れ

て
も
怖
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。む

し
ろ
裁
判
は
、日
頃
の
学
業
の
積

み
重
ね
を
発
揮
で
き
る
場
と
思
っ

て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
建
築
学
は
、「
人
を
取
り
巻
く
環

境
す
べ
て
」を
扱
う
学
問
で
す
。対

象
は
建
物
だ
け
で
な
く
、都
市
開

発
や
ま
ち
づ
く
り
に
も
及
び
ま
す
。　

建
築
学
の
分
野
は
大
き
く
三
つ
に

分
か
れ
ま
す
。建
物
の
意
匠
・
計

画
・
歴
史
を
文
化
・
芸
術
の
面
か
ら

も
研
究
す
る
分
野
、構
造
・
材
料
・

施
工
を
工
学
的
な
面
か
ら
研
究
す

る
分
野
、空
気
・
熱
・
音
・
光
な
ど
の

環
境
・
設
備
を
研
究
す
る
分
野
で

す
。建
築
学
は
と
て
も
幅
の
広
い
学

問
で
す
か
ら
、高
校
の
科
目
を
満
遍

な
く
勉
強
し
て
お
く
こ
と
が
役
立

ち
ま
す
。

地
震
対
策
は

「
耐
震
」か
ら「
免
震
」へ

　
き
ょ
う
は
工
学
の
観
点
か
ら
、地

震
の
揺
れ
を
建
物
に
伝
わ
り
に
く

く
す
る「
免
震
構
造
」の
話
を
し
ま

す
。免
震
構
造
の
仕
組
み
や
原
理
を

理
解
し
、地
震
対
策
に
関
心
を
持
つ

き
っ
か
け
に
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま

す
。

　
建
物
の
地
震
対
策
と
し
て一般
的

な
の
は「
耐
震
構
造
」で
す
。大
地
震

が
起
き
た
時
、建
物
が
損
傷
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
揺
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

吸
収
し
、空
間
は
残
し
て
中
に
い
る

人
の
命
は
守
る
と
い
う
考
え
方
で
、

建
物
の
損
傷
は
あ
ら
か
じ
め
許
容

し
ま
す
。し
か
し
、こ
れ
で
は
建
物

を
修
復
す
る
の
に
大
き
な
費
用
と

時
間
が
必
要
で
す
。

　

そ
こ
で
、免
震
構
造
へ
の
期
待

が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。「
レ
ジ
リ
エ
ン

ス
」、つ
ま
り
元
に
戻
る
力
、柔
軟

性
、回
復
性
に
着
目
し
た
建
築
構
造

で
す
。建
物
の
地
面
に
近
い
基
礎
部

分
に
アイ
ソ
レ
ー
タ
ー
と
ダ
ン
パ
ー

と
い
う
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い

て
、激
し
い
揺
れ
を
吸
収
す
る
役
割

を
果
た
し
ま
す
。地
震
が
起
き
た

時
、建
物
は
大
き
く
動
き
ま
す
が
、

建
物
自
体
は
壊
れ
な
い
よ
う
な
仕

組
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
東
日
本
大
震
災
の
時
に
、宮
城
県

で
耐
震
と
免
震
そ
れ
ぞ
れ
の
建
物

の
揺
れ
を
実
際
に
計
測
し
た
記
録

が
あ
り
ま
す
。耐
震
建
物
で
は
、上

層
階
の
揺
れ
が
地
面
と
比
べ
て
２

～
３
倍
大
き
く
な
り
ま
し
た
。一方
、

免
震
建
物
で
は
上
層
階
で
も
揺
れ

の
増
幅
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。耐
震
と
免
震
の
建
物
を
上

層
階
だ
け
で
比
較
す
る
と
、免
震
の

方
が
耐
震
の
半
分
か
３
分
の
１
く

ら
い
に
揺
れ
が
抑
え
ら
れ
た
こ
と

に
な
り
ま
す
。皆
さ
ん
の
よ
く
知
っ

て
い
る
秋
田
市
役
所
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
秋

田
放
送
局
も
免
震
建
物
で
す
。

身
近
な
現
象
を

デ
ー
タ
で
捉
え
る

　
地
震
の
揺
れ
の
大
き
さ
は
、全
国

に
設
置
さ
れ
た
地
震
計
で
日
々
観

測
さ
れ
て
い
ま
す
。秋
田
市
の
八
橋

運
動
公
園
内
に
も
地
震
計
が
設
置

さ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
ま
で
の
観
測

デ
ー
タ
は
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
蓄
積
さ

れ
て
い
て
、防
災
科
学
技
術
研
究
所

の
サ
イ
ト
で
調
べ
ら
れ
ま
す
。

　

研
究
の
種
は
身
近
な
と
こ
ろ
に

も
あ
る
も
の
で
す
。地
震
動
の
観
測

デ
ー
タ
の
よ
う
に
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
貴
重
な
デ
ー
タ
を
瞬
時
に
入

手
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。身
近
な

現
象
を
デ
ー
タ
で
捉
え
る
こ
と
で

見
え
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

原
理
や
仕
組
み
を
理
解
し

新
た
な
発
想
を

　
地
震
が
起
き
る
と
、建
物
は
た
わ

む
よ
う
な
複
雑
な
動
き
を
し
ま
す
。

こ
う
し
た
動
き
を
解
析
す
る
た
め

に
、建
物
が
地
震
の
揺
れ
に
対
し
て

ど
の
よ
う
に
応
答
す
る
か
を
観
測

デ
ー
タ
や
運
動
方
程
式
に
則
っ
て

計
算
し
た
も
の
を「
応
答
ス
ペ
ク
ト

ル
」と
い
い
ま
す
。一見
複
雑
な
現
象

も
、大
胆
に
単
純
化
す
れ
ば
検
討
し

や
す
く
な
り
ま
す
。そ
こ
か
ら
原
理

や
仕
組
み
を
見
つ
け
応
用
す
る
こ

と
で
、免
震
構
造
の
よ
う
な
新
た
な

発
想
が
生
ま
れ
た
の
で
す
。

　
身
近
な
現
象
を
デ
ー
タ
で
捉
え
、

大
胆
に
単
純
化
し
て
仕
組
み
を
理

解
し
、自
分
な
り
に
そ
れ
を
応
用
し

て
新
た
な
発
想
を
し
て
み
ま
し
ょ

う
。ま
た
、そ
の
結
果
を
自
分
の
目

で
し
っ
か
り
確
か
め
て
み
る
姿
勢
も

大
切
で
す
。

〈理工学部〉 複雑なものを大胆に単純化して仕組みを考えてみよう

〈法学部〉 学業も裁判も、本質は同じ。裁判員に選ばれても恐れないで。

３つの争点「被告人は殺人罪か傷害致死罪か」「正
当防衛または過剰防衛は成立するか」「有罪の場合、
適切な刑罰は何か」について、活発なディスカッション
が行われた

秋田市内の建物を例にするなどして活発な質疑応答
が行われた

3つの争点 実際の判決各グループの評決から
導かれた判決

被告人は殺人罪か
傷害致死罪か

傷害致死罪と死体遺棄罪の成立について
評議体によって評決が分かれた

正当防衛成立の評議体、過剰防衛成立の
評議体、両方不成立の評議体に評決が分
かれた

懲役の年数、執行猶予の付与の可否と年
数について評議体によって評決が分かれた

被告人に正当防衛
または過剰防衛は
成立するか

有罪の場合、適切な
刑罰は何か

殺人罪

懲役14年

正当防衛も
過剰防衛も
不成立

Shozo Ota
専門は法社会学（AIと法、ニューロ・
ロー、法と経済学、紛争解決論など）。
東京大学理科Ⅰ類から3年生進学時に
法学部へ文転。以来、文理の枠組みを
超え、AI支援裁判システムの研究など
法学に理系の発想を取り入れた研究を
行っている。

Masahito Kobayashi
専門は建築物の構造解析、構造設計。
数百年・数千年に一度という大地震に
対して、被害を最小限に留め、被災後の
即時復旧・事業継続可能にする建築を
目指し、免震構造の研究に注力。

秋田高校明治大学
秋田県立

明治大学特別講義 明治大学による高校生向けの特別講義が昨年11月9日、秋田市の秋田高校で開かれた。法学部の太田勝造教授と理工学部建築 
学科の小林正人教授が登壇し、それぞれ専門分野の研究を分かりやすく解説。１年生約270人が文系と理系に分かれて聴講した。

模
擬
裁
判


