
影
割
員
趙
贔
覆
導
入
な
で
き

爾
遺
畿
薫
に
な
ら
な
勢
理
由

８
月
３
日
の
東
京
地
裁
を
皮
切
り
に
、
全

掴
で
順
次
、
裁
判
員
裁
判
が
行
な
わ
れ
て
い

る
。
「
市
民
感
覚
を
刑
事
司
法
に
生
か
す
」

こ
と
を
目
的
と
し
た
裁
判
員
制
度
だ
が
ヽ
裁

判
員
に
は
生
涯
に
わ
た
っ
て
重
い
守
秘
義
務

が
課
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
有
罪
か
無

罪
か
を
決
め
る
事
実
認
定
や
、
量
刑
判
断
が

行
な
わ
れ
る
評
議
の
場
で
、
裁
判
官
と
裁
判

員
が
ど
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
行
な

っ
た
の

か
、
記
者
会
見
に
応
じ
た
裁
判
員
の
日
か
ら

語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

仮
に
、
裁
判
長
が
あ
る
方
向
に
裁
判
員
を

誘
導
し
た
と
し
て
も
、
守
秘
義
務
が
あ
る
限

り
、
そ
の
問
題
が
表
に
出
て
く
る
こ
と
は
お

そ
ら
く
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
市
民
か

ら
選
ば
れ
た
陪
審
員
だ
け
が
事
実
認
定
す

る
、
つ
ま
り
裁
判
官
の
権
限
が
制
約
さ
れ
て

い
る
シ
ス
テ
ム
と
違
い
、
日
本
の
裁
判
員
制

度
で
は
職
業
裁
判
官
の
権
限
は
従
来
ど
お
り

に
保
た
れ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。

そ
し
て
、
そ
の
裁
判
官
は
魚
の
ヒ
ラ
メ
よ

ろ
し
く
、
最
高
裁
や
政
府
な
ど

″お
上
″
の

意
向
ば
か
り
を
気
に
す
る

″事
な
か
れ
主
義

者
″
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

裁
判
官
は
本
来
、
独
立
し
た
職
権
の
行
使

を
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。
「
憲
法
」
「，法

律
」
「
自
ら
の
良
心
」
だ
け
に
基
づ
い
て
判

決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
し
か

し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
理
想
に
す
ぎ
な
い
。

現
実
は
勤
務
地
一
報
酬
、
ポ
ス
ト
な
ど
の
人

鰊期集中シリずだ!

iは躊

事
面
で
最
高
裁
に
よ
る
様
々
な
統
制
を
受

け
、
人
事
で
冷
遇
さ
れ
た
く
な
い
た
め
、
最

高
裁
の
意
向
や
過
去
の
判
例

（裁
判
例
）
な

ど
を
優
先
し
た
判
決
を
下
す
よ
う
に
な

っ

た
。
そ
れ
が

「
ヒ
ラ
メ
裁
判
官
」
と
い
う
言

葉
を
生
み
、
一‐国
民
の
常
識
と
か
け
離
れ
た

裁
判
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
批
判
さ
れ
て

温かみのない建物とヽ うヽ
印象の最高裁。記者は最
高裁内で売られている書
籍を購入しようと訪れた
が、入口の警備員に「■
般の人は正門からは入れ
ませえ。敷地の中には■
歩も入らな、ヽように」:と

督昔鼻告[麟:毬11=

言マ恣I:富ξ
してぃるょう1ビ 思える:■
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き
た
の
だ
。

こ
れ
で
は
、
市
民
が
裁
判
に
参
加
し
た
と

し
て
も
、
裁
判
官
の
体
質
、
裁
判
所
の
体
制

が
変
わ
ら
な
い
限
り
、
こ
れ
ま
で
同
様
、
間

題
は
解
決
し
な
い
。
裁
判
官
が
独
立
し
た
職

権
を
行
使
し
、
公
正

。
中
立
な
裁
判
を
行
な

う
た
め
に
は
、
彼
ら
を
最
高
裁
の

〃呪
縛
〃

か
ら
解
き
放
つ
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が

真
の

「
司
法
制
度
改
革
」
な
の
だ
。

で
は
、
「
諸
悪
の
根
源
」
で
あ
る

「
最
高

裁
に
よ
る
裁
判
官
統
制
の
実
態
」
は
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
か
。́
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
な
弊
害
が
現
場
で
起
き
て
い
る

の
か
。
こ
れ
か
ら
検
証
し
て
い
こ
う
。

最
一置
議
の
″見
え
き
る
手
″鰹

轟
ン
ト
藝
―
ル
さ
れ
る
裁
蠅
奮

実
は
、
裁
判
官
制
度
改
革
は
司
法
制
度
改

革
の
大
き
な
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
だ

っ
た
。
裁

判
員
制
度
導
入
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た

「
司

法
制
度
改
革
審
議
会
」
の
意
見
書

（
ｏｌ
年
６

月
）
で
も
、人
事
の
透
明
化
な
ど

「
裁
判
官
制

度
改
革
」
の
必
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の

だ
。
し
か
し
、
ワ
）
の
点
に
関
し
て
最
高
裁
は
ま

っ
た
く
不
十
分
な
対
応
し
か
し
て
い
な
い
。

裁
判
所
内
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、

市
民
と
の
対
話
を
積
極
的
に
行
な
う
な
ど
、

開
放
的
な
活
動
を
し
て
い
る
現
職
裁
判
官
の

団
体

『
日
本
裁
判
官
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
の
コ

ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
ひ
と
り
で
、
元
裁
判
官

の
安
原
浩
弁
護
士
（兵
庫
県
弁
護
士
会
所
属
）

が
語
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

「
裁
判
官
の
任
期
は
１０
年
で
、

１０
年
ご
と
に

…

…

…

…

―

■
■
薔
―１１
１１１
＝
１１１
＝
‐――
離
購
Ｈ
踊
鶴
＝
一
澪
“
――
“
１１
攘
Ｈ
ＩＩ
Ｉ

最
高
裁
が
作
成
し
た
指
名
名
簿
に
基
づ
き
、

内
閣
が
任
命
、
再
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
再
任
の
基
準
が

一
切
明
ら
か
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
過
去
、
最

高
裁
に
と
っ
て
都
合
が
悪
い
と
さ
れ
た
裁
判

官
が
再
任
拒
否
に
遭
う
、
つ
ま
り
、
指
名
名

簿
に
登
載
さ
れ
な
い
な
ど
の
問
題
が
起
き
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
裁
判
官
の
再
任
拒

≧
●
当
盗

傷
蟷

司法制度改革の国玉としてS属 3国から轟割員轟縄が始まつた。

だが、鐘判への市民参麺え:すでは解決できなもヽ｀
覆翼

′
が裁判所にはある。

[辟霞雹屏雰頌蟄当ヅ箇亡ン『⑮⑮胚着祠雹闊縣魃屏[竃Lな種織なのか?全国籍3500人の霧調奮人事を等耳る最

その正体を暴くた場、連載簾 嗜国日は最高義の不通鴫を予算畿行を聞う!:

c,、 ιご、2々し、く |



戴綱書の
人事評煽の理匡轟 蕎曇島馨盤曇ξ肇騒資脚絨
I執務能力 (該当するものにチェック)

竜事件処理能力

①正確性  :フト常に正確 普通

②速度   :迅速    普通

③法廷の処理 :適確    普通

2指導能力

①職員に対する指導   :すぐれている 普通

②部の総括者としての適否 :道する    普通

3法律知識及び教養

①法律知識 : 水準以上

②教養  : 水準以上

国 健康 (該当するものにチェック)

頑健  普通  やや虚弱  執務にたえない

Ⅲ 人物性格の特徴

Ⅳ 総合判定

普通以下

遅い   事件を溜める

未熟

能力に欠ける

適しない

普通  十分でない

普通  十分でない

必蝙颯隧

最高裁事務総局による

人事評価が裁判官の勤

務地などを決めるとい

われてきた。しかしそ
の具体的な内容は裁判

官本人に知らされるこ

ともなく、約40年 にわ
たつて裁判官を統制す
る有力な手段として使
われてきた

否
の
理
由
は
い
ま
だ
に
公
表
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。こ

の
裁
判
官
指
名
の
問
題
に
つ
い
て
は
、

０５
年
に

『
下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委

員
会
』
が
設
け
ら
れ
、
弁
護
士
な
ど
外
部
の

意
見
が
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り

一
定

の
透
明
化
は
図
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
裁

判
官
に
と
っ
て
最
も
影
響
の
大
き
い
、
勤
務

地
や
報
酬
の
引
き
上
げ
、
裁
判
長
ポ

ス
ト
ヘ

の
昇
任
の
基
準
は
依
然
と
し
て
霧
の
中
な
の

で
す
」

裁
判
官
は
３
～
５
年
ご
と
に
転
勤
し
て
い

く
が
、
や
は
り
地
方
都
市
よ
り
は
大
都
市
で

勤
務
し
た
い
と
願
う
人
が
多
い
と
い
う
。
特

に
家
族
が
い
る
場
合
、
子
供
の
進
学
問
題
の

た
め
に
大
都
市
勤
務
を
希
望
し
た
り
、
あ
る

い
は
両
親
の
介
護
の
た
め
、

実
家
近
く
の
裁
判
所
勤
務
を

望
む
裁
判
官
も
い
る
。
こ
の

占
は

、

一
般
の
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。

こ
の
勤
務
地
に

つ
い
て

は
、
１
９
８
０
年
頃
ま
で
は

「
Ａ
Ｂ
Ｃ
方
式
」
と
呼
ば
れ

る
シ
ス
テ
ム
が
と
ら
れ
て
い

た
。
全
国
の
大

・
中

・
小
都

市
を
Ａ
Ｂ
Ｃ
に
ラ
ン
ク
づ
け
し
、

１０
年
間
で

こ
れ
ら
を

一
巡
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。

各
裁
判
官
に
平
等
な
転
勤
方
式
が

一
応
は
と

ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
裁
判
官
の
勤
務
地
は

「
適
材
適
所
」
で
決
め
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ

た
。適
材
適
所
と
い
え
ば
聞
こ
え
は
い
い
が
、

要
は
最
高
裁
の
勝
手
な
人
事
評
価
と
い
う

″
裁
量
れ
に
よ
つ
て
勤
務
地
が
決
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
前
出

・
安
原
氏
は
６８
年
に
任
官

し
、

０８
年
６
月
に
定
年
退
官
す
る
ま
で
、
全

国
８
つ
の
高
等
裁
判
所
管
内
の
う
ち
、
実
に

７
高
裁
管
内
の
裁
判
所
で
勤
務
し
た
経
験
を

持
つ
。
安
原
氏
が
苦
笑
ま
じ
り
に
語
る
。

「
福
岡
高
裁
管
内
以
外
は
す
べ
て
回
り
ま
し

た
。
普
通
の
裁
判
官
は
３
～
４
高
裁
管
内
に

と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
も
、
私
の

場
合
は
多
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の
理

由
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
定
年
退
官
し
た

後
に
弁
護
士
を
開
業
し
、
よ
う
や
く
実
家
（兵

庫
県
芦
屋
市
）
の
近
ぐ
で
仕
事
が
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
」

実
は
、
最
高
裁
は
５６
年
か
ら
裁
判
官
の
人

事
評
価
を
本
人
に
知
ら
せ
る
こ
と
な
く
隠
密

裏
に
行
な
っ
て
い
た
。
人
事
評
価
が
存
在
す

る
こ
と
は
裁
判
官
の
間
で
も
嘩
さ
れ
て
い
た

が
、
そ
の

″実
物
″
が
表
に
出
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
が
、

００
年
、
前
述
の
司
法
制
度
改

革
審
議
会
の
場
で
す
最
高
裁
は
よ
う
や
く
そ

の
人
事
評
価
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
。

そ
の
書
式
（
上
の
表
１
参
照
）
に
よ
る
と
、

評
価
項
目
は
「
執
務
能
力
（事
件
処
理
能
力
、

指
導
能
力
、法
律
知
識
及
び
教
養
）
」
「
健
康
」

「
人
物
性
格
の
特
徴
」
「
総
合
判
定
」
―
‐―
の

４
項
目
。昔同
裁
長
官
や
地
裁
所
長
が
記
載
し
、

最
高
裁
に
報
告
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

だ
が
、
そ
れ
も
９８
年
度
で
廃
止
さ
れ
て
い

る
。
最
高
裁
は
そ
の
理
由
に
つ
い
て
、

「
評
価
の
視
点
が
固
定
的
、
平
板
に
な
り
が

ち
で
、
裁
判
官
の
適
性
な
ど
が
そ
の
書
面
だ

け
で
は
把
握
し
に
く
い
場
合
が
多
か
っ
た
」

と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
，ぎ
つ
に
最
高
裁

自
ら
が

″問
題
ア
リ
〃
と
す
る
人
事
評
価
が

密
か
に
約
４０
年
も
続
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ

か
ら
、
現
場
の
裁
判
官
は
た
ま

っ
た
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。

す。魯
水
司
法
の
逆
説
　
最
高
裁
事
務
総
局
の

「
裁
判
し
な
い
裁
判
官
た
ち

，
ス
五
月
書
房
）

の
著
者
で
、
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
の
西

川
伸

一
教
授
が
語
る
。

「
人
事
評
価
の

『
事
件
処
理
能
力
』
の
中
に

、
事
件
を
溜
め
る
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま

す
。
裁
判
官
は
前
任
者
よ
り
引
き
継
い
だ
事

件
の
数
が
増
え
る
と
マ
イ
ナ
ス
評
価
さ
れ
、

次
の
勤
務
地
が
自
分
の
希
望
す
る
と
こ
ろ
で

は
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
、
ひ
た
す
ら
事

件
処
理
を
急
ぎ
ま
す
。
裁
判
官
の
間
で
は
判

決
を
言
い
渡
す
こ
と
、
民
事
事
件
で
和
解
が

成
立
す
る
こ
と
な
ど
、
事
件
が
片
づ
く
こ
と

を

『
落
ち
る
」
と
い
い
ま
す
。
裁
判
当
事
者

が
納
得
す
る
こ
と
よ
り
も
、
事
件
の
″処
理
〃

を
優
先
し
て
考
え
が
ち
な
の
で
す
」

裁
判
官
は
事
件
を
溜
め
て
最
高
裁
か
ら

″無
能
な
裁
判
官
〃
と
み
ら
れ
な
い
よ
う
、
真

相
の
究
明
よ
り
も
事
件
処
理
を
急
ぐ
こ
と
ば

か
り

に
精

を

出

し

て

〃
自
己
防
御
″

に
走

っ

て
し
ま

っ
て
い
る
と
い

う
わ
け
だ
。

裁
判
官
が
事
件
処
理

に
追
わ
れ
る
の
は
、
「
先

進
諸
国
と
比
べ
て
裁
判

官
の
数
が
少
な
く
、
裁

判
官
ひ
と
り
当
た
り
の

事
件
数
が
多
す
ぎ
る
」

と
い
う
の
も
原
因
の
ひ

と

つ
だ
が
、
実
は
そ
こ

に
も
最
高
裁

の
〃意
図
″

が

見

え
隠

れ

し

て

い

る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は

次
国
以
降
で
詳
し
く
触

裁判員には罰則付きの重い守秘義務が課され、

判決後の記者会見でも評議の場でどんなやりと

りがあったのか、明らかになることはない
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な判官の椰閻簿鑽嚢

れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

ち
な
み
に
、
最
高
裁
は
０４
年
、
新
し
い
人

事
評
価
制
度
を
始
め
た
。
本
人
か
ら
の
求
め

が
あ
れ
ば
裁
判
官
に
評
価
書
を
開
示
し
、
不

服
が
あ
る
場
合
は
不
服
申
し
立
て
も
で
き
る

よ
う
に
な
っ
た
。
だ
が
、
長
年
に
わ
た
っ
て

最
高
裁
か
ら
無
言
の
圧
力
を
受
け
続
け
て
き

た
裁
判
官
の
不
安
が
こ
れ
で
解
消
さ
れ
た
と

は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

「
過
去
の
人
事
評
価
が
現
場
の
裁
判
官
に
対

す
る
無
言
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
り
、
裁
判

所
の
中
で
自
由
に
発
言
で
き
な
い
雰
囲
気
を

作

っ
て
き
ま
し
た
。
実
際
、
あ
る
地
裁
の
裁

判
官
会
議
で
、
所
長
に
意
見
を
言

っ
た
裁
判

官
が

『
協
調
性
な
じ
」
と
評
価
に
書
か
れ
、

そ
の
評
価
が
ず

っ
と
引
き
継
が
れ
て
い
た
と

い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
」
（
前

出

・
安
原
氏
）

０一

羹
愧
官
の
ね
「
が

″嚢
量
″
鍾
化
け
て
い
る
っ

勤
務
地
の
決
定
と
同
様
、
闇
に
包
ま
れ
て

い
る
の
が
裁
判
官
の
報
酬

（給
与
）
引
き
上

げ
の
基
準
で
あ
る
。
左
の
表
２
の
よ
う
に
裁

判
官
の
報
酬
月
額
は
判
事
８
段
階
、
判
事
補

・２
段
階
と
細
か
く
分
か
れ
て
い
る
。
ち
な
み

に
、
裁
判
官
は
最
初
、
判
事
補
と
し
て
任
官

し
、

ｌｏ
年
経

っ
て
再
任
さ
れ
る
と
判
事
に
な

ラ（υ。こ
の
報
酬
に
関
し
て
、
特
に
問
題
視
さ
れ

て
い
る
の
が
、
判
事
４
号
か
ら
３
号
に
上
が

る
際
の
基
準
が
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い
こ
と

で

「
３
号
問
題
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
４
号

ま
く
は
ど
の
裁
判
官
も
平
等
に
定
期
的
に
昇

給
し
て
ぃ
ぐ
が
ぼ
「
号
以
上
に
上
が
る
段
階

で
差
が
つ
く
と
い
ゎ
れ
て
い
る
の
だ
。

口，

口ぢ

口写

口万

口万

8号

元
大
阪
高
裁
判
事
で
弁
護
士
の
生
田
暉
雄

氏

（香
川
県
弁
護
士
会
所
属
）
は
、

１０
年
以

上
前
か
ら
週
刊
誌

（『
週
刊
金
曜
日
し

の
対

談
記
事
や
著
書
『
裁
判
が
日
本
を
変
え
る
！
』

（
日
本
評
論
社
）
な
ど
で
、
こ
の
裁
判
官
報

酬
の
問
題
を
聞
い
続
け
て
い
る
。

「
■
般
職
の
国
家
公
務
員
給
与
は
人
事
院
規

則
な
ど
で
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

特
別
職
公
務
員
で
あ
る
裁
判
官
の
報
脚
額
は

法
律
で
定
め
ら
れ
で
は
い
る
も
の
の
、
実
際

に
ど
の
よ
う
な
運
用
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か

ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」

前
述
し
た
勤
務
地
と
同
じ
よ
う
に
、
給
与

の
部
分
で
も
裁
判
官
は
３
号
以
上
に
な
る
基

準
が
わ
か
ら
な
い
た
め
、
最
高
裁
に
逆
ら
う

よ
う
な
マ
ネ
を
し
な
い
よ
う

″自
己
規
制
″

し
て
し
ま
う
と
い
う
。

し
か
も
、
３
号
に
昇
給
し
な
い
と
裁
判
官

は
裁
判
長
ポ
ス
ト
に
就
け
な
い
。
裁
判
官
に

な

っ
た
以
上
、
裁
判
長
と
し
て
訴
訟
を
指
揮

し
た
い
と
考
え
る
の
が
多
く
の
裁
判
官
の
夢

だ
。
さ
ら
に
、
定
年
退
官
時
の
号
俸
が
退
職

金
な
ど
に
も
反
映
さ
れ
る
た
め
、
３
号
以
上

に
昇
給
す
る
か
ど
う
か
は
裁
判
官
に
と

っ

て
、
ま
さ
に

″死
活
問
題
″
で
も
あ
る
。

「
勤
務
地
」
と

「
報
酬

・
ポ

ス
ト
」
。
こ
の

か颯官っ詢穆鮮崚測せ一らい最‐こ諷隷̈
詳はほ

う
よ
う
仕
向
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
ん
と

も
巧
妙
な
裁
判
官
統
制
で
は
な
い
か
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
昇
給
基
準
の
不
透
明

さ
が
、
さ
ら
に
別
の
大
き
な
問
題
を
生
ん
で

い
る
可
能
性
が
あ
る
と
生
田
氏
は
言
う
。

「
本
来
、
そ
の
年
に
３
号
に
な
る
予
定
の
裁

判
官
全
員
の
報
酬
を
含
め
た
人
件
費
が
予
算

要
求
さ
れ
て
い
る
は
ず
。
し
か
し
、
そ
の
年
　
′

に
３
号
に
な
れ
な
か
っ
た
裁
判
官
が
い
る
と

す
れ
ば
、
使
わ
れ
な
い
予
算
が
あ
る
か
も
し

れ
な
い
わ
け
で
す
。
私
は
そ
の
余

っ
た
予
算

が
最
高
裁
の

″
裏
金
″
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
間
を
持
ち
、
以
前
か
ら

発
言
し
て
き
ま
し
た
」

最
高
裁
に
″裏
金
〃
Ｐ
　
裏
金
と
い
え
ば
、

全
国
の
地
方
自
治
体
や
警
察
、
検
察
庁
な
ど

で
組
織
的
な
裏
金
作
り
が
発
覚
し
た
こ
と
は

あ
る
が
、
ま
さ
か

「
法
の
番
人
」
で
あ
る
最

９

高
裁
に
裏
金
な
ん
て
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
　
　
６

裁 判 官 報 酬 俸 給 月額

最高裁判所長官 207万 1000円

最高裁判所判事 151万 2000円

東京高等裁判所長官 144万 8000円

その他の高等裁判所長官 134万 1000円 裁判官の報酬は

判事で 8段階、

判事捕で12段階判事 判事補 簡裁判亭

121万 1000円  に綱かく分かれ

106万 6000円

赫

11肇 34方|100嘉 :

口写 72万 8000円

口宣 65万 4000円  ている必要があ

０
写 59万 2000円 るのか

53万 3000円

44万 8600円

43万  600円

7号 39万 5900円

37万  500円

9号 34万 6600円   初任給調整手当

5号 10号 32万 3100円     1万 9000円

6号 30万 7100円 3万 900円

口〓 28万 8700円 4万 5100円

27万 8000円 5万 1100円

14号 25万 4200円 7万 円

10号

11号

15号 24万 5200円 7万 5100円

1号

る。ほとんどの

場合、判事補を

10年やつたら判

事に昇進するの

に12段階に分け

口
万

16号 23万 4400円    8万 3900円

12号 17号 22万 7000円    8万 7800円

谷驀祓鼈 【国の予算に対する害J合 〕

裁判所予鍔I単頭     3275億 8084万 9000円 0394%

(予 算の内容) 【裁判所予算額に対する割合】

入件賣 2,211億も―

'3=″

2000H 33111%

施設費 200億4313万 2000円 61°/.

裁判費 185億 3015万 9000円 57%

その他 168億 3667万 6000円 5.1%

予備経費 800万 円 00%

(国の予算総額 83兆613億3901万 3000円 )

裁判所予算の約83%を 占める人件貴。裁判官の昇給基準が明らかではないため、

余つた予算が
｀
不適切

´に使われているのではないかとの疑惑を招く結果に



裁
判
所
の
人
件
費
予
算
額
は
約
２
７
２
１

億
６
千
万
円
で
、
総
予
算
額
の
８３

・
１
％
を

占
め
る
（
０８
年
度
。前
ペ
ー
ジ
の
表
３
参
照
）
。

生
回
氏
は
３
号
問
題
が
何
十
年
も
続
い
て
き

た
こ
と
を
考
え
る
と
、
過
去
の
一異
金
総
額
は

″
何
十
億
円
″
に
も
の
ば
る
の
で
は
な
い
か

と
推
測
し
て
い
る
。

「
こ
れ
ま
で
私
が
指
摘
し
て
き
た
こ
と
が
ま

っ
た
く
の
事
実
無
根
で
あ
れ
ば
、
最
高
裁
か

ら
抗
議
が
き
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
で
す

が
、
今
の
と
こ
ろ
、
そ
う
し
た
反
応
は
ま

っ

た
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
指
摘
が
あ
な
が
ち

的
外
れ
で
は
な
い
と
考
え
る
以
外
に
な
い
の

で
す
」
（生
田
氏
）

実
は
、
生
田
氏
は
報
酬
問
題
を
明
ら
か
に

し
よ
う
と
、
今
年
４
月
２８
日
付
で
最
高
裁
に

対
し
、
裁
判
官
の
報
酬
に
関
す
る
運
用
マ
ニ

ュ
ア
ル
な
ど
多
く
の
文
書
の
開
示
を
求
め
る

「
司
法
行
政
文
書
開
示
申
出
書
」
を
送

っ
て

い
る
。対
象
と
な
る
文
書
が
開
示
さ
れ
れ
ば
、

裁
判
官
が
４
号
か
ら
３
号
に
な
る
時
期
や
、

３
号
報
酬
用
の
予
算
額
、
あ
る
い
は
３
号
報

酬
用
の
予
算
の
う
ち
余

っ
た
予
算
が
あ
っ
た

場
合
の
使
い
道
な
ど
が
明
ら
か
に
な
る
は
ず

な
の
だ
。

生
田
氏
の
開
示
申
出
に
対
し
、
最
高
裁
は

よ
う
や
く
７
月
２９
日
付
で

一
部
の
行
政
文
書

を
開
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
文
書
は

「
裁

判
官
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
」
「
裁
判

官
の
人
事
評
価
に
関
す
る
規
則
の
運
用
に
つ

い
て
」
な
ど
だ
け
で
、
肝
心
の
報
酬
に
関
す

る
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
や

「
３
号
問
題
」
に
関

す
る
根
拠
規
定
な
ど
は

「
開
示
し
な
い
」
と

さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、

「
そ
の
よ
う
な
文
書
は
存
在
し
な
い
「
―
―
。

最
高
裁
の
要
綱
に
は
、
行
政
文
書
の
開
示

の
申
し
出
が
あ

っ
た
場
合
、
原
則
３０
日
以
内

に
開
示
も
し
く
は
非
開
示
の
連
絡
を
行
な
う

と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
な
の
に
、
そ
れ
を
３

ヵ
月
も
引
き
延
ば
し
て
お
い
て

「
開
示
し
な

い
」
と
は
…
。
こ
れ
に
生
田
氏
が
債
る
。

「
報
酬
に
関
す
る
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
の

文
書
が
存
在
し
な
い
な
ん
て
こ
と
が
あ
る
は

ず
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
最
高
裁
は
何
を
根

拠
に
裁
判
官
の
報
酬
を
決
め
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
私
は
、
３
号
問
題
に
絡
ん
で
最
高

裁
に
裏
金
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

い
を
ま
す
ま
す
強
く
し
ま
し
た
」

実
際
に
昇
給
は
ど
の
よ
う
に
決
ま

っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？
　
記
者
の
取
材
に
対
し

て
、
最
高
裁
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

「
裁
判
官
の
昇
給
は
経
験
年
数
や
ポ
ス
ト
な

ど
を
考
慮
し
、
最
高
裁
裁
判
官
会
議
で
決
定

し
て
い
ま
す
。
昇
給
の
基
一準
に
つ
い
て
定
め

た
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
運
用
と
し
て
は
、

裁
判
官
任
官
後
、
約
２０
年
の
間
、
裁
判
官
の

職
務
執
行
の
独
立
へ
の
配
慮
な
ど
か
ら
長
期

病
休
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り
、
同

期
任
官
の
裁
判
官
は
同
時
期
に
昇
給
す
る
運

用
を
行
な

っ
て
い
ま
す
。
任
官
後
２０
年
を
経

過
し
た
後
は
、裁
判
官
の
経
験
年
数
の
ほ
か
、

ポ
ス
ト
、
勤
務
状
況
な
ど
を
考
慮
し
て
決
定

さ
れ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
余

っ
た
人
件
費
予
算
が
あ

っ
た
場

合
は
不
用
計
上
し
て
国
庫
に
返
納
し
て
い
ま

す
か
ら
、
余

っ
た
人
件
費
が
裏
金
ど
し
て
使

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

（事
務
総
局
広
報
課
）

最
高
裁
は
こ
の
よ
う
に
裏
金
疑
惑
を
否
定

す
る
が
、
情
報
が
開
示
さ
れ
な
い
た
め
、
最

高
裁
が
現
在
、
裏
金
作
り
を
本
当
に
行
な

っ

て
い
な
い
か
ど
う
か
は
定
か
で
な
い
。
し
か

し
、
か
つ
て
最
高
裁
に

″裏
金
〃
や
予
算
の

″不
当
流
用
″
が
あ

っ
た
こ
と
が
、
あ
る
元

裁
判
官
の
回
顧
録
の
中
に
触
れ
ら
れ
て
い

た
。

あ
る
国
顧
轟
で
轟
轟
さ
れ
た

『子
算
漉
圏
」や
『カ
ラ
菫
張
』

そ
れ
は
、
最
高
裁
事
務
総
局
経
理
局
主
計

課
長
や
山
形
地
裁
所
長
な
ど
を
歴
任
し
た
石

川
義
夫
氏
が
０６
年
１２
月
に
出
版
し
た

『
思
い

出
す
ま
ま
』
（
れ
ん
が
書
一房
新
社
）
で
あ
る
。

記
者
は
著
者
の
石
川
氏
に
連
絡
を
と

っ

た
。
結
局
、
取
材
に
は
応
じ
て
も
ら
え
な
か

っ
た
が
、
著
書
か
ら
の
引
用
許
可
を
得
た
の

で
、
関
係
箇
所
を
抜
き
出
し
て
み
た
い
。

石
川
氏
は
経
理
局
主
計
課
長
時
代
、
事
務

総
局
の
人
事
局
長
と
経
理
局
長
の
お
伴
で
、

銀
座
の
某
ク
ラ
ブ
や
三
原
橋
の
某
寿
司
店
で

飲
食
し
た
。
そ
し
て
そ
の
つ
け
は
Ｆ
〓
議
費
」

名
目
で
処
理
さ
れ
て
い
た
。
石
川
氏
は

「
国

民
の
税
金
が
そ
の
よ
う
に
無
駄
遣
い
さ
れ
る

の
に
耐
え
ら
れ
ず
」
、
先
輩
の
元
主
計
課
長

に
相
談
に
行

っ
た
。
だ
が
、
そ
の
元
課
長
は

一
大
幅
な
営
繕
会
議
費
の
増
額
が
あ
り
、
予

算
は
十
分
あ
る
か
ら
心
配
す
る
な
と
言

っ

た
」
と
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
石
川
氏
は

「
営
繕
会
議
費
は

営
繕
工
事
に
関
し
工
事
関
係
者
の
間
で
行
わ

れ
る
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か

ら
、
前
記
の
よ
う
な
使
い
方
が
不
当
な
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
」
と
記

述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
予
算
の

″
不
当
流

用
″
が
あ
？
た
わ
け
だ
ｏ
　
　
　
　
　
　
・

ま
た
、
山
形
地
裁
勤
務
時
代
に
は
、
職
員

の

「カ
ラ
主．
張
」
で
蓄
え
た
一異
金
の
出
軸
を

記
載
し
た
大
学
ノ
ト
ト
が
あ
り
、
石
川
氏
が

焼
却
を
命
じ
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
６０
～
７０
年
代
の
こ
と

で
、
重
日
の
話
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
ｏ

最
高
裁
も
、

「
本
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
の
真
偽
に
つ
い

て
は
不
明
で
す
が
、
現
在
で
は
適
正
な
予
算

の
執
行
を
行
な

っ
て
お
り
、
不
適
切
な
予
算

の
流
用
や
旅
費
の
支
出
は
し
て
い
な
い
と
認

識
し
て
お
り
ま
す
」
（事
務
総
局
広
報
課
）

と
答
え
る
。

し
か
し
、
裁
判
所
の
カ
ラ
出
張
に
つ
い
て

最高裁事務総局の

主計課長を務めた
ことのある石り|1義

夫氏の回顧録 に

は、事務総局幹部
による予算の不当

流用や地方裁判所
におけるカラ主張

のほか、事務総局

幹部が1日 大蔵省主

計局幹部や自民党

政治家などを一流

料亭やキャパレー

などで接待してい

たことが記述され

ている 饗



【短期集中シリ=ズ】

は
、

９０
年
度
、
東
京
、一
広
島
、
福
岡
な
ど
マ

地
方
裁
判
所
で
１
６
２
０
件

（
口
）
、
総
額

１
９
７
３
万
円
の
旅
費
が

「
不
適
正
支
出
」

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
会
計
検
査
院
の
検
査
で

発
覚
し
て
い
る
。
裁
判
官
や
裁
判
所
職
員
ら

の
出
張
の
際
、
日
帰
り
出
張
を
１
泊
２
日
に
、

１
油
２
日
の
出
張
を
２
泊
３
日
な
ど
と
し
て

水
増
し
請
求
し
て
い
た
と
い
う
の
だ
。　

・

こ
れ
に
つ
い
て
、
あ
る
元
裁
判
官
が
嘆
く
。

「
確
か
に
以
前
は
カ
ラ
出
張
が
あ
り
ま
し

た
。
私
自
身
、
行

っ
て
も
い
な
い
出
張
の
書

類
に
判
を
押
し
て
く
れ
と
言
わ
れ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
８０
年
代
の
終

わ
り
頃
に
は
な
く
な
っ
た
は
ず
…
」

こ
れ
で
は
、
裏
金
の
存
在
は
と
も
か
く
と

し
て
、
最
高
裁
を
含
め
た
裁
判
所
の
予
算
執

行
に
ま

っ
た
く
問
題
が
な
か
っ
た
と
は
言
い

切
れ
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
ヽ
実
は
こ
れ
ま
で
裁
判
所
予
算
に
対

す
る
チ
ェ
ッ
ク
機
能
は
十
分
に
働
い
て
こ
な

か
つ
た
と
い
わ
れ
る
。
本
来
は
国
会
の
場
で

チ
エ
ッ
ク
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
三
権
分
立
の

原
則
の
下
、
国
会

（立
法
府
）
が
手
を
出
せ

ば

「
司
法
権

へ
の
介
入
」
と
受
け
取
ら
れ
る

可
能
性
が
あ
る
た
め
、
国
会
議
員
の
間
で
も

「
裁
判
所
予
算
は
聖
域
」
と
す
る
不
文
律
が

あ
っ
た
と
い
う
。

国
会
が
判
決
な
ど
裁
判
内
容
に
介
入
す
る

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
許
さ
れ
な
い
。
ｔ
か
し
、

裁
判
所
予
算
も
我
々
国
民
の
税
金
で
賄
わ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
国
会
が
目
を
光
ら
せ
る

べ
き
だ
し
、
会
計
検
査
院
も
裁
判
所
予
算
の

執
行
に
つ
い
て
精
査
す
べ
き
で
あ
る
。

裁
判
員
痙
報
事
業
聾
発
電
も
え

曇
轟
裁
の
フ不
遍
爾
緩
躍
″

国
会
に
よ
る
最
高
裁
の
予
算
チ
ェ
ッ
ク
に

つ
い
て
は
、
実
は
つ
い
撮
近
、
行
ｔ
わ
れ
た
一

こ
と
が
あ
る
。
最
高
裁
が
裁
判
員
制
度
の
広

報
事
業
を
め
ぐ
っ
て

″
不
適
切
な
″
契
約
を

し
た
と
し
て
、
国
会
で
追
及
さ
れ
た
の
だ
。

最
高
裁
は
、
裁
判
員
制
度
を
国
民
に
広
報

す
る
た
め
、

０５
～
０６
年
度
、
総
額
約
２．
億
６

千
万
円
の
予
算
を
使
い
、
全
国
各
地
で
裁
判

員
制
度
全
国
フ
ォ
ー
ラ
ム

（
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ

ィ
ン
グ
）
の
開
催
や
広
報
用
ビ
デ
オ
の
制
作

な
ど
を
行
な

っ
た
。

ｔ
か
し
、
事
業
の
請
負
業
者
と
契
約
書
を

作
た
ず
る
喉
、
多
く
の
事
業
で

「
渓
際
に
契

約
し
た
日
付
よ

，
さ
か
の
ば
っ
て
」
事
業
開

始
前
の
日
付
を
書
類
に
記
載
し
て
い
た
こ
と

が
発
覚
し
た
。
つ
ま
り
、
正
式
な
契
約
書
が

作
成
さ
れ
て
い
な
い
段
階
か
ら
事
業
が
す
で

に
行
な
わ
れ
て
い
た
の
だ
。

こ
の
が
さ
か
の
ば
り
契
約
〃
の
問
題
を
０７

年
の
衆
院
予
算
委
員
会
で
追
及
し
た
、
保
坂

展
人

。
前
衆
院
議
員

（社
民
党
）
が
指
摘
す

ワハフ
。「

巨
額
の
お
金
を
使

っ
た
事
業
な
の
に
、
正

式
な
契
約
書
も
作
ら
ず
に
業
者
任
せ
に
す
る

な
ん
て
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で

す
。
し
か
も
、
国
が
契
約
書
を
作
成
す
る
場

合
、
『押
印
、
署
名
し
た
と
き
に
契
約
書
の

効
力
が
発
効
す
る
』
と
い
う
最
高
裁
判
例
が

あ
り
、
そ
れ
が
国
の
契
約
な
ど
を
定
め
た
会

計
法
に
反
映
さ
れ
た
経
繹
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

″
さ
か
の
ば
り
契
約
″
は
最
高
裁
が
自
ら
の
判

例
に
違
反
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
」

最
高
裁
の
判
例
は
高
裁
や
地
裁
な
ど
下
級

裁
判
所
の
判
決
の
基
準
と
も
な
っ
て
い
る
。

そ
の
最
高
裁
が
判
例
違
反
を
犯
す
と
は
シ
ャ

レ
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

戦
後
、
最
高
裁
の
経
理
問
題
に
斬
り
込
ん

だ
の
は
保
坂
氏
が
初
め
て
と
さ
れ
る
が
、
こ

の
国
会
追
及
を
機
に
、
会
計
検
査
院
が
裁
判

員
制
度
広
報
事
業
に
つ
い
て
異
例
の
検
査
を

行
な
い
、

０７
年
‐２
月
の
報
告
書
に
お
い
て
「
最

高
裁
判
所
に
お
け
る
多
数
の
契
約
に
お
絆
て

さ
か
の
ば
り
契
約
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と

は
誠
に
遺
憾
な
こ
と
」
と
批
判
し
た
。

さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
最
高
裁
が
行
な
っ

た
０５
，
０６
年
度
の
裁
判
員
広
報
事
業
の
当
初

予
算
要
求
額
の
う
ち
、

２
年
間
で
約
３
億
３

千
万
円
の
未
執
行
額
、
つ
ま
り

″余

っ
た
お

金
″
が
あ
る
こ
と
が
保
坂
氏
の
調
べ
で
わ
か

っ
た
こ
と
だ
。
最
高
裁
は
、
余

っ
た
お
金
は

裁
判
所
施
設
費
な
ど
ほ
か
の
科
目
に
流
用
ｔ

た
り
、
国
庫
に
返
納
し
た
り
し
た
と
い
う
が
、

そ
の
内
訳
は
不
明
…
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
最
高
裁
の
予

算
執
行
の
問
題
は
裁
判
員
制
度
の
広
報
事
業

だ
け
に
限

っ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
あ
る

い
は
裁
判
官
報
酬
の

「
３
号
問
題
」
で
浮
か

び
上
が
る
よ
う
に
、
人
件
費
予
算
が
適
切
に

使
わ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
間

が
再
び
出
て
く
る
の
も
仕
方
の
な
い
こ
と
で

は
な
い
か
？

こ
う
し
た
疑
間
に
答
え
る
た
め
だ
も
、
最

高
裁
は
ま
ず
、
前
出

。
生
田
弁
護
士
が
求
め

て
い
る
裁
判
官
報
酬
や
転
勤
に
関
す
る
司
法

行
政
文
書
を
全
面
的
に
開
示
す
べ
き
だ
ろ

「つノ。裁
判
員
制
度
に
よ
っ
て
、
市
民
が
直
接
、

裁
判
に
関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ど
こ
ろ
が
、

そ
の
裁
判
に
絶
大
な
影
響
力
を
持
つ
裁
判
官

は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
勤
務
地
、

報
酬
な
ど
の
人
事
に
関
し
、
最
高
裁
か
ら
様

々
な
統
制
を
受
け
て
い
る
。そ
の
最
高
裁
が
い

実
は
裏
金
疑
惑
や
判
例
違
反
を
指
摘
さ
れ
る

よ
う
な
歪
ん
だ
官
僚
組
織
だ

っ
た
と
す
る

と
、
ニ
ッ
ポ
ン
の
裁
判
自
体
が
危
な
い
こ
と

に
な
り
は
し
な
い
か
？

そ
こ
で
次
号
で
は
、
全
国
約
３
５
０
０
人

の
裁
判
官
の
人
事
を
牛

耳
る

「
最
高
裁
事

務
総
局
」
（
最
高
裁
の
庶
務
部
門
）
の
実
態

に
迫
り
た
い
―
　
　
　
　
　
　
（
つ
づ
く
）

裁判員制度全国フォーラム (タ ウンミーティング)な ど華判

員広報事業では、最高裁による、自らの判例に違反する

不適切な
｀
さかのぼり契約

′が発覚 し、国会で追及された

/7 取材・文/西島博之

写真/村上庄吾緑餓 )共同通信社 毎日新聞社 図版/nmnm


