
人
事
種
を
試
器
に
全
国
の
霧
鋼
富
を
続
制
す
る
最
高
轟
事
務
織
震
―
―
。

そ
こ
は
塁
り
…
卜
裁
判
官
と
し
て
純
轄
鰭
嚢
書
れ
た
約
鶉
人
の

『司
濃
富
億
」が
重
醸
す
る
国
法
界
の
フ伏
麗
殿
″だ
つ
た
管

『判
決
を
書
か
な
い
』霧
割
富
な
の
に
，中
央
書
府
の
高
級
富
療
菫
み
の

霧
醜
老
得
、国
会
か
ら
批
判
さ
れ
て
も
権
力
量
手
旗
そ
う
と
し
な
嚇
卜
。

現
場
の
量
割
書
の
構
決
の
行
方
を
も
な
書
す
る
と
ま
で
い
わ
れ
る

彼
ら
エ
リ
‥
卜
裁
判
官
の
″覇
襲
″を
徹
底
鰤
鍾
轟
ぐ
雪

鏃
錮

藪
灯
褥一一一一聰軒
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明治大学・西川伸―教授の著

書。「裁判員常1度 導入のきっか

けとなった司法制度改革審議会

の意見書には司法官僚統制への

言及がない。法服を着ないエリ
ート裁判官による裁判官統制の

実態を解明し、それを改革しな

い限り、司法改革は著しく不徹

底に終わらぎるをえない」と、

西り11氏 は指摘する 全
国
の
難
鸞
雪
を
続
ド
す
る

″影
の
主
鑽
″事
務
纏
震

前
号
て
お
伝
え
し
た
よ
う
に
、
裁
判
官
は

昇
給
、
勤
務
地
な
ど
人
喜
・面
で
最
高
裁
に
統

制
さ
れ
、
裁
判
所
内
で
も
自
由
な
発
言
さ
え

で
き
な
い
実
態
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

そ
の
人
事
を
牛

耳

っ
て
い
る
の
が

「
最
高

裁
事
務
総
局
」
と
い
う
部
署
だ
。
こ

れ
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
組
織
な

の
だ
ろ
う
か
？

そ
の
前
に
ま
ず
最
高
裁
に
つ
い
て

簡
単
に
説
明
し
よ
う
。
最
高
裁
に
は

ふ
た
つ
の

″顔
″
が
あ
る
。
最
高
裁

長
官
お
よ
び
】
人
の
最
高
裁
判
事
に

よ

っ
て
、
上
告
さ
れ
た
事
件
な
ど
の

裁
判
を
行
な
う

「
裁
判
部
門
」
の
顔

と
、
全
国
の
裁
判
官
や
裁
判
所
職
員

の
人
事
や
給
与
、
予
算
の
切
り
盛
り
、

施
設
管
理
な
ど
を
行
な
う
、
い
わ
ゆ

る

「
司
法
行
政
部
門
」
と
し
て
の
顔

で
あ
る
（
１５２
ぺ
‐
ジ
の
図
を
参
照
）
。

最
高
裁
の
司
法
行
政
は
本
来
、
最
高
裁
長

官
が
総
括
す
る

「
裁
判
官
会
議
」
が
意
思
決

定
機
関
で
あ
り
、
こ
こ
の
議
決
に
よ

っ
て
進

め
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ

の
実
務
は
庶
務
担
当
の

「
事
務
総
局

一
が
取

り
仕
切

っ
て
お
り
、
原
案
を
事
務
総
局
が
作

成
、
裁
判
官
会
議
は
た
だ
そ
れ
を

″承
認
″

す
る
だ
け
と
い
わ
れ
て
い
る
。

国
権
の
最
高
機
関
は

一‐国
会

」
だ
が
、
実

際
に
国
を
動
か
し
て
い
る
の
は

重
一家
が
受
つ

官
僚
機
構

・
と
い
う
つ
と
同
じ
よ
う
な
Ｌ
Ｅ

だ
。
ち
な
み
に
、
高
裁
、
地
裁
、
家
裁
に
も

そ
れ
ぞ
れ
司
法
行
政
を
担
当
す
る
「
事
務
局
」

が
置
か
れ
て
い
る
。

最
高
裁
の
裁
判
部
門
は
そ
の
判
決
が
報
道

さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
我
々
国
民
に
も
う

か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
司

法
行
政
部
門
が
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
こ
と

は
稀
で
、
国
民
に
そ
の
実
態
が
明
ら
か
に
な

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
だ
が
、
そ
の
司

法
行
政
を
担
う
事
務
総
局
こ
そ
が
全
国
の
裁

判
所
の

″
司
令
塔
″
の
役
割
を
果
た
し
て
い

る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
だ
。

司
法
行
政
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
が
最
高

裁
職
員
な
ら
び
に
高
裁

（
全
国
８
）
や
地
裁

（
全
国
５０
）
な
ど
下
級
裁
判
所
お
よ
び
職
員

を
監
督
す
る
。
さ
ら
に
、
高
裁
は
管
内
の
地

裁
や
そ
の
職
員
を
監
督
す
る
…
と
い
う
よ
う

に
、
最
高
裁
を
頂
点
に
全
国
の
裁
判
所
が
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
裁
判
官
の
任
命
に
つ
い
て
み
て

み
よ
う
。
裁
判
官

（
高
裁
長
官
、
判
事
、
判

事
補
、簡
裁
判
事
）
の
任
命
は
最
高
裁
の
指
名

し
た
名
簿
に
基
づ
き
内
閣
に
よ

っ
て
行
な
わ

れ
る
。
そ
の
名
簿
の
決
定
権
も
最
高
裁
の
裁

判
官
会
議
に
あ
る
の
だ
が
、
実
質
的
な
名
簿

作
成
は
事
務
総
局
に
よ

っ
て
行
な
わ
れ
る
。

１０
年
ご
と
の
再
任
時
に
、
こ
の
名
簿
に
登

載
さ
れ
な
い
裁
判
官
は
そ
の
身
分
を
失
う
こ

と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
裁
判
官
が
ど
こ
の
裁

判
所
に
勤
務
す
る
か
を
決
め
る
の
も
最
高
裁

の
縫
隈
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
の
″
生
殺
与
奪
″

は
最
高
裁
事
務
総
局
に
か
か
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
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で
は
、
そ
の
最
高
裁
事
務
総
局
の
素
顔
と

は
？
　
〓
日
本
司
法
の
逆
説
　
最
高
裁
事
務

総
局
の
「
裁
判
し
な
い
裁
判
官
∵
ネ
っ́
』
（
五

月
書
一房
）
の
著
者
で
、
明
治
大
学
政
治
経
済

学
部
の
西
川
伸

一
教
授
が
指
摘
す
る
。

「
事
務
総
局
に
は
本
音
と
建
前
の

″
ふ
た
つ

の
顔
″
が
あ
り
ま
す
。
建
前
は
裁
剖
事
務
の

お
手
伝
い
を
す
る
庶
務
係
。
し
か
し
、
本
音

の
顔
は
裁
判
あ
る
い
は
裁
判
官
を
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
す
る

″影
の
主
役
″
で
す
。
再
任
、
昇
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聟   仁幽獅

司法行政部門
(裁判官会議)

昨年11月 に最高

裁長官に就任し

た
｀
司法行政の

エースイといわ

れ る竹 崎博允

氏。最高裁判事
14人 をゴボウ抜

きしての長官就

任は異例

裁判部門
(合議制)

最高裁は裁判部門と司法行政部
門 (裁判官の人事、予算編成な
どを担当)に分かれる。司法行
政は約50人の「判決を書かない」
エリート裁判官が君臨する事務
総局を中心にして、裁判官人事
は人事局が司る。本来、司法行
政の意思決定機関は「裁判官会
議」だが、事務総局が実質的な
権限を持つ

給
、
任
地
を
は
じ
め
と
し
た
人
事
権
を

″
武

器
″
に
、
裁
判
官
が
下
す
判
決
、
さ
ら
に
は

日
本
の
裁
判
そ
の
も
の
を
縛
っ
て
い
る
大
き

な
存
在
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
裁
判
官
は
憲
法
で
独
立
し
た
存
在
で
あ

る
こ
と
を
保
障
さ
れ
、
自
分
の
意
思
に
沿
わ

な
い
転
勤
は
拒
否
で
き
る
と
法
律
で
定
め
ら

れ
て
い
な
が
ら
、
人
事
権
を
握

っ
て
い
る
最

高
裁
事
務
総
局
に
は
事
実
上
逆
ら
え
な
い
構

図
が
あ
る
の
で
す
」

「現
場
の
裁
判
奮
懲

罐
し
覇
藝
懸
が
量
』ど
一

嘲
っ
た
司
濃
奮
療

本
来
、
裁
判
官
の
仕
事
は
裁
判
で
判
決
を

出
す
こ
と
が
メ
イ
ン
の
は
ず
。
し
か
し
、
現

実
は
、
む
し
ろ
裏
方
で
あ
る
は
ず
の
最
高
裁

事
務
総
局
に
勤
務
す
る
こ
と
が
出
世
コ
ー
ス

に
な

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

事
務
総
局
■
ッ
プ
の

「事
務
総
長
」
は
、

そ
の
職
に
あ
る
期
間
は
裁
判
官
と
し
て
の
身

分
を
離
れ
る
。
し
か
し
事
務
総
局
の
局
長
、

課
長
、
そ
し
て
若
く
し
て
事
務
総
局
に
抜
櫂

さ
れ
る

「局
付
判
事
補
」
と
い
わ
れ
る

″幹

部
候
補
生
″
は
裁
判
官
の
身
分
の
ま
ま
だ
「

こ
う
し
た
事
務
総
局
の
裁
判
官
は
最
難
関

の
司
法
試
験
を
バ
ス
し
た
裁
判
官
の
中
で

も
、
■
ら
に
優
秀
な
エ
リ
ー
ト
た
ち
で
占
め

ら
れ
る
。
彼
ら
電
「司
法
官
僚
」と
い
わ
れ
、

特
別
な
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

戦
前
は
、
律
政
機
関
一
″
な
司
法
省
ド
裁

判
官
の
人
事
権
を
握
つ
て
い
た
。
そ
れ
が
裁

判
へ
の
政
治
介
ん
ど
招
卜
た
と
し
て
、戦
後
〉

最
高
裁
を
頂
点
と
す
る
司
法
権
は
行
政
権
か

ら
独
立
し
た
。
し
か
し
、
今
の
裁
判
官
は
、

今
度
は
事
務
総
局
ｔ
い
う
司
法
官
僚
の
支
配

を
受
け
る
よ
う
に
な
つ
て
し
ま

，
た
。
裁
判

官
が
統
制
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
で
は
戦

前
ヽ
今
も
変
わ
ら
な
い
の
だ
”

彼
ら
、
司
法
官
僚
の‥意
識
が
ど
の
よ
う
な

も
の
か
を
物
語
る
エ
ピ
ソ，ト
ド
が
あ
る
。

前
号
で
も
引
用
し
た
、
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
元
裁
判
官
の
石
川
義
夫
氏
が
出
版

し
た

『
思
い
出
す
ま
ま
』
（
れ
ん
が
書
一房
新

社
）
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

「
私
は
何‥
度
か
彼

（注

¨
最
高
裁
事
務
総
庁

人
事
局
長
、
事
務
総
長
、
東
京
高
裁
長
官
、

最
高
裁
判
事
を
経
て
最
高
裁
長
官
に
就
任
し

た
矢
口
洪

一
氏
）
が
い
わ
ゆ
る
現
場
の
裁
判

官
、
す
な
わ
ち
裁
判
実
務
オ
ン
リ
ー
の
裁
判

官
た
ち
の
こ
と
を
『
度
し
難
い
愚
か
者
ど
も
』

と
期

い
きた
の
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
常

に
大
袈
裟
な
表
現
を
す
る
の
が
彼
の
癖
で
は

あ

っ
た
が
、
私
と
彼
と
二
人
だ
け
の
折
の
右

の
放
言
は
私
は
彼
の
本
音
で
あ
る
と
思
う
」

前
出
。西
川
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

秘
書
課

広
報
課

情
報
政
策
課

総
務
局

「
事
務
総
局
の
司
法

官
僚
は
、
要
す
る
に

『
裁
判
官

で
あ
れ
ば

裁
判
な
ん
て
で
き
る

の
は
当
た
り
前
。
人

事
な
ど
司
法
行
政
を

司

る
我

々
こ
そ
が

優
秀
な
裁
判
官
な
ん

だ
』
と
い
う
強
烈
な

エ
リ
ー
ト
意
識
の
持

ち
主
で
す
。
そ
し
て
、

「
裁
判
を
し
な

い
裁

判

官

の

ほ
う

が
偉

い
』
、
そ
う
い
う
″逆

経
理
局

民
事
局

刑
事
局

行
政
局

家
庭
局

立
ち
し
た
文
化
″
が
裁
判
官
の
間
に
で
き
あ

が
っ
て
い
る
の
で
す
」

前
述
し
た
よ
う
に
、
日
本
の
裁
判
所
は
最

高
裁
を
頂
点
に
高
裁
、
さ
ら
に
地
裁
…
と
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
型
に
組
織
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し

て
、
最
高
裁
の
意
向
は
高
裁
に
伝
え
ら
れ
、

さ
ら
に
高
裁
は
地
裁
を
監
督
す
る
と
い
う
仕

組
み
に
な

っ
て
い
る
一

「
そ
の
結
果
ヽ
地
裁
の
裁
判
官
は
高
裁
の
控

訴
審
で
ひ
っ
く
り
返
さ
れ
な
い
無
難
な
判
決

を
書
く
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
高
裁
の
裁
判
官
は
最
高
裁
で
ひ
つ

く
り
返
さ
れ
な
い
よ
う
な
判
決
を
い
か
に
書

Ｘ
い
に
腐
心
す
る
。
自
分
が
書
い
た
判
決
が

〓篠

る
と
最
高
裁
に
よ
る
人
事
評
価
に
傷
が

つ
き
、
地
方
へ
の

″
左
遷
″
に
も
つ
な
が
る

か
ら
で
す
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
裁
判
官
は

常
に
上
に
従
う
こ
と
が
自
分
の
評
価
に
な

り
、
出
世
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
の

最晟戴蠅所の経纏

大
法
廷

第
一小
法
廷

第
二
小
法
廷

第
二
小
法
廷

裁
判
所
職
員
総
合
研
修
所

最
高
裁
判
所
図
書
館

最 高 裁 判 所
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で
す
」
（西
川
氏
）

こ
う
し
て
、
上
ば
か
り
を
気
に
す
る

「
ビ

ラ
メ
裁
判
官
」
が
見
事
に
で
き
あ
が

っ
て
い

く
わ
け
だ
。
こ
れ
で
は
国
民
無
視
、
．当‥
事
者

不
在
の
裁
判
が
行
な
ゎ
れ
る
の
も
当
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
…
。

ち
な
み
に
、
エ
リ
ー
ト
裁
判
官
に
は
国
民

の
選
挙
で
選
ば
れ
た
国
会
議
員
さ
え
も

″格

下
″
に
見
え
る
ら
し
い
。
保
坂
展
人

・
前
衆

議
院
議
員

（社
長
党
）
が
、
そ
れ
を
う
か
が

わ
せ
る
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し

て
く
れ
た
。

「
記
者
会
見
の
た
め
に
東
京
高
裁
に
行

っ
た

時
の
こ
と
で
す
。
社
長
党
に
割
り
当
て
ら
れ

て
い
る
国
会
の
車
で
行

っ
た
ん
で
す
が
、
高

裁
の
間
を
入

っ
て
い
こ
う
と
し
た
ら
、
守
衛

さ
ん
に
止
め
ら
れ
て

『
こ
の
一早
は
官
の
童
，じ

ゃ
な
い
か
ら
入
っ
ち
ゃ
ダ
メ
だ
』
と
言
わ
れ

た
ん
で
す
。
「
官
と
い
う

の
は
な
ん
で
す

か
？
卜
と
聞
い
た
ら
裁
判
官
の

″官
〃
の
こ

と
だ
と
い
う
ん
で
す
ね
。
国
会
議
員
を
特
別

扱
い
し
ろ
と
言
う
つ
も
り
は
も
ち
ろ
ん
あ
り

ま
せ
ん
。
で
も
、
そ
れ
が
裁
判
所
の
権
威
と

い
う
も
の
な
ん
だ
と
感
じ
ま
し
た
」

欄
人
以
上
の
戴
蠅
奮
が

覇
決
を
書
鰤
で
経
な
い
‥

で
は
、
全
国
約
３
５
０
０
人
の
裁
判
官
を

統
制
す
る
と
い
わ
れ
る
司
法
官
僚
と
は
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
な
の
だ
ろ
う

か
。
一則
出

。
西
川
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
ら
は
「
ほ

ぼ
共
通
し
た
経
歴
」
を
た
ど
る
と
い
う
。

ま
ず
判
事
補
と
し
て
任
官
す
る
段
階
で
、

東
大
、
京
大
出
身
で
年
齢
が
若
く
、
司
法
修

習
の
成
績
が
優
秀
で
素
直
な
性
格
の
人

（
上

司
の
意
向
に
従
い
や
す
い
か
ら
？
）
は
、
将

来
の
司
法
官
僚
の

″候
補
生
″
と
目
さ
れ
る

と
い
う
。

そ
し
て
ヽ
初
任
地
と
し
て
東
京
地
裁
な
ど

大
都
市
の
地
裁
に
勤
務
。
そ
の
後
、
２
～
３

年
で
最
高
裁
事
務
総
局
の
局
付
判
事
補
と
な

り
司
法
行
政
の
初
歩
を
学
ぶ
¨
そ
の
後
、
現

場
で
裁
判
実
務
に
数
が
る
ポ
ス
ト
を
は
さ
み

な
が
ら
、
司
法
官
僚
と
し
て
の
出
世
の
階
段

を
ひ
た
す
ら
の
ぼ
っ
て
い
く
。

事
務
総
局
の
課
長
、
局
長
、

東
京
高
裁
管
内
の
地
裁
所
長
、

事
務
総
長
、
高
裁
長
官
、
最
高

裁
判
事
、
最
高
裁
長
官
…
。
こ

の
よ
う
な
出
世
の
パ
タ
ー
ン
が

で
き
あ
が
り
、
あ
る
意
味
、
司
法
官
僚
と
し

て

″純
粋
培
養
〃
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
現
最
高
裁
長
官
の
竹
崎
博
允
氏
に

も
ほ
ぼ
当
て
は
ま
る
。
竹
崎
氏
の
経
歴
を
ざ

っ
と
見
て
み
よ
う
。

判
事
補
と
し
て
東
京
地
裁
勤
務

（
１
９
６

９
年
）
。
そ
の
後
、
司
法
研
修
所
付
（
７４
年
）
、

東
京
地
裁
判
事

（
７９
年
）
、
最
高
裁
事
務
総

局
総
務
局
第
二
課
長
兼
第
二
課
長
（
８２
年
）
、

事
務
総
局
経
理
局
長

（
９７
年
）
、
最
高
裁
事

務
総
長

（
０２
年
）
、
名
古
屋
高
裁
長
官

（
０６

年
）
、
東
京
高
裁
長
官

（
０７
年
）
、
そ
し
て
最

高
裁
長
官
に
就
任

（
０８
年
１１
月
）
―
―
。

Ｌ
地
裁
所
長
を
経
験
し
な
い
で
高
裁
長
官
に

な

っ
た
人
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
竹
崎
氏
は
所
長
経
験
が
な
い
。

つ
ま
り
、
地
裁
所
長
を

″飛
び
級
″
し
て
い

る
わ
け
で
す
一
そ
れ
だ
け

『
司
法
行
政
の
エ

ー
ス
』
と
し
て
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
し
ょ

う
」
（前
出

・
西
川
氏
）

そ
う
い
え
ば
、
竹
崎
氏
の
長
官
就
任
人
事

も

″異
例
″
と
い
わ
れ
た
。

普
通
、
最
高
裁
長
官
は
現
職
の
最
高
裁
判

事

（
１４
人
）
の
中
か
ら
選
ば
れ
る
の
が
慣
例

と
な
つ
て
い
る
。
最
高
裁
判
事
を
経
ず
に
長

官
に
な
っ
た
の
は
、

６０
年
に
就
任
し
た
第
３

代
長
官
の
横
田
喜
二
郎
氏
以
来
の
こ
と
。

１４

人
の
最
高
裁
判
事
を

一
気
に
飛
び
越
え
る

″異
例
の
長
官
人
事
″
と
な
っ
た
の
も
、
竹

崎
氏
が
最
高
裁
な
で
裁
判
員
制
度
導
入
に
主

導
的
な
役
割
を
果
た
し
、
さ
ら
に
そ
の
制
度

を
ス
ム
ー
ズ
に
運
用
す
る
た
め
と
メ
デ
ィ
ア

で
は
評
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
疑
間
に
思
う
の
は
、

い
く
ら

エ
リ
ー
ト
の
司
法
官
僚
と
い
え
ど

も
、
裁
判
官
は

「
裁
判
や
っ
て
ナ
ン
ボ
」
で

評
価
さ
れ
る
べ
き
も
の
。
そ
の
だ
め
に
憲
法

で
独
立
し
た
身
分
を
保
障
さ
れ
、
さ
ら
に
高

い
報
酬
ま
で
保
障
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
だ
。

「
裁
判
を
し
な
い
裁
判
官
」
が
、
判
決
書
を

書
く
た
め
に
自
宅
に
膨
大
な
資
料
を
持
ち
帰

っ
て
読
み
込
ん
だ
り
、
判
決
の
プ
レ
ッ
シ
ャ

ー
に
さ
ら
さ
れ
る

「
現
場
の
裁
判
官
」
と
同

じ
よ
う
に
高
い
報
酬
を
得
て
い
る
こ
と
に
問

題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
　
し
か
も
、
司
法

官
僚
は
裁
判
を
す
る
期
間
よ
り
司
法
行
政
だ

け
に
携
わ
る
期
間
の
ほ
う
が
長
か
っ
た
り
す

る
の
だ
。

前
出

・
西
川
氏
に
よ
れ
ば
、
第
１５
代
最
高

裁
長
官

（
０２
年
■
月
～
０６
年
１０
月
）
の
町
田

顕
氏
の
場
合
、
任
官
か
ら
最
高
裁
判
事
に
な

る
ま
で
、
実
際
に
裁
判
を
担
当
し
た
期
間
が

５
２
５
０
日
に
対
し
、
裁
判
を
せ
ず
に
司
法

行
政
を
担
当
ｔ
た
難
問
は
そ
の
野
倍
の
８
つ

８
０
日
だ
っ
た
。

こ
う
ｔ
た

「裁
判
を
し
な
い
裁
判
官
」
は

何
人
い
る
の
か
。
記
者
の
取
材
に
対
し
、
最

高
裁
事
務
総
局
広
報
課
は
次
の
よ
う
に
回
答

し
た
。　
　
　
　
　
　
　
，

「
０３
年
１２
月
１
日
現
在
、
最
高
裁
事
務
総
局

内
に
５４
人
、
司
法
研
修
所

。
裁
判
所
職
員
総

合
研
修
所
に
５０
人
、
高
裁
事
務
局
長
３
人
の

合
計
１１２
人
で
す
」
　
　
　
　
　
　
　
　
■

０７
年
３
月
の
衆
院
法
務
委
員
会
で
最
高
裁

事
務
総
局
が
答
弁
し
た
時
の
人
数
は
１０７
人

最高裁判所
(東京1)

|

高等裁判所
(本庁 8、 支部6)

治に任されている…はずだ

が、実際は最高裁が司令塔

の役割を果たし、高裁、地

裁というように 上ヽ意下遠
′

のビラミッド型の組織運営

が行なわれている

地方裁判所   家庭裁判所
(本庁50、 支部203) (本庁50、 支部203、 出張所77)

簡易裁判所
(全国438)

it53



讀瑯蛉飩
（
０６
年
１２
月
１
日
現
在
）
だ
か
ら
、
２
年
で

５
人
増
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
事
務
総
局
の
幹
部
職
と
も
な
れ
ば
、

実
質

「
判
事
１
号
」
ク
ラ
ス
の
報
酬
を
得
て

い
る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
判
事
１
号
の
月

額
報
酬
は
１２‐
万
１
千
円
だ
が
、
こ
れ
は
中
央

省
庁
事
務
方
ト
ッ
プ
の
事
務
次
官
と
同
額

（
―
）
な
の
だ

（左
ペ
ー
ジ
の
表
参
照
）
。

こ
こ
で

「
推
測
」
と
書
い
た
の
は
、
報
酬

の
号
別
に
何
人
の
裁
判
官
が
い
る
の
か
、
国

会
か
ら
情
報
開
示
の
求
め
が
あ

っ
て
も
事
務

総
局
は
「
裁
判
官
に
無
用
の
影
響
を
与
え
る
」

と
の
理
由
で
ほ
と
ん
ど
公
開
し
て
こ
な
か
っ

た
か
ら
だ
。

前
号
で
、
判
事
４
号
か
ら
３
号

（裁
判
長

ク
ラ
ス
）
に
昇
給
す
る
基
準
が
裁
判
官
自
身

に
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い

「
３
号
問
題
」
が

あ
る
こ
と
に
触
れ
た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
間
に

「
最
高
裁
の
意
向
に
逆
ら

っ
た
ら
昇
給
で
き

な
い
」
と
の
疑
心
暗
鬼
を
生
じ
き
せ
、
裁
判

官
を
続
制
す
る
ひ
と
つ
の
手
段
と
し
て
使
わ

れ
て
い
る
問
題
を
指
摘
し
た
。
最
高
裁
は
裁

判
官
の
報
酬
に
つ
い
て
よ
ほ
ど
国
民
に
は
知

ら
せ
た
く
な
い
よ
う
だ
。

国
民
の
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
裁

判
官
の
報
酬
を
そ
こ
ま
で
秘
密
に
し
た
い
理

由
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

国

会

で

も

明
ら
か
範
聾
き
な
鰤

″司
潅
富
簿
″た
も
の
業
は

実
は
、
高
給
取
り
の

「裁
判
を
し
な
い
裁

判
官
」
が
、
裁
判
所
の
庶
務
部
門
で
あ
る
事

務
総
局
に
果
た
し
て
必
要
な
の
か

と
い
う
疑
間
は
国
会
で
も
何
度
か

瑚臓̈
舞けれな麹賊知一『梓　嚇

敦
夫

」
参
院
議
員

（当
時
）
が
次
　
た

長「の繰嚇特一動〔漱一轟̈贅赫　蝉

判
官
が
占
め
て
お
る
わ
け
で
す
。　
　
国

こ
の
ほ
か
に
も
多
数
の
裁
判
官
が
　
人

局
付
と
し
て
事
務
総
局
に
い
る
わ

け
で
す
。
こ
れ
だ
け
の
数
の
裁
判
官
が
裁
判

も
し
な
い
で
長
期
間
事
務
を
や
っ
て
い
る
と

い
う
必
然
性
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す

ね
」ま

た
ヽ

０７
年
３
月
、
「
裁
判
所
職
員
の
定

数
を
定
め
た
法
律
」
の
改
正
案
を
審
議
し
た

衆
院
法
務
委
員
会
で
も
、
平
岡
秀
夫

・
衆
院

議
員

（民
主
党
）
が
次
の
よ
う
に
追
及
し
て

い
る
。

「
判
事
の
人
数
を
４０
人
増
加
す
る
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
判
事
ρ
定
数
の
中
に
判
決
を
書

か
な
い
判
事

（注

¨
最
高
裁
事
務
総
局
な
ど

に
勤
務
す
る
司
法
官
僚
）
が
含
ま
れ
て
い
る

の
に
、
さ
ら
に
定
数
を
増
や
そ
う
と
い
う
の

は
極
め
て
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
よ
」

こ
の
平
岡
氏
の
質
問
に
対
し
て
、
事
務
総

局
総
務
局
長
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い

Ｚつ
。

「
元
来
、
裁
判
所
の
司
怯
行
政
事
務
は
、
裁

判
所
法
上
、
裁
判
官
会
議
が
行
な
う
も
の
と

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ
ら
の
事
務
の
中

に
は
、
裁
判
官
の
人
事
そ
れ
か
ら
裁
判
所
の 裁判官の数の

国際農鷺載
※出典:「裁判所データブック2o08」

日業は簡裁判事を省選
裁判官の

宮肇
`

欧米先進国と比べて
も、日本の裁判官の数
は圧倒的に少ない。な
のに、最高裁は裁判官
の増員に消極的だ。そ
の理由は、裁判官の増
員を要求すると最高裁
事務結局の「判決を書
かない裁判官」の実態
が明らかになることを
恐れているからだとい
われている

９

ｏ
”

櫓
・
”

？
７３人
醸
爾
圏
塞

６
．７７
人
鰺
蛉
眩
祗
巡
は
イ
ギ
リ
ス

フ
ラ
ン
ス

リ

カ

黎
・報
人
Ｌ
塚
薇
辣
餘
趙
颯
躙
憮
蜃
餘
繹
鰺
趙
鱚
鰺
鰺
陪
颯
颯
鰺
鱚
ド
イ
ツ

施
設
等
裁
判
事
務
と
特
に
密
接
な
関
係
を
有

す
る
も
の
が
ご
ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
最
高
裁
判
所
規
則
と
い
う
も
の
を

立
案
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
さ
に
法

律
知
識
を
必
要
と
す
る
事
務
が
多
々
あ
る
わ

け
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
裁
判
官
会
議
を
補

佐
す
る
事
務
総
局
に
お
い
て
裁
判
官
の
資

格
、
経
験
を
有
す
る
者
が
企
画
立
案
等
の
事

務
に
当
た
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
司
法
行

政
事
務
の
実
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

え
て
お
り
ま
す
」

こ
の
よ
う
に
、
国
会
で

「
『
裁
判
を
し
な

い
裁
判
官
』
は
事
務
総
局
に
は
必
要
な
い
の

で
は
な
い
か
」
と
追
及
さ
れ
な
が
ら
、
前
述

し
た
よ
う
に

「
裁
判
を
し
な
い
裁
判
官
」
の

人
数
が
こ
の
２
年
で
５
人
も
増
え
て
い
る
の

だ
か
ら
国
会
も
ナ
メ
ら
れ
た
も
の
だ
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
来
、
最
高
裁
に

お
け
る
司
法
行
政
の
意
思
決
定
機
関
は
最
高

裁
判
事
に
よ
る
裁
判
官
会
議
で
あ
り
、
事
務

総
局
は
そ
れ
を
補
佐
す
る
庶
務
部
門
に
す
ぎ

な
い
。
し
か
も
、
事
務
総
局
に
は

「
司
法
行

政
に
関
す
る
各
種
の
事
務
、
裁
判
に
関
す
る

補
助
事
務
を
行
な
う
」

一
般
職
の

一‐裁
判
所

事
務
官
」
が
多
数
い
る
。

裁
判
所
事
務
官
は
裁
判
所
職
員
採
用
試
験

に
合
格
し
た
人
た
ち
な
の
だ
か
ら
、
彼
ら
に

司
法
行
政
事
務
の
プ
ロ
と
し
て
実
務
の
経
験

を
積
ま
せ
れ
ば
、
そ
れ
で
何
も
問
題
な
い
の

で
は
な
い
か
？
・

前
出
・西
川
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
少
な
く
と
も
事
務
総
局
に
入
る
裁
判
官
は

事
務
官
に
官
名
を
変
え
て
給
与
も
下
げ
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
。
裁
判
官
と
し
て
の
給
料

を
も
ら
い
な
が
ら
、
実
際
に
裁
判
を
や
ら
な

い
と
い
う
の
は
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
な
い

で
し
ょ
う
」

し
か
も
、
で
あ
る
。
裁
判
に
時
間
が
か
か

り
す
ぎ
る
の
は
、
ひ
と
り
の
裁
判
官
が
担
当

す
る
案
件
が
多
す
ぎ
る
か
ら
だ
と
い
う
指
摘

が
あ
る
。
実
際
、
大
都
市
の
民
事
担
当
裁
判

官
は
常
時
閣
～
鋤
件
の
事
件
を
担
当
し
て
い

る
と
い
わ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
右
の
グ
ラ
フ
の
よ
う
に
、
日



本
の
人
ロ
ー０
万
人
当
た
り
の
裁
判
官
の
数
は

簡
裁
判
事
を
含
め
て
も
わ
ず
か
２

ｏ
７３
人
。

ド
ィ
ッ
２４

・
４６
人
、
ア
メ
リ
カ
ー０

・
５９
人
、

フ
ラ
ン
ス
９

・
５０
人
、
イ
ギ
リ
ス
６

・
７７
人

に
比
べ
、
あ
ま
り
に
も
少
な
い
。

と
す
れ
ば
、
「
裁
判
官
の
数
を
増
や
せ
ば

い
い
の
で
は
？
」
「
最
高
裁
事
務
総
局
や
高

裁
事
務
局
長
の
裁
判
官
が
実
際
に
裁
判
を
や

れ
ば
い
い
の
で
は
？
」
と
考
え
る
の
が

一
般

感
情
で
は
な
い
か
？
　
も
ち
ろ
ん
、
最
高
裁

も
裁
判
官
の
増
員
を
図

っ
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
姿
勢
は
消
極
的
だ
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ

は
な
ぜ
か
？

「
最
高
裁
は
裁
判
官
の
数
が
足
り
な
い
か
ら

予
算
を
く
れ
と
は
言
え
な
い
ん
で
す
。
そ
ん

な
主
張
を
す
る
と
、
財
務
省
か
ら

『そ
の
代

わ
り
に
最
高
裁
事
務
総
局
の
裁
判
を
し
な
い

義
判
官
の
予
算
を
減
ら
す
。
事
務
次
官
級
の

絵
与
を
何
人
が
も
ら
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
ん
だ
。
裁
判
官
の
数
が
足
り
な
い
と
い
う

の
で
あ
れ
ば
、
事
務
総
局
の
裁
判
官
が
実
際

の
裁
判
を
や
れ
ば
い
い
で
は
な
い
か
』
と
反

論
さ
れ
か
ね
な
い
か
ら
で
す
。

結
局
、
エ
リ
ー
ト
裁
判
官
で
あ
る

一
部
の

事
務
総
局
の
人
間
が
全
国
の
裁
判
所
を
牛
耳

る
構
図
を
変
え
た
く
な
い
と
い
う
の
が
本
音

で
し
ょ
う
」
（
西
川
氏
）

国
民
が
裁
判
の
遅
れ
に
イ
ラ
イ
ラ
し
て
い

る
の
に
、
裁
判
官
の
数
を
ま
と
も
に
増
や
そ

う
と
も
せ
ず
、
自
分
た
ち
の

″既
得
権
益
″

だ
け
は
守
ろ
う
と
す
る
…
。
こ
れ
が
本
当
で

あ
れ
ば
、
国
民
を
い
か
に
も
バ
カ
に
し
た
話

で
、
こ
う
し
た
国
民
不
在
の
姿
勢
も
霞
が
関

の
官
僚
の
姿
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
だ
。

片
や
司
法
試
験
を
合
格
し
た
エ
リ
ー
ト
裁

判
官
、
片
や
国
家
公
務
員
Ｉ
種
試
験
を
パ
ス

し
た
エ
リ
ー
ト
官
僚
。
所
属
す
る
の
が
行
政

機
関
か
司
法
機
関
か
の
違
い
だ
け
で
、
官
僚

と
し
て
の
本
質
は
同
じ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
予
算
折
衝
を
通
じ
て
、
最
高
裁
事
務
総
局

は
霞
が
関
の
東
大
法
学
部
出
の
財
務
官
僚
と

渡
り
合
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
メ、
す
か
ら
、

最
高
裁
と
し
て
も
、
同
じ
東
大
出
の
エ
リ
ー

ト
裁
判
官
を
充
て
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
の
で
し
ょ
う
」
（
西
川
氏
）

だ
が
、
自
ら
の
権
益
確
保
に
熱
心
な
司
法

官
僚
に
よ
る
統
制
で
、
現
場
の
裁
判
官
が
自

ら
の
判
断
で
判
決
を
書
く
こ
と
を
た
め
ら

い
、
ひ
た
す
ら
平
穏
無
事
に
定
年
退
官
ま
で

勤
め
上
げ
る
こ
と
を
優
先
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
国
民
に
と
っ
て
こ
れ
ほ
ど
の

〃悲
劇
″

は
な
い
は
ず
だ
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
最
高
裁
に
上
告
さ

れ
た
事
件
の
行
方
も

「
最
高
裁
調
査
官
」
と

い
う

″影
の
エ
リ
ー
ト
裁
判
官
〃
に
よ
っ
て

左
右
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。

最
高
裁
調
査
官
は
上
告
さ
れ
た
事
件
に
関

翼

萎

評
鶴

釉

墨

難

却
」
す
べ
き
か
と
い
う
判
断
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
ポ
ス
ト
だ
。
最
高
裁
判
事
で
は
な

く
、
彼
ら
の
判
断
で
上
告
が

〃門
前
払
い
″

さ
れ
る
と
の
批
判
も
あ
る
。
ま
た
、
判
決
文

な
ど
の
下
書
き
も
す
る
と
い
う
く
ら
い
重
要

な
位
置
を
占
め
る
。

最
高
裁
調
査
官
は
、
事
務
総
局
で
は
な
く

一一一一一一一一一〓一一一二・一．一一一一一一一一一一一一一一一一一〓〓一．

裁
判
部
門
に
属
す
る
が
、
そ
の
多
く
は
事
務

総
局
勤
務
の
キ
ャ
リ
ア
を
持
つ
れ

っ
き
と
し

た
司
法
官
僚
…
。
つ
ま
り
、
司
法
官
僚
は
高

裁
、地
裁
な
ど
の
下
級
裁
判
所
だ
け
で
な
く
、

最
高
裁
の
判
決
を
も
左
右
す
る
立
場
に
あ
る

の
で
あ
る
。

前
号
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
司

法
官
僚
に
よ
る
裁
判
官
続
制
の
実
態
を
変
え

る
の
が
司
法
制
度
改
革
の
ひ
と
つ
の
柱
だ

っ

た
は
ず
だ
。
西
川
氏
も
う
な
ず
く
。

「
私
も
司
法
制
度
改
革
の
一
番
の
柱
は
最
高

裁
事
務
総
局
の
改
革
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
が
裁
判
員
制
度
導
入
で
う
ま

い
具
合
に
回
避
さ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
」

メ
デ
ィ
ア
が
司
法
制
度
改
革
の
目
玉
と
し

て
裁
判
員
制
度
ば
か
り
を

ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
し
た
た

め
、
事
務
総
局
の
裁
判
官

統
制
の
情
題
は
そ
の
裏
に

覆
い
隠
さ
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
こ
と
だ
。

実
は
、
こ
の
裁
判
官
統

制
は
、
判
決
と
い
う
司
法

の
″出
口
″
だ
け
で
な
く
、

警
察

・
検
察
の
捜
査
と
い

う
裁
判
の

〃入
口
″
に
も

様
々
な
問
題
を
引
き
起
こ

し
、
冤
罪
が
起
こ
る
原
因

の
ひ
と
つ
に
も
な

っ
て
い

′つ
。　　　　　　　　　　　　　　　　．

こ
う
し
た
捜
査

へ
の
影

響
を
含
め
、
最
高
裁
事
務

総
局
の
支
配
が
裁
判
官
に

ど
の
よ
う
な
影
響
や
処
遇

を
具
体
的
に
与
え
て
き
た

か
―
―
。
次
回
は
、
元
裁

判
官
に
よ
る
詳
細
な
証
言

か
ら
検
証
し
よ
う
と
思

う
。

（
つ
づ
ど
↓

最高裁事務結局の幹部は現場の裁判官としての最高である「判事 1号」クラスの報酬を得ていると

いわれるが、詳細は明らかではない。中央省庁の事務次官並みの高給を何人がもらっているのか ?

だ6 取材・文/西島博之 図れ/nmnm.

写真/時事通信社 毎日新聞社

国 家 公 務 員 (指 定職 )

7号 (警視総監)            114万 2000円

6号 (外務審議官、各省審議官など)    106万 6000円

5号 (日立がんセンター継長など)     99万 4000円

4号 (本省の内部部局の局長など)     92万 2000円

3号 (国税庁なと省の夕1局の次長など).  84万 3000円

2号 (本省の部長、局の審議官など)   フ8万 4000円

1号 ( ‐    ″       )   フ2万 8000円

i葺轡 華華聾華
2号   106万 6000円

3号   99万 4000円

7号    59万 2000円


