
11
最高量に運らつた製決を書けば

｀
ドサ回り

′
。

自らの良心鐵 つた判決養 くには命がけ――。
最高裁事務総爵の「司法官情」による支配で、
憲法で保零される裁判官の独立が侵されてもヽ6。

このため裁判は嚢吟られ、電罪まで生みか穆をもヽ。・・。
これが爾本の同法の現実なのだ。

では、最高量による内部続制は
具体的にどのよう:こ行なわれるのか?
最高裁の意向にそうず、冷逼され続けた元裁判官が
4時間にわたつて記者に語った書渋の人生から、

最高議事務総馬の続割の実態が澤かび上がる‖

用 集中シリァズ]

薫舅葬:聾

裁
判
富
畿
翻
覆

轟
議
し
た
本
鍾

最
高
識
が
過
剰
顧
應
？

こ
こ
に
元
裁
判
官
に
よ
る

一
冊
の
回
顧
録

が
あ
る
。
『
犬
に
な
れ
な
か
っ
た
裁
判
官

司
法
官
僚
統
制
に
抗
し
て
３６
年
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ

出
版
）
。
な
ん
と
も
刺
激
的
な
タ
イ
ト
ル
だ
。

こ
の
タ
イ
ト
ル
、
裏
を
返
せ
ば
、
司
法
官
僚

統
制
に
従

っ
た
裁
判
官

は

″犬
〃
と
い
？

」と

に
な

っ
て
し
ま
う
の
だ

か
ら
…
。

著
者
の
安
倍
晴
彦
氏

は
東
大
法
学
部
卒
業

後
、
１
９
６
２
年
に
判

事
補
任
官
。
そ
の
後
、

３６
年
に
わ
た
る
裁
判
官

人
生
を
過
ご
し
、

９８
年

に
退
官
。
現
在
、
東
京

弁
護
士
会
所
属
の
弁
護

士
と
し
て
活
動
し
て
い

る
。
だ
が
、

３６
年
間
の

ほ
と
ん
ど
を
家
裁

・
地

裁
で
過
ぜ
し
、
希
望
し

た
刑
事
事
件
を
担
当
さ

せ

て
も

ら
え

な

か

っ

た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の

かヽ
り‘

そ
２

則
に
、
本

の
出

版
当
時
の
エ
ピ

ソ
ー
ド

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

出
版
は
０１
年
５
月
２５

鸞

珀

―

鸞
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計
。安
倍
氏
と
司
法
修
習
同
期
の
日
弁
連
（
日

本
弁
護
士
連
合
会
）
の
会
長

（当
時
）
の
序

文
が
掲
載
さ
れ
、
帯
に
は
次
の
よ
う
な
要
約

文
が
書
か
れ
て
い
る
。

「
安
倍
さ
ん
の
裁
判
官
生
活
が
大
変
つ
ら
い

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
及
び
現
在
の
官
僚
的
裁

判
官
制
度
の
実
状
を
つ
ぶ
さ
に
知
り
、
鷺
い

て
い
る
。
本
書
を

一
人
で
も
多
く
の
方
々
に

読
ん
で
い
た
だ
き
、
司
法
の
現
状
が

一
日
も

放
置
で
き
な
い
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と

を
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
」
―
―
。

記
五
ぽ
極
み
て
適
切
な
表
現
だ
と
思
う
。

だ
が
、
出
販
か
ら
数
日
後
、
日
弁
運
執
行
部

か
ら
出
駐
社
は
対
レ
、
タ
イ
ト
ル
を
野
肇
す

る
こ
と
、
帯
紙
を
は
ず
す
こ
と
、
日
弁
連
会

長
の
序
文
を
削
除
す
る
こ
と
―
な
ど
の
強
い

申
し
入
れ
が
あ
っ
た
。

序
文
を
書
い
た
日
弁
連
会
長
は
事
前
に
本

の
タ
イ
ト
ル
を
知
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

明
ら
か
に
な

っ
た
本
の
タ
イ
ト
ル
は
裁
判
官

を
誹
謗
中
傷
す
る
も
の
で
、
全
国
の
裁
測
館

に
と
っ
て
許
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
憤
慨

し
た
―
こ
と
が
申
し
入
れ
の
理
由
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
不
思
議
な
こ
と
に
最
高
裁
事
務

総
局
は
、
こ
の
間
の
日
弁
連
と
出
版
社
の
や

り
と
り
に
つ
い
て
記
し
た
文
書
を
全
国
の
裁

判
所
に
送

っ
て
い
る
。
記
者
が
入
手
し
た
そ

の
内
部
文
書
の
コ
ピ
ー
（
爾
ペ
ー
ジ
の
文
書
）

に
よ
れ
ば
、
文
書
の
日
付
は
「
６
月
６
日
」。

安
倍
氏
の
本
が
出
版
さ
れ
て
約
１０
Ｆ
後
の
も

の
だ
。

最
高
裁
事
務
総
局
総
務
局
長
名
で
、
高
等

裁
判
所
長
官
、
地
方
裁
判
所
長
い
家
庭
裁
判

所
長
に
宛
て
た
そ
の
文
書
に
は
、
前
述
し
た

酢
弁
連
の
申
し
入
れ
の
内
容
、
そ
の
後
の
出

版
社
の
対
応

（在
庫
分
、
店
頭
在
庫
分
の
帯

紙
を
は
ず
し
、
増
刷
分
に
つ
い
て
は
日
弁
連

会
長
の
序
文
を
は
ず
す
こ
と
に
な

っ
た
）
が

記
載
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
個
弁
連
か
ら
最
高

裁
事
務
総
局
に
伝
え
ら
れ
た
こ
と
も
記
し
て

い
る
。
さ
ら
に
ヽ
そ
こ
に
は
次
の
よ
う
な
文

も
書
か
れ
て
い
た
“

「
日
弁
連
執
行
部
は
ヽ
今
回
の
事
態
は
誠
に

不
適
切
で
あ
っ
て
、
今
後
ヽ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
が

上
記
の
措
置
を
実
施
す
る
か
否
か
を
注
視
し

て
い
き
た
い
と
ｔ
て
お
り
、
小
職
と
し
て
は
、

特
段
の
対
応
を
執
ら
ず
推
移
を
見
る
こ
と
と

い
た
し
ま
し
た
¨
　

．^

■

一●

・
‥

標
記
に
対
す
る
現
時
点
の
状
況
は
以
上
の

と
お
り
で
す
¨
な
お
、
各
庁
の
裁
判
官
か
ら

こ
の
件
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
等
が
あ
っ

た
場
合
に
、
上
記
経
緯
に
つ
い
て
お
伝
え
い

た
だ
く
こ
と
は
も
と
よ
り
差
ｔ
支
え
あ
り
ま

せ
ん
の
で
、
念
の
た
め
中
し
添
え
ま
す
」

元裁判官の安倍晴彦弁護士は最高裁判例に逆らっ

た判決を書いたために、地方の裁判所や支部ばか

りでの勤務を余儀なくされ、希望する刑事事件も

想定1美[:鳥 ]彙な晃象こ」書

倍

曇套讐看幌晟悟

抗して36年 」(NHK出版)

で明らかにした話は、最

高裁事務総局による裁判

官統鮨」の実態を象徴する

内容だ

|二峯裏:

θ9、 ιo、2` 。々くお
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員

目

‥

彎

樹

目

冒

目

瀑

握

辱

醸

藝

震

遷

銹

繊
膠
醸

醍

繋

灘

饉

騰

」

仮
に
タ
イ
ト
ル
が
刺
激
的
す
ぎ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
憲
法
で
保
障
さ
れ
た

「
表
現
の

自
由
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
は
ず
。
そ
れ

を
、
人
権
を
守
る
べ
き
日
弁
連
執
行
部
が
進

ん
で
変
更
要
求
す
る
と
は
…
。

そ
れ
と
も
、最
高
裁
の
文
書
に
、
最
高
裁
と

し
て
は

「
特
段
の
対
応
を
執
ら
ず
推
移
を
見

る
こ
と
」
に
し
た
と
あ
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

日
弁
連
が
動
か
な
か
っ
た
ら
、
最
高
裁
と
し

て
″な
ん
ら
か
の
措
置
〃
を
と
る
考
え
が
あ

っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
日
弁
連
執
行

部
は
最
高
裁
の
な
ん
ら
か
の
意
を
受
け
、
出

版
社
に
申
し
入
れ
を
し
た
の
で
は
な
い
か
。

い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う
な
意
図
で
こ
の
文

書
を
出
し
た
の
か
。
最
高
裁
は
、

「
当
該
文
書
を
作
成
し
た
経
緯
が
明
ら
か
に

な
る
文
書
が
残

っ
て
い
な
い
た
め
、
発
出
す

る
に
至
っ
た
理
由
は
わ
か
り
ま
せ
ん
」
（
事

務
総
局
広
報
課
）
　
　
　
　
　
　
・

と
答
え
る
だ
け
だ
。

最
高
議
の
″雇
斃
″
で

副
事
鐘
豊
か
ら
鶉
さ
れ
た

本
の
著
者
、
安
倍
晴
彦
氏
は
記
者
の
ィ
ン

タ
ビ

ュ
ー
取
材
に
応
え
、
約
４
時
間
に
わ
た

っ
て
自
ら
の
裁
判
官
人
生
を
振
り
返

っ
た
。

そ
し
て
、
驚
く
べ
き
こ
と
に
そ
の
内
容
は
、

こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
た
よ
う
な
最
高
裁
事
務

総
局
に
よ
る
裁
判
官
統
制
を

〃象
徴
〃
す
る

よ
う
な
話
ば
か
り
だ
っ
た
ｏ

ま
ず
、
「
最
高
裁
の
事
務
総
局
に
と

っ
て

都
合
が
悪
い
」
裁
判
官
は
、
決
し
て
出
世
コ

ー
ス
に
乗
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
。

「
最
高
裁
は
″
問
題
裁
判
官
″
を
東
京
、
大
限

な
ど
大
都
市
の
裁
判
所
の
裁
判
長
に
す
る
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
裁
判
長
は
若
い
裁
判
官

や
司
法
修
習
生
と
も
付
き
合
い
ま
す
か
ら
、

彼
ら
に
影
響
を
与
え
る
地
位
に
就
か
せ
な
い

た
め
で
す
。
そ
の
代
わ
ヶ
に
田
含
の
裁
判
所

の
支
部
、
家
裁
ば
か
り
に
転
勤
さ
せ
る
。
し
か

も
、
裁
判
官
が
希
望
す
る
仕
事
を
さ
せ
な
い
。

こ
う
し
て
、
裁
判
官
が

『嫌
で
難
で
も
う
辞

め
る
し
か
な
い
』
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
状

況
に
追
い
込
ん
で
い
く
の
で
す
」
（安
倍
氏
）

こ
こ
で
安
倍
氏
の
勤
務
地
の
変
遷
を
見
て

み
よ
う
。初
任
地
こ
そ
東
京
地
裁
だ

っ
た
が
、

そ
の
後
は
和
歌
山
地
裁

・
家
裁
、
岐
阜
地
裁

・
家
裁
、
福
井
地
裁

・
家
裁
、
横
浜
家
裁
、

浦
和
地
裁

。
家
裁
川
越
支
部
、
静
岡
地
裁

・

家
裁
浜
松
支
部
、
浦
和
地
裁

・
家
裁
川
越
支

部
、
そ
し
て
最
後
は
東
京
家
裁
八
王
子
支
部

で
定
年
退
官
。
ほ
ぼ

一
貫
し
て
地
方
の
裁
判

所
や
支
部
、
家
裁
で
の
勤
務
だ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。

裁
判
官
と
い
え
ど
も
、　
一
般
の
サ
ラ
リ
ー

マ
ン
と
同
じ
よ
う
に
出
世
欲
も
あ
る
。
大
都

市
の
裁
判
所
で
重
要
事
件
を
担
当
し
て
み
た

い
と
思
う
も
の
。
ｔ
か
も
、
安
倍
氏
は
刑
事

事
件
を
担
当
し
た
い
と
希
望
し
て
い
た
の

に
、

３６
年
の
う
ち
約
３
分
の
２
は
民
事
な
ど

に
回
さ
れ
た
。

，
最
高
裁
の
司
法
行
政
部
門

（裁
判
官
の
人

事
や
、
裁
判
所
の
予
算
編
成
、
施
設
管
理
な

ど
を
行
な
う
業
務
）
は

「
裁
判
官
会
議
」
の

議
決
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
は
前
回
書

い
た
。
高
裁
や
地
裁
に
も
同
様
の
裁
判
官
会

議
が
あ
り
、
裁
判
官
が
刑
事
担
当
に
な
る
か

民
事
担
当
に
な
る
か
も
、
こ
の
裁
判
官
会
議

に
よ

っ
て
決
め
ら
れ
る
。

安
倍
氏
の
場
合
も
、
東
京
か
ら
和
歌
山
に

転
勤
す
る
時
い
裁
判
所
の
裁
判
官
会
議
で
は

刑
事
事
件
担
当
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
て
い

た
。
し
か
し
、
な
ぜ
か
民
事
担
当
に
回
さ
れ

て
し
は

っ
た
と
い
う
。
そ
の
理
由
は
後
か
ら

わ
か
っ
た
。

「
酒
席
の
場
で
、
裁
判
所
の
所
長
が
私
に
言

っ
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
『安
倍
君
を
刑

事
担
当
に
し
て
は
い
か
ん
と
最
高
裁
か
ら
言

わ
れ
た
』
と
。
そ
れ
が
最
高
裁
か
ら
直
接
言

わ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
地
裁
を
管
轄
す
る

高
裁
を
経
由
し
て
言
わ
れ
た
の
か
は
わ
か
り

ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く

『
最
高
裁
か
ら
言
わ

れ
た
』
と
言
う
ん
で
す
。
そ
れ
も
、
私
が
勤

務
し
た
２
ヵ
所
の
裁
判
所
長
か
ら
同
じ
こ
と

を
言
わ
れ
た
の
で
す
」
（安
倍
氏
）

連
載
第
１
回
日
で

「
裁
判
官
の
昇
給
の
基

準
は
な
い
」
（最
高
裁
事
務
総
局
広
報
課
）

と
書
い
た
が
、
裁
判
官
の
勤
務
地
に
つ
い
て

も
同
様
に

「
基
準
を
定
め
た
規
則
な
ど
は
あ

り
ま
せ
ん
」
（前
出

。
広
報
課
）
と
い
う
。

「裁
判
官
の．
異
動
に
つ
き
ま
し
て
は
ヽ
裁
判

官
の
希
望
、
健
康
状
態
い
家
庭
事
情
、
裁
判

官
ど
ｔ
て
の
経
験
年
数
な
ゼ
を
踏
ま
え
た
上

で
、
各
庁
の
事
件
処
理
状
況
、
各
庁
の
補
硫

を
必
要
と
す
る
ポ
ス
ト
な
ど
を
総
合
的
に
考

慮
し
た
上
で
決
定
を
ｔ
て
お
り
ま
す
」
（最

高
裁
事
務
総
局
広
報
課
）

i瑯鱚扮憮

『大になれなかった裁判官_llこ は、当
時の日本弁護士連合会 (日 弁連)会長
の序文が掲載されていながら、日弁
連執行部からタイトル変更などの強
い申し入れが出版社サィドに行なわ
れた。そして、なぜか、その経緯を記
した最高裁事務総局総務局長名の文
書が全国の裁判所に配布された。日
弁連は最高裁の意を受けて動いため
か ?(写真は日弁連が入る弁護士会館)

76イ



戴判所と検察庁は人事交流を行なって

いるため、お互いに
｀
身内意識

′
を持

っている。検察官による被疑者の勾留

請求を高い割合で却下 した安倍晴彦氏

は、検察庁だけでなく、最高裁にとつ

ても
｀
困つた裁判官

多
と映つた。捜査

機関に対する裁判官のチェック機能の

なさが冤罪を生む原因でもある
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で
は
、
な
ぜ
安
倍
氏
は
最
高
裁
か
ら
こ
う

し
た
処
遇
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
そ
れ
が
わ
か
れ
ば
、
最
高
裁
に
と
っ
て

「
好
ま
し
く
な
い
裁
判
官
」
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
の
輪
郭
が
浮
か
ん
で
く
る
は
ず
だ
。

ま
ず
、
そ
の
ひ
と
つ
は
、
安
倍
氏
が

「青

年
法
律
家
協
会

八
青
法
協
）
裁
判
官
部
会
」

の
会
員
だ
っ
た
こ
と
だ
。

青
法
協
は
５４
年
４
月
、
憲
法
を
擁
護
し
、

平
和
と
民
主
主
義
を
目
指
す
若
手
法
律
家
の

会
と
し
て
設
立
さ
れ
た
研
究
団
体
だ
。
そ
の

後
、
裁
判
官
の
会
員
だ
け
に
よ
る
青
法
協
裁

判
官
部
会
が
発
足
し
た
。

し
か
し
７０
年
、
最
高
裁
は
青
法
協
を

「
政

治
的
色
彩
を
帯
び
る
団
体
■
と
表
明
し
、
会

員
裁
判
官
に
対
し
青
法
協
か
ら
脱
退
す
る
よ

う
様
々
な
工
作
を
行
な

っ
た
と
さ
れ
る
。
そ

の
結
果
、
最
高
裁
事
務
総
局
の
局
付
判
事
補

（
司
法
官
僚
候
補
生
）
の
う
ち
会
員
だ

っ
た

１０
人
全
員
が
脱
会
届
を
わ
ざ
わ
ざ

「
内
容
証

明
郵
便
」
で
青
法
協
に
送

っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
■
年
に
は
青
法
協
会
員
だ
っ

た
、
当
時
、
熊
本
地
裁
の
宮
本
康
昭
判
事
補

が
再
任
拒
否
さ
れ
る
事
・態
に
ま
で
発
展
し

た
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
裁
判
官
部
会
は
な

く
な
っ
た
…
。

そ
の
背
景
に
つ
い
て
、
最
高
裁
事
務
総
局

に
詳
し
い
明
治
大
学
政
治
経
済
学
部
の
西
川

伸

一
教
授
が
解
説
す
る
。

「
６０
年
代
後
半
、
労
働
問
題
や
公
安
事
件
の

裁
判
で
国
や
行
政
に
不
利
な
判
決
が
相
次

ぎ
、
自
民
党
や
経
済
団
体
な
ど
か
ら

『
偏
向

判
決
」
だ
と
批
判
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
が
青

法
協
と
結
び
つ
け
ら
れ
て

〃青
法
協
攻
撃
″

が
始
ま
り
ま
し
た
。
裁
判
官
は
内
閣
が
任
命

し
ま
す
。
裁
判
官
人
事
な
ど
で
の
政
治
的
な

介
入
を
懸
念
し
た
最
高
裁
は
、
先
手
を
打

っ

て
内
部
統
制
を
強
化
し
て
い
き
ま
す
ｏ
そ
し

て
、
青
法
協
所
属
裁
判
官
に
対
し
て
は
執
拗

な
重
ｋ
の
退
会
勧
告
を
行
な
っ
た
の
で
す
」

最
高
蛉
蠅
封
健
遷
も
っ
て

通
憲
靱
湊
覆
書
藝
た
ち
‥

だ
が
、
安
倍
氏
が
受
け
た
処
遇
は
青
法
協

会
員
だ
っ
た
こ
と
だ
け
が
理
由
で
は
な
か
っ

た
。
最
高
裁
判
例
に
逆
ら
っ
た
判
決
を
出
し

た
こ
と
も
要
因
だ
。
そ

れ
は
、
「
公
職
選
挙
法

（公
選
法
）
」
の

「
一月
別

訪
問
禁
止
規
定
」
が
合

憲
か
違
憲
か
を
問
う
も

の
だ

っ
た
。

公
選
法
で
は
、
選
挙

立
候
補
者
や
そ
の
支
援

者
が
有
権
者
宅
を
戸
別

訪
問
す
る
こ
と
は
禁
止

さ
れ
、
最
高
裁
判
例
で
も
こ
の
規
定
は
合
憲

と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
戸
別
訪
間
は
有

権
者
に
直
接
政
策
を
訴
え
る
チ
ャ
ン
ス
で
も

あ
り
、
明
ら
か
に
買
収
目
的
で
は
な
い
戸
別

訪
問
ま
で
禁
止
す
る
こ
と
は
「
表
現
の
自
由
」

を
保
障
し
た
憲
法
に
違
反
す
る
と
の
学
説
も

あ
る
一

そ
‐し
て
い
安
倍
氏
は
田
年
、
こ
の
戸
別
訪

間
禁
止
規
定
違
反
が
間
わ
れ
た
事
件
で
、
「公

選
法
の
戸
別
訪
間
禁
止
規
定
は
憲
法
に
違
反

し
無
効
．
被
告
人
は
無
罪
」
と
の
判
決
を
出

し
た
の
で
あ
る
。

判
例
と
は
、
過
去
の
判
決
の
う
ち
、
後
の

同
じ
よ
う
な
裁
判
の
基
準
と
さ
れ
る
も
の
。

特
に
最
高
裁
判
例
は
高
裁
や
地
裁
な
ど
下
級

裁
判
所
の
判
決
を
実
質
的
に
″拘
束
″
す
る
。

た
だ
、
裁
判
官
は
独
立
し
た
職
権
を
行
使

す
る
こ
と
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
以

上
、
地
裁
の
裁
判
官
が
自
ら
の
判
断
で
最
高

裁
判
例
と
違
う
判
決
を
書
く
こ
と
は
、
本
来

は
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

し
か
し
、
最
高
裁
に
と
っ
て
、
任
官
後
わ

ず
か
６
年
の
安
倍
氏
が
最
高
裁
判
例
に
逆
ら

っ
た
判
決
を
出
し
た
こ
と
が
面
白
い
わ
け
は

な
い
。
そ
の
後
、
安
倍
氏
の
も
と
に

「
あ
る

最
高
裁
判
事
が
激
怒
し
て
い
る
」
こ
と
が
伝

わ
っ
て
き
た
と
い
う
。

あ
る
元
裁
判
官
が
述
懐
す
る
。

「
そ
の
後
、
私
が
担
当
す
る
公
選
法
違
反
事

件
で
も
戸
別
訪
問
禁
止
規
定
が
問
わ
れ
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
迷

っ
た
末
、
憲
法

違
反
と
は
言
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
判
決
の
後

で
裁
判
長
か
ら
も

『
き
み
が
憲
法
違
反
だ
と

言
わ
な
か
っ
た
の
で
動
か
っ
た
』
と
言
わ
れ

ま
し
た
。
裁
判
長
も
内
心
は
違
憲
だ
と
思

っ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
で
も
、
最
高
裁
判
例

が
あ
る
た
め
、
裁
判
長
と
し
て
違
憲
判
決
を

出
す

つ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
」

も
と
も
と
、
最
高
裁
は
憲
法
判
断
が
問
わ

れ
る
裁
判
で
違
憲
判
決
を
出
す
こ
と
に
は
消

極
的
と
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
現
場
の
裁

判
官
が
独
自
の
判
断
で
違
憲
判
決
を
出
す
の

は
相
当
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。実
際
、
過
去
に
は
違
憲
判
決
を
書

い
た
裁
判
官
が
自
殺
ま
で
し
て
い
る
の
だ
。

元
大
阪
高
裁
判
事
で
香
川
県
弁
護
士
会
所

属
の
生
田
暉
雄
弁
護
士
が
語
る
。

「
私
と
司
法
修
習
同
期
で
、
親
友
と
い
っ
て

い
い
大
阪
高
裁
の
裁
判
官

（当
時
６４
歳
）
が

０６
年
１２
月
に
自
殺
し
て
い
ま
す
。
彼
は
そ
の

数
日
前
、
住
民
が
住
基
ネ
ッ
ト

（住
民
基
本

台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
か
ら
の
個
人
情
報
の

削
除
を
求
め
た
裁
剖
の
控
訴
審
で
、
『
個
人

情
報
の
提
供
を
拒
否
し
て
い
る
住
民

へ
の
運

用
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ト
権
を
保
障
し
た
憲
法
１３

条
に
違
反
す
る
」
と
し
て
、
住
民
勝
訴
の
逆

転
判
決
を
言
い
渡
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
判

決
と
自
殺
に
関
係
が
あ

っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
裁
判
官
が
自
ら
の
判

断
に
基
づ
い
て
違
憲
判
決
を
書
こ
う
と
思
え

ば
、
そ
れ
こ
そ
自
分
の
生
命
を
賭
け
る
く
ら

い
の
覚
悟
が
必
要
な
の
で
す
」

自
殺
し
た
裁
判
官
は
６４
歳
ｏ

６５
歳
の
定
年

ま
で
あ
と
わ
ず
か
だ

っ
た
。
「
裁
判
官
が
自

ら
の
良
心
に
基
づ
き
、
思
い
き
っ
た
判
決
を

書
け
る
の
は
定
年
ま
で
数
年
と
迫

っ
た
時

765
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期
」
と
、
裁
判
官
の
間
で
は
皮
肉
ま
じ
り
に

い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
将
来
の
ポ
ス
ト
を
気

に
す
る
必
要
が
な
く
な
る
か
ら
だ
。

「
自
殺
し
た
裁
判
官
は
自
分
の
将
来
を
心
配

し
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、
同
じ
裁
判

を
担
当
し
た
若
い
裁
判
官
か
ら

『
あ
な
た
は

定
年
間
近
だ
か
ら
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

我
々
の
将
来
は
ど
う
な
る
ん
だ
」
と
責
め
ら

れ
た
の
か
も
ｔ
れ
ま
せ
ん
一
こ
れ
は
私
の
推

測
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
…
」
（
生
田
氏
）

こ
れ
で
は
裁
判
官
の
独
立
な
ど
な
い
に
等

し
い
の
で
は
な
い
か
。

東
京
地
験
の
議
事
か
ら

″要
注
意
人
物
″鍛
酔

話
を
安
倍
氏
の
経
験
些
戻
そ
う
。
安
倍
氏

は
ま
た
、
警
察
官
が
請
求
す
る
逮
捕
令
状
や
、

検
察
官
が
請
求
す
る
被
疑
者
の
勾
留
請
求
を

か
な
り
の
割
合
で

″却
下
″
す
る
裁
判
官
と

し
て
も
知
ら
れ
て
い
た
。

「
人
権
擁
護
の
点
か
ら
、
警
察
や
検
察
の
捜

査
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
が
裁
判
官
の
仕
事
だ

かヽ
ら
で
す
」
（安
倍
氏
）

被
疑
者
の
逮
捕
や
勾
留
は
勝
手
に
は
で
き

な
い
。
必
ず
裁
判
官
に
よ
る
審
査
、
許
可
が

必
要
だ
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
身
柄
拘
束
は

「
逃
亡
の
恐
れ
が
あ
る
」
「
罪
証
隠
滅
の
恐
れ

が
あ
る
」
「
住
所
不
定
―
な
ど
の
場
合
に
限

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
裁
判
官
が
逮
捕
令

状
や
勾
留
請
求
を
法
律
に
従

っ
て
チ
ェ
ッ
ク

す
れ
ば
、　
一
定
程
度
は
却
下
さ
れ
て
も
お
か

し
く
は
な
い
は
ず
な
の
だ
。
し
か
し
、現
実
は

ほ
と
ん
ど
の
ケ
ー
ス
で
許
可
さ
れ
て
い
る
。

『
司
法
統
計
年
報
』
に
よ
れ
ば
、

０８
　

‐
年
、

１１

万
１４３
人
の
逮
捕
状
請
求
の
う
ち
、
裁
判
官
に

よ
っ
て

「
却
下
」
さ
れ
た
の
は
わ
ず
か
０

・

０３
％

（
‐―
）
の
３７
人
に
す
ぎ
な
い

（下
の
表

１
を
参
照
）
。

元
北
海
道
警
釧
路
方
面
本
部
長
で

『
市
民

の
ロ
フ
ォ
ー
ラ
ム
北
海
道
』
代
表
の
原
田
宏

二
氏
が
自
ら
の
経
験
を
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
私
は
捜
査
畑
が
長
か
っ
た
の
で
す
が
ず
現

職
時
代
の
経
験
か
ら
言
え
ば
、
数
多
く
令
状

請
求
し
た
な
か
に
は
、
逮
捕
の
理
由
や
必
要

性
に
つ
い
て
の
裏
付
け
捜
査
が
不
十
分
で
、

裁
判
官
か
ら
却
下
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

心
配
し
た
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
し
た
。
が
、
却

下
さ
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま

た
、
逮
捕
し
て
し
ま
え
ば
、
勾
留
請
求
も
却

下
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
基

本
的
に
ほ
と
ん
ど
の
裁
判
官
に
は
警
察
官
の

捜
査
に
疑
い
を
持
つ
と
い
う
視
点
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
」

安
倍
氏
が
続
け
る
。

「
検
察
官
に
よ
る
勾
留
請
求
も

『
と
り
あ
え

ず
勾
留
し
て
お
こ
う
』
と
い
う
ず
さ
ん
な
理

由
に
よ
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
私
は
そ
う
い

う
安
易
な
勾
留
請
求
を
認
め
ま
せ
ん
で
し

た
。
東
京
地
裁
時
代
、
請
求
の
２
～
３
割
は

却
下
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」

当
然
、
検
察
は
面
白
く
な
い
。

「
私
と
司
法
修
習
同
期
の
東
京
地
検
の
検
事

か
ら

『安
倍
さ
ん
は
検
察
庁
で
は
要
注
意
人

物
だ
か
ら
気
を
つ
け
た
ほ
う
が
い
い
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
が
あ

，
ま
す
」
（安
倍
氏
）

検
察
庁
と
裁
判
所
は

「
判
検
交
流
」
と
い

わ
れ
る
判
事
と
検
事
の
人
事
交
流
が
長
年
行

な
わ
れ
、
お
互
い
に

フ身
内
意
識
″
を
強
く

持

っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
検
察
官
の
勾
留

請
求
を
高
い
割
合
で
却
下
す
る
安
倍
氏
は
検

察
庁
に
と
っ
て

″困

っ
た
存
在
″
だ
が
、
裁

判
所
に
と
っ
て
も
検
察
庁
と
の
和
を
乱
す
厄

介
な
存
在
と
映
り
、
最
高
裁
に
よ
る
安
倍
氏

の
人
事
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
十
分
に
考

え
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
．

「
私
の
裁
判
官
人
生
を
決
め
た
の
は
、
違
憲

判
決
を
書
い
た
こ
と
よ
り
、
む
し
ろ
令
状
間

題
の
ほ
う
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

っ
て
い
ま

す
。
時
期
的
に
も
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
先
で
す

か
ら
…
」
（安
倍
氏
）

被
疑
者
を
長
期
間

（最
長
２３
日
間
）
拘
束

し
て
取
り
調
べ
を
行
な
う
こ
と
は
自
由
の
強

要
に
つ
な
が
り
、
冤
罪
を
生
む
湿
床
だ
と
批

判
さ
れ
て
き
た
。
安
倍
氏
の
よ
う
に
裁
判
官

が
目
を
光
ら
せ
れ
ば
、
安
易
な
逮
捕
状
の
執

行
や
勾
留
は
行
な
わ
れ
な
い
は
ず
で
あ
り
、

自
白
の
強
要
な
ど
が
行
な
わ
れ
る
危
険
も
減

ら
せ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
裁
判
所
も

冤
罪
事
件
の
片
棒
を
担
い
で
い
る
と
い
わ
れ

て
も
仕
方
が
な
い
の
で
は
な
い
か
…
。

と
に
か
く
、
最
高
裁
に
よ
っ
て
、
こ
う
し

た
複
数
の
要
素
が
「
総
合
的
に
考
慮
さ
れ
た
」

結
果
、
安
倍
氏
は
３６
年
間
の
裁
判
官
生
活
の

ほ
と
ん
ど
を
地
方
の
地
裁

・
家
裁
や
地
裁
支

部
で
勤
務
じ
、
刑
事
事
件
を
担
当
さ
せ
て
も

ら
え
な
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
だ
。
こ
の
連
載
で
は
何
度
も
裁

判
官
の
報
酬
問
題
に
触
れ
た
。
「
３
号
問
題
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
い
判
事
４
号
か
ら
３
号

に
昇
給
す
る
基
準
が
あ
い
ま
い
で
、
最
高
裁

に
よ
っ
て

″恣
意
的
な
″
運
用
が
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
い
と
八
裁
判
官
の
報

酬
に
つ
い
て
は
左
ペ
ー
ジ
の
表
２
を
参
照
）
。

安
倍
氏
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
、

「
同
期
で
最
初
に
３
号
に
な
っ
た
人
か
ら
５

年
半
、
同
期
の
人
が
次
々
と
３
号
に
な
っ
て

い
く
な
か
で
私
だ
す
づ
４
場
の
電
■
で
し

た
。
し
か
も
、
裁
判
官
は
定
年
退
官
の
何
年

か
前
に
は
全
員
、
判
事
と
し
て
０
最
高‐
の
報

酬
で
あ
る
判
事
１
号
に
な
る
０
が
常
識
鷲
ｔ

た
が
、
私
の
場
合
、
６５
歳
の
誕
生
日
の
前
日
一

つ
ま
り
、
定
年
退
官
の
前
日
に
判
事
■
号
に

炎嘲扇曇滲 欝戴戦の翻下睾所の合計「司法統計年報」を元に作成

発付  取り下げ(撤回) 却下   却下率

2004 ‐ 12万8952人 878人 40人   0.030/0

2005  12万 8296人 811人 33人  0.03°/0

2006  12万 5344人 893人 30人  0.020/0

2007 11万 3766人 929人 39人  0.03°/o

2008  10万 9100人   1006:人 37人   0口 030/0

法律上、捜査機関が被疑者を逮捕する時Iま「罪証隠減」「逃亡」など

実は裁判官に『 :経握ユ換あ彗畢鼻|:[:秀]磐省『 墾符静進基卜桑

十分でも裁判官は逮捕令状にOKを出し,て
いる。それが捜査機関によ

る被類煮の長期身柄拘束:自 由の強要)そ して冤罪につながっている

1,■ :i、



妙洟磋免纂躙脩維轟
な
る
辞
令
を
も
ら

っ
て
、
誕
生
日
当
日
に
定

年
退
官
の
辞
令
を
も
ら
い
ま
し
た
」
（
安
倍

氏
）こ

れ
は
最
高
裁
に
よ
る

″嫌
が
ら
せ
″
、

ほ
か
の
裁
判
官
に
対
す
る

″見
せ
じ
め
〃
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

『
大
に
な
れ
な
か
っ
た
裁
判
官
』
は
、
ひ
と

り
の
元
裁
判
官
の
回
顧
録
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
内
容
は
最
高
裁
に
よ
る
裁
判
官
統
制
の

本
質
を
突
い
て
い
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
高

裁
も
無
視
で
き
な
か
っ
た
。
冒
頭
で
触
れ
た

こ
の
本
の
出
版
に
関
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ

う
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
…
。

し
か
も
、
ラ
）う
し
た
統
制
は
、
以
前
ほ
ど
あ

か
ら
さ
ま
な
形
で
は
な
い
が
、
今
で
も
確
実

に
現
場
の
裁
判
官
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

前
出

・
西
川
氏
の
も
と
に
昨
年
、
あ
る
現

職
裁
判
官
か
ら
手
紙
が
届
い
た
。
そ
こ
に
は

次
の
よ
う
に
書
い
て
あ

っ
た
と
い
う
。

「
周
り
の
裁
判
官
は
相
変
わ
ら
ず
、
常
に
上

の
意
向
を
気
に
し
て
い
る
よ
う
で
す
」

む
し
ろ
、
統
制
の
実
態
が
表
に
出
な
い
よ

一
一・一
一　
　
一一　
・一
・一一
．
．・
一一一・一・一

う
に
な

っ
た
分
、
手
回
は
よ
り

″巧
妙
″
に

な

っ
た
と
も
い
え
る
の
だ
。

そ
し
て
、
そ
れ
が
日
本
の
刑
事
裁
判
の
特

徴
の
ひ
と

つ
で
あ
る
、
有
罪
率
９９

・
９
％
と

い
う
高
率
を
ず

っ
と
維
持
し
て
い
る
こ
と
と

も
無
関
係
で
は
な
い
―
―
。

最
高
裁
の
″鼈
導
″が

有
罪
事
の
高
さ
銀
つ
な
が
る

市
民
ど
の
積
極
的
な
対
話
を
行
な
う
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
だ

つ

た
、
元
裁
判
官
の
安
原
浩
弁
護
士

（兵
庫
県

弁
護
士
会
所
属
）
が
語
る
。

「
今
の
刑
事
裁
判
の
最
大
の
問
題
点
は
、
裁

判
官
の
多
く
が

〃有
罪
慣
れ
″

″調
書
慣
れ
″

し
鳥
い
る
に
と
一
っ
ま
り
、
信
用
で
き
る
供

述
調
書
ば
か
り
を
読
ん
で
い
る
と
、
た
ま
に

ウ
ソ
の
調
書
や
無
理
に
作
ら
れ
た
調
書
が
あ

っ
て
も

『
調
書
は
信
用
で
き
る
」
と
思
い
込

ん
で
し
ま
う
。
裁
判
官
が
そ
う
思

っ
て
し
ま

う
背
景
に
は
最
高
裁
事
務
総
局
の
影
響
も
あ

・・

一
一・
一
・
一

・̈
．
一一

．・・
・一一
一一一一．・一
・一・一一・
一
一

．
一^一

．一．一

一
一
・

・

る
の
で
す
」

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？

「
刑
事
裁
判
に
関
し
て
は
、
最
高
裁
事
務
総

局
の
刑
事
局
が
中
心
に
な
っ
て
、
裁
判
官
向

け
の
い
ろ
い
ろ
な
研
究
会
や
勉
強
会
を
行
な

い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
、
自
由
は
被

告
人
が
任
意
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
を
積
極

的
に
認
め
よ
う
と
い
う
理
屈
が
説
明
さ
れ
る

の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
最
高
裁
は

「
そ
の
通

り
に
し
な
さ
い
」
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
裁
判
官
に
と
っ
て
、

こ
う
し
た
最
高
裁
事
務
総
局
が
主
導
す
る
議

論
の
方
向
は
非
常
に
大
き
な
影
響
を
持
ち
ま

す
」
（安
原
氏
）
　

・

つ
ま
り
、
裁
判
官
は
最
高
裁
事
務
総
局
に

よ
つ
て

「
捜
査
段
階
の
被
疑
者
の
自
由
は
強

制
で
は
な
く
、
任
意
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た

も
の
だ
。
そ
の
根
拠
は
日
頃
か
ら
研
究
会
・勉

強
会
で
教
え
て
い
る
は
ず
だ
。
だ
か
ら
、
現
場

の
裁
判
官
は
そ
れ
を
信
用
し
て
よ
ろ
し
い
」

と
″誘
導
″
さ
れ
て
い
る
。そ
し
て
、被
告
人
が

法
廷
で
「
自
白
は
強
制
さ
れ
た
も
の
で
す
。私

は
や
っ
て
ま
せ
ん
」
と
容
疑
を
否
認
し
て
も
、

裁
判
官
は
捜
査
段
階
の
自
白
を
信
用
し
て
、

そ
の
ま
ま
有
罪
判
決
を
下
し
て
し
ま
う
…
。

こ
れ
で
は
、
冤
罪
が
生
ま
れ
な
い
ほ
う
が

お
か
し
い
と
い
う
も
の
だ
。安

原
氏
は
昨
年
６

月
に
定
年
退
官
す
る

．ま
で
、
刑
事
事
件
を

主
に
担
当
し
て
き
た

が
、
そ
の
う
ち
０
・
５
％

は
無
罪
判
決
だ

っ
た

．
　

　

一
一

一
十

一一
一

一
・^

　

　

．

一

一

と
い
う
。
日
本
で
は
起
訴
さ
れ
た
刑
事
事
件

の

一
審
段
階
の
有
罪
率
は
９９

・
９
％
。
つ
ま

り
、
無
罪
率
が
わ
ず
か
け
％
で
あ
る
の
と
比

べ
る
と
、
高
い
率
で
無
罪
判
決
を
出
し
た
こ

と
に
な
る
。
安
原
氏
が
担
当
し
た
裁
判
が
、

″た
ま
た
ま
〃
検
察
官
の
ず
さ
ん
な
起
訴
に

よ
る
も
の
で
、
無
罪
に
な
っ
て
当
然
の
裁
判

だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
つ
・

「
私
は
刑
事
裁
判
全
体
の
１
％
く
ら
い
は
無

罪
事
件
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
と
思
っ

て
い
ま
す
」
（安
原
氏
）

と
す
れ
ば
、
相
当
程
度
の
冤
罪
が
発
生
じ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
人

事
権
を
中
心
と
し
た
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ

る
様
々
な
圧
力
が
、
現
場
の
裁
判
官
の
独
立

し
た
職
権
の
行
使
に
影
響
を
与
え
、
さ
ら
に

は
冤
罪
の
発
生
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
恐
れ

が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

現
在
の
裁
判
が
抱
え
る
問
題
は
、
裁
判
官

個
々
の
資
質
に
も
問
題
が
あ
る
こ
と
は
否
定

し
な
い
。
だ
が
、
裁
判
官
統
制
の
実
態
を
つ

ぶ
さ
に
見
て
い
く
と
、
そ
の
最
大
の
原
因
は

最
高
裁
事
務
総
局
に
こ
そ
あ
る
と
言
わ
ぎ
る

を
え
な
い
。

最
高
裁
は
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
当
た
っ

一て

「
こ
れ
ま
で
の
刑
事
裁
判
に
問
題
が
あ

っ

た
」
と
は
認
め
て
い
な
い
し
、
今
後
も
そ
れ

は
認
め
な
い
だ
ろ
う
。自
ら
過
去
を
反
省
し
、

組
織
を
改
革
す
る
こ
と
は

″お
役
人
″
に
は

で
き
な
い
。
で
は
、ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？

こ
れ
ｔ
で
の
連
載
で
明
ら
か
に
な

っ
た
問

題
を
解
決
す
る
た
め
、
次
号
で
は
い
く
つ
か

の
″処
方
箋
″を
提
示
し
た
い
。
　

（
２
つ
く
）

裁 判 官 報酬ド給月額

最高裁半1所長官 207万 1000円

最高裁判所判事 151フラ2000円

東京高等裁判所長官  144万 8000円

判事 判事補 簡裁半陣

121万 1000円

106万 6000円

特一一一一一̈一一 =蒻
荊 01a田

■
=:囁

134興
口写 72万 8000円

０写 65万 4000円

口写 59万 2000円

53万 3000円

口つ 44万 8600円

43万  600円

口
万 39万 5900円

37万  500円

34万 6600円

10号 32万 310鋼

11号 30万 7100円

12号 28万 8700円

13号 27万 8000円

14号 25万 4200円

10号 15号 24万 5200円

23万 4400円

12号 17号 22万 7000円

最高裁事務総局による

統制の最たるものが「 3

号問題」といわれる。

判事 4号から3号 に昇

給する時期の基準がな

く、最高裁に従う裁判

官だけが早期にどんど

ん昇給するといわれる

０写

3号

口万

一万

０万

０ち

０一

０写

口万

76/ 写真・文/西島 博 之  写真/村上 庄 吾 緑 高裁),手事通信社 PANA 図版/nmnm.


