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睫
睾

饂

これまでの連載記事で明らかになったように、

最高議事務総馬のF司法官鐵」による過剰な続詞が
国本の同法を置めてきた

｀
元凶

′
である一一。

では、どうすれιぎ裁判官の独立を保障し、
F国民に開かれた司法』を実現できるのか。

それ:よ司法富鑽たちの 権`力′を徹底的に排除し、
国民が監視できる仕組みを作るしかない。
同法版「饒・官憬」ζまこうやって実現せよ:!

注 :最高裁の第一～第二小法廷に所属する判事。
カッコ内は出身母体、年月日は判事就任の日

櫻井龍子   金築誠志

(元労働省女性局長)  (裁 判官)

2008年 9月 11日     2009年 1月 26日

鑽攀巡亀燎睫
01年 9月 、静岡県御殿場市で当時15歳の少女を集団暴行しようとした、い
わゆる「御殿場事件」で元少年5人が強姦未遂罪に問われていた。第一小法
廷は今年4月 、上告棄却を決定、5人の有罪が確定した。被害事実の存在
そのものが疑わしく、冤罪の可能性が高いといわれた事件だったのだが…
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甲斐中扇夫

(検察官)

2002年 10月 7日

灘井紀夫

(裁判官)

2006年 10月 16日
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富夕I:光治

(弁護士)

2008年 9月 3日

③

冤
轟
が
饉
き
る
漂
囲
に
は
　
一樹

興
通
点
が
あ
っ
た
‥
　
　
　
　
・

こ
れ
ま
で
の
３
個
の
連
載
で
、
「
司
法
官

僚
」
と
い
う
最
高
裁
事
務
総
局
の
エ
リ
ー
■

裁
判
官
に
よ
つ
て
現
場
の
裁
判
官
が
統
制
さ

れ
、
常
に
政
府
や
最
高
裁
な
ど

″上
〃
の
意

向
を
気
に
す
る

「
ヒ
ラ
メ
裁
判
官
」
が
生
ま

れ
て
き
た
構
造
を
お
伝
え
し
た
。
そ
し
て
、

最
高
裁
事
務
総
局
の
意
に
沿
わ
な
い
裁
判
官

は
昇
給
も
ま
ま
な
ら
ず
、
勤
務
地
も
冷
遇
さ

れ
る
実
態
を
元
裁
判
官
ら
の
証
言
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
て
き
た
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
最
高
裁
に
よ
る
様
々

な
統
制
が
世
界
で
も
異
例
と
い
わ
れ
る
有
罪

率
９９

。
９
％
を
維
持
す
る

一
方
で
、
冤
罪
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
指

　

ヽ

摘
し
た
。

例
え
ば
、

９０
年
５
月
、
栃
本
県
足
利
市
で
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「犯行時に精神疾患はなかつた」として懲役12年 を言い渡した東京高裁判決が確定した

悔購博鬼
たけさき ひろのぶ

(裁判官)

2008年 11月 25日

藤霧藍靖
ふじた ときやす

(学者 )

2002年 9月 30日

合井 功

(裁判官)

2004年 12月 27日

堀籠幸男

(裁判官)

2005年 5月 17日

中夕::了滋

(弁護士 )

2005年 1月 19日
・r

蘭鰯佑麓

(検察官)

2005年 8月 2日

鋳原睡夫

(弁護士)

2006年 11月 1日

筒内行夫

(元外務次官)

2008年 10月 21日

遮藤崇晴
こんどうたかはる

(裁判官)

2007年 5月 23日

隕氣餞嘔只    [亦ド鰈
た痴漢事件では、今年4月 、「被害女性の供述には疑いがある」として、画期的な逆転無罪判決を言い渡しているが、

「和歌山毒カレー事件」の林真須美被告に対しては自由・物証ともにないにもかかわらず上告を棄却。死刑が確定した

那須弘平

(弁護士)

2006年 5月 25日

最終回颯予瘍κ鋏迪 撓ゝ絣魃斃呵



４
歳

（当
時
）
の
女
児
が
殺
害
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る

「
足
利
事
件
」
。
無
難
懲
役
刑
が
確

定
し
、
刑
務
所
で
の
服
役
を
含
め
、
実
に
１７

年
半
も
の
長
期
間
、
身
柄
拘
束
さ
れ
た
菅
家

利
和
さ
ん
は
再
審
開
始
が
決
定
し
、
今
年
６

月
、
刑
の
執
行
が
停
止
さ
れ
、
釈
放
さ
れ
た
。

こ
れ
は
菅
家
さ
ん
を
有
罪
に
す
る
決
め
手

と
な
っ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
間
違
っ
て
い
た
こ

と
が
判
明
し
た
た
め
だ
が
、
無
実
を
訴
え
続

け
た
菅
家
さ
ん
の
声
を
地
裁
、
高
裁
、
最
高

裁
の
裁
判
官
た
ち
は
無
視
し
続
け
た
。

も
ち
ろ
ん
、
自
由
を
強
要
し
た
警
察
、
起

訴
し
た
検
察
の
責
任
が
ま
ず
問
わ
れ
る
べ
き

だ
が
、
裁
判
官
が
公
正

。
中
立
に
真
実
を
見

極
め
る
目
を
持

っ
て
い
れ
ば
、
菅
家
さ
ん
は

冤
罪
被
害
に
遭
わ
な
く
て
す
ん
だ
ろ
う
。
し

か
も
、
ン」
の
事
件
は
す
で
に
時
効
が
成
立
し
、

真
犯
人
が
捕
ま
る
こ
と
は
永
遠
に
な
く
な

り
、
遺
族
が
真
相
を
知
る
機
会
も
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
…
。
そ
の
意
味
で
、
最
後
の
よ

り
ど
こ
ろ
で
あ
る
裁
判
所
の

″罪
″
は
重
い

と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。

市
民
と
の
対
話
活
動
な
ど
を
行
な
う

『
日

本
裁
判
官
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
コ
ー
デ
イ
ネ
ー

タ
ー
の
ひ
と
り
だ
っ
た
、
元
裁
判
官
の
安
原

浩
弁
護
士

（兵
庫
県
弁
護
士
会
所
属
）
は
、

こ
う
し
た
冤
罪
が
起
き
続
け
る
原
因
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
語
る
。

田 「熱
は
Ｒ

攣

『
「
議

田
事
件
し

の
判
決
文
を
す
べ
て
読
み
、
冤

罪
が
起
き
る
ひ
と
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ

と
に
気
づ
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
物
証
で
あ

る
科
学
的
な
鑑
定
結
果
に
疑
間
が
あ

っ
て

も
、
被
告
人
が
自
由
し
て
い
る
か
ら
鑑
定
結

果
も
信
用
で
き
る
と
裁
判
官
は
考
え
て
し
ま

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

あ
る
い
は
逆
に
、
自
由
の
信
用
性
に
疑
い

が
あ
っ
て
も
、
鑑
定
結
果
が
有
罪
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
か
ら
自
白
も
信
用
で
き
る

と
裁
判
官
が
考
え
て
し
ま

っ
た
…
。
本
来
、

物
証
と
自
由
が
食
い
違
う
の
で
あ
れ
ば
、
裁

判
官
は

『検
察
官
の
主
張
は
お
か
し
い
。
被

告
人
は
無
罪
で
は
な
い
か
』
と
疑

っ
て
か
か

る
べ
き
な
の
で
す
が
、
物
証
の
不
十
分
な
点

を
自
白
で
補
強
す
る
な
ど
し
て
有
罪
判
決
を

導
き
出
し
て
い
た
。
そ
れ
は
今
回
の
足
利
事

件
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
で
す
」

で
は
、
な
ぜ
こ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
の

か
。前

号
で
も
お
伝
え
し
た
よ
う
に
、
日
本
の

裁
判
官
は
最
高
裁
事
務
総
局
が
主
催
す
る
研

究
会
や
勉
強
会
で
、
若
い
頃
か
ら

「被
告
人

が
自
由
し
た
供
述
調
書
は
信
用
で
き
る
も
の

だ
」
と

″
洗
脳
″
さ
れ
、
検
察
の
主
張
ど
お

り
に
有
罪
判
決
を
出
す
こ
と
に
疑
間
を
持
た

な
く
な
っ
て
し
ま
つ
て
い
る
。
そ
の
た
め
被

告
人
が
法
廷
で
供
述
を
翻
し
て
無
実
を
訴
え

て
も
、
検
察
官
が
作
成
し
た
調
書
の
ほ
う
を

採
用
し
て
有
罪
判
決
を
出
し
て
し
ま
い
が
ち

な
の
だ
。

「
裁
判
官
が
そ
の

″有
罪
慣
れ
″
し
た
意
識

か
ら
脱
却
で
き
な
い
こ
と
が
、
冤
罪
を
生
む

根
本
的
な
原
因
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
」

（安
原
氏
）

こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
今
の
司
法
が
抱
え

る
問
題
の
多
く
は
、
最
高
裁
事
務
総
局
の
長

年
に
わ
た
る
裁
判
官
支
配
を
可
能
に
し
て
き

た
制
度
に
根
本
的
な
原
因
が
あ
る
と
考
え
ぎ

る
を
え
な
い
。

で
は
、
こ
の
最
高
裁
事
務
総
局
を
改
革
す

る
に
は
、
何
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
？

黎儡」鑽

ま
ず
肝
心
な
の
は
、
最
高
裁
が
裁
判
官
を

統
制
す
る
際
に
大
き
な
武
器
と
し
て
い
る
報

酬
、
勤
務
地
決
定
な
ど
の
人
事
制
度
を
透
明

化
し
、
裁
判
官
を
最
高
裁
の

″呪
縛
″
か
ら

解
放
す
る
こ
と
だ
。

裁
判
官
の
報
酬
は
判
事
８
段
階
、
判
事
補

・２
段
階
と
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
特

に
判
事
４
号
か
ら
３
号
に
昇
給
す
る
基
準
が

明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
裁
判
官
の
間
で

「
３
号
問
題
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
何

回
も
触
れ
た
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
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
最
高
裁
に

「
裁
判
官
の
昇
給
に
関
す

る
運
用
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
な
ど
の
開
示
を
求
め

て
い
る
が
、
最

ヽ
高
裁
は

「
そ
の
よ
う
な
文
書

は
存
在
し
な
い
」
と
不
十
分
な
対
応
し
か
し

て
い
な
い
。

裁
判
官
は
特
別
職
の
国
家
公
務
員
。　
一
般

職
の
国
家
公
務
員
給
与
が
人
事
院
規
則
な
ど

に
よ

っ
て
細
か
く
規
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、

裁
判
官
の
昇
給
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
規

定
が
な
い
な
ど
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
も
、
最
高
裁
が
昇
給
基
準
を
明
ら
か

に
し
な
い
た
め
に
、
生
田
弁
護
士
は

「
人
件

費
予
算
の

一
部
が
最
高
裁
の

″裏
金
″
に
な

っ
て
い
る
の
で
は
？
」
と
の
疑
惑
も
抱
い
て

い
る
。
最
高
裁
は
、　
　
　
　
　
　
　
　
′

「
余

っ
た
人
件
費
予
算
は
国
庫
に
返
納
し
て

お
り
、
裏
金
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
」
（事
務
総
局
広
報
課
）

と
、
そ
れ
を
否
定
す
る
が
、
関
連
す
る
文

嗜
が
全
面
開
示
さ
れ
な
い
以
上
、
そ
れ
を
搬

呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
最
高
裁
の
情
報
公
開
制
度
は

″抜
け
穴
〃
だ
ら
け
な
の
だ
。
こ
の
８
月
に

『
司
法
官
僚
　
裁
判
所
の
権
力
者
た
ち
」
（岩

波
新
書
）
を
出
版
し
た
ば
か
り
の
新
藤
宗
幸

・
千
葉
大
学
法
経
学
部
教
授
が
次
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。

「
行
政
機
関
に
情
報
公
開
の
法
的
義
務
を
課

90年 ,月 に起きた「足刑事件」
で無期懲役刑が確定し、17年

半にわたって身柄拘束された
菅家利和さんが今年 6月 に釈
放された。自由を強要した捜
査機関の責任も重いが、菅家
さんの無実の訴えを無視した
裁判官の責任も重大だ。最高
裁事務総局の ｀

洗脳
グ

によっ
て有罪慣れした裁判官がいる
以上、冤罪事件は今後も決し
てなくなることはないだろう

~160



し
た
、
い
わ
ゆ
る

「
情
報
公
開
法
』
が
ｏｌ
年

４
月
に
施
行
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
裁
判

所
は
行
政
機
関
で
は
な
く
司
法
機
関

の
た

め
、
こ
の
法
律
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
の

で
す
。
情
報
公
開
の
流
れ
の
な
か
で
最
高
裁

も
情
報
公
開
制
度
を
作

っ
て
は
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
法
律
で
は
な
く
、
内
部
規
則
で
あ
る

『
要
綱
」
で
す
。
つ
ま
り
、
最
高
裁
は
情
報

公
開
に
関
し
て
法
的
な
義
務
を
負

っ
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
開
示
請
求
し

た
情
報
が

『
非
開
示
』
と
さ
れ
た
場
合
、
わ

れ
わ
れ
に
は
そ
れ
以
上
ど
う
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
の
で
す
」

要
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
。

「
情
報
公
開
法
」
に
よ
っ
て
、
国
民
に
は
行

政
文
書
を
開
示
請
求
す
る
権
利
が
あ
り
、
国

の
機
関
は
そ
れ
に
対
し
て
原
則
開
示
す
る
義

務
を
負

っ
て
い
る
。
「
非
開
示
」
と
さ
れ
た

場
合
で
も
、
そ
れ
を
不
服
と
し
て
、
国
民
は

さ
ら
に
裁
判
に
訴
え
る
こ
と
で
、
非
開
示
と

さ
れ
た
文
書
を
開
示
さ
せ
る
こ
と
も
で
き

Ｚつ
。し

か
し
、
裁
判
所
の
情
報
公
開
制
度
は
最

高
裁
が

″
勝
手
に
決
め
た
″
コ
警
綱
」
に
基

づ
い
た
も
の
で
し
か
な
い
の
で
、
最
高
裁
が

開
示
の
法
的
義
務
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
そ
の
た
め
、
開
示
請
求
さ
れ
た
文
書

が
実
際
に
あ
っ
て
も
、
最
高
裁
が

「
そ
う
い

う
文
書
は
存
在
し
な
い
」
と
言
い
張
っ
て
知

ら
ん
ぷ
り
を
決
め
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
そ
れ
に
納
得
で
き
な
く
て
も
、

わ
れ
わ
れ
は
あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
…
。

こ
れ
を
な
ん
と
か
す
る
た
め
に
は
、

一行
政
機
関
と
同
様
、
最
高
裁
な
ど
裁
判
所

に
も
情
報
公
開
の
法
的
な
義
務
を
負
わ
せ
る

『裁
判
所
情
報
公
開
法
』
の
制
定
が
ぜ
ひ
と

も
必
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
」
（新
藤
氏
）

最
高
裁
が
持
つ
司
法
行
政
に
関
す
る
情
報

の
公
開
を

「
裁
判
所
情
報
公
開
法
」
と
い
う

法
律
に
よ

っ
て
義
務
づ
け
、
国
民
が
監
視
し

や
す
い
シ
ス
テ
ム
を
作
る
。
情
報
公
開
に
よ

っ
て
情
報
が
ひ
と
つ
、
ま
た
ひ
と
つ
と
公
開

さ
れ
て
い
け
ば
、
裁
判
官
統
制
の
実
態
も
徐

々
に
明
ら
か
に
な
り
、
最
高
裁
事
務
総
局
の

権
力
は
弱
ま

っ
て
い
く
は
ず
だ
。

そ
れ
と
同
時
に
、
今
の
裁
判
官
の
人
事
制

度
を
改
革
す
る
こ
と
も
必
要
だ
ろ
う
。

前
出

。
安
原
氏
は
、
ま
ず
裁
判
官
の
報
酬

制
度
ｂ
見
直
し
が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
。

「
現
場
の
裁
判
官
が
最
も
気
に
す
る
の
が
報

酬
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
の
判
事
８
段
階
、

判
事
補
１２
段
階
あ
る
報
酬

（月
額
２２
万
７
千

円
～
１２‐
万
１
千
円
）
の
、
下
限
額
を
上
げ
て

上
限
額
を
下
げ
る
。
そ
し
て
、
報
酬
区
分
の

刻
み
を
簡
素
化
し
て
、
裁
判
官
に
よ

っ
て
報

酬
の
差
が
あ
ま
り
出
な
い
よ
う
に
す
る
の
で

す
」今

の
よ
う
な
細
か
な
報
酬
区
分
で
は
、
現

場
の
裁
判
官
は
す
ぐ
次
に
く
る
昇
給
時
期
が

気
に
な

っ
て
仕
方
が
な
い
た
め
、
同
期
の
裁

判
官
に
遅
れ
を
と
ら
な
い
よ
う
最
高
裁
の
意

向
に
唯
々
諾
々
と
従

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、

こ
の
報
酬
区
分
を
簡
素
化
し
て
、
裁
判
官
が

最
高
裁
の
顔
色
を
常
時
う
か
が
う
必
要
性
を

な
く
せ
ば
い
い
の
だ
。

ま
た
、
報
酬
と
と
も
に
裁
判
官

の
関
心
が
高
い
勤
務
地
に
つ
い
て

は
、
「
公
募
制
」
の
導
入
に
よ

っ

て
裁
判
官
が
勤
務
地
を
選
択
で
き

る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
ひ
と
つ
の

方
法
だ
ろ
う
。

「
ド
イ
ツ
で
は
裁
判
官
の
公
募
制

を
採
用
し
て
い
ま
す
。
あ
る
裁
判

所
に
空
き
ポ
ス
ト
が
出
る
場
合
、

そ
こ
で
勤
務
し
た
い
裁
判
官
を
公
募
し
、
審

査
を
経
て
採
用
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
ま

す
。
日
本
で
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
公
募
制

を
採
用
す
る
の
で
す
。
す
で
に
、
最
高
裁
に

は
『
下
級
裁
判
所
裁
判
官
指
名
諮
問
委
員
会
』

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
下
に
高
裁
ご
と
の
地
域

委
員
会
が
あ
り
、
裁
判
官
の
任
命
、
再
任
の

適
否
の
審
議
を
行
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ

の
地
域
委
員
会
が
各
地
区
で
裁
判
官
を
募
集

し
て
、
選
考
す
る
形
に
す
れ
ば
い
い
。
そ
う

す
れ
ば
最
高
裁
事
務
総
局
か
ら
人
事
の
権
限

を
大
幅
に
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

す
」
（安
原
氏
）

多
く
の
裁
判
官
は
東
京
や
大
阪
な
ど
大
都

市
の
裁
判
所
で
手
腕
を
発
揮
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。
だ
が
、
な
か
に
は
両
親
の
介
護
な

ど
家
庭
の
事
情
で
出
身
地
に
近
い
地
方
の
裁

判
所
で
ず

っ
と
勤
務
す
る
こ
と
を
望
む
裁
判

官
も
い
る
。
そ
う
し
た
裁
判
官
の
希
望
を
叶

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
公
募
制
と
い
う
わ

け
だ
。

「裁
判
断
法
」を
改
正
し
て
、

事
務
総
局
の
人
事
権
を
排
除

た
だ
、
ン
」う
し
た
制
度
を
導
入
す
る
に
は
、

裁
判
官
の
報
酬
を
決
め
る
法
律
、
そ
し
て
、

裁
判
官
の
勤
務
地

・
ポ
ス
ト
を
決
め
る
権
限

一を一赫一義一』一申一法ぁ「中ぃ［一̈̈

明
治
大
学
政
治
経
洋
学
部
の
西
川
伸

一
教
授

も
、
「
裁
判
所
法
を
改
正
す
べ
き
だ
」
と
提

案
す
る
ひ
と
り
だ
。

裁判官の人事など司法行政は

本来、15人の最高裁判事で構
成される裁判官会議が決める
べきもの。だが、その実態は
庶務部門である事務総局が作
成した原案をただ承認するだ
けの形骸化したものになって
いる。司法官僚による裁判官
統制を変えるためには、まず
裁判官会議がきちんと機能し
て、事務総局から司法行政の
｀
実権

チ
を取り戻すことだ
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「
裁
判
所
法
を
改
正
す
れ
ば
ハ
事
務
総
局
の

裁
判
官
統
制
を
相
当
緩
和
す
る
方
向
に
向
か

う
は
ず
で
す
。
何
も
憲
法
を
改
正
し
よ
う
と

い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
国
会

（立

法
府
）
が
や
ろ
う
と
思
え
ば
で
き
ま
す
。
裁

判
所
の
司
法
行
政
部
門
に
関
す
る
こ
と
な
の

で
、
そ
れ
に
よ

っ
て
司
法
権

へ
の
介
入
と
批

判
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、

最
高
裁
は
大
反
対
す
る
で
し
ょ
う
け
ど
ね
」

・
こ
の
よ
う
に
、
報
酬
と
勤
務
地
決
定
に
関

し
て
最
高
裁
の
権
限
を

″排
除
〃
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
裁
判
官
は
本
来
の

「
憲
法
」

「
法
律
」
、
そ
し
て
自
ら
の

「
良
心
」
に
従

っ

た
判
決
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
。

同
時
に
、
裁
判
官
の
人
事
を
っ撃
が
最
高
裁

事
務
総
局
人
事
局
の
ス
タ
ッ
フ
も
大
幅
に
減

ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
こ
こ

に
動
務
す
る

「
裁
判
を
し
な
い
裁
判
官
」
、

つ
ま
り
司
法
官
僚
を
現
場
に

″復
帰
″
さ
せ

ら
れ
る
た
め
、
裁
判
官
不
足
も
少
し
は
緩
和

さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
不
十
分
だ
。
裁
判

官
を
検
察
庁
か
ら
も
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
裁
判
所
と
法
務
省

・
検
察
庁
と
の
間
で

「判
検
交
流
」
と
い
わ

れ
る
人
事
交
流
が
行
な
わ
れ
、
裁
判
官
は
検

察
に
も

″
遠
慮
″
す
る
体
質
が
あ
る
と
指
摘

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

判
検
交
流
と
は
、
裁
判
官

（判
事
）
が
法

務
省

。
検
察
庁
に
、
そ
し
て
検
察
官
（検
事
）

が
裁
判
所
に
３
年
程
度
出
向
す
る
も
の
。

そ
の
人
数
が
ど
れ
く
ら
い
か
。
鈴
木
宗
男

・
衆
議
院
議
員

（新
党
大
地
）
の
質
問
主
意

．

書
に
対
す
る
政
府
答
弁
に
よ
れ
ば
ヽ
０８
年
、

裁
判
官
か
ら
検
察
官
に
任
命
さ
れ
た
者
は
５６

人
、
逆
に
検
察
官
か
ら
裁
判
官
に
任
命
さ
れ

た
者
は
５５
人
に
上
る
。

こ
の
人
事
交
流
制
度
は
、
「
裁
判
官
と
検

察
官
が
お
互
い
の
職
務
に
つ
い
て
理
解
を
深

め
る
」
こ
と
が
目
的
と
さ
れ
る
。
だ
が
、
本

来
は
裁
判
で
異
な
る
役
割
を
果
た
す
べ
き
裁

・

判
官
と
検
察
官
に
″仲
間
意
識
″
が
芽
生
え
、〓Ｉ

実
際
の
裁
判
に
悪
影
響
ヽ
つ
ま
り
検
察
有
利

の
判
決
が
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
懸
念

さ
れ
て
い
る
制
度
な
の
だ
。　
　
　
　
　
　
一

刑
事
事
件
の
場
合
、
起
訴
す
る
検
察
官
、

そ
れ
に
対
し
て
有
罪
か
無
罪
か
を
ジ
ャ
ツ
ジ

す
る
裁
判
官
は
お
互
い
に
独
立
し
た
存
在
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
の
に
、
裁
判
官
が

検
察
庁
に
出
向
し
た
経
験
を
持
つ

″元
検
察

官
″
で
あ

っ
た
場
合
、
か
つ
て

〃同
じ
釜
の

飯
を
食

っ
た
同
僚
″
に
不
利
と
わ
か
っ
て
い

る
判
決

（無
罪
）
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
？

ま
た
、
出
向
に
よ

っ
て
検
察
官
に
な
っ
た

裁
判
官
が
、
国
の
行
政
機
関
が
訴
え
ら
れ
た

場
合
に
国
側
の
代
理
人
と
な
る

「
訟

務
検

事
」
を
務
め
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
訟
務
検

事
が
も
と
の
裁
判
官
に
戻

っ
た
後
、
国
が
訴

え
ら
れ
た
裁
判
で
国
側
に
不
利
な
判
決
を
下

す
こ
と
が
果
た
し
て
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
判
検
交
流
は
お

互
い
の
職
務
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
い

う
メ
リ
ッ
ト
よ
り
も
、
中
立

。
公
正
な
裁
判

が
歪
め
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
デ
メ
リ
ッ
ト

の
ほ
う
が
大
き
い
と
言
わ
ぎ
る
を
え
な
い
。

判
検
交
流
の
弊
害
に
つ
い
て
前
出

・
安
原

氏
が
依
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
訟
務
検
事
を
経
験
し
た
裁
判
官
は
、
″上

命
下
服
〃
の
行
政
機
関
の
官
僚
体
質
に
染
ま

っ
て
し
ま
す
場
合
が
多
い
の
で
す
。
そ
の
結

果
、
裁
判
官
は
判
決
を
書
く
た
め
の
資
料
読

み
な
ど
、
本
来
、
自
分
で
や
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
仕
事
を
書
記
官
な
ど
の

″部
下
〃
に

命
令
し
て
や
ら
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

し
て
、
な
か
に
は
言
う
と
お
り
に
し
な
い
書

記
官
に
怒
り
だ
す
裁
判
官
ま
で
い
る
の
で

す
」

・
こ
れ
で
は
、
実
務
は
部
下
に
や
ら
せ
て
、

自
分
は
決
済
の
ハ
ン
コ
を
押
す
だ
け
の
お
役

所
の
管
理
職
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
こ
う
し

て
、
「
お
役
人
」
と
化
し
た
裁
判
官
は
、
さ

ら
に
上
位
の

「
高
級
官
僚
＝
最
高
裁
事
務
総

局
」
の

″命
令
〃
に
従
い
や
す
い
体
質
に
変

わ
っ
て
い
く
。

結
局
、
今
の
裁
判
官
を
取
り
巻
く
様
々
な

制
度
が
裁
判
官
の
独
立
を
侵
す
、
つ
ま
り
、

国
や
最
高
裁
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
裁
判
官

を
生
み
出
す
方
向
に
働
い
て
い
る
。
そ
の
根

っ
こ
は
、
司
法
試
験
に
合
格
し
、
司
法
修
習

を
終
え
て
、
そ
の
ま
ま
裁
判
官
に
任
官
。
そ

の
後
も
出
世
の
階
段
を
ひ
た
す
ら
上
っ
て
い

く
今
の
裁
判
官
の
キ
ャ
リ
ア
シ
ス
テ
ム
に
あ

る
。
そ
れ
が
裁
判
官
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
か

ら
定
年
退
職
に
至
る
ま
で
、
最
高
裁
か
ら
統

制
を
受
け
る
こ
と
を
不
可
避
に
し
て
い
る
の

だ
。そ

れ
を
変
え
る
た
め
に
は
、
弁
護
士
活
一動

な
ど
を
通
じ
て

一
定

の
社
会
経
験
を
積
ん

だ
人
の
中
か
ら
裁
判

官
を
任
命
す
る
仕
組

み
を
さ
ら
に
充
実
さ

せ
る
こ
と
も
重
要
な

手
段
だ
ろ
う
。

裁判所運営に市民の声を

反映させるため、各裁判

所には「裁判所委員会」
が設けられている。だが、

東京地裁の場合、所長の

池田修氏 (右 )が委員長を

務める ｀
茶番1の組織。

形だけの委員会を作つて

も市民の声は裁判所には

属かない。委員構成を見

直すべきだ

最
高
戴
販
「饒
“富
億
」が

真
の
司
法
改
革
に
つ
な
が
る

こ
の
よ
う
に
、
最
一昌
裁
事
務
総
局
に
よ
る

支
配
を
弱
め
る
た
め
に
は
、
前
述
し
た

「
裁

判
所
情
報
公
開
法
」
の
制
定
や
「
裁
判
所
法
」

の
改
正
な
ど
法
的
な
整
備
が
必
要
だ
が
、
「
今

す
ぐ
に
で
も
で
き
る
こ
と
は
あ
る
」
と
話
す

の
は
前
出

ｏ
新
藤
氏
だ
。

「
形
骸
化
し
て
い
る
『裁
判
官
会
議
』
を
″
復

権
″
す
る
こ
と
で
す
。
裁
判
所
法
で
は
、
最

高
裁
が
司
法
行
政
事
務
を
行
な
う
の
は
裁
判

官
会
議
の
合
議
に
よ
る
も
の
で
、
最
高
裁
長

官
が
こ
れ
を
総
括
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま

す
。事
務
総
局
は
そ
の
庶
務
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
の
裁
判
官
会
議
は
事

務
総
局
が
作
成
し
た
原
案
を
承
認
す
る
だ
け

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を
法
律
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ど
お
り
に
裁
判
官
会
議
が
き
ち
ん
と
機
能
す

る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
の
で
す
」

政
治
の
世
界
で
い
う
と
、
政
策
立
案
は
本

来
、
国
会
議
員
が
す
る
べ
き
。
し
か
し
、
実

際
は
原
案
を
霞
が
関
の
官
僚
が
作

っ
て
、
形

だ
け
の
審
議

。
議
決
を
国
会
で
行
な

っ
て
い

る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
最
高
裁
で
も
行
な

わ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
実
権
を
、
鳩
山
政

権
が
掲
げ
る

「
脱

・
官
僚
」
の
よ
う
に
、
事

務
総
局
か
ら
裁
判
官
会
議
≦
戻
す
の
だ
。

そ
も
そ
も
、
裁
判
官
に
は

″身
分
の
差
″

も

″上
下
関
係
〃
も
な
い
。
■
下
関
係
が
あ

れ
ば
、
部
下
が
書
く
判
決
に
上
司
が
干
渉
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
裁
判
の
公
正
が
担

保
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
た
め
、
人
事
に
つ

い
て
も
、
お
互
い
対
等
な
立
場
の
裁
判
官
に

よ
る
裁
判
官
会
議
で
決
め
る
よ
う
に
な

っ
て

い
る
わ
け
だ
。
最
高
裁
事
務
総
局
が
裁
判
官

を
支
配
す
る
こ
と
自
体
、
お
か
し
な
話
な
の

で
あ
る
。

「
そ
れ
と
も
う
ひ
と
つ
、
裁
判
所
の
運
営
に

国
民
の
声
を
反
映
す
る
こ
と
で
す
。

０３
年
か

千
葉
大
学
の
新
藤
宗
幸
教
授
の
近
著

『司
法
官
僚
　
裁
判
所

の
権
力
者
た
ち
』
。
新
藤
氏
は

「市
民
の
た
め
の
司
法
を
築

く
こ
と
は
政
治
の
責
任
そ
の
も
の
な
の
だ
」
と
指
摘
す
る

ら
全
国
の
地
裁
、
家
裁
に
『
裁
判
所
委
員
会
』

が
設
け
ら
れ
ま
ｔ
た
。
こ
れ
は
地
裁
や
家
裁

の
運
営
に
『
広
く
国
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
』

た
め
で
す
。
し
か
し
、
委
員
の
顔
ぶ
れ
や
運

営
の
仕
方
を
見
る
と
、
と
て
も
市
民
参
加
の

形
に
は
な

っ
て
い
ま
せ
ん
。
『
一
応
、
ご
意

見
は
う
か
が

っ
て
お
き
ま
す
』
程
度
の
役
割

し
か
果
た
し
て
い
な
い
の
が
実
情
。
で
す
か

ら
、
委
員
構
成
を
大
幅
に
見
直
し
て
、
本
当

の
意
味
で
の

一
般
市
民
の
声
を
反
映
で
き
る

よ
う
に
す
る
の
で
す
」
金
利
藤
氏
）

裁
判
所
委
員
会
は
、

０１
年
の
司
法
制
度
改

革
審
議
会
の
意
見
書
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ

た
も
の
だ
が
、
例
え
ば
、
東
京
地
裁
の
裁
判

所
委
員
会
は
１９
人
の
委
員
か
ら
構
成
さ
れ
、

委
員
長
は
地
裁
所
長
の
池
田
修
氏
が
務
め
て

い
る

（́今
年
４
月
力
日
現
在
）
。
つ
ま
り
、

東
京
地
裁
に
対
し
て

″
モ
フ
言
ヶ
″
た
め
の

委
員
会
の
長
が
東
京
地
裁
の
責
任
者
と
い
う

″
茶
番
″
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
組
織

に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
戦
後
、
裁
判

官
の
独
立
を
担
保
す
る
制
度
が
作
ら
れ
な
が

ら
、
そ
れ
が
最
高
裁
事
務
総
局
と
い
う

″官

僚
組
織
″
に
よ
っ
て
勝
手
に
歪
め
ら
れ
て
運

用
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
よ
ぐ
わ
か
る
。
さ
ら

に
問
題
な
の
は
、
裁
判
官
を
統
制
す
る
最
高

裁
事
務
総
局
の
実
態
が
国
民
の
前
に
ほ
と
ん

ど
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
日
ま
で

至
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

裁
判
員
制
度
導
入
の
き

つ
か
け
と
な
っ
た

司
法
制
度
改
革
審
議
会
の
意
見
書
で
も
、
裁

判
官
制
度
の
改
革
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

一一一・一
　

一
．
一〓
、一一一
　

・一
一
一一　

一
・
　

¨

た
。ｉ
ｔ
か
し
、
そ
の
後
の
成
り
行
き
を
見
る

と
、
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
司
法
統
制
の

問
題
は
陰
に
隠
れ
、
裁
判
員
制
度
だ
け
が
国

民
や
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
の
的
と
な

っ
て
し
ま

っ
た
。

こ
う，
考
え
る
と
、
当
初
、
陪
審
制
な
ど
国

民
の
記
法
参
加
に
消
極
的
だ

っ
た
最
高
裁
が

裁
判
員
制
度
を
推
進
す
る
立
場
に
変
わ

っ
た

の
は
、
裁
判
官
統
制
の
問
題
に
う
ま
く
フ
タ

を
し
た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
か
と
勘

繰
り
た
く
も
な
る
。

だ
が
、本
７
か
ら
で
も
決
し
て
遅
く
は
な
い
。

こ
れ
ま
で
検
証
し
て
き
た
よ
う
に
、
裁
判
官

の
独
立
を
名
実
と
も
に
保
障
す
る
た
め
に
、

今
す
ぐ
に
で
も
で
き
る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ

る
の
だ
¨

そ
れ
は
裁
判
員
制
度
の
よ
う
に
国
民
を
裁

判
官
と
同
じ
法
壇
だ
座
ら
せ
て

「
人
を
裁
く

側
」
、
つ
ま
り
権
力
の
お
先
棒
を
担
が
せ
る

こ
と
で
は
な
く
、
裁
判
官
の
人
事
な
ど
を
通

じ
て
司
法
行
政
を
牛

耳
る
最
高
裁
事
務
総

局
に
国
民
の
監
視
の
目
が
届
く
よ
う
に
す
る

こ
と
だ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

最
高
裁
が
自
浄
作
用
を
発
揮
し
て
、
自
ら

改
革
し
て
く
れ
れ
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は

な
い
。
が
、
″既
得
権
益
″
を
手
放
さ
な
い

の
は
官
僚
の
必
然
。
そ
れ
を
変
え
る
に
は
国

民
の
代
表
で
あ
る
政
治
家

（国
会
）
に
期
待

す
る
し
か
な
い
。
国
民
に
と
っ
て
よ
り
良
い

制
度
を
作
る
の
は
政
治
家
の
仕
事
な
の
だ
か

ら
、
政
権
交
代
し
た
国
会
で
、
ぜ
ひ
と
も
議

論
じ
実
現
し
て
ほ
し
い
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
制
度
改
革
と
同
時
に
、

、̈
　

　

　

・
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一
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．

裁
判
官
ｉ
場
の
意
識
改
革
こ
そ
が
重
要
だ
ｔ

感
じ
る
。
人
事
を
武
器
に
ｔ
た
最
高
裁
事
務

総
局
の
統
制
が
い
か
に
厳
し
い
も
の
で
あ

っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
屈
せ
ず
、
独
立
し
た

裁
判
官
と
ｔ
て
の
道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
る

は
ず
だ
か
ら
…
。

前
出

・
安
原
氏
が
語
る
。

「
裁
判
の
最
大
の
目
的
は
裁
判
当
事
者
を
納

得
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
裁
判
に
よ
っ
て
紛
争

が
解
決
し
、
社
会
が
安
定
す
る
。
そ
の
た
め

に
は
、
公
正
で
独
立
し
た
裁
判
官
が
証
拠
と

法
律
、
論
理
に
従

っ
て
下
し
た
判
決
で
あ
る

こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

ま
た
、
裁
判
で
は
契
紅
を
破

っ
た
と
か
、

人
の
物
を
盗
ん
だ
と
か
、
ご
く
普
通
の
人
が

引
き
起
こ
し
た
社
会
現
象
を
扱
う
わ
け
で
す

か
ら
、
お
高
く
と
ま

っ
て
、
日
頃
か
ら
市
民

と
交
流
し
な
い
よ
う
な
人
に
裁
判
官
は
務
ま

り
ま
せ
ん
。
市
民
の
気
持
ち
も
わ
か
ら
な
い

ょ
う
で
は
、
市
民
が
納
得
で
き
る
判
決
を
書

く
こ
と
も
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、

ま
ず
裁
判
官
が
市
民
の
中
に
積
極
的
に
入
っ

て
い
っ
て
、
市
民
感
覚
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
重
要
な
の
で
す
」

今
の
最
高
裁
事
務
総
局
に
よ
る
統
制
は
、

裁
判
官
が
市
民
と
対
話
す
る
自
由
さ
え
制
限

し
て
い
る
。
裁
判
員
制
度
の
目
的
は

「
刑
事

司
法
に
市
民
感
覚
を
取
り
入
れ
る
」
こ
と
だ

と
い
わ
れ
る
が
、　
一
般
の
国
民
に
重
い
義
務

ば
か
り
を
負
わ
せ
る
前
に
、
ま
ず
は
最
高
裁

内
部
が
市
民
感
覚
に
目
覚
め
る
べ
き
だ
。
そ

れ
が
司
法
制
度
改
革
の

″第

一
歩
″
で
あ
る

は
ず
だ
か
ら
…
。
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