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1  

最
高
裁
判
所
の
裁
判
書
に
お
け
る

意
見
の
表
示
制
度  

１�　

裁
判
所
法
11
条
は
、
最
高
裁
判
所
の
裁
判

書
に
は
、
各
裁
判
官
の
意
見
を
表
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
。

　

�　

こ
れ
は
、
最
高
裁
判
所
に
限
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
高
等
裁
判
所
以
下
の

下
級
審
裁
判
所
に
お
け
る
合
議
体
の
裁
判
に
お

い
て
は
、
合
議
体
を
構
成
す
る
裁
判
官
の
意
見

に
不
一
致
が
あ
つ
て
も
こ
れ
が
裁
判
書
に
表
示

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
か
え
っ
て
各
裁
判
官

の
意
見
に
つ
い
て
は
秘
密
を
保
持
す
る
こ
と
が

要
求
さ
れ
て
い
る（
裁
判
所
法
75
条
２
項
）。

　

�　

最
高
裁
判
所
だ
け
は
裁
判
官
各
自
の
意
見
を

公
表
さ
せ
、
そ
の
責
任
を
明
確
に
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

２�　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
書
に
お
け
る
各
裁
判

官
の
意
見
の
表
示
方
法
と
し
て
は
、
全
員
一

致
の
意
見
や
多
数
意
見
は
共
同
に
表
示
さ
れ
、

法
廷
意
見
と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
各
裁

判
官
の
個
別
意
見
の
表
示
方
法
と
し
て
は
、

慣
例
上
、「
補
足
意
見
」、「
反
対
意
見
」、「
意
見
」

の
３
つ
の
種
類
が
あ
る
。「
補
足
意
見
」
と
は
、

多
数
意
見
に
加
わ
っ
た
裁
判
官
が
、
共
同
の

意
見
と
し
て
述
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
つ
け
加

え
て
自
己
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
、「
反
対
意

見
」
と
は
、
多
数
意
見
と
反
対
の
結
論
を
と
っ

た
裁
判
官
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
、「
意
見
」

と
は
、
評
決
し
た
論
点
の
結
論
は
多
数
意
見

と
同
じ
で
あ
る
が
理
由
づ
け
に
お
い
て
異
な

る
裁
判
官
の
意
見
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
（
中
野
次
雄
「
最
高
裁
判
所
に
お

け
る
各
裁
判
官
の
意
見
の
表
示
」
兼
子
還
暦

（
中
）72
頁
）。

３�　

最
高
裁
判
所
の
裁
判
書
に
表
示
さ
れ
た
裁

判
官
の
意
見
の
う
ち
、
最
も
重
要
な
も
の
は

法
廷
意
見
つ
ま
り
、
全
員
一
致
の
意
見
や
多

数
意
見
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

将
来
、
同
種
事
案
が
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
場

合
、「
法
廷
意
見
」で
示
さ
れ
た
考
え
方
に
従
っ

て
、
判
断
が
な
さ
れ
、
事
実
関
係
が
同
一
で

あ
る
限
り
、
同
一
の
結
論
が
示
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

�　

し
か
し
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
に
つ
い
て

は
、「
法
廷
意
見
」だ
け
読
め
ば
よ
い
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
こ
と
に
個
別
意
見
の
う
ち
「
補

足
意
見
」
に
お
い
て
は
、
将
来
の
同
種
事
案
に

法令相談室から

法令相談室から

最
高
裁
判
決
の
補
足
意
見
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つ
い
て
は
必
ず
し
も
同
一
の
結
論
が
示
さ
れ
る

と
は
限
ら
な
い
こ
と
が
警
告
的
に
示
さ
れ
る
こ

と
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な「
補
足
意
見
」は
今
後

の
事
務
処
理
に
お
い
て
十
分
留
意
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

　
�　

こ
の
よ
う
な
最
高
裁
判
決
の「
補
足
意
見
」の

例
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

2  
最
高
裁
平
成
20
年
11
月
27
日 

第
１
小
法
廷
判
決
の 

泉
裁
判
官
の
補
足
意
見

　

事
案
は
、
県
が
職
員
の
退
職
手
当
に
係
る
源
泉

所
得
税
を
法
定
納
期
限
後
に
納
付
し
た
た
め
、
多

額
の
不
納
付
加
算
税
や
延
滞
税
を
徴
収
さ
れ
た
こ

と
に
つ
き
、
当
該
源
泉
所
得
税
の
納
付
に
必
要
な

払
出
通
知
に
関
す
る
専
決
権
限
を
有
す
る
職
員
の

賠
償
責
任
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

１
審
は
、
当
該
専
決
権
者
に
は
重
大
な
過
失
が

な
い
と
し
て
賠
償
責
任
を
否
定
し
た
が
、
２
審
は
重

大
な
過
失
が
あ
る
と
し
て
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た

た
め
、
当
該
専
決
権
者
が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

最
高
裁
平
成
20
年
11
月
27
日
第
１
小
法
廷
判
決

は
、
上
告
人（
当
該
専
決
権
者
）が
著
し
く
注
意
義

務
を
怠
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
重
大
な
過

失
が
あ
っ
た
と
ま
で
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
県
に

対
し
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
と
判
断
し
た
が
、
そ
の
法
廷
意
見
に
加
わ
っ

た
泉
裁
判
官
は
次
の
よ
う
な「
補
足
意
見
」を
述
べ

て
い
る
。

　
「
過
失
が
上
告
人
に
存
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ

る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
以
前
に
県
に
お

い
て
源
泉
所
得
税
の
納
付
遅
延
に
基
づ
き
多
額
の

不
納
付
加
算
税
や
延
滞
税
を
徴
収
さ
れ
た
と
い
う

事
例
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
う
か
が
え
な
い
の

で
、
上
告
人
に
お
い
て
不
納
付
加
算
税
等
が
徴
収

さ
れ
る
と
い
う
事
態
の
生
ず
る
こ
と
を
容
易
に
予

測
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

上
告
人
の
過
失
を
重
大
な
過
失
と
ま
で
評
価
す
る

に
は
や
や
躊
躇
を
覚
え
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
法

廷
意
見
に
同
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
県
で

は
、
本
件
源
泉
所
得
税
の
納
付
遅
延
を
契
機
と
し

て
、
所
要
の
再
発
防
止
策
を
講
じ
、
職
員
へ
の
注

意
喚
起
を
図
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
県
の

教
育
委
員
会
や
出
納
機
関
で
将
来
同
種
事
例
が
生

じ
た
場
合
の
関
係
職
員
の
過
失
の
程
度
を
評
価
す

る
上
に
お
い
て
は
、
本
件
で
県
が
多
額
の
不
納
付

加
算
税
等
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、

一
つ
の
判
断
要
素
と
な
り
得
る
と
考
え
る
。」

　

泉
裁
判
官
の
「
補
足
意
見
」
は
、
こ
の
県
で
将

来
、
同
種
事
例
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
関
係
職

員
に
重
大
な
過
失
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
、
賠
償
責

任
が
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
得
る
と
警
告
し
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
泉
裁
判
官
の
補
足
意
見
を
読
め
ば
、
少
な

く
と
も
当
該
地
方
公
共
団
体（
県
）で
は
、
将
来
同

種
事
例
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
関
係
職
員
に
賠

償
責
任
が
生
じ
得
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

3  

最
高
裁
平
成
22
年
９
月
10
日 

第
２
小
法
廷
判
決
の 

千
葉
裁
判
官
の
補
足
意
見

　

事
案
は
、
市
が
臨
時
的
任
用
職
員
に
対
し
期
末

手
当
に
該
当
す
る
一
時
金
を
支
給
し
た
こ
と
に
つ

き
、
市
長（
個
人
）の
賠
償
責
任
が
争
わ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

　

１
審
及
び
２
審
は
、
当
時
の
市
長
（
個
人
）
は
、

補
助
職
員
が
専
決
に
よ
り
当
該
一
時
金
の
支
給
を

す
る
こ
と
を
阻
止
す
べ
き
指
揮
監
督
上
の
義
務
に

違
反
し
、
過
失
に
よ
り
こ
れ
を
阻
止
し
な
か
っ
た

と
し
て
そ
の
賠
償
責
任
を
肯
定
し
た
た
め
、
市
長

が
上
告
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

最
高
裁
平
成
22
年
９
月
10
日
第
２
小
法
廷
判
決

は
、
一
時
金
は
常
勤
の
職
員
に
支
給
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
支
給
は
条
例
で
定
め
る

べ
き
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
（
地
方
自
治
法
２
０
４

条
、
２
０
４
条
の
２
）、
本
件
一
時
金
が
非
常
勤

の
職
員
に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
条
例

の
定
め
が
な
か
っ
た
か
ら
違
法
で
あ
る
が
、
市
長

に
は
当
該
支
給
を
阻
止
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き

過
失
が
あ
る
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
、
そ
の

賠
償
責
任
を
否
定
し
た
。
こ
の
最
高
裁
判
決
の
法

法令相談室から
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廷
意
見
に
加
わ
っ
た
千
葉
裁
判
官
は
法
廷
意
見
に

同
調
し
つ
つ
次
の
よ
う
な「
補
足
意
見
」を
述
べ
て

い
る
。

　
「
臨
時
的
任
用
職
員
の
中
に
は
、
常
勤
と
ま
で

は
評
価
で
き
な
い
も
の
の
、
勤
務
時
間
や
勤
務
期

間
が
長
い
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
の
職

員
に
対
し
、
生
活
給
的
な
手
当
の
性
格
を
有
す
る

一
時
金
を
支
給
す
る
現
実
的
な
必
要
性
が
あ
る
こ

と
は
理
解
で
き
な
い
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
地
方
自
治
法
２
０
４
条
は
、
議
会
の
議
員
以

外
は
常
勤
職
員
に
つ
い
て
の
み
法
定
の
各
種
手
当

の
支
給
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
の

性
格
を
有
す
る
一
時
金
を
適
法
に
支
給
す
る
た
め

に
は
、
当
該
職
員
の
勤
務
実
態
を
常
勤
と
評
価
さ

れ
る
よ
う
な
も
の
に
改
め
、
こ
れ
を
恒
常
的
に
任

用
す
る
必
要
が
あ
る
と
き
に
は
、
正
規
職
員
と
し

て
任
命
替
え
を
行
な
う
方
向
で
の
法
的
、
行
政
的

手
当
を
執
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
臨
時
的
任

用
職
員
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
職
員
に
対
す
る

給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
又
は
そ
れ
に
係
る
基
本

的
事
項
に
つ
い
て
は
、
条
例
で
定
め
る
べ
き
こ
と

が
同
法
２
０
４
条
の
２
等
で
要
請
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
職
が
文
字
ど
お
り
臨
時

に
生
じ
た
事
務
に
係
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
少
な

く
と
も
給
与
の
額
等
を
定
め
る
際
の
一
般
的
基
準

等
の
基
本
事
項
は
条
例
に
盛
り
込
む
必
要
が
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
対
応
の
た
め
に
は
、
当

該
地
方
公
共
団
体
の
人
的
体
制
・
定
員
管
理
の
在

り
方
や
人
件
費
の
額
等
に
つ
い
て
の
全
体
的
な
検

討
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
面
も
生
じ
よ
う
。

　

本
件
に
お
け
る
Ｉ
市
は
も
と
よ
り
、
以
上
の
よ

う
な
要
請
を
満
た
し
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
に

お
い
て
は
、
本
判
決
の
言
渡
し
後
は
、
臨
時
的
任

用
職
員
に
対
す
る
手
当
等
の
支
給
に
つ
い
て
は
、

地
方
自
治
法
２
０
４
条
２
項
及
び
同
法
２
０
４
条

の
２
の
要
件
と
の
関
係
で
、
そ
の
適
法
性
の
有
無

を
早
急
に
調
査
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
本

件
と
同
様
な
実
態
が
存
す
る
場
合
に
は
、
上
記
要

件
を
欠
く
支
給
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
り
得
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
違
法
状
態
を
解
消

す
る
た
め
条
例
改
正
が
速
や
か
に
行
な
わ
れ
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
漫
然
と
条
例
を
改
正
し
な
い
ま
ま

手
当
等
の
支
給
を
続
け
る
と
き
に
は
、
当
該
地
方

公
共
団
体
の
長
は
、
違
法
な
手
当
等
の
支
給
に
つ

い
て
過
失
が
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
が
追
及

さ
れ
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
条
例
改

正
に
は
、
手
続
と
時
間
を
要
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
当
該
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
、
条
例
改
正

の
た
め
に
要
す
る
合
理
的
な
時
間
を
徒
過
し
て
も

な
お
条
例
の
改
正
が
さ
れ
ず
、
違
法
な
支
給
を
継

続
す
る
場
合
に
は
、
も
は
や
過
失
が
な
い
と
は
い

い
難
く
、
今
後
の
司
法
判
断
に
お
い
て
、
厳
し
い

見
解
が
示
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
留
意
す

べ
き
で
あ
る
。」

　

千
葉
裁
判
官
の「
補
足
意
見
」は
当
該
地
方
公
共

団
体（
Ｉ
市
）に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
地
方
公
共
団

体
に
お
い
て
将
来
同
種
例
が
発
生
し
た
場
合
に
は

も
は
や
過
失
が
な
い
と
は
い
い
難
い
と
し
、
厳
し

い
司
法
判
断
が
下
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
強
く

警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4　

ま
と
め

　

行
政
事
務
を
遂
行
し
て
い
く
上
で
裁
判
所
の
判

断
、
こ
と
に
最
高
裁
判
所
の
判
断
に
注
意
を
払
う

必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

��

そ
し
て
、
最
高
裁
判
決
を
読
む
上
で
は
、「
補
足

意
見
」に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

前
記
3
で
紹
介
し
た
臨
時
的
任
用
職
員
に
対
す

る
一
時
金
支
給
に
係
る
最
高
裁
判
決
が
出
さ
れ
た

の
は
平
成
22
年
の
こ
と
で
あ
る
。
各
地
方
公
共
団

体
と
も
同
最
高
裁
判
決
に
従
っ
て
見
直
し
が
完
了

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
万
一
、
見
直

し
が
な
さ
れ
て
い
な
い
地
方
公
共
団
体
が
あ
れ

ば
、
直
ち
に
見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
を

遅
滞
す
れ
ば
、
千
葉
裁
判
官
の「
補
足
意
見
」に
お

い
て
警
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体

の
長（
個
人
）の
賠
償
責
任
に
つ
い
て
厳
し
い
司
法

判
断
が
下
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

法令相談室から




