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告白 6　寺西和史　裁判官日
本
の
裁
判
を
変
え
る
た
め

裁
判
官
に
な
っ
た
。

告
白
６

寺
西
和
史

裁
判
官
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１
９
６
４
年
８
月
26
日
生
ま
れ
。
１
９
９
０
年
、
司
法
試
験
合
格
。
１
９
９
３
年
、
判
事
補
任
官
。
札
幌
地
裁
、
旭
川
地
裁
、
仙
台
地
裁
、
札
幌
地
裁
と
勤
務
し
、

２
０
０
３
年
、
判
事
任
官
。
２
０
０
５
年
か
ら
仙
台
高
裁
秋
田
支
部
。
著
書
に
『
愉
快
な
裁
判
官
』（
河
出
書
房
新
社
）
な
ど
が
あ
る
。

寺
西
和
史
（
て
ら
に
し
か
ず
し
）
裁
判
官
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告白 6　寺西和史　裁判官

裁
判
員
制
度
に
つ
い
て
、
裁
判
官
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か

―
―

１
９
９
８
年
４
月
、
盗
聴
法
に
反
対
す
る
市
民
集
会
で
発
言
し
た
こ
と
に
よ
り
、
寺
西
さ

ん
は
戒
告
処
分
を
受
け
ま
し
た
。
裁
判
所
法
第
52
条
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
「
積
極
的
に
政
治
運

動
を
す
る
こ
と
」
に
あ
た
る
と
し
て
、
処
分
さ
れ
た
の
で
す
よ
ね
。

寺
西　

集
会
で
は
当
初
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
裁
判
所
の
令
状
審
査
の
実
態
を
話
す
予
定
で
し

た
。
し
か
し
、
当
時
私
が
勤
務
し
て
い
た
仙
台
地
方
裁
判
所
の
泉
山
禎
治
所
長
か
ら
、「（
出
席

す
れ
ば
）
懲
戒
の
対
象
に
も
な
り
え
る
」
と
警
告
さ
れ
た
た
め
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
参
加

は
見
合
わ
せ
て
、
一
般
聴
衆
と
し
て
客
席
か
ら
発
言
し
ま
し
た
。
内
容
は
「
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し

て
参
加
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
、
事
前
に
所
長
か
ら
集
会
に
参
加
す
れ
ば
懲
戒
処
分
も
あ
り
え

る
と
の
警
告
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
参
加
は
取
り
や
め
た
。
自
分
と
し

て
は
、
仮
に
法
案
に
反
対
の
立
場
で
発
言
し
て
も
、
裁
判
所
法
に
定
め
る
『
積
極
的
な
政
治
運

動
』
に
あ
た
る
と
は
考
え
な
い
が
、パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て
の
発
言
は
辞
退
す
る
」
と
い
う
も
の
。

こ
の
発
言
の
な
か
で
は
、
盗
聴
法
案
に
賛
成
と
も
反
対
と
も
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
程
度
の

言
動
を
理
由
に
処
分
す
る
な
ん
て
、
裁
判
所
の
判
断
が
お
か
し
い
。
そ
も
そ
も
私
は
、
法
案
に

反
対
だ
と
明
言
し
て
も
処
分
理
由
に
は
あ
た
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

│
│
現
職
の
裁
判
官
が
様
々
な
社
会
問
題
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
は
非
常
に
ま
れ
で

す
。
市
民
集
会
で
発
言
す
る
以
外
に
も
、
寺
西
さ
ん
は
雑
誌
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
た
り
、

【
盗
聴
法
】

　

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受

に
関
す
る
法
律
。
１
９
９
９
年
制

定
。
拳
銃
や
麻
薬
に
関
す
る
犯
罪

な
ど
で
警
察
や
検
察
の
盗
聴
を
認

め
る
。
政
府
は
、
さ
ら
に
広
い
範

囲
で
盗
聴
が
可
能
と
な
る
よ
う
な

法
改
正
を
意
図
し
て
い
る
。

【
寺
西
裁
判
官
に
対
す
る
懲
戒
処

分
】

　

１
９
９
８
年
７
月
24
日
、
仙
台

高
裁
（
小
林
啓
二
裁
判
長
）
が
寺

西
裁
判
官
を
戒
告
処
分
。
寺
西
裁

判
官
は
最
高
裁
（
山
口
繁
長
官
）

に
処
分
の
取
り
消
し
を
求
め
る
も
、

同
年
12
月
１
日
、
棄
却
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
最
高
裁
判
事
15
人
中
５

人
が
処
分
に
反
対
。
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本
を
著
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
な
ぜ
で
す
か
。

寺
西　

私
は
べ
つ
に
積
極
的
に
表
現
活
動
を
や
っ
て
い
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
発
言
す
る

こ
と
も
そ
う
多
く
は
な
い
し
。
最
近
は
、
年
に
何
回
か
投
書
し
た
り
、
ご
く
ま
れ
に
頼
ま
れ
て

話
を
す
る
程
度
で
す
。
私
が
表
現
活
動
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
ほ
か
の
裁
判
官
と
の

比
較
の
結
果
だ
と
思
い
ま
す
。

―
―

確
か
に
、
現
職
裁
判
官
が
意
見
を
言
わ
な
す
ぎ
る
の
で
、
寺
西
さ
ん
が
目
立
っ
て
い
る
面

は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
れ
だ
け
ち
ま
た
を
騒
が
せ
て
い
る
「
裁
判
員
制
度
」
に
つ

い
て
も
、
裁
判
官
個
人
が
「
い
い
」
と
か
「
悪
い
」
と
か
言
っ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
な
い

の
で
す
が
。

寺
西　

日
々
の
仕
事
も
忙
し
い
し
、
発
言
す
る
こ
と
に
興
味
が
な
い
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
よ
。

裁
判
官
は
任
官
の
際
に
思
想
面
に
お
い
て
裁
判
官
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
も
チ
ェ
ッ
ク

さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
青
年
法
律
家
協
会
員
の
裁
判
官
に
対
し
て
、
執
拗
な
脱
会
勧
奨

が
行
わ
れ
た
過
去
も
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
て
積
み
上
げ
た
結
果
、
意
見
表
明
に
興
味
の
な
い
裁

判
官
が
増
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

で
も
、
日
本
裁
判
官
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
、
精
力
的
に
意
見
表
明
し
て
い
る
現
職
裁
判

官
の
団
体
も
あ
る
ん
で
す
よ
。
彼
ら
は
裁
判
員
制
度
に
関
し
て
も
意
見
を
述
べ
て
い
ま
す
。

―
―

寺
西
さ
ん
は
裁
判
員
制
度
の
導
入
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
ま
す
か
。

寺
西　

裁
判
員
制
度
は
司
法
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
ふ
つ
う
「
改

【
裁
判
員
制
度
】

　

殺
人
な
ど
重
大
な
犯
罪
で
起
訴

さ
れ
た
被
告
人
の
裁
判
を
、
裁
判

官
３
人
と
裁
判
員
６
人
で
審
理
す

る
制
度
。
裁
判
員
は
有
権
者
か
ら

く
じ
で
選
ば
れ
る
。
有
罪
か
無
罪

か
は
多
数
決
で
決
定
さ
れ
る
が
、

裁
判
官
１
人
以
上
が
賛
成
し
な
い

と
、
有
罪
に
は
で
き
な
い
。
刑
の

重
さ
も
判
断
す
る
。
２
０
０
９
年

５
月
21
日
実
施
。

【
青
年
法
律
家
協
会
（
青
法
協
）】

　

１
９
５
４
年
、「
憲
法
を
擁

護
し
、
平
和
と
民
主
主
義
を
守

る
」
と
し
て
、
法
曹
関
係
者
で
設

立
。
１
９
６
０
年
代
後
半
、
政
府

が
会
員
の
裁
判
官
を
「
偏
向
し
て

い
る
」
と
攻
撃
し
、
最
高
裁
も
追

従
。
日
本
国
憲
法
第
80
条
は
、「
下

級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁

判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ

つ
て
、
内
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。

そ
の
裁
判
官
は
、
任
期
を
10
年
と

し
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
定
め
て
い
る
が
、
１
９
７
１
年
、

最
高
裁
は
会
員
の
宮
本
康
昭
裁
判

官
を
指
名
し
な
か
っ
た
。


