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j － M V 、し w ’ I r ． － s そ し て そ の 札 カ U 川 山 が け ん 夜 た ら な か っ た ら 、 裁 判 員 は す な お に 企 業 の 責 任 を 認 め る で

l J う り ん い 僚 此 判 日 の よ う に 、 「 疑 わ し き は 被 告 人 と い 、 っ 、 実 際 は 刑 事 裁 判（ 加 害 者 ） の 利 益 に 」

で は 忘 れ 去 ら れ て い る 原 則 を 民 事 裁 判 で 導 入 し て 、 無 理 矢 理 加 害 企 業 を 勝 た せ た り し な い で し ょ う 。

だ か ら 絶 対 に 民 事 事 件 に 庶 民 の 意 志 が 入 る 陪 審 ・ 参 審 制 を 導 入 し よ う と は し な い の で す 。 そ れ は お

上 の 困 る こ と な の で す 。

（ 集 団 訴 訟 ） の 制 度 も 日 本 に は あ り ま せ ん 。 あ る 行 為 や 事 件 か ら 同 じ

よ う な 被 害 を 受 け た 者 が 多 数 い る と き 、 一 部 の 被 害 者 が 全 体 を 代 表 し て 訴 訟 を 提 起 す る こ と を 認 め

る 制 度 で あ る ク ラ ス ア ク シ ョ ン が 日 本 で は な く 、 印 紙 代 が 高 額 に な る の で 、 集 団 で の 訴 の 提 起 が 非

常 に 困 難 で す 。 ち な み に 訴 訟 提 起 の 際 に 訴 状 に 添 付 す る 印 紙 代 は 、 ア メ リ カ で は 一 律 一 0 0 ド ル （ 一

万 二 0 0 0 円 ） 程 度 で あ る の に 対 し 、 日 本 で は 訴 額 に 応 じ て 高 騰 し 、 一 O O 万 円 の 訴 額 で 印 紙 代 一

万 円 、 一 億 円 の 訴 額 で は 三 二 万 円 も か か り ま す （ 中 山 義 議 『 訴 訟 社 会 ア メ リ カ と 日 本 企 業 』 新 評 論 、 二 九 頁 ） 。

第 三 に 、 ク ラ ス ア ク シ ョ ン
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さ ら に 裁 判 そ の も の の 密 室 性 の 問 題 が あ り ま す 。 本 来 国 民 の 知 る 権 利 に 属 す る は ず の 傍 聴 や

取 材 の 権 利 が き わ め て 制 約 さ れ て い る の で す 。 映 像 等 I T の 極 度 の 利 用 制 限 で す 。 筆 記 と 聴 覚 だ け

に 限 定 し て 、 ビ デ オ 撮 り や 録 音 を 制 約 し て い ま す 。 こ の イ ン タ ー ネ ッ ト の 時 代 に 、 広 域 に 瞬 時 に 報

山 C れ ゐ よ と を 嫌 い 、 前 近 代 的 な ・ぃ 刀 法 だ け に 固 執 し て い る の で す 。 市 民 の 目 を お そ れ て い る の で す 。

五
--
'- ，＼ 判 検 交 流 の 問 題 も 忘 れ て は な り ま せ ん 。 判 検 交 流 と は 、 裁 判 所 と 法 務 省 の 間 で 行 わ れ る 人 事

「 訟 務 検 事 」 は 、 判 検 交 流 で 移 籍 し た 裁 判 官 で す 。交 流 で す 。 そ し て 行 政 事 件 の 国 側 担 当 者 で あ る

つ ま り 判 検 交 流 と は 、 裁 判 官 が 、 国 賠 訴 訟 や 行 政 訴 訟 で 被 告 と な る 行 政 側 の 代 理 人 と な る た め に 行

政 官 庁 に 出 向 す る こ と で す 。

出 向 で す か ら 、 再 度 裁 判 官 と し て 戻 っ て き て 、 裁 判 官 と し て 行 政 事 件 を 担 当 し ま す 。 な か に は 、

再 度 訟 務 検 事 に 出 向 し 、 再 々 度 裁 判 官 と な る 者 も い ま す 。

主
権

実
現

方
法

と
し

て
の

裁
判 こ の よ う に 、 裁 判 所 の 所 属 な の か 、 法 務 省 （ 行 政 庁 ） わ か ら な い 裁 判 官 が 裁 判 を
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の 所 属 な の か 、

す る の で は 、 行 政 庁 に 有 利 な 裁 判 を す る こ と は 明 ら か で す 。

公 務 員 の 天 下 り が 問 題 に さ れ る の は 、 新 し い 所 属 組 織 の 利 益 に し た が っ て 元 の 所 属 官 庁 に 働 き か

け を 行 う か ら で す が 、 現 役 で 裁 判 官 と 行 政 庁 の 双 方 の 役 割 を す る の で す か ら 、

る の は お か し い の で す 。 公 務 員 の 天 下 り が 禁 止 さ れ る べ き で あ る な ら 、

こ ん な こ と が 許 さ れ

当 然 に 判 検 交 流 も 禁 止 さ れ

る べ き で す 。

判 検 交 流 下 の 行 政 訴 訟 は 、 厳 密 に 言 え ば 、 裁 判 と は い え な い 裁 判 で す 。 主 権 者 は た ま っ た も の で

第
六

章

判 が さ れ て い ま す

さ ま ざ ま な 立 場 か ら 批

、

（ 例 え ば 、 「 自 壊 す る 〈 行 政 偏 重 〉 司 法 l lい ま こ そ 、 企 業 は 〈 お 上 〉 を 撃 て ！ 」 Z A I T E N 二

は あ り ま せ ん 。 こ の よ う な 裁 判 所 と 行 政 庁 の 癒 着 な い し 一 体 化 に つ い て は 、
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0 0 七 年 六 月 号 三 四 頁 以 下 ） 。

そ れ ら の 結 果 、 訴 訟 の 門 前 払 い が 横 行 す る こ と に な り ま す 。

昨 日 ま で 国 側 代 理 人 を 務 め て い た 検 事 上 が り の 裁 判 官 が 国 側 の 利 益 に 従 う の は 見 や す い 道 理 で

す 。 そ う で な い 普 通 の 裁 判 官 も 、 報 酬 ・ 任 地 の 恋 意 的 な 運 用 に よ っ て 政 府 や 最 高 裁 の 意 向 を 極 度 に

気 に す る 体 質 に 変 質 さ せ ら れ て い る の で 、 国 や 行 政 機 関 に 対 す る 重 要 な 裁 判 で あ れ ば あ る ほ ど 門 前

払 い の 裁 判 を す る よ う に な っ て い る の で す 。

諸 外 国 に お い て は 、 門 前 払 い を 主 と す る 日 本 と は 逆 に 、 訴 え の 提 起 と 同 時 に 原 処 分 関 係 一 件 書 類

を 裁 判 所 へ 送 付 さ せ （ ド イ ツ 財 政 裁 判 法 七 一 条 二 項 ） 、 裁 判 所 の 釈 明 義 務 を 明 定 し （ ド イ ツ 行 政 裁 判 法 八 六 条

三 項 ） 、 関 係 人 の 主 張 及 び 証 拠 の 申 出 に 拘 束 さ れ る こ と な く 職 権 に よ る 証 拠 調 べ が で き る も の と し （ 同

法 同 条 一 項 ） 、 あ る い は 、 文 書 提 出 命 令 の 根 拠 を 定 め て （ 同 法 九 九 条 一 項 ） 、 当 事 者 間 の 不 衡 平 の 平 準 化

を 図 る と と も に 、 形 式 的 真 実 発 見 に 甘 ん ず る こ と な く 、 で き る だ け 実 体 的 真 実 発 見 の 理 想 に 近 接 す

る こ と を 目 指 し て い る の で す （ 南 博 方 『 紛 争 の 行 政 解 決 手 法 』 有 斐 閣 、 六 三 頁 ） 。

こ の よ う に 、 日 本 と 諸 外 国 と で は 、 門 前 払 い と 真 実 発 見 の 究 明 、 当 事 者 間 の 不 衡 平 の 是 認 と 不 衡

ヂ の ．中 州 市 化 と い う こ 点 に お い て 雲 泥 の 差 が あ る の で す 。

七
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以 上 の よ う に 、 日 本 で は 裁 判 を す る こ と を 非 常 に 困 難 に し て 、 国 民 か ら 裁 判 を 遠 ざ け て い ま

す 。 そ の 結 果 、 日 本 国 民 は 主 権 の 実 現 が 非 常 に 困 難 に な っ て い る の で す 。 そ こ で 、 国 は 豊 か で 世 界

経 済 ラ ン キ ン グ の 上 位 に あ り な が ら 、 国 民 の 大 半 は 生 活 に 苦 し ん で い る の で す 。

)¥
 

第 三 節 裁 判 に 勝 つ と い う こ と

第
六

章

日 本 の 行 政 訴 訟 の 原 告 側 の 勝 訴 率 は 異 常 に 低 い の は 、 政 府 や 最 高 裁 等 、 上 の 方 ば か り を 気 に

す る 裁 判 官 が 判 決 を 書 く か ら で す （ 二 O O 四 年 一 O 月 一 九 日 朝 日 新 聞 ） 。 ヒ ラ メ 裁 判 官 が 担 当 し 、 行 政 機

関 の 手 持 証 拠 を 出 さ せ る 手 段 も な い の で す か ら 、 裁 判 で 勝 訴 す る こ と は 例 外 的 な こ と で す 。

ど う せ 勝 て な い の だ か ら と 、 裁 判 す る こ と を あ き ら め る べ き な の で し ょ う か 。 こ れ で は 為 政 者 の

思 う つ ぼ で す 。

し か し 観 点 を か え て 、 裁 判 を 主 権 の 実 現 の 手 段 で あ る と と ら え る な ら 、 敗 訴 と は 、 主 権 実 現 の 方

法 と し て あ ま り 有 効 な こ と が で き な か っ た こ と を い い 、 判 決 で 請 求 が 退 け ら れ た こ と と は 別 に 考 え

る べ き こ と に な り ま す 。 愛 媛 の 例 で は 、 教 育 委 員 会 の 公 開 を 要 求 し て 裁 判 を 提 起 し た と こ ろ 、 そ れ

ま で 非 公 開 で あ っ た 委 員 会 が 公 開 に な り ま し た 。 こ の よ う に 、 裁 判 の 結 果 だ け で な く 、 裁 判 過 程 で
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