
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

最高裁四四・四・二判決の論議と意義

林, 迪広
九州大学法学部教授

https://doi.org/10.15017/1600

出版情報：法政研究. 36 (2/6), pp.19-26, 1970-12-20. 九州大学法政学会
バージョン：
権利関係：



論
　
説

最
高
裁
四
四
・
四
◎
二
判
決
の
論
理
と
意
義

林

迫
　
広

　
　
　
官
公
労
働
者
の
労
働
基
本
権
に
つ
い
て
、
憲
法
と
官
公
労
働
法
に
規
定
さ
れ
る
争
議
行
為
禁
止
規
定
と
の
矛
盾
が
自
覚
的
実
践
的
に
す

　
　
る
ど
く
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
一
年
以
降
春
斗
方
法
が
と
ら
れ
、
翌
三
二
年
国
鉄
労
働
者
の
実
力
行
使
に
対
し
て
公

　
　
労
法
一
七
条
発
動
に
よ
る
大
量
解
雇
が
強
行
さ
れ
た
こ
と
が
そ
の
出
発
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
の
労
働
運
動
の
政
策
転
換
斗
争
は
、
は
じ

　
　
め
は
限
定
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
I
L
O
八
七
号
条
約
批
准
斗
争
と
し
て
出
発
し
た
が
、
三
五
年
前
後
を
境
と
し
て
憲
法
擁
護
運
動
の
一
環

　
　
と
し
て
の
官
公
労
働
者
の
ス
ト
権
奪
還
鮮
碧
へ
と
運
動
の
正
し
い
展
望
の
下
に
下
緒
が
徐
々
に
で
は
あ
る
が
組
織
さ
れ
、
し
か
も
単
に
官

　
　
公
労
働
者
の
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
問
題
と
し
て
の
捉
え
方
か
ら
、
　
一
般
労
働
者
に
対
す
る
個
別
企
業
内
で
の
協
約
な
ど
を
通
し
て
の

　
　
自
主
規
制
と
し
て
の
争
議
行
為
抑
制
に
対
す
る
矛
盾
の
自
覚
的
解
決
と
結
合
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
運
動
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

　
　
と
い
え
よ
う
。
日
本
の
労
働
組
合
の
も
つ
組
織
的
体
質
が
、
．
く
し
く
も
I
L
O
八
七
号
条
約
の
採
択
さ
れ
た
同
じ
昭
和
二
三
年
に
、
当
時

説　
　
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
の
根
源
的
疑
問
を
経
ず
し
て
、
　
（
当
時
の
政
令
二
〇
一
号
、
公
労
法
、
国
公
法
改
正
な
ど
に
対
す
る
政
治
的
抵
抗
の

論　
　
存
在
を
無
視
す
る
も
の
で
は
な
い
が
）
公
労
法
旧
四
条
三
項
を
生
み
だ
し
、
ま
た
ス
ト
罪
悪
感
の
未
消
化
の
市
民
社
会
意
識
が
全
体
の
奉
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払百冊 説

仕
者
論
理
と
癒
着
し
て
現
行
国
公
法
、
地
公
法
の
争
議
処
罰
規
定
を
う
み
だ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
高
裁
は
、
旧
労
組
法
に
よ
る
公
務
員
と
一
般
労
働
者
に
対
す
る
労
働
基
本
権
行
使
の
同
質
性
（
非
現
業
公
務
員
に
対
す
る
特
別
の
制

限
は
留
保
し
つ
つ
も
）
　
の
基
本
的
法
構
造
を
、
　
政
令
二
〇
一
号
に
よ
っ
て
根
本
的
に
変
更
を
余
儀
さ
れ
た
事
情
に
対
し
て
は
、
こ
れ
を

合
理
的
論
理
的
に
自
己
自
身
の
責
務
た
る
憲
法
問
題
と
し
て
自
覚
的
に
検
討
す
る
こ
と
な
く
、
　
昭
二
八
・
四
・
八
大
法
廷
判
決
に
お
い

て
「
政
令
二
〇
一
号
が
公
務
員
の
争
議
を
禁
止
し
た
か
ら
と
て
、
　
こ
れ
を
以
て
憲
法
二
八
条
に
違
反
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
」
と
し
、
す
で
に
生
産
管
理
事
件
判
決
に
際
し
て
示
さ
れ
て
い
た
「
財
産
権
と
労
働
基
本
権
の
調
和
」
と
い
う
抽
象
的
観
念
的
な
生

存
権
思
想
の
系
譜
を
そ
の
ま
ま
引
つ
い
で
、
こ
と
た
れ
り
と
し
た
。
そ
の
後
に
お
い
て
も
労
働
基
本
権
の
内
容
は
、
　
「
公
共
の
福
祉
」
に

よ
り
制
限
を
う
け
る
の
が
当
然
と
す
る
態
度
を
一
貫
し
て
堅
持
し
、
そ
の
具
体
的
あ
ら
わ
れ
と
し
て
は
昭
和
三
〇
年
代
前
半
の
（
官
公
労

働
者
の
争
議
事
件
で
は
な
い
が
）
】
連
の
ピ
ケ
事
件
に
つ
い
て
「
諸
般
の
事
情
」
と
い
う
情
状
酌
量
論
は
加
味
し
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
明

確
に
争
議
行
為
即
同
盟
罷
業
と
い
う
前
提
に
立
ち
つ
つ
、
争
議
権
は
労
務
不
提
供
と
い
う
消
極
的
側
面
に
お
い
て
の
み
合
法
た
り
う
る
と

い
う
論
理
を
明
確
に
打
ち
だ
し
た
。

　
こ
の
よ
う
な
最
高
裁
の
憲
法
感
覚
が
昭
三
八
・
三
・
一
五
判
決
（
二
十
）
で
な
ん
ら
の
説
得
的
な
論
理
も
な
し
に
、
公
労
法
一
七
条
の

違
憲
性
を
ま
っ
た
く
問
題
と
す
る
こ
と
な
し
に
官
公
労
働
者
の
争
議
行
為
に
対
す
る
刑
事
上
の
処
罰
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
判
断
と
な

り
、
ま
た
I
L
O
条
約
批
准
に
よ
っ
て
公
労
法
四
条
三
項
が
削
除
さ
れ
た
直
後
の
四
〇
年
七
月
の
和
教
組
専
従
事
件
判
決
に
お
い
て
、
そ

の
本
質
に
お
い
て
公
労
法
四
条
三
項
に
匹
敵
す
る
地
公
法
の
団
結
規
制
に
関
す
る
嘉
定
は
公
務
員
の
性
格
か
ら
し
て
当
然
で
あ
り
、
公
務

員
の
団
結
権
を
ど
の
よ
う
に
制
限
す
る
か
は
立
法
政
策
に
委
ね
ら
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
の
判
決
が
大
法
廷
の
全
員
一
致
の
意
見
と
し
て

展
開
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
が
「
公
共
の
福
祉
」
に
よ
る
官
公
労
働
者
の
労
働
基
本
権
否
認
の
論
理
が
わ
ず
か
一
年
余
の
四
一
・
一
〇
・
二
六
東
京
中
郵
事
件

判
決
に
よ
っ
て
画
期
的
な
大
転
換
を
と
げ
た
の
で
あ
る
。
中
郵
判
決
の
直
接
的
な
意
義
は
、
さ
き
の
三
八
・
三
・
一
五
判
決
を
く
つ
が
え

し
公
労
法
一
七
条
違
反
行
為
に
も
労
組
法
一
条
二
項
の
適
用
が
あ
る
と
結
論
づ
け
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
判
決
の
憲
法
理
論
上
の

重
要
な
意
義
は
、
最
高
裁
が
過
去
十
数
年
に
わ
た
る
公
務
員
を
も
含
め
た
労
働
者
の
団
結
権
の
憲
法
上
の
位
置
づ
け
に
つ
き
、
ま
じ
め
に

労
働
者
の
主
張
や
学
界
で
展
開
さ
れ
て
き
た
論
理
の
土
俵
に
み
つ
か
ら
を
の
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
外
部
の
議
論
と
最
高
裁

の
わ
が
道
を
ゆ
く
式
の
断
絶
を
改
め
、
国
民
の
憲
法
意
識
と
最
高
裁
と
の
間
に
共
通
の
基
盤
が
可
能
と
な
り
う
る
契
機
を
も
た
ら
し
た
点

に
あ
る
と
思
う
。
も
っ
と
も
三
八
・
三
・
一
五
判
決
あ
る
い
は
四
〇
・
七
・
一
四
判
決
か
ら
わ
っ
か
の
期
間
し
か
経
過
し
て
い
な
い
中
郵

判
決
の
論
理
が
、
果
し
て
そ
の
後
も
定
着
し
ど
う
発
展
す
る
で
あ
ろ
う
か
に
つ
い
て
は
不
安
を
禁
じ
え
な
か
っ
た
し
、
　
「
公
共
の
福
祉
」

論
に
か
わ
る
「
職
務
の
公
共
性
」
理
論
が
公
務
員
の
み
な
ら
ず
お
よ
そ
公
共
部
門
の
労
働
者
の
労
働
基
本
権
の
具
体
的
内
容
と
し
て
ど
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
る
の
か
と
い
う
解
釈
論
上
の
問
題
も
当
然
に
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
以
下
の
問
題
点
の
指
摘
と
と
も
に
注

意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

　
「
去
る
四
月
二
日
の
最
高
裁
大
法
廷
の
下
し
た
二
つ
の
判
決
は
か
の
全
逓
中
郵
事
件
判
決
に
お
い
て
多
数
意
見
が
自
覚
的
に
定
立
し
た

労
働
基
本
権
の
法
理
と
そ
れ
の
背
景
と
な
る
労
使
関
係
観
と
労
働
組
合
観
を
い
っ
そ
う
鮮
明
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
」
　
（
沼
田
「
違
憲
の

明
文
の
合
理
的
解
釈
」
　
季
刊
労
働
法
七
’
二
号
一
〇
〇
頁
）
。
　
こ
の
二
つ
の
判
決
と
は
、
一
つ
は
昭
三
二
、
・
四
・
二
三
勤
務
評
定
反
対
の
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論説

た
め
一
〇
割
休
暇
斗
争
を
実
施
し
た
都
教
組
役
員
に
対
す
る
地
公
法
六
一
条
四
号
訴
追
事
件
（
都
教
組
事
件
U
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
昭

三
五
・
六
・
四
安
保
繋
争
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
た
全
司
法
労
組
仙
台
支
部
の
時
間
内
職
場
大
会
を
争
議
行
為
と
し
て
と
ら
え
そ
れ
を

指
導
し
た
オ
ル
グ
に
対
し
て
国
公
法
＝
○
条
一
項
一
七
号
の
罪
に
問
う
た
事
件
（
安
保
六
・
四
事
件
）
で
あ
る
が
、
都
教
組
事
件
は
無

罪
（
破
棄
自
判
）
、
安
保
六
・
四
事
件
は
有
罪
（
上
告
棄
却
）
と
い
う
対
照
的
な
判
決
と
な
っ
た
。

　
安
保
六
・
四
事
件
は
住
居
侵
入
罪
に
か
か
る
問
題
が
随
伴
し
て
い
る
が
、
有
罪
、
無
罪
の
結
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
事
件
と
も
地
公

法
お
よ
び
国
公
法
に
よ
っ
て
禁
止
せ
ら
れ
て
い
る
争
議
行
為
を
あ
お
っ
た
罪
に
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
憲
法

理
論
と
し
て
は
当
然
に
同
一
の
基
盤
に
お
い
て
検
討
し
、
最
高
裁
の
示
し
た
労
働
基
本
権
の
合
憲
性
の
意
味
内
容
を
統
一
的
に
明
確
に
す

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
四
・
二
判
決
に
お
い
て
は
、
補
足
意
見
や
反
対
意
見
の
重
要
性
（
と
く
に
色
川
意
見
）
を
看
過
し
て
は
な
ら

ず
、
そ
の
詳
細
な
考
察
な
く
し
て
は
こ
の
判
決
の
も
つ
正
当
な
展
望
に
評
価
を
加
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
は
中
郵

判
決
と
そ
れ
を
う
け
た
四
・
二
判
決
に
対
す
る
「
最
高
裁
」
が
展
開
し
つ
つ
あ
る
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
基
本
的
発
想
の
若
干
に
つ
い
て

整
理
を
試
み
る
こ
と
に
止
め
て
お
き
た
い
。
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四

　
中
郵
判
決
に
お
い
て
は
結
局
に
お
い
て
公
労
法
一
七
条
の
合
憲
性
を
認
め
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で
の
論
理
不
在
の
合
憲
性
を
基
本
的
に

問
い
な
お
し
、
そ
の
論
理
構
成
の
必
然
と
し
て
刑
事
免
責
の
承
認
を
結
論
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
点
を
要
約
す
る
と
、

　
e
　
労
働
基
本
権
保
障
の
趣
旨
は
生
存
権
保
障
の
基
本
理
念
に
立
脚
す
る
も
の
で
あ
っ
て
経
済
的
弱
者
た
る
労
働
者
の
人
間
と
し
て
の

生
活
の
確
保
に
あ
る
。
従
っ
て
公
務
員
、
公
社
職
員
等
も
労
働
者
で
あ
る
限
り
原
則
的
に
労
働
基
本
権
は
保
障
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
「
全
体
の
奉
仕
者
」
論
理
で
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
公
務
員
な
ど
は
「
職
務
の
公
共
性
」
に
応
じ
て
一
般
労
働



O
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者
と
異
な
る
制
約
を
お
の
ず
か
ら
内
包
す
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
公
務
員
な
ど
の
争
議
行
為
も
そ
れ
が
正
当
な
も
の

で
あ
る
限
り
、
　
（
民
）
・
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
⇔
　
し
か
し
労
働
基
本
権
と
い
え
ど
も
絶
対
無
制
限
の
も
の
で
は
な
く
、
国
民
生
活
全
体
の
利
益
の
保
障
と
い
う
見
地
か
ら
当
然
の
内

在
的
制
約
を
内
包
す
る
。
そ
こ
で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
制
約
が
合
憲
と
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
ω
、
そ
の
制
限
は
生
存
権
確
保
と
の

関
係
で
合
理
性
の
認
め
ら
れ
る
最
少
限
度
に
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
、
そ
の
制
限
は
国
民
生
活
に
重
大
な
障
害
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
避
け
る
た
め
必
要
や
む
を
え
な
い
場
合
に
限
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
③
、
労
働
基
本
権
制
限
違
反
に
対
す

る
法
律
効
果
は
必
要
な
限
度
を
越
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
と
く
に
刑
事
制
裁
を
課
す
る
こ
と
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω
、
制

限
が
や
む
を
え
な
い
場
合
に
こ
れ
に
見
合
う
代
償
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
公
共
の
福
祉
」
論
に
よ
る
労
働
基
本
権
制
限
理
論
か
ら
の
訣
別
や
中
郵
判
決
の
明
確
に
し
た
「
全
体
の
奉
仕
者
」
論
が
公
務
員
の
争

議
権
禁
止
の
根
拠
た
り
え
な
い
こ
と
の
価
値
的
認
識
へ
の
転
換
の
契
機
は
、
す
で
に
昭
和
三
〇
年
代
の
I
L
O
斗
争
の
発
展
の
な
か
で
、

い
ち
は
や
く
憲
法
と
官
公
労
働
法
と
の
矛
盾
を
自
覚
し
大
胆
に
判
決
に
お
い
て
そ
れ
を
明
確
に
し
た
い
く
つ
か
の
下
級
審
判
決
の
積
み
あ

げ
と
、
決
定
的
に
最
高
裁
を
し
て
右
の
よ
う
な
論
理
に
ふ
み
切
ら
せ
た
要
因
は
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
報
告
に
示
さ
れ
た
国
際
的
労
働
法
理
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
こ
と
は
多
く
の
人
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
ド
ラ
イ
ヤ
ー
報
告
中
の
公
共
部
門
の
ス
ト
ラ
イ
キ
権
の
あ
り
方
に
つ
い

て
の
一
般
的
原
則
と
中
郵
判
決
の
発
想
は
非
常
に
似
か
よ
っ
た
も
の
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
四
・
二
判
決
に
お
け
る
最
高
裁
の
発
想
は
、
　
中
郵
判
決
の
論
理
の
定
着
化
と
い
う
意
義
を
第
一
に
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
さ
に
沼
田
教
授
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
中
郵
判
決
で
自
覚
的
に
定
立
し
た
論
理
の
一
層
の
鮮
明
化
と
い
う
点
で
高
く
評
価
さ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
国
公
法
、
地
公
法
の
規
定
の
「
あ
お
り
」
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
最
大
限
に
尊

重
す
る
立
場
を
貫
く
べ
き
で
あ
っ
て
都
教
組
事
件
に
お
け
る
組
合
役
員
の
行
為
は
通
常
の
争
議
行
為
に
通
常
随
伴
す
る
行
為
で
あ
り
、
決
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し
て
あ
お
り
行
為
に
は
当
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
の
み
な
ら
ず
四
・
二
判
決
の
憲
法
理
論
上
重
要
な
意
義
を
も
つ
い
ま
ひ
と
つ
の
点
は
、
官
公
労
働
者
の
争
議
行
為
禁
止
規
定
に
対
す
る

違
憲
論
に
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
都
教
組
判
決
中
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
規
定
が
、
文
字
ど
お
り

に
、
す
べ
て
の
地
方
公
務
員
の
一
切
の
争
議
行
為
を
禁
止
し
、
こ
れ
ら
の
争
議
行
為
の
遂
行
を
共
謀
し
、
そ
そ
の
か
し
、
あ
お
る
等
の
行

為
を
す
べ
て
処
罰
す
る
趣
旨
と
解
す
べ
き
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
前
額
の
公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
保
障
し
た
憲
法
の
趣
旨
に
反
し
、

必
要
や
む
を
え
な
い
限
度
を
こ
え
て
争
議
行
為
を
禁
止
し
、
か
っ
必
要
最
少
限
度
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
請
を
無
視
し
、

そ
の
限
度
を
こ
え
て
刑
罰
の
対
象
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
い
ず
れ
も
違
憲
の
疑
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
と

判
示
し
て
い
る
点
を
特
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
ね
て
か
ら
の
I
L
O
斗
争
の
発
展
の
な
か
で
、
ま
た
具
体
的
な
官
公
労
働
法
に
関

す
る
裁
判
事
件
に
お
い
て
、
労
働
者
は
、
一
貫
し
て
公
労
法
一
七
条
や
国
公
法
、
地
公
法
の
違
憲
論
を
正
面
か
ら
主
張
し
て
き
た
。
そ
れ

に
対
し
て
中
郵
判
決
事
件
以
前
の
最
高
裁
は
、
多
少
と
も
ス
＋
権
禁
止
立
法
に
批
判
的
論
理
を
示
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
積
極
的
に
合
憲

論
を
展
開
し
て
き
て
い
た
の
で
あ
る
。
中
郵
判
決
も
、
地
公
法
の
合
憲
論
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
づ
け
が
厳
密
に
な
さ

れ
て
お
り
（
す
で
に
昭
三
七
・
八
・
二
七
佐
教
組
事
件
判
決
お
よ
び
昭
三
九
・
三
二
二
〇
大
教
組
事
件
判
決
は
抽
象
的
「
公
共
の
福
祉
」

論
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
教
職
員
の
争
議
権
と
教
育
を
受
け
る
権
利
と
の
具
体
的
比
較
的
衝
論
と
の
展
開
論
理
と
い
う
意
味
で
中
郵
判
決

の
論
理
構
造
と
同
質
指
向
性
を
も
つ
も
の
と
考
え
る
）
、
さ
ら
に
中
郵
判
決
以
後
に
お
い
て
は
一
方
に
お
い
て
中
郵
判
決
の
論
理
を
用
い

つ
つ
地
公
法
合
憲
論
に
立
つ
昭
四
二
・
一
二
・
一
八
福
教
組
事
件
控
訴
審
判
決
、
昭
四
三
・
三
・
二
九
和
教
組
事
件
控
訴
審
判
決
な
ど
が

み
ら
れ
る
が
、
他
方
、
中
郵
判
決
の
論
理
を
追
い
な
が
ら
、
中
郵
判
決
と
は
反
対
に
公
労
法
一
七
条
違
憲
論
に
到
達
し
た
も
の
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
昭
四
二
・
八
・
七
長
岡
三
条
局
事
件
判
決
お
よ
び
昭
四
一
・
＝
丁
一
六
国
鉄
尼
崎
駅
事
件
判
決
で
あ
る
。

　
四
・
二
最
高
裁
判
決
は
、
前
記
引
用
の
よ
う
に
あ
お
り
行
為
の
処
罰
が
合
憲
で
あ
る
た
め
の
条
件
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
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最：高裁四四・四・二判決の論理と意義（林）

基
準
を
立
て
、
そ
れ
を
何
段
に
も
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
お
り
を
限
定
し
、
そ
の
よ
う
な
論
理
操
作
を
通
じ
て
地
公
法
六
一
条
の
合

憲
性
を
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
基
本
的
発
想
は
中
郵
判
決
の
論
理
を
継
受
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
中
郵
判
決
の
論
理

自
体
が
一
方
に
お
い
て
合
憲
論
の
根
拠
に
も
な
る
と
同
時
に
、
前
記
の
下
級
審
判
決
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
そ
の
論
理
の
忠
実
な
追
究
が
他

方
で
違
憲
判
決
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
な
要
因
を
内
包
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
・
二
最
高
裁
判
決
は
あ
え
て
正
面
か
ら
違
憲

の
判
断
を
下
さ
ず
、
条
件
を
何
段
に
も
積
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
可
能
な
か
ぎ
り
、
憲
法
の
精
神
に
そ
く
し
、
こ
れ
と
調
和
し
う
る
よ

う
合
理
的
に
解
釈
」
す
べ
き
限
界
の
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
限
界
を
逸
脱
す
れ
ば
違
憲
の
疑
を
免
れ
な
い
と
し
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
法
社
会
学
的
検
討
が
す
で
に
問
題
と
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
あ
お
り
行
為
の
厳
格
な
合
理
的
解
釈
論
が
最
高

裁
を
し
て
、
　
遂
に
「
違
憲
の
疑
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
わ
し
め
た
真
の
原
因
で
は
な
く
し
て
、
　
争
議
権
禁
止
立
法
の
正
面
か
ら

の
違
憲
論
争
が
、
憲
法
の
精
神
に
そ
く
し
て
の
合
理
的
限
界
の
承
認
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
も
の
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。　

安
保
六
・
四
事
件
は
安
保
斗
争
と
い
う
政
治
ス
ト
と
い
う
性
格
目
的
を
も
つ
も
の
と
し
て
有
罪
の
判
決
を
う
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
労

働
組
合
の
政
治
活
動
と
い
う
団
結
権
行
使
一
般
に
つ
い
て
の
理
論
的
側
面
を
も
つ
事
件
で
あ
る
。
中
郵
判
決
は
、
公
務
員
等
の
労
働
基
本

権
行
使
の
制
約
に
つ
い
て
既
に
要
約
し
た
よ
う
な
条
件
を
挙
げ
て
い
る
が
、
更
に
争
議
が
違
法
と
判
断
さ
れ
る
一
般
的
な
基
準
と
し
て
、

争
議
が
不
当
に
長
期
に
わ
た
る
場
合
、
暴
力
的
で
あ
る
場
合
、
政
治
的
目
的
の
も
の
で
あ
る
場
合
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
違
法
と

考
え
ら
れ
る
三
つ
の
場
合
は
そ
れ
ぞ
れ
異
質
の
も
の
が
羅
列
さ
れ
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
指
摘
が
安
保
六
・
四

事
件
の
判
断
と
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
り
に
政
治
ス
ト
が
憲
法
二
八
条
の
保
障
を
う
け
な
い
と
し
て
も
、
た
だ
ち
に
刑

事
罰
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
色
川
、
入
江
裁
判
官
の
明
解
な
反
対
意
見
も
あ
り
、
そ
も
そ
も
労
働
組
合

の
政
治
活
動
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
都
教
組
事
件
そ
の
も
の
が
勤
務
評
定
反
対
と
い
う
国
の
教
育
政
策
に
か
か
わ
る
問
題
が
中
心
で
あ
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つ
た
わ
け
で
あ
る
。
労
働
運
動
の
目
的
や
範
囲
に
つ
い
て
は
、

説　
　
な
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

論

現
代
社
会
の
構
造
な
り
労
働
者
を
と
り
ま
く
生
活
条
件
か
ら
改
め
て
明
確

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
四
・
二
判
決
に
よ
っ
て
官
公
労
働
法
の
争
議
権
禁
止
規
定
は
、
最
高
裁
の
論
理
に
よ
れ
ば
な
お
合
理
的
な
限
界
内
で
の
解
釈
を
と
お
し

て
合
憲
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
が
、
実
質
的
に
は
地
公
法
三
七
条
、
六
一
条
四
号
お
よ
び
国
公
法
九
八
条
五
項
、
一
一
〇
条
一
項
一
七

号
は
そ
の
存
在
価
値
を
ほ
と
ん
ど
失
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
立
法
政
策
的
に
も
公
務
員
等
の
争
議
行
為
の
全
面
一
律
禁
止
規
定
の

改
廃
が
当
然
に
日
程
に
の
ぼ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
事
態
は
ま
だ
進
ん
で
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
。
更
に
四
．
二

判
決
を
契
機
と
し
て
争
議
行
為
に
対
す
る
民
事
罰
か
ら
の
解
放
が
、
民
間
、
官
公
労
を
問
わ
ず
労
働
法
上
の
具
体
的
な
問
題
と
し
て
登
場

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
現
に
登
場
し
つ
つ
あ
る
。

　
　
（
最
高
裁
四
・
二
判
決
を
論
じ
た
論
稿
は
す
で
に
数
多
い
が
、
小
稿
は
入
院
中
の
執
筆
で
あ
り
、
主
と
し
て
石
川
他
四
氏
「
公
務
員
関
連
判
決
を
め
ぐ

　
　
っ
て
（
座
談
会
）
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
四
二
四
号
、
沼
田
稲
次
郎
「
違
憲
の
『
明
文
』
の
合
理
的
解
釈
」
　
（
季
刊
労
働
法
七
二
号
）
深
山
喜
一
郎
「
官
公
労

　
　
働
者
の
争
議
権
」
　
（
法
政
研
究
三
五
巻
六
号
）
そ
の
他
を
参
照
さ
せ
て
頂
い
た
。
一
々
の
引
用
の
省
略
を
お
ゆ
る
し
願
い
た
い
。
）
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渡
欧
直
前
の
蓬
々
の
閲
に
書
い
た
も
の
で
あ
り
、
未
熟
な
小
稿
に
終
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
を
高
田
教
授
に
お
わ
び
し
た
い
。


