
最
高
裁
第
一
小
法
廷
・

君
が
代
不
起
立
停
職
処
分
等
取
消
訴
訟
判
決

ớ
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷

Ờ

二
〇
一
二
・
一
・
一
六

こ
れ
を
本
件
に
つ
い
て
み
る
に
ỏ
前
記
第
１
の
２

イ
の
と
お
り
ỏ
上
告
人
Ｘ
２
に

（２）

（４）

つ
い
て
は
ỏ
都
教
委
に
お
い
て
ỏ
過
去
の
懲
戒
処
分
の
対
象
と
さ
れ
た
非
違
行
為
と
同

様
の
非
違
行
為
を
再
び
行
ỳ
た
場
合
に
は
量
定
を
加
重
す
る
と
い
う
処
分
量
定
の
方
針

に
従
い
ỏ
過
去
に
同
様
の
非
違
行
為
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
繰
り
返
し
受
け
て
い
る
と
し

て
ỏ
量
定
を
加
重
し
て
一
月
の
停
職
処
分
が
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
Ố
し
か
し
ỏ
過
去
の

懲
戒
処
分
の
対
象
は
ỏ
い
ず
れ
も
不
起
立
行
為
で
あ
ỳ
て
積
極
的
に
式
典
の
進
行
を
妨

害
す
る
内
容
の
非
違
行
為
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
ỏ
い
ま
だ
過
去
二
年
度
の
三
回
の
卒
業

式
等
に
係
る
も
の
に
と
ど
ま
り
ỏ
本
件
の
不
起
立
行
為
の
前
後
に
お
け
る
態
度
に
お
い

て
特
に
処
分
の
加
重
を
根
拠
付
け
る
べ
き
事
情
も
う
か
が
わ
れ
な
い
こ
と
等
に
鑑
み
る

と
ỏ
同
上
告
人
に
つ
い
て
は
ỏ
上
記

に
お
い
て
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
照
ら
し
ỏ
学
校

（１）

の
規
律
や
秩
序
の
保
持
等
の
必
要
性
と
処
分
に
よ
る
不
利
益
の
内
容
と
の
権
衡
の
観
点

か
ら
ỏ
な
お
停
職
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
の
相
当
性
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
情
が

あ
ỳ
た
と
は
認
め
難
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố
そ
う
す
る
と
ỏ
上
記
の
よ
う
に
過
去
二

年
度
の
三
回
の
卒
業
式
等
に
お
け
る
不
起
立
行
為
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
て
い
る
こ

と
の
み
を
理
由
に
同
上
告
人
に
対
す
る
懲
戒
処
分
と
し
て
停
職
処
分
を
選
択
し
た
都
教

委
の
判
断
は
ỏ
停
職
期
間
の
長
短
に
か
か
わ
ら
ず
ỏ
処
分
の
選
択
が
重
き
に
失
す
る
も

の
と
し
て
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
き
ỏ
上
記
停
職
処
分
は
懲
戒
権
者
と
し
て
の

裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
と
し
て
違
法
の
評
価
を
免
れ
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
Ố

こ
れ
に
対
し
ỏ
前
記
第
１
の
２

イ
の
と
お
り
ỏ
上
告
人
Ｘ
１
は
ỏ
過
去
に
ỏ
不
起

（３）

（３）

立
行
為
以
外
の
非
違
行
為
に
よ
る
三
回
の
懲
戒
処
分
及
び
不
起
立
行
為
に
よ
る
二
回
の

懲
戒
処
分
を
受
け
ỏ
前
者
の
う
ち
二
回
は
卒
業
式
に
お
け
る
国
旗
の
掲
揚
の
妨
害
と
引

き
降
ろ
し
及
び
服
務
事
故
再
発
防
止
研
修
に
お
け
る
国
旗
や
国
歌
の
問
題
に
係
る
ゼ
ỽ

ケ
ン
着
用
を
め
ぐ
る
抗
議
に
よ
る
進
行
の
妨
害
と
い
ỳ
た
積
極
的
に
式
典
や
研
修
の
進

行
を
妨
害
す
る
行
為
に
係
る
も
の
で
あ
る
上
ỏ
更
に
国
旗
や
国
歌
に
係
る
対
応
に
つ
き

校
長
を
批
判
す
る
内
容
の
文
書
の
生
徒
へ
の
配
布
等
に
よ
り
二
回
の
文
書
訓
告
を
受
け

て
お
り
ỏ
こ
の
よ
う
な
過
去
の
処
分
歴
に
係
る
一
連
の
非
違
行
為
の
内
容
や
頻
度
等
に

鑑
み
る
と
ỏ
同
上
告
人
に
つ
い
て
は
ỏ
上
記

に
お
い
て
説
示
し
た
と
こ
ろ
に
照
ら
し
ỏ

（１）

学
校
の
規
律
や
秩
序
の
保
持
等
の
必
要
性
と
処
分
に
よ
る
不
利
益
の
内
容
と
の
権
衡
の

観
点
か
ら
ỏ
停
職
期
間
ớ
三
月
Ờ
の
点
を
含
め
て
停
職
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
の
相
当

性
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
情
が
あ
ỳ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố

そ
う
す
る
と
ỏ
上
記
の
よ
う
に
同
種
の
問
題
に
関
し
て
規
律
や
秩
序
を
害
す
る
程
度
の

大
き
い
積
極
的
な
妨
害
行
為
を
非
違
行
為
と
す
る
複
数
の
懲
戒
処
分
を
含
む
懲
戒
処
分

五
回
及
び
上
記
内
容
の
文
書
の
配
布
等
を
非
違
行
為
と
す
る
文
書
訓
告
２
回
を
受
け
て

い
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
同
上
告
人
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
お
い
て
停
職
処
分
を
選
択
し

た
都
教
委
の
判
断
は
ỏ
停
職
期
間
ớ
三
月
Ờ
の
点
を
含
め
ỏ
処
分
の
選
択
が
重
き
に
失

す
る
も
の
と
し
て
社
会
観
念
上
著
し
く
妥
当
を
欠
く
も
の
と
は
い
え
ず
ỏ
上
記
停
職
処

分
は
懲
戒
権
者
と
し
て
の
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
又
は
こ
れ
を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て

違
法
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
Ố

ớ
中
略
Ờ

裁
判
官
宮
川
光
治
の
反
対
意
見
は
ỏ
次
の
と
お
り
で
あ
る
Ố

多
数
意
見
は
ỏ
本
件
職
務
命
令
は
憲
法
一
九
条
ớ
思
想
及
び
良
心
の
自
由
Ờ
に
違
反

せ
ず
ỏ
ま
た
ỏ
上
告
人
Ｘ
１
に
対
し
停
職
処
分
を
し
た
都
教
委
の
判
断
は
懲
戒
権
者
と

し
て
の
裁
量
権
の
範
囲
に
あ
る
と
す
る
が
ỏ
私
は
ỏ
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
同
意
で

き
な
い
Ố
な
お
ỏ
上
告
人
Ｘ
２
に
対
す
る
停
職
処
分
を
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
も
の

と
し
た
結
論
に
は
同
意
で
き
る
が
ỏ
理
由
を
異
に
す
る
Ố

第
１

本
件
職
務
命
令
の
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て

１

原
審
は
ỏ
上
告
人
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
所
属
校
の
各
校
長
か
ら
受
け
た
本
件
職
務
命
令
に

従
わ
な
か
ỳ
た
の
は
ỏủ
君
が
代
Ứ
や
ủ
日
の
丸
Ứ
が
過
去
の
我
が
国
に
お
い
て
果
た
し

た
役
割
に
関
わ
る
上
告
人
ら
の
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
及
び
教
育
上
の
信
念
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
ỏ
適
法
に
確
定
し
て
い
る
Ố
そ
の
よ
う
に
真
摯
な
も
の
で

あ
る
場
合
は
ỏ
そ
の
行
為
は
上
告
人
ら
の
思
想
及
び
良
心
の
核
心
の
表
出
で
あ
る
か
少

な
く
と
も
こ
れ
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏ
そ

の
行
為
は
上
告
人
ら
の
精
神
的
自
由
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
ỏ
憲
法
上
保
護
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
Ố
上
告
人
ら
と
の
関
係
で
は
ỏ
本
件
職
務
命
令
は
い
わ
ゆ
る
厳
格
な
基

準
に
よ
る
憲
法
審
査
の
対
象
と
な
り
ỏ
そ
の
結
果
ỏ
憲
法
一
九
条
に
違
反
す
る
可
能
性

が
あ
る
Ố
こ
の
こ
と
は
ỏ
多
数
意
見
が
引
用
す
る
最
高
裁
平
成
二
三
年
六
月
六
日
第
一
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小
法
廷
判
決
に
お
け
る
私
の
反
対
意
見
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
Ố
な
お
ỏ
そ
こ
で
は
ỏ

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
と
学
習
指
導
要
領
が
教
職
員
に
起
立
斉
唱
行
為
等
を
職

務
命
令
と
し
て
強
制
す
る
こ
と
の
根
拠
と
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
ỏ
本
件
通
達
は
ỏ

式
典
の
円
滑
な
進
行
を
図
る
と
い
う
価
値
中
立
的
な
意
図
で
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
ỏ
そ
の
意
図
は
ỏ
前
記
歴
史
観
等
を
有
す
る
教
職
員
を
念
頭
に
置
き
ỏ
そ
の
歴
史
観

等
に
対
す
る
強
い
否
定
的
評
価
を
背
景
に
ỏ
不
利
益
処
分
を
も
ỳ
て
そ
の
歴
史
観
等
に

反
す
る
行
為
を
強
制
す
る
こ
と
に
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
ỏ
職
務
命
令
は
こ
う
し
た

本
件
通
達
に
基
づ
い
て
い
る
旨
を
指
摘
し
た
Ố
本
件
で
は
ỏ
さ
ら
に
多
数
意
見
が
指
摘

す
る
ủ
地
方
公
務
員
の
地
位
の
性
質
及
び
そ
の
職
務
の
公
共
性
Ứ
に
つ
い
て
ỏ
私
の
意

見
を
付
加
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
Ố

２

上
告
人
ら
は
ỏ
地
方
公
務
員
で
は
あ
る
が
ỏ
教
育
公
務
員
で
あ
り
ỏ
一
般
行
政
と
は

異
な
り
ỏ
教
育
の
目
標
に
照
ら
し
ỏ
特
別
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
Ố
す
な
わ
ち
ỏ

教
育
は
ỏ
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
ỏ
学
問
の
自
由
を
尊
重
し
つ
つ
ỏ
幅
広
い
知
識

と
教
養
を
身
に
付
け
る
こ
と
ỏ
真
理
を
求
め
る
態
度
を
養
う
こ
と
ỏ
個
人
の
価
値
を
尊

重
し
て
ỏ
そ
の
能
力
を
伸
ば
し
ỏ
創
造
性
を
培
い
ỏ
自
主
及
び
自
律
の
精
神
を
養
う
こ

と
等
の
目
標
を
達
成
す
る
よ
う
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
ớ
教
育
基
本
法
二
条
Ờỏ
教
育
を

つ
か
さ
ど
る
教
員
に
は
ỏ
こ
う
し
た
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
ỏ
教
育
の
専
門
性
を
懸

け
た
責
任
が
あ
る
と
と
も
に
ỏ
教
育
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố

も
ỳ
と
も
ỏ
普
通
教
育
に
お
い
て
は
完
全
な
教
育
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
ỏ
公
権
力
に
よ
ỳ
て
特
別
の
意
見
の
み
を
教
授
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ

ỳ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ỏ
他
方
ỏ
教
授
の
具
体
的
内
容
及
び
方
法
に
つ
い
て
あ
る

程
度
自
由
な
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

ớ
最
高
裁
昭
和
四
三
年
ớ
あ
Ờ
第
一
六
一
四
号
同
五
一
年
五
月
二
一
日
大
法
廷
判
決
・
刑

集
三
〇
巻
五
号
六
一
五
頁
参
照
ỜỐ
上
記
の
よ
う
な
目
標
を
有
す
る
教
育
に
携
わ
る
教

員
に
は
ỏ
幅
広
い
知
識
と
教
養
ỏ
真
理
を
求
め
ỏ
個
人
の
価
値
を
尊
重
す
る
姿
勢
ỏ
創

造
性
を
希
求
す
る
自
律
的
精
神
の
持
ち
主
で
あ
る
こ
と
等
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
ỏ

上
記
の
よ
う
な
教
育
の
目
標
を
考
慮
す
る
と
ỏ
教
員
に
お
け
る
精
神
の
自
由
は
ỏ
取
り

分
け
て
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
Ố

個
々
の
教
員
は
ỏ
教
科
教
育
と
し
て
生
徒
に
対
し
国
旗
及
び
国
歌
に
つ
い
て
教
育
す

る
と
い
う
場
合
ỏ
教
師
と
し
て
の
専
門
的
裁
量
の
下
で
職
務
を
適
正
に
遂
行
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
Ố
し
た
が
ỳ
て
ỏủ
日
の
丸
Ứ
や
ủ
君
が
代
Ứ
の
歴
史
や
過
去
に
果
た
し
た

役
割
に
つ
い
て
ỏ
自
由
な
創
意
と
工
夫
に
よ
り
教
授
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
ỏ
そ
の
内

容
は
で
き
る
だ
け
中
立
的
に
行
う
べ
き
で
あ
る
Ố
そ
し
て
ỏ
式
典
に
お
い
て
ỏ
教
育
の

一
環
と
し
て
ỏ
国
旗
掲
揚
ỏ
国
歌
斉
唱
が
準
備
さ
れ
ỏ
遂
行
さ
れ
る
場
合
に
ỏ
こ
れ
を

妨
害
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
Ố
し
か
し
ỏ
そ
こ
ま
で
で
あ
ỳ
て
ỏ
そ
れ

以
上
に
生
徒
に
対
し
直
接
に
教
育
す
る
と
い
う
場
を
離
れ
た
場
面
に
お
い
て
は
ỏ
自
ら

の
思
想
及
び
良
心
の
核
心
に
反
す
る
行
為
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
Ố
音
楽
専
科
の
教
員
に
つ
い
て
も
ỏ
同
様
で
あ
る
Ố

こ
の
よ
う
に
ỏ
私
は
ỏ
上
告
人
ら
は
ỏ
地
方
公
務
員
で
あ
ỳ
て
も
ỏ
教
育
を
つ
か
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
Ố

３

以
上
の
と
お
り
ỏ
上
告
人
ら
の
上
告
理
由
の
う
ち
本
件
職
務
命
令
が
憲
法
一
九
条
違

反
を
い
う
部
分
は
理
由
が
あ
る
Ố

第
２

懲
戒
処
分
の
裁
量
審
査
に
つ
い
て

１

多
数
意
見
は
ỏ
本
件
職
務
命
令
の
違
反
を
理
由
と
し
て
ỏ
重
き
に
失
し
な
い
範
囲
で

懲
戒
処
分
を
す
る
こ
と
は
ỏ
基
本
的
に
懲
戒
権
者
の
裁
量
権
の
範
囲
に
あ
る
と
い
う
Ố

そ
こ
で
ỏ
私
も
ỏ
本
件
職
務
命
令
の
憲
法
適
合
性
に
関
す
る
判
断
を
留
保
し
ỏ
ま
た
ỏ

本
件
の
懲
戒
処
分
自
体
も
憲
法
一
九
条
に
違
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
ỏ
そ
の
判
断
を

留
保
し
ỏ
そ
の
上
で
ỏ
懲
戒
処
分
の
裁
量
審
査
に
関
し
ỏ
私
の
反
対
意
見
を
述
べ
る
Ố

私
は
ỏ
上
告
人
ら
の
不
起
立
行
為
に
つ
い
て
ỏ
職
務
命
令
違
反
を
理
由
と
し
て
ỏ
懲
戒

処
分
を
科
す
る
こ
と
は
相
当
で
な
い
と
考
え
る
Ố
以
下
ỏ
２
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
諸

事
情
の
う
ち
上
告
人
ら
の
行
為
の
原
因
ỏ
動
機
及
び
行
為
の
態
様
と
法
益
の
侵
害
の
程

度
に
つ
い
て
述
べ
ỏ
３
に
お
い
て
本
件
で
は
不
起
立
行
為
に
対
す
る
懲
戒
処
分
は
ỏ
仮

に
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
ỏ
実
質
的
に
み
る
と
重
い
不
利
益
処
分
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
ỏ
４
に
お
い
て
他
の
非
違
行
為
に
対
す
る
処
分
及
び
他
地
域
の
処
分
例
と
比
較
す
る

と
不
公
正
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
Ố

２

上
告
人
ら
の
不
起
立
行
為
は
ỏủ
日
の
丸
Ứ
や
ủ
君
が
代
Ứ
は
軍
国
主
義
や
戦
前
の
天

皇
制
絶
対
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
り
平
和
主
義
や
国
民
主
権
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え

る
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
ỏ
及
び
人
権
の
尊
重
や
自
主
的
に
思
考
す
る
こ
と
の
大
切
さ

を
強
調
す
る
教
育
実
践
を
続
け
て
き
た
教
育
者
と
し
て
の
教
育
上
の
信
念
に
起
因
す
る

も
の
で
あ
り
ỏ
そ
の
動
機
は
真
摯
で
あ
り
ỏ
い
わ
ゆ
る
非
行
・
非
違
行
為
と
は
次
元
を

異
に
す
る
Ố
ま
た
ỏ
他
の
職
務
命
令
違
反
と
比
較
し
て
も
ỏ
違
法
性
は
顕
著
に
希
薄
で

あ
る
Ố

上
告
人
ら
が
抱
い
て
い
る
歴
史
観
等
は
ỏ
ひ
と
り
上
告
人
ら
独
自
の
も
の
で
は
な
く
ỏ

我
が
国
社
会
に
お
い
て
ỏ
人
々
の
間
に
一
定
の
広
が
り
を
有
し
ỏ
共
感
が
存
在
し
て
い

る
Ố
ま
た
ỏ
原
審
も
指
摘
し
て
い
る
が
ỏ
憲
法
学
な
ど
の
学
説
及
び
日
本
弁
護
士
連
合

会
等
の
法
律
家
団
体
に
お
い
て
は
ỏ
式
典
に
お
い
て
ủ
君
が
代
Ứ
を
起
立
し
て
斉
唱
す
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る
こ
と
及
び
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
す
る
こ
と
を
職
務
命
令
に
よ
り
強
制
す
る
こ
と
は
憲
法
一

九
条
等
に
違
反
す
る
と
い
う
見
解
が
大
多
数
を
占
め
て
い
る
と
思
わ
れ
る
Ố
確
か
に
ỏ

こ
の
点
に
関
し
て
最
高
裁
は
異
な
る
判
断
を
示
し
た
が
ỏ
こ
う
し
た
議
論
状
況
は
一
朝

に
は
変
化
し
な
い
で
あ
ろ
う
Ố

上
告
人
ら
の
不
起
立
行
為
は
消
極
的
不
作
為
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
式
典
を
妨

害
す
る
等
の
積
極
的
行
為
を
含
ま
ず
ỏ
し
た
が
ỳ
て
ỏ
式
典
の
円
滑
な
遂
行
に
物
理
的

支
障
を
い
さ
さ
か
も
生
じ
さ
せ
て
い
な
い
Ố
法
益
の
侵
害
は
ほ
と
ん
ど
な
い
Ố

３

仮
に
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
ỏ
そ
の
処
分
が
上
告
人
ら
に
与
え
る
不
利
益
に
つ
い
て

は
過
小
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
Ố
確
か
に
ỏ
戒
告
処
分
は
法
の
定
め

る
懲
戒
処
分
の
中
で
は
最
も
軽
い
が
ỏ
処
分
を
受
け
る
と
ỏ
履
歴
に
残
り
ỏ
勤
勉
手
当

は
当
該
支
給
期
間
ớ
半
年
間
Ờ
に
お
い
て
一
〇
％
の
割
合
で
減
額
さ
れ
ỏ
昇
給
が
少
な

く
と
も
三
か
月
延
伸
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ỏ
そ
の
延
伸
に
よ
り
ひ
い
て
は
ỏ
退
職
金

や
年
金
支
給
額
へ
の
影
響
も
あ
り
得
る
Ố
そ
し
て
ỏ
東
京
都
の
教
職
員
は
定
年
退
職
後

に
再
雇
用
を
希
望
す
る
と
ほ
ぼ
例
外
な
く
再
雇
用
さ
れ
て
い
る
が
ỏ
戒
告
処
分
を
受
け

る
と
そ
の
機
会
を
事
実
上
失
い
ỏ
合
格
通
知
を
受
け
て
い
た
者
も
合
格
は
取
り
消
さ
れ

る
の
が
通
例
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
Ố

都
教
委
は
ỏ
不
起
立
行
為
を
し
た
教
職
員
に
対
し
ỏ
お
お
む
ね
一
回
目
は
戒
告
処
分
ỏ

二
回
目
は
一
か
月
間
月
額
給
与
一
〇
分
の
一
を
減
ず
る
減
給
処
分
ỏ
三
回
目
は
六
か
月

間
月
額
給
与
一
〇
分
の
一
を
減
ず
る
減
給
処
分
ỏ
四
回
目
は
停
職
一
か
月
の
停
職
処
分

等
と
い
う
基
準
で
懲
戒
処
分
を
行
ỳ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
Ố
毎
年
度
二
回
以

上
の
卒
業
式
や
入
学
式
等
の
式
典
の
た
び
に
懲
戒
処
分
が
累
積
加
重
さ
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
ỏ
短
期
間
で
反
復
継
続
的
に
不
利
益
が
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
Ố
戒
告
処
分
が

ひ
と
た
び
な
さ
れ
る
と
ỏ
こ
う
し
た
累
積
処
分
が
機
械
的
に
ス
タ
ồ
ト
す
る
Ố

以
上
の
と
お
り
ỏ
実
質
的
に
み
る
と
ỏ
本
件
で
は
ỏ
戒
告
処
分
は
ỏ
相
当
に
重
い
不

利
益
処
分
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố

４

教
職
員
の
主
な
非
行
に
対
す
る
標
準
的
な
処
分
量
定
ớ
東
京
都
教
育
長
決
定
Ờ
に
列

挙
さ
れ
て
い
る
非
行
の
大
半
は
ỏ
刑
事
罰
の
対
象
と
な
る
行
為
や
性
的
非
行
で
あ
り
ỏ

量
定
上
そ
れ
ら
に
関
し
て
も
戒
告
処
分
に
と
ど
ま
る
例
が
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ
る
Ố

原
審
は
ỏ
別
件
判
決
ớ
東
京
高
等
裁
判
所
平
成
二
一
年
ớ
行
コ
Ờ
第
一
八
一
号
同
二
三

年
三
月
一
〇
日
判
決
Ờ
に
お
い
て
ỏ
体
罰
ỏ
交
通
事
故
ỏ
セ
ク
ハ
ラ
ỏ
会
計
事
故
等
の

服
務
事
故
に
つ
い
て
都
教
委
の
行
ỳ
た
処
分
等
の
実
績
を
み
る
と
ỏ
平
成
一
六
年
か
ら

一
八
年
度
に
お
い
て
ỏ
懲
戒
処
分
を
受
け
た
者
が
二
〇
五
人
ớ
う
ち
戒
告
が
七
四
人
Ờ

で
あ
る
の
に
対
し
ỏ
文
書
訓
告
又
は
口
頭
注
意
と
い
ỳ
た
事
実
上
の
措
置
を
受
け
た
者

が
三
九
七
人
ỏ
指
導
等
を
受
け
た
者
が
二
七
九
人
と
な
ỳ
て
お
り
ỏ
服
務
事
故
ớ
非
違

行
為
Ờ
と
認
め
ら
れ
た
者
の
う
ち
懲
戒
処
分
を
受
け
た
の
は
四
分
の
一
に
も
満
た
な
い

と
し
ỏ
こ
れ
に
よ
れ
ば
ỏ
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
ỏ
一
般
的
に
は
ỏ
非
違
行
為
の
中
で

も
か
な
り
情
状
の
悪
い
場
合
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い

る
Ốさ

ら
に
ỏ
不
起
立
行
為
に
関
す
る
懲
戒
処
分
の
状
況
を
全
国
的
に
み
る
と
ỏ
懲
戒
処

分
ま
で
行
ỳ
て
い
る
地
域
は
少
な
く
ỏ
例
え
ば
神
奈
川
県
や
千
葉
県
で
は
ỏ
不
起
立
行

為
が
あ
ỳ
て
も
ỏ
ま
た
そ
れ
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
て
も
ỏ
懲
戒
処
分
は
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
Ố

こ
の
よ
う
に
比
較
す
る
と
ỏ
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
過
剰
に
過
ぎ
ỏ
比
例
原
則
に
反

す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
Ố

５

以
上
を
総
合
す
る
と
ỏ
多
数
意
見
が
い
う
不
起
立
行
為
の
性
質
ỏ
態
様
ỏ
影
響
を
前

提
と
し
て
も
ỏ
不
起
立
行
為
と
い
う
職
務
命
令
違
反
行
為
に
対
し
て
は
ỏ
口
頭
又
は
文

書
に
よ
る
注
意
や
訓
告
に
よ
り
責
任
を
問
い
戒
め
る
こ
と
が
適
切
で
あ
り
ỏ
こ
れ
ら
に

と
ど
め
る
こ
と
な
く
た
と
え
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
懲
戒
処
分
を
科
す
こ
と
は
ỏ
重
き

に
過
ぎ
ỏ
社
会
通
念
上
著
し
く
妥
当
性
を
欠
き
ỏ
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
し
ỏ
又
は
こ

れ
を
濫
用
す
る
も
の
で
あ
ỳ
て
ỏ
是
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
Ố

上
告
人
Ｘ
２
は
最
初
の
不
起
立
行
為
で
戒
告
処
分
を
受
け
ỏ
二
度
目
ỏ
三
度
目
の
不

起
立
行
為
で
減
給
処
分
を
受
け
ỏ
本
件
四
度
目
の
不
起
立
行
為
で
一
月
の
停
職
処
分
が

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
ỏ
多
数
意
見
は
ỏ
な
お
停
職
処
分
を
選
択
す
る
こ
と
の
相

当
性
を
基
礎
付
け
る
具
体
的
な
事
情
が
あ
ỳ
た
と
は
認
め
難
い
と
し
て
ỏ
上
記
停
職
処

分
は
裁
量
権
の
範
囲
を
超
え
る
と
判
断
し
て
い
る
Ố
そ
の
結
論
に
関
し
て
は
ỏ
同
意
で

き
る
が
ỏ
私
は
ỏ
上
記
の
と
お
り
ỏ
消
極
的
不
作
為
に
す
ぎ
な
い
不
起
立
行
為
が
繰
り

返
さ
れ
た
と
し
て
も
ỏ
こ
れ
に
た
と
え
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
懲
戒
処
分
を
科
す
こ
と

は
ỏ
懲
戒
権
者
の
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
と
考
え
る
の
で
ỏ
上
記
停
職
処
分
は
当

然
に
是
認
で
き
な
い
Ố

上
告
人
Ｘ
１
の
平
成
六
年
か
ら
平
成
一
七
年
の
処
分
歴
に
係
る
一
連
の
非
違
行
為
の

内
容
や
態
度
に
は
一
部
許
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
る
が
ỏ
本
件
は
ỏ
単
な
る
不
起
立
行
為

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
ỏ
こ
れ
に
た
と
え
戒
告
処
分
で
あ
ỳ
て
も
懲
戒
処
分
を
科

す
こ
と
は
ỏ
懲
戒
権
者
の
裁
量
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
と
考
え
る
の
で
ỏ
停
職
処
分
ớ
三

月
Ờ
は
是
認
で
き
な
い
Ố
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