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判例研究

社
会
法
判
例
研
究
（
第
二
一
回
）

社
会
法
判
例
研
究
会

東
加
古
川
幼
児
園
事
件

大
阪
高
裁
平
成
一
〇
年
八
月
二
七
日
判
決
、
平
九
（
ネ
）
一
六
二

五
号

損
害
賠
償
請
求
事
件
　
一
部
認
容
　
一
部
棄
却
（
上
告
）
、
労
判

七
四
四
号
一
七
頁

廣
　
田
　
久
美
子

【
事
実
の
概
要
】

　
一
　
訴
外
A
（
昭
和
四
六
年
生
ま
れ
）
は
、
平
成
四
年
三
月
に
短

大
を
卒
業
後
、
平
成
四
年
九
月
に
保
母
資
格
を
取
得
し
た
。
控
訴
人

（
原
告
）
X
1
と
X
2
は
A
の
父
と
母
で
あ
り
、
A
及
び
同
人
の
家

族
に
精
神
病
、
神
経
症
に
罹
患
し
た
も
の
は
い
な
い
。
本
件
は
、
A

が
勤
務
し
て
い
た
Y
1
を
退
職
後
自
殺
し
た
こ
と
に
つ
き
、
X
1
、

X
2
が
Y
ら
を
相
手
方
と
し
て
起
こ
し
た
損
害
賠
償
請
求
事
件
で
あ

る
。

　
二
　
ω
　
被
控
訴
人
（
被
告
）
Y
1
園
は
、
本
園
、
T
園
、
H
園
、

K
園
の
四
つ
の
無
認
可
保
育
所
を
設
置
、
運
営
し
て
お
り
、
園
児
合

計
数
二
百
名
程
度
の
全
国
で
も
有
数
の
大
規
模
保
育
所
で
あ
っ
た
。

田
園
、
T
園
、
F
園
と
も
に
、
理
事
長
は
Y
2
（
Y
1
の
代
表
取
締

役
）
、
園
長
は
Y
3
（
Y
1
の
従
業
員
）
、
副
園
長
は
Y
4
（
Y
1
の

取
締
役
）
が
そ
れ
ぞ
れ
兼
務
し
て
い
た
。
Y
2
、
Y
3
、
Y
4
の
役

割
分
担
は
ほ
と
ん
ど
未
分
化
で
あ
り
、
Y
3
は
、
保
育
や
行
事
の
立

案
、
渉
外
事
務
等
の
ほ
か
、
送
迎
バ
ス
の
運
転
手
も
し
て
い
た
。
A

は
、
平
成
四
年
一
二
月
に
Y
1
に
採
用
が
決
ま
り
、
平
成
五
年
一
月

六
日
か
ら
F
園
で
、
同
年
四
月
か
ら
は
T
園
で
勤
務
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　
②
　
Y
1
で
は
平
成
四
年
十
月
、
一
二
月
に
そ
れ
ぞ
れ
一
五
名
中

一
名
、
翌
年
三
月
に
一
五
名
中
八
名
、
同
年
五
月
に
は
＝
二
名
中
八

名
、
六
月
に
は
一
六
名
中
二
名
の
保
母
が
退
職
し
て
い
る
。
A
が
平

成
四
年
秋
頃
及
び
平
成
五
年
春
頃
保
母
と
し
て
の
求
職
先
を
探
し
た

と
こ
ろ
、
保
母
の
募
集
を
行
っ
て
い
る
保
育
所
は
Y
1
以
外
に
ひ
と

つ
も
な
か
っ
た
。

　
三
　
F
園
で
は
園
児
一
九
名
に
対
し
て
、
保
母
は
A
を
含
め
て
二

名
で
あ
り
、
給
食
の
買
物
、
調
理
、
片
付
け
等
の
仕
事
も
保
母
が
行

な
っ
て
い
た
。
Y
1
の
定
め
た
F
園
の
勤
務
時
間
は
、
早
出
は
午
前
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七
時
二
〇
分
か
ら
午
後
五
時
三
〇
分
ま
で
、
遅
出
は
午
前
八
時
三
〇

分
か
ら
午
後
六
時
ま
で
で
あ
っ
た
が
、
早
出
の
保
母
も
遅
出
の
保
母

も
午
後
六
時
三
〇
分
く
ら
い
ま
で
仕
事
を
し
て
い
た
。
早
出
の
保
母

は
午
前
七
時
二
〇
分
、
遅
出
の
保
母
は
、
八
時
三
〇
分
ま
で
に
出
勤

し
、
直
ち
に
給
食
の
準
備
ハ
園
児
の
保
育
と
、
園
児
送
迎
バ
ス
の
乗

り
降
り
の
仕
事
を
行
っ
た
。
こ
の
際
、
保
母
は
他
の
園
も
含
め
三
〇

名
程
度
の
園
児
を
乗
り
込
ま
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
間
違
え
ば
園
児

の
安
全
に
直
結
す
る
た
め
、
特
に
A
の
よ
う
な
新
人
保
母
に
と
っ
て

は
想
像
以
上
の
心
理
的
負
担
と
な
っ
た
。
そ
の
後
保
育
時
間
内
に
は
、

保
母
は
園
児
の
保
育
業
務
や
指
導
の
ほ
か
、
保
育
日
誌
の
記
入
や
給

食
の
材
料
の
買
出
し
等
も
行
う
が
、
忙
し
い
時
は
仕
事
が
終
わ
っ
た

後
に
材
料
の
買
出
し
に
行
っ
た
り
、
満
足
に
昼
食
時
間
を
取
れ
な
い

こ
と
も
あ
っ
た
。
午
後
三
時
五
〇
分
頃
か
ら
、
再
び
園
児
送
迎
バ
ス

の
乗
り
降
り
の
仕
事
を
行
い
、
父
母
が
迎
え
に
来
る
時
間
ま
で
、
他

園
の
園
児
も
含
め
三
〇
名
程
度
の
児
童
を
二
人
の
保
母
で
保
育
し
、

園
の
掃
除
、
戸
締
り
を
し
て
午
後
六
時
三
〇
晶
晶
に
仕
事
が
終
わ
っ

た
。
そ
の
他
毎
月
一
回
九
時
な
い
し
十
時
ま
で
行
わ
れ
る
職
員
会
議

と
、
月
一
回
程
度
の
日
曜
保
育
が
あ
っ
た
。
日
曜
保
育
は
保
母
一
人

で
児
童
六
、
七
名
を
午
前
九
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
保
育
す
る
と
い

う
も
の
で
、
児
童
の
食
事
も
保
母
が
調
理
し
た
。

　
四
　
e
　
平
成
五
年
二
月
＝
一
日
頃
、
A
は
四
月
か
ら
T
園
に
お

け
る
責
任
者
と
し
て
の
仕
事
と
，
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
利
用
し
た
保
育
の

担
当
を
す
る
こ
と
を
告
げ
ら
れ
た
。
T
園
は
一
五
〇
名
程
度
の
幼
児

を
保
育
し
て
い
る
が
、
三
月
三
一
日
付
で
保
母
全
員
が
退
職
し
、
四

月
か
ら
は
保
育
経
験
の
な
い
新
任
保
母
が
ク
ラ
ス
担
当
を
す
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
責
任
者
は
新
人
保
母
の
相
談
に
応
じ
る
な
ど
の
重

責
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
既
に
打
診
を
受
け
て
い
た
他
の
保

母
も
こ
の
業
務
を
断
っ
て
お
り
、
A
も
責
任
者
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
れ
ば
退
職
す
る
と
し
て
断
っ
た
。
し
か
し
、
Y
3
か
ら
既

に
決
定
済
み
で
あ
り
、
協
力
す
る
の
で
何
と
か
引
き
受
け
て
ほ
し
い
、

と
い
わ
れ
た
た
め
承
諾
し
た
。

　
口
　
こ
れ
以
後
、
A
は
早
出
の
日
は
午
前
六
時
五
五
分
に
家
を
出

て
七
時
二
〇
分
頃
か
ら
仕
事
を
始
め
、
遅
出
の
日
に
は
午
前
八
時
頃

に
家
を
出
て
、
八
時
三
〇
分
頃
か
ら
仕
事
を
始
め
、
午
後
七
時
な
い

し
八
時
頃
帰
宅
す
る
と
い
う
生
活
と
な
り
、
一
日
の
労
働
時
間
は
十

時
間
な
い
し
一
一
時
間
程
度
で
、
平
成
五
年
目
，
一
、
三
月
は
日
曜
日
も

ほ
と
ん
ど
出
勤
す
る
状
況
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
A
は
お
遊
戯
会
に

伴
っ
て
、
帰
宅
後
も
午
後
＝
時
な
い
し
一
二
時
頃
ま
で
仕
事
を
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
三
月
一
四
日
に
は
、
A
は
四
月
以

降
の
T
園
の
責
任
者
と
し
て
年
間
指
導
計
画
を
立
て
、
Y
3
か
ら
コ
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ン
ピ
ュ
重
三
ソ
フ
ト
の
操
作
の
実
施
指
導
を
受
け
た
。
同
月
二
三
日

か
ら
の
春
休
み
に
は
、
F
園
の
園
児
は
四
月
か
ら
の
T
園
の
保
育
に

な
れ
る
た
め
T
園
に
移
動
し
、
A
も
同
行
し
た
が
、
環
境
や
保
育
内

容
の
変
化
に
当
初
園
児
も
保
母
も
戸
惑
っ
た
。
ま
た
、
A
は
勤
務
の

傍
ら
、
勤
務
後
も
T
園
の
引
継
書
を
読
ん
で
勉
強
し
て
い
た
。
同
月

二
八
日
、
A
は
日
曜
保
育
の
た
め
出
勤
し
、
T
園
の
保
母
に
対
し
、

Y
3
が
協
力
す
る
と
い
っ
て
お
き
な
が
ら
、
実
際
に
は
十
分
な
協
力

を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
話
し
た
。
ま
た
、
A
は
疲
れ
き
っ
た
様
子
で

園
児
を
保
育
す
る
状
態
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
、
A
の
家
族
は

同
日
の
夜
、
A
に
退
職
を
勧
め
、
A
も
自
己
の
業
務
遂
行
に
大
き
な

不
安
を
抱
き
、
体
重
が
減
り
始
め
る
な
ど
体
調
が
悪
く
な
っ
た
こ
と

な
ど
か
ら
、
退
職
す
る
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
同
月

二
九
日
か
ら
三
日
間
の
予
定
で
引
継
が
な
さ
れ
た
が
、
同
月
三
〇
日

に
は
午
後
六
時
頃
か
ら
Y
3
と
の
間
で
打
合
わ
せ
が
行
わ
れ
、
午
後

一
一
時
三
〇
万
頃
に
帰
宅
し
た
。
A
は
疲
れ
き
っ
て
放
心
状
態
と
な

り
、
帰
宅
す
る
な
り
泣
き
崩
れ
、
床
に
つ
い
て
も
放
心
状
態
を
続
け

て
ほ
と
ん
ど
眠
れ
な
か
っ
た
。

　
口
　
A
は
翌
三
一
日
、
C
病
院
に
入
院
し
、
相
変
わ
ら
ず
ぐ
っ
た

り
と
し
た
状
態
で
あ
っ
た
が
、
意
識
状
態
や
血
液
検
査
等
は
正
常
で

あ
り
、
医
師
は
A
の
症
状
を
精
神
的
ス
ト
レ
ス
が
起
こ
す
心
身
症
的

疾
患
と
判
断
し
た
。
こ
の
入
院
に
よ
り
、
A
は
Y
1
を
退
職
し
た
。

　
四
　
A
は
四
月
一
日
、
退
院
し
自
宅
療
養
す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

口
数
が
目
立
っ
て
減
り
、
深
い
疲
れ
の
中
に
い
る
感
じ
で
あ
っ
た
。

同
月
四
日
頃
洗
礼
を
受
け
る
決
意
を
し
、
同
月
＝
日
頃
に
は
洗
礼

を
受
け
て
元
気
を
取
り
戻
し
始
め
、
新
し
い
保
育
所
を
探
し
始
め
る

よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
間
も
園
児
や
同
僚
の
保
母
へ
の
心
配
り
や
自

責
の
念
を
常
に
口
に
し
て
き
た
。
な
お
、
保
母
を
募
集
し
て
い
る
保

育
所
を
職
業
安
定
所
で
探
し
た
も
の
の
、
Y
1
以
外
の
保
育
所
で
は

募
集
し
て
い
な
い
と
知
ら
さ
れ
た
。
同
月
一
〇
日
に
A
は
Y
1
を
訪

れ
給
料
の
未
払
い
分
を
受
領
し
、
そ
の
際
、
Y
4
か
ら
も
う
一
度
働

く
よ
う
引
き
留
め
ら
れ
た
が
A
は
断
っ
た
。
同
月
二
七
日
、
A
が
離

　
　
マ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

職
表
受
領
の
た
め
Y
1
を
訪
れ
た
際
、
Y
4
は
A
に
対
し
離
職
表
を

職
業
安
定
所
に
持
っ
て
行
っ
て
も
雇
用
保
険
は
も
ら
え
な
い
旨
を
告

げ
た
が
、
A
の
辞
意
が
固
い
こ
と
か
ら
再
度
引
き
留
め
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
。
A
は
帰
宅
後
、
食
事
中
口
を
き
く
こ
と
な
く
部
屋
に
籠

も
り
、
同
月
二
八
日
も
X
ら
と
言
葉
を
交
わ
さ
ず
、
同
月
二
九
日
、

X
ら
の
留
守
中
に
遺
書
を
残
し
て
自
殺
し
た
。

　
五
　
X
1
、
X
2
は
、
Y
1
に
お
け
る
過
酷
な
業
務
の
遂
行
よ
り

A
が
心
身
と
も
に
疲
労
し
、
う
つ
状
態
に
陥
っ
た
た
め
自
殺
に
至
っ

た
と
し
て
、
Y
1
、
Y
2
、
Y
3
、
Y
4
に
対
し
て
不
法
行
為
に
よ
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る
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
。
一
審
（
神
戸
地
判
平
九
・
五
・
二
六
ハ
・

労
判
七
四
四
号
二
二
頁
）
で
は
、
Y
1
に
お
け
る
比
較
的
厳
し
い
仕

事
内
容
と
環
境
の
変
化
等
に
よ
っ
て
、
A
は
「
精
神
的
に
も
肉
体
的

に
も
疲
労
し
て
い
た
こ
と
が
容
易
に
推
測
で
き
る
」
が
、
「
入
院
期

間
は
わ
ず
か
一
日
で
あ
り
」
、
診
察
し
た
医
師
も
A
が
「
精
神
的
ス

ト
レ
ス
に
よ
る
心
身
的
疾
患
だ
と
し
、
う
つ
病
も
し
く
は
う
つ
病
に

似
た
症
状
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
こ
と
」
、
A
が
そ
の
後
就
職

活
動
を
行
い
、
正
常
な
生
活
状
態
と
な
っ
て
「
精
神
的
肉
体
的
疲
労

か
ら
か
な
り
回
復
し
て
い
た
と
認
め
ら
れ
」
る
と
判
断
し
、
A
の
Y

1
で
の
「
勤
務
は
僅
か
三
カ
月
足
ら
ず
で
あ
る
こ
と
」
と
、
自
殺
し

た
の
が
「
退
職
後
駆
一
カ
月
後
で
あ
る
こ
と
」
を
鑑
み
て
、
Y
1
で

の
業
務
と
自
殺
の
因
果
関
係
を
否
定
し
、
請
求
を
棄
却
し
た
。
そ
こ

で
、
Y
ら
に
対
す
る
不
法
行
為
と
、
選
択
的
に
Y
1
に
対
す
る
債
務

不
履
行
（
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
）
を
加
え
て
控
訴
し
た
の
が
本
件

で
あ
る
。

【
判
旨
】
　
控
訴
■
部
認
容

　
一
　
認
定
し
た
事
実
に
よ
る
と
、
A
が
退
職
す
る
直
前
に
は
、

「
A
は
新
し
い
仕
事
に
対
す
る
不
安
、
責
任
感
、
環
境
の
変
化
な
ど

で
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
極
度
に
疲
労
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
と
い
え
る
。
」

　
二
　
e
　
コ
般
的
に
、
三
カ
月
程
度
の
期
間
ス
ト
レ
ス
が
持
続

す
れ
ば
う
つ
状
態
に
陥
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
う
つ
状
態
に
基
づ

く
自
殺
は
、
う
つ
状
態
が
ひ
ど
い
時
期
に
起
こ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な

く
、
外
形
的
に
は
元
気
を
取
り
戻
し
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
回
復
期

に
起
こ
る
こ
と
の
よ
う
が
む
し
ろ
多
い
こ
と
が
医
学
的
に
広
く
承
認

さ
れ
て
お
り
、
」
さ
ら
に
「
A
は
う
つ
状
態
に
な
っ
た
結
果
自
殺
し

た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
う
つ
状
態
に
な
っ
た
原
因
は
、
A
の
日
常
の

勤
務
そ
の
も
の
が
過
重
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
保
母
と
し
て
の
経

験
が
浅
く
年
若
い
A
に
重
大
な
責
任
を
負
わ
せ
、
そ
れ
に
対
す
る
配

慮
を
欠
い
て
い
た
Y
1
に
お
け
る
仕
事
の
過
酷
さ
以
外
に
は
思
い
当

た
る
も
の
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
精
神
科
医
の
意
見
書
と
弁
論
の

趣
旨
か
ら
認
め
ら
れ
る
。
A
が
入
院
し
た
病
院
の
医
師
の
診
断
も
、

こ
れ
と
特
に
抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
「
（
む
し
ろ
、
右
診
断
に
い

う
回
復
に
向
か
う
時
期
に
A
が
自
殺
し
た
こ
と
は
、
う
つ
状
態
に
お

け
る
自
殺
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
医
学
的
見
解
に
符
合
す
る
も
の
と

い
え
る
。
）
」

　
⇔
　
「
Y
1
で
は
保
母
の
定
着
率
が
極
め
て
悪
く
、
い
つ
も
保
母

を
求
人
し
て
い
た
こ
と
も
あ
わ
せ
考
え
れ
ば
、
Y
1
の
勤
務
条
件
は

劣
悪
で
、
A
を
う
つ
状
態
に
陥
ら
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
ほ
か
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な
い
こ
と
な
ど
、
本
件
に
あ
ら
わ
れ
た
事
情
を
総
合
す
れ
ば
、
A
は

Y
1
の
過
酷
な
勤
務
条
件
が
も
と
で
精
神
的
重
圧
か
ら
う
つ
状
態
に

陥
り
、
そ
の
結
果
、
園
児
や
同
僚
保
母
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
と
の

責
任
感
の
強
さ
や
自
責
の
念
か
ら
、
つ
い
に
は
自
殺
に
及
ん
だ
も
の

と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
A
が
自
殺
し
た
の
は
約
一
カ
月
後
で

あ
る
が
、
前
判
示
の
通
り
、
三
カ
月
間
の
過
酷
な
勤
務
条
件
は
十
分

う
つ
状
態
の
原
因
と
な
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
回
復
期
に
自
殺

が
多
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
右
退
職
か
ら
自
殺
ま
で
の
一
カ
月
間
は

Y
1
で
の
勤
務
と
A
の
自
殺
に
つ
い
て
の
相
当
因
果
関
係
を
否
定
す

る
も
の
で
は
な
い
。
）
」

　
「
そ
う
で
あ
れ
ば
、
Y
1
は
、
従
業
員
で
あ
る
A
の
仕
事
の
内
容

に
つ
き
通
常
な
す
べ
き
配
慮
を
欠
き
、
そ
の
結
果
A
の
自
殺
を
招
い

た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
債
務
不
履
行
（
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
）

に
よ
る
損
害
賠
償
責
任
を
負
う
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
」

　
三
　
「
も
っ
と
も
、
自
殺
は
通
常
は
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い

て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
A
の
よ
う
な
仕
事
の
重
圧
に
苦
し
む
も

の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
全
員
あ
る
い
は
そ
の
多
く
の
者
が
う
つ
状
態

に
陥
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
く
、
本
件
の
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
も
自
殺
す
る
以
外
に
解
決

の
方
法
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
」
「
A
が
う
つ
状
態
に
陥
っ
て
自
殺

す
る
に
至
っ
た
の
は
、
多
分
に
A
の
性
格
や
心
因
的
要
素
に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
事

情
に
照
ら
す
と
、
A
の
死
亡
に
よ
る
損
害
に
つ
い
て
は
、
そ
の
八
割

を
減
額
し
、
Y
1
に
対
し
て
は
そ
の
二
割
を
賠
償
す
る
よ
う
命
じ
る

の
が
相
当
で
あ
る
。
」
「
な
お
、
Y
2
、
Y
3
、
Y
4
の
三
遷
に
つ
い

て
は
、
不
法
行
為
責
任
が
あ
る
と
ま
で
認
め
る
に
足
る
証
拠
は
な

い
。
」【

検
討
】
　
判
型
に
基
本
的
に
賛
成
（
一
部
疑
問
）

　
一
　
本
判
決
の
意
義

　
長
時
間
労
働
や
過
酷
な
労
働
の
結
果
、
う
つ
病
に
罹
患
す
る
な
ど

し
て
労
働
者
が
自
殺
し
た
事
例
の
う
ち
、
使
用
者
に
対
す
る
損
害
賠

償
請
求
を
行
っ
た
裁
判
例
は
①
電
通
事
件
（
東
京
高
五
平
九
・
九
・

二
六
、
労
判
七
二
四
号
＝
二
頁
、
東
京
地
息
平
八
・
三
・
二
八
、
労

判
六
九
二
号
一
二
頁
）
、
②
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
（
岡

山
地
倉
敷
支
判
平
一
〇
・
二
・
二
三
、
血
判
七
三
三
号
＝
二
頁
）
、
③

協
成
建
設
工
業
ほ
か
事
件
（
札
幌
地
判
平
一
〇
・
七
・
一
六
、
労
判

七
四
四
号
二
九
頁
）
が
あ
る
。
本
判
決
も
同
種
の
事
件
で
あ
る
が
、

そ
の
第
一
の
意
義
は
、
自
殺
が
在
職
中
で
は
な
く
退
職
後
で
あ
っ
て

も
使
用
者
の
損
害
賠
償
責
任
が
及
ぶ
こ
と
を
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
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前
掲
電
通
事
件
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
は
在
職
申
の
自

殺
で
あ
り
、
労
働
者
が
使
用
者
お
よ
び
業
務
と
継
続
的
に
関
係
を

持
っ
て
い
る
状
況
に
あ
っ
た
が
、
本
判
決
は
、
う
つ
状
態
に
つ
い
て

の
使
用
者
責
任
が
あ
れ
ば
、
労
働
契
約
終
了
後
あ
る
程
度
の
期
間
を

経
て
い
て
も
、
在
対
中
と
同
様
に
判
断
す
る
こ
と
の
で
き
る
可
能
性

を
示
し
た
点
で
画
期
的
で
あ
る
。
第
二
に
、
本
件
は
、
常
軌
を
逸
し

た
長
時
間
労
働
や
新
入
社
員
の
海
外
出
張
勤
務
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル

の
発
生
と
い
っ
た
、
因
果
関
係
の
中
断
事
由
が
ほ
ぼ
排
除
さ
れ
る
よ

う
な
特
別
な
労
働
関
係
に
な
く
て
も
相
当
因
果
関
係
を
認
定
し
た
と

い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
ゆ
本
件
は
労
働
時
間
、
勤
務
形
態
と
も
劣
悪

で
は
あ
る
が
、
電
通
事
件
の
よ
う
な
異
常
性
は
強
調
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
客
観
的
な
勤
務
状
況
の
判
断
に
加
え
て
、
当
該
労
働
者

に
と
っ
て
の
実
質
的
な
過
酷
さ
を
評
価
し
た
も
の
と
し
て
大
き
な
意

義
を
持
つ
判
決
と
言
え
よ
う
。

　
一
審
判
決
で
は
、
退
職
後
に
お
け
る
生
活
状
況
お
よ
び
A
を
診
察

し
た
医
師
の
診
断
か
ら
、
A
が
う
つ
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
ず
、

自
殺
に
つ
い
て
も
業
務
と
の
因
果
関
係
を
認
め
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、

う
つ
状
態
を
否
定
す
る
理
由
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
審
判
決
は

A
の
診
断
医
師
以
外
、
う
つ
病
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
医
学
的
見
解

を
ほ
と
ん
ど
視
野
に
入
れ
ず
、
客
観
的
に
現
れ
た
事
象
を
中
心
に
判

断
し
て
い
る
。
そ
し
て
自
殺
が
退
職
後
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
自
殺
と

業
務
と
の
相
当
因
果
関
係
を
認
め
な
か
っ
た
大
き
な
理
由
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
判
決
で
は
、
退
職
後
の
期

間
を
う
つ
状
態
の
特
性
と
一
致
す
る
も
の
と
し
て
処
理
し
、
重
視
し

て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
本
判
決
と
一
審
判
決
は
う
つ
病
に
対
す

る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
全
く
異
に
し
て
お
り
、
こ
れ
が
相
当
因
果
関
係
の

判
断
に
も
影
響
を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
一
般
的
に
う

つ
病
診
断
に
は
医
師
に
も
見
解
の
相
違
が
あ
り
え
る
と
さ
れ
て
お
り
、

う
つ
病
罹
患
を
判
断
す
る
事
例
で
は
、
前
掲
電
通
事
件
一
審
判
決
、

同
控
訴
審
判
決
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
以
外
に
も

見
ら
れ
る
よ
う
に
詳
細
な
検
討
が
行
わ
れ
る
が
、
一
審
の
と
っ
た
う

つ
病
の
判
断
ア
プ
ロ
ー
チ
は
慎
重
さ
を
欠
い
た
面
が
あ
っ
た
た
め
、

本
判
決
で
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
従
来
の
判
例
の
流
れ
に
沿
っ
た
判
断

を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
二
　
業
務
の
過
重
性
認
定
に
つ
い
て

　
一
審
判
決
は
、
保
母
の
業
務
を
園
児
数
、
業
務
内
容
、
労
働
時
間

か
ら
「
比
較
的
厳
し
い
も
の
で
あ
っ
た
」
と
評
価
す
る
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
、
本
判
決
も
基
本
的
な
事
実
認
定
は
変
更
し
て
い
な
い
の
で

あ
る
が
、
当
該
業
務
が
新
人
保
母
に
と
っ
て
大
き
な
心
理
的
負
担
で

あ
っ
た
点
、
Y
が
非
協
力
的
態
度
を
と
っ
て
い
た
点
、
，
保
母
の
定
着
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率
の
悪
さ
等
を
加
え
て
、
「
勤
務
状
態
が
劣
悪
」
と
い
う
判
断
を
し

て
い
る
。
本
判
決
は
、
無
認
可
の
保
育
所
と
い
う
比
較
的
狭
い
人
間

関
係
の
中
で
、
使
用
者
が
A
の
キ
ャ
リ
ア
に
不
適
当
と
思
わ
れ
る
よ

う
な
業
務
を
課
し
て
い
た
こ
と
の
評
価
が
業
務
の
過
重
性
判
断
の
重

要
な
要
素
と
捉
え
、
客
観
的
な
在
職
期
間
・
労
働
時
間
の
み
な
ら
ず
、

当
該
労
働
者
の
年
齢
や
経
験
な
ど
を
重
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
前
掲
電
通
事
件
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
の
よ
う
に

自
殺
の
予
兆
で
あ
る
か
の
よ
う
な
言
動
や
、
普
段
は
行
わ
な
い
よ
う

な
粗
暴
な
行
動
と
い
っ
た
異
常
な
言
動
が
見
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

う
つ
病
等
の
精
神
疾
患
の
特
質
か
ら
す
る
と
、
罹
患
の
有
無
の
判
断

基
準
と
し
て
、
当
該
労
働
者
の
心
理
的
・
精
神
的
状
況
も
精
査
す
る

必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
三
　
過
重
業
務
と
う
つ
病
、
自
殺
の
因
果
関
係
に
つ
い
て

　
e
業
務
と
う
つ
病
の
因
果
関
係
の
判
断
枠
組
み

　
本
判
決
で
は
「
（
Y
1
の
）
過
酷
な
勤
務
条
件
が
も
と
で
精
神
的

重
圧
か
ら
う
つ
状
態
に
陥
り
、
そ
の
結
果
、
園
児
や
同
僚
保
母
に
迷

惑
を
か
け
て
い
る
と
の
責
任
感
の
強
さ
や
自
責
の
念
か
ら
、
つ
い
に

は
自
殺
に
及
ん
だ
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
う
つ

病
を
媒
介
に
業
務
と
自
殺
と
の
間
の
因
果
関
係
を
肯
定
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
ま
ず
業
務
と
う
つ
病
の
発
生
に
関
す
る
相
当
因
果
関
係
に

つ
い
て
の
判
断
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
、
労
災
認
定
に
か
か
る
事
例
で
は
あ
る
が
、
行
政
解
釈
と
し

て
、
業
務
と
反
応
性
う
つ
病
と
の
相
当
因
果
関
係
の
存
在
を
初
め
て

認
定
し
た
解
釈
例
規
（
昭
五
九
・
二
．
一
四
基
収
三
三
〇
号
の
二
）

の
判
断
理
由
（
労
働
省
労
働
基
準
局
補
償
課
長
よ
り
各
都
道
府
県
労

働
基
準
局
心
あ
て
「
反
応
性
う
つ
病
等
の
心
因
性
精
神
障
害
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
」
昭
五
九
・
二
・
一
四
事
務
連
絡
第
五
号
参
照
）
が

あ
る
。
右
判
断
基
準
は
、
業
務
と
反
応
性
う
つ
病
と
の
相
当
因
果
関

係
の
有
無
の
認
定
要
件
と
し
て
、
（
1
）
反
応
性
う
つ
病
と
し
て
十

分
な
強
度
の
精
神
的
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
、
（
2
）
精
神
障
害
に
罹

り
や
す
い
性
格
的
特
性
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
正
常
人
の
通
常
の
範

囲
を
逸
脱
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
素
因
が
反
応
性
う
つ
病
の
発

症
に
果
た
す
役
割
が
業
務
に
よ
る
精
神
的
負
担
と
比
較
し
て
有
力
な

要
因
と
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
（
3
）
反
応
性
う
つ
病
の
原
因
と

な
り
う
る
業
務
以
外
の
精
神
的
負
担
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
、
（
4
）

複
数
の
専
門
医
の
審
査
等
に
よ
り
心
因
性
精
神
障
害
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
な
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。

　
こ
の
基
準
は
、
電
通
事
件
一
審
判
決
、
同
控
訴
審
判
決
、
川
崎
製

鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
に
お
い
て
も
採
用
さ
れ
て
お
り
、
過

重
業
務
と
う
つ
病
の
因
果
関
係
に
関
す
る
基
準
が
安
全
配
慮
義
務
の
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認
定
基
準
と
基
本
的
に
同
一
視
し
て
判
断
さ
れ
て
い
る
。
本
件
一
審

判
決
で
は
、
う
つ
病
罹
患
に
十
分
な
強
度
の
精
神
的
負
担
の
有
無
に

つ
い
て
、
業
務
の
過
重
性
を
検
討
し
、
精
神
的
負
担
は
あ
っ
た
と
認

め
な
が
ら
も
、
そ
の
判
断
と
は
関
係
な
く
う
つ
病
罹
患
の
事
実
を
否

定
し
て
い
る
た
め
、
因
果
関
係
の
判
断
に
立
ち
入
ら
な
か
っ
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
本
判
決
で
は
、
強
度
の
精
神
的
負
担
と
な
る
よ
う
な

過
重
業
務
を
詳
細
に
検
討
し
た
後
、
う
つ
状
態
に
な
っ
た
原
因
と
し

て
、
「
Y
1
に
お
け
る
仕
事
の
過
酷
さ
以
外
に
は
思
い
当
た
る
も
の

が
な
い
」
と
い
う
医
師
の
見
解
を
挙
げ
る
こ
と
で
業
務
と
う
つ
状
態

の
因
果
関
係
を
認
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
別
な
精
神
科
医

師
の
見
解
も
同
様
で
あ
る
と
し
て
、
複
数
の
医
師
の
見
解
に
よ
り
当

該
労
働
者
が
う
つ
状
態
に
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
、
そ
し

て
労
働
者
の
性
格
特
性
が
正
常
人
の
範
囲
内
に
あ
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
、
う
つ
病
の
原
因
と
な
る
よ
う
な
業
務
以
外
の
要
因
は
な
い
と

い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
電
通
事
件
の
よ
う
に
個

別
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
右
四
つ
の
判
断
基
準
を
前
提
に
し

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
業
務
と
う
つ
病
の
相
当
因
果

関
係
に
お
い
て
は
、
従
来
の
判
断
枠
組
を
基
本
的
に
踏
襲
し
て
判
断

を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
⇔
　
う
つ
病
と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
の
認
定
に
つ
い
て

　
労
災
保
険
法
に
お
い
て
は
、
一
般
に
、
自
殺
は
本
人
の
意
思
決
定

（
故
意
）
が
介
在
す
る
も
の
と
し
て
、
業
務
と
死
亡
と
の
間
の
因
果

関
係
が
中
断
す
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
労
働
者
が
「
故
意
に
負
傷
、

疾
病
、
障
害
も
し
く
は
死
亡
ま
た
は
そ
の
直
接
の
原
因
と
な
っ
た
事

故
を
生
じ
さ
せ
た
時
は
、
保
険
給
付
を
し
な
い
」
（
労
災
保
険
法
一

二
条
の
二
の
二
黒
一
項
）
と
取
り
扱
わ
る
。
ま
た
、
労
災
民
訴
の
場

合
も
「
自
由
意
思
」
の
介
在
は
因
果
関
係
中
断
事
由
と
な
り
う
る
た

め
同
様
に
解
釈
さ
れ
よ
う
。

　
佐
伯
労
基
署
長
事
件
（
け
い
肺
自
殺
）
控
訴
審
判
決
（
福
岡
高
判

平
六
・
六
・
三
〇
、
判
タ
八
七
五
号
＝
二
〇
頁
）
で
は
、
自
殺
が
業

務
上
と
認
め
ら
れ
る
に
は
、
前
記
労
災
保
険
法
規
定
が
あ
る
こ
と
を

考
慮
し
て
「
『
故
意
（
自
由
意
思
）
』
の
介
在
を
排
し
得
る
よ
う
な
特

別
の
事
情
、
或
い
は
、
そ
れ
程
ま
で
に
明
確
か
つ
強
度
な
因
果
関
係

が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
初
め
て
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
も
の
と
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
高
度
な
判
断
基
準
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
、

前
掲
電
通
事
件
控
訴
審
判
決
で
も
「
自
殺
に
は
、
一
般
的
に
行
為
者

の
自
由
意
思
が
介
在
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
［
労
働
者
］
の
自

殺
は
…
う
つ
状
態
の
深
ま
り
の
中
で
衝
動
的
、
突
発
的
に
さ
れ
た
も

の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
り
、
［
労
働
者
］
の
自
由
意
思
の
介

在
を
認
め
る
に
足
り
な
い
」
と
判
示
し
、
加
古
川
労
基
署
長
（
神
戸
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製
鉄
所
）
事
件
（
神
戸
論
判
平
八
・
四
・
二
六
、
労
判
六
九
五
号
三

一
頁
）
で
も
、
自
殺
に
至
る
過
程
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
、
う
つ
病

状
態
が
認
定
さ
れ
た
こ
と
を
条
件
に
、
業
務
と
自
殺
と
の
因
果
関
係

を
認
め
る
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
う
つ
病
と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
す

る
に
は
、
意
思
決
定
の
契
機
が
存
し
な
い
こ
と
も
条
件
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
本
件
で
は
、
う
つ
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
か
ら
自
殺
と

の
因
果
関
係
を
認
め
て
お
り
、
自
由
意
思
の
介
在
を
排
除
す
る
よ
う

な
事
情
に
つ
い
て
と
く
に
判
断
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
電
通
事
件

一
審
判
決
で
詳
細
に
認
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
う
つ
病
患
者
は

健
常
人
に
比
し
て
自
殺
を
図
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
が
医
学
的
に

は
定
説
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄

所
）
事
件
判
決
に
お
い
て
「
う
つ
病
は
、
最
も
自
殺
し
や
す
い
疾
病

と
し
て
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
に
重
点
が
お
か
れ
て
お

り
、
実
際
に
は
う
つ
病
で
あ
れ
ば
、
自
殺
に
至
る
よ
う
な
他
の
事
情

の
存
在
が
明
ら
か
で
な
い
限
り
、
ほ
と
ん
ど
自
由
意
思
の
介
在
は
認

め
ら
な
い
と
の
判
断
傾
向
に
の
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
本
判
決
に
お
け
る
、
医
学
的
知
見
を
重
視
し
た
う
つ
病
と

自
殺
の
相
当
因
果
関
係
の
判
断
傾
向
は
、
自
殺
が
退
職
後
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
の
判
断
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
本
件
一
審
判
決
に

お
い
て
は
、
自
殺
が
業
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
退
職
後
に
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
が
、
業
務
と
自
殺
と
の
因
果
関
係
を
認
め
な
い
大
き
な
理

由
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
。
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾
患
以
外
で
は
、

例
え
ば
じ
ん
肺
の
よ
う
に
症
状
が
徐
々
に
蓄
積
し
た
場
合
な
ど
、
受

傷
時
か
ら
相
当
期
間
を
経
た
後
に
後
遺
症
が
現
れ
た
場
合
、
必
ず
し

も
労
働
者
の
退
職
と
退
職
後
の
期
間
は
相
当
因
果
関
係
を
中
断
す
る

も
の
と
は
な
り
え
な
い
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
う
つ
病
に
よ
る

自
殺
の
場
合
に
も
こ
れ
と
同
視
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
本
判
決

で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
（
う
つ
状
態
の
）
回
復
期
に
自
殺
が
多

い
こ
と
」
か
ら
、
退
職
後
一
カ
月
の
期
間
は
相
当
因
果
関
係
の
中
断

事
由
と
は
な
ら
な
い
と
の
判
断
を
示
し
て
い
る
。
電
通
事
件
一
審
判

決
に
お
い
て
も
同
様
の
医
学
的
見
解
を
述
べ
る
な
か
で
、
特
に
「
荷

下
ろ
し
状
態
の
時
も
自
殺
し
や
す
い
状
況
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」

と
の
見
解
は
、
退
職
後
、
A
が
求
職
活
動
を
行
っ
て
い
た
も
の
の
Y

1
の
他
に
保
母
の
募
集
が
な
か
っ
た
と
い
う
本
件
の
状
況
を
こ
の
よ

う
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
以
上
か
ら
、
本
判
決
で
は
判
断
に
あ
た
っ
て
、
う
つ
病
の
基
本
的

認
識
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
う
つ
病
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、

う
つ
病
と
自
殺
に
つ
い
て
相
当
因
果
関
係
を
否
定
さ
れ
る
可
能
性
は

ほ
と
ん
ど
な
い
と
示
し
て
い
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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本
判
決
後
、
う
つ
病
等
の
自
由
意
思
の
介
在
を
排
除
す
る
条
件
を

検
討
す
る
こ
と
な
く
、
業
務
と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
を
直
接
認
め

た
前
掲
協
成
建
設
ほ
か
事
件
判
決
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
う
つ
病

と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
は
、
精
神
医
学
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、

川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
で
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に

「
重
症
の
う
つ
病
で
も
自
殺
を
企
て
る
人
は
三
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
」

し
「
自
殺
は
自
ら
の
意
思
に
基
づ
く
行
為
で
あ
っ
て
、
…
そ
の
行
為

に
あ
た
っ
て
は
本
人
の
責
任
も
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
あ
る
こ
と

を
考
え
て
お
く
べ
き
」
で
あ
る
と
の
見
解
も
根
強
い
こ
と
は
、
十
分

に
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
で
重
視
し
た
医
学
的

見
解
に
依
拠
す
る
と
し
て
も
、
電
通
事
件
控
訴
審
判
決
、
川
崎
製
鉄

（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
本
人
の
自
由
意

思
の
介
在
の
有
無
を
厳
格
に
判
断
す
る
必
要
性
は
残
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
た
だ
、
本
件
に
よ
っ
て
、
幽
う
つ
病
を
介
在
し
た
業
務
と
自
殺
の
相

当
因
果
関
係
判
断
に
つ
い
て
は
、
実
質
的
に
う
つ
病
と
業
務
過
重
性

の
相
当
因
果
関
係
判
断
が
中
心
と
な
る
傾
向
が
強
ま
る
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
う
つ
病
と
自
殺
の
因
果
関
係
は
医
師
に
よ
っ
て
も
見
解
の

異
な
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
判
例
の
安
定
と
い
う
点
で
も
、
本
判

決
は
う
つ
病
と
自
殺
に
関
す
る
因
果
関
係
の
中
断
原
因
を
厳
し
く
解

し
て
い
た
従
来
の
因
果
関
係
に
お
け
る
認
定
基
準
の
ハ
ー
ド
ル
を
低

く
し
た
も
の
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
四
　
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
認
定

　
最
高
裁
が
陸
上
自
衛
隊
事
件
（
最
三
小
判
昭
和
五
〇
・
二
・
二
五
、

労
判
二
二
二
号
＝
二
頁
）
に
お
い
て
初
め
て
信
義
則
を
根
拠
と
し
て

安
全
配
慮
義
務
を
認
め
て
以
来
、
「
…
労
働
者
が
労
務
提
供
の
た
め

設
置
す
る
場
所
、
設
備
も
し
く
は
器
具
等
を
使
用
し
、
ま
た
は
使
用

者
の
指
示
の
も
と
に
労
務
を
提
供
す
る
過
程
に
お
い
て
、
労
働
者
の

生
命
及
び
身
体
等
を
危
険
か
ら
保
護
す
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
」

（
塗
装
事
件
、
最
三
小
判
昭
和
五
九
・
四
・
一
〇
、
労
判
四
二
九
号
一

二
頁
）
が
使
用
者
に
課
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
確
立
し
た
法
理
と

な
っ
て
い
る
。
近
年
の
判
例
で
は
、
こ
れ
を
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
も
含

む
労
働
者
の
健
康
に
対
す
る
配
慮
に
ま
で
広
げ
て
解
釈
し
、
例
え
ば
、

電
通
事
件
一
審
判
決
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
で
は
、

労
働
者
の
「
労
働
時
間
及
び
労
働
状
況
を
把
握
し
、
同
人
が
過
剰
な

長
時
間
労
働
に
よ
り
そ
の
健
康
を
侵
害
さ
れ
な
い
よ
う
配
慮
す
べ
き

安
全
配
慮
義
務
」
と
示
し
、
一
般
的
な
人
的
・
物
的
環
境
整
備
に
と

ど
ま
ら
ず
、
・
個
々
の
労
働
者
の
状
態
に
応
じ
た
具
体
的
な
措
置
と
し

て
使
用
者
に
安
全
配
慮
義
務
を
課
し
て
い
る
。
一
方
、
本
判
決
で
は

安
全
配
慮
義
務
と
し
て
「
日
常
の
勤
務
そ
の
も
の
が
過
重
で
あ
っ
た
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こ
と
」
と
「
保
母
と
し
て
の
経
験
が
浅
く
年
若
い
A
に
重
大
な
責
任

を
負
わ
せ
」
た
こ
と
を
含
め
、
「
従
業
員
で
あ
る
A
の
仕
事
の
内
容

に
つ
き
通
常
な
す
べ
き
配
慮
」
を
使
用
者
に
課
し
て
い
る
が
、
こ
れ

が
ど
の
よ
う
な
内
容
を
示
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
特
定
さ
れ
て
い

な
い
。
お
そ
ら
く
、
本
件
で
は
使
用
者
が
労
働
者
の
労
働
条
件
や
健

康
状
態
に
ま
っ
た
く
注
意
を
払
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
伺
え
る
し
、

使
用
者
も
そ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
安
全
配
慮

義
務
不
履
行
の
判
断
自
体
に
影
響
は
な
い
と
判
断
し
、
具
体
的
な
言

及
を
行
な
わ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
が
、
判
旨
が

指
し
て
い
る
義
務
内
容
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
は
、
以
下
に
述
べ
る

よ
う
に
、
自
殺
に
つ
い
て
及
び
退
職
後
に
つ
い
て
の
使
用
者
責
任
に

対
す
る
判
断
を
不
明
確
に
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
電
通
事
件
一
審
判
決
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
判
決
で

は
、
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
が
認
め
ら
れ
る
に
は
、
結
局
、

使
用
者
が
労
働
者
の
長
時
間
労
働
を
知
り
な
が
ら
漫
然
と
放
置
し
、

そ
れ
に
よ
る
被
害
の
発
生
（
う
つ
病
な
い
し
う
つ
状
態
の
発
症
と
そ

の
結
果
と
し
て
の
自
殺
）
を
回
避
す
る
た
め
の
具
体
的
な
措
置
を
取

ら
な
か
っ
た
こ
と
が
共
通
の
枠
組
み
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
業
務
従
事
中
の
自
殺
事
例
で
あ
る
か
ら
、
本
件
の
よ
う
な

退
職
後
、
し
か
も
医
師
に
か
か
っ
た
後
の
自
殺
で
あ
る
場
合
、
使
用

者
の
責
任
を
同
様
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
電
通
事
件
で
は
、
欝
病
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
認

識
で
き
る
状
況
が
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
会
社
が
何
ら
策
を
講
じ
な

か
っ
た
と
い
う
事
実
」
が
あ
っ
た
が
、
本
件
の
場
合
に
は
「
う
つ
病

状
態
に
な
っ
て
か
ら
業
務
を
離
れ
、
し
か
も
医
師
の
手
を
経
て
」

「
欝
病
を
誘
発
し
た
業
務
従
事
の
時
期
の
状
態
と
、
欝
病
に
な
っ
て

か
ら
自
殺
に
至
る
ま
で
の
状
態
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
」
い
る
、

と
い
う
指
摘
で
あ
る
（
野
川
忍
「
最
近
（
平
成
十
年
）
の
労
働
判
例

に
つ
い
て
（
下
）
」
中
央
労
働
時
報
一
九
九
九
年
七
月
号
三
頁
）
。

　
う
つ
病
と
自
殺
の
相
当
因
果
関
係
の
評
価
に
よ
っ
て
も
異
な
る
が
、

本
来
、
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
債
務
の
時
間
的

広
が
り
は
、
安
全
配
慮
義
務
の
そ
れ
と
同
一
性
を
有
す
る
も
の
で
は

な
く
、
「
け
だ
し
、
安
全
配
慮
義
務
は
、
特
定
の
法
律
関
係
の
付
随

義
務
と
し
て
一
方
が
相
手
方
に
対
し
て
負
う
信
義
則
上
の
義
務
で

あ
っ
て
、
こ
の
付
随
義
務
の
不
履
行
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求
権
は
、

付
随
義
務
を
履
行
し
な
か
っ
た
結
果
に
よ
り
積
極
的
に
生
じ
た
損
害

に
つ
い
て
の
賠
償
請
求
権
で
あ
り
、
付
随
義
務
履
行
請
求
権
の
変
形

物
な
い
し
代
替
物
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
（
長
崎
じ
ん
肺
第
二
事

件
・
最
三
小
判
平
六
・
二
・
二
二
、
労
判
六
四
六
号
一
二
頁
）
と
、

解
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
判
決
で
認
定
さ
れ
た
相
当
因
果
関
係
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を
前
提
と
す
る
と
、
自
殺
時
に
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
が
消
滅
し

て
い
て
も
、
自
殺
が
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
結
果
生
じ
た

損
害
で
あ
れ
ば
よ
く
、
そ
の
傷
病
に
よ
っ
て
第
二
次
的
に
損
害
が
生

じ
る
過
程
に
お
い
て
、
一
貫
し
て
安
全
配
慮
義
務
（
と
そ
の
不
履

行
）
が
あ
る
こ
と
ま
で
必
要
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
本
判
決
も

こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
っ
て
、
労
働
契
約
終
了
後
一
定
期
間
を
経
た

後
に
自
殺
し
た
と
し
て
も
、
使
用
者
責
任
に
差
異
は
生
じ
な
い
と
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
う
つ
病
に
よ
る
自
殺
が
、

既
に
述
べ
た
よ
う
に
回
復
期
や
荷
下
ろ
し
状
態
期
に
多
い
と
い
う
こ

と
は
、
自
殺
の
可
能
性
は
退
職
後
に
高
く
な
る
こ
と
も
十
分
考
え
ら

れ
よ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
本
判
決
の
よ
う
に
退
職
後
の
自
殺
に
つ

い
て
も
使
用
者
責
任
に
変
化
な
し
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
考

え
る
。

　
次
に
、
労
働
者
が
医
師
に
か
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
使
用
者
責
任
の

変
化
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
通
常
、
医
師
に
か
か
っ
た
場
合
に
は
治

療
を
受
け
る
な
ど
し
て
症
状
は
快
方
へ
向
か
う
か
ら
、
使
用
者
責
任

も
そ
の
限
度
で
負
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
本
件
の
場
合
は
、

入
院
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
治
療
や
投
薬
が
な
く
、

症
状
も
軽
減
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務

不
履
行
状
態
に
よ
り
う
つ
病
に
至
っ
た
場
合
、
そ
の
後
の
医
師
の
手

を
経
た
段
階
で
労
働
者
の
状
況
は
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

相
対
的
に
使
用
者
責
任
が
軽
減
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際

ま
だ
そ
こ
に
何
ら
か
の
損
害
が
存
在
す
る
以
上
は
、
使
用
者
責
任
が

問
わ
れ
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
医
師
の
手
を
経

る
前
の
う
つ
病
罹
患
に
つ
い
て
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
自
殺

に
つ
い
て
は
、
使
用
者
側
の
責
任
が
及
ぶ
程
度
が
低
く
な
る
可
能
性

も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
使
用
者
責
任
に
変
化
が
な
い
と
い
う

こ
と
を
肯
定
す
る
に
は
、
一
層
明
確
な
理
由
付
け
が
望
ま
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　
以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
本
判
決
は
結
論
と
し
て
は
妥
当
で

あ
る
が
、
過
重
業
務
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
自
殺
に
関
す
る
事
例
の
中

で
も
、
自
殺
時
期
の
問
題
を
含
ん
だ
、
特
に
精
緻
な
判
断
が
求
め
ら

れ
る
事
例
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
判
断
に
お
け
る
具
体
的
論

拠
を
明
ら
か
に
し
、
一
般
的
に
適
用
可
能
な
判
断
枠
組
み
を
提
示
す

る
必
要
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
五
　
過
失
相
殺
に
つ
い
て

　
前
掲
の
判
例
と
比
較
し
た
場
合
、
本
件
に
お
い
て
最
も
特
徴
的
で

あ
る
の
が
、
過
失
相
殺
割
合
を
大
き
く
判
断
し
た
こ
と
で
あ
る
。
判

旨
で
は
自
殺
は
通
常
本
人
の
自
由
意
思
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の

で
、
当
該
労
働
者
の
性
格
や
心
因
的
要
素
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
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と
判
断
し
、
損
害
に
つ
い
て
八
割
を
減
額
し
て
い
る
。
こ
れ
は
同
種

の
判
決
の
中
で
は
最
も
高
い
割
合
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
正
当
性

に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
ず
、
電
通
事
件
一
審
判
決

で
は
、
確
か
に
当
該
労
働
者
に
は
「
几
帳
面
、
完
全
主
義
と
い
っ
た

性
格
が
あ
り
、
そ
れ
が
仕
事
の
進
行
を
送
ら
せ
、
ま
た
仕
事
に
対
す

る
時
間
配
分
を
不
適
切
に
し
た
と
い
う
側
面
は
あ
り
」
、
労
働
者
の

「
長
時
間
労
働
は
、
同
人
の
性
格
に
起
因
す
る
一
面
は
否
定
で
き
な

い
も
の
の
、
基
本
的
に
は
そ
の
業
務
の
多
さ
に
由
来
す
る
」
と
し
て
、

さ
ら
に
「
う
つ
病
は
〔
労
働
者
〕
の
性
格
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
長

時
間
労
働
及
び
そ
れ
に
基
づ
く
睡
眠
不
足
に
よ
る
疲
労
と
い
う
誘
因

が
存
在
し
た
結
果
で
あ
る
」
と
判
示
し
、
過
失
相
殺
を
行
っ
て
い
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
同
控
訴
審
判
決
で
は
、
労
働
者
に
「
い
わ
ゆ
る
う

つ
病
親
和
性
な
い
し
病
前
性
格
が
存
し
た
こ
と
」
、
労
働
者
の
両
親

も
そ
の
「
勤
務
状
況
、
生
活
状
況
を
ほ
ぼ
把
握
し
な
が
ら
こ
れ
を
改

善
す
る
た
め
の
具
体
的
措
置
を
と
っ
て
い
な
い
」
な
ど
を
挙
げ
、

「
う
つ
病
罹
患
な
い
し
自
殺
と
い
う
損
害
の
発
生
及
び
そ
の
拡
大
に

つ
い
て
、
〔
労
働
者
〕
の
心
因
的
要
素
等
被
害
者
側
の
事
情
も
寄
与

し
て
い
る
も
の
と
い
う
べ
き
」
と
し
て
七
割
を
減
額
し
て
い
る
。
更

に
、
川
崎
製
鉄
（
水
島
製
鉄
所
）
事
件
で
も
同
様
の
う
つ
病
親
和
性

の
存
在
を
認
め
、
加
え
て
労
働
者
が
「
毎
晩
相
当
量
の
ア
ル
コ
ー
ル

を
摂
取
」
し
た
こ
と
が
睡
眠
不
足
の
一
因
と
な
っ
た
こ
と
、
症
状
が

改
善
さ
れ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
会
社
の
病
院
の
受
診
を
自
ら

の
判
断
で
中
断
し
た
こ
と
、
労
働
者
の
妻
も
「
専
門
医
の
診
察
を
受

け
さ
せ
る
等
適
切
な
対
応
を
怠
っ
た
」
こ
と
な
ど
の
事
情
を
斜
酌
し

て
五
割
の
過
失
相
殺
を
認
め
て
い
る
。
謹
製
建
設
ほ
か
事
件
判
決
で

は
労
働
者
側
の
事
情
に
一
切
言
及
せ
ず
、
そ
の
他
の
理
由
も
明
ら
か

で
な
い
が
一
割
を
減
額
す
る
判
断
を
し
て
い
る
。

　
電
通
事
件
一
審
判
決
で
過
失
相
殺
を
行
な
わ
な
か
っ
た
理
由
と
し

て
は
、
使
用
者
側
が
全
面
的
に
責
任
の
有
無
を
争
い
、
損
害
額
の
減

額
を
主
張
し
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
労
働
時
間
が
極
端
に
過
剰

な
事
例
で
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
控
訴
審

判
決
で
は
、
自
殺
に
つ
い
て
は
当
該
労
働
者
の
性
格
傾
向
や
心
因
的

要
因
が
大
き
い
と
し
て
、
損
害
額
の
減
額
が
主
張
さ
れ
た
た
め
に
、

こ
れ
を
認
め
る
形
で
過
失
相
殺
が
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
総
合
す
る
と
、
認
め
ら
れ
る
損
害
額
の
割
合
は
事
例
に
よ

り
か
な
り
異
な
る
が
、
過
失
相
殺
の
理
由
と
し
て
は
、
主
に
労
働
者

の
持
っ
て
い
る
性
格
で
あ
る
「
う
つ
病
親
和
性
」
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
こ
で
斜
酌
さ
れ
る
性
格
傾
向
と
い
う
の
は
、
損
害
の
発

生
に
お
け
る
労
働
者
の
寄
与
度
を
表
わ
す
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
が
、

過
失
相
殺
は
結
果
的
に
生
じ
た
損
害
の
一
部
を
被
害
者
に
負
担
さ
せ
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る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
ど
か
ら
す
る
と
酒
過
失
相
殺
が

認
め
ら
れ
る
に
は
単
に
損
害
の
発
生
の
一
因
と
な
っ
た
性
格
傾
向
が

存
在
し
た
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
使
用
者
と
の
関
係
に
お
い

て
労
働
者
が
そ
の
部
分
を
負
担
す
べ
き
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
、
す
な

わ
ち
広
い
意
味
で
の
労
働
者
の
非
難
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に

限
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
嘱
こ
れ
は
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
の
程
度
と
対

応
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
，
場
合
に
よ
っ
て
は
使
用
者

責
任
に
労
働
者
側
の
事
情
も
吸
収
さ
れ
、
過
失
相
殺
を
行
な
わ
な
い

こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
は
ず
で
あ
る
。
確
か
に
、
過
重
業
務
に
あ
る

も
の
の
全
て
が
う
つ
病
に
な
り
自
殺
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
自
殺
に

は
業
務
と
労
働
者
自
身
の
性
格
等
の
心
因
的
要
素
が
複
雑
に
絡
み
、
・

合
っ
て
生
じ
た
結
果
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
過
失
相
殺
に

よ
，
っ
て
割
合
的
解
決
を
す
る
こ
と
が
事
案
の
解
決
と
し
て
妥
当
な
こ

と
も
多
い
で
あ
ろ
う
ゆ
よ
っ
て
、
基
本
的
に
は
労
働
者
が
そ
の
意
思

で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
よ
う
な
形
、
．
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
非
難

可
能
性
が
な
い
よ
う
な
状
況
で
過
重
な
長
時
間
労
働
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
よ
う
な
場
合
に
は
過
失
相
殺
は
不
当
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し

て
、
右
記
判
決
の
よ
う
に
自
殺
者
の
・
1
0
因
的
要
因
や
家
庭
環
境
、
配

偶
者
・
，
両
親
等
が
労
働
者
の
状
況
を
知
り
え
て
自
殺
を
回
避
す
る
こ

と
が
要
求
で
き
る
場
合
に
は
、
過
失
相
殺
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

が
妥
当
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
西
村
健
一
群
「
過
重
労
働
に
よ
る

労
働
者
の
自
殺
と
使
用
者
の
損
害
賠
償
責
任
」
労
判
七
四
七
号
一
、
四

頁
）
。

　
と
は
い
え
、
本
判
決
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
自
体
に
問
題
が
残
る
結
果

と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
は
一
定
の
職
責
を
負
わ
さ
れ
た

場
合
、
自
ら
の
性
格
や
心
因
的
特
性
を
把
握
し
、
う
つ
病
に
罹
患
す

る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
業
務
の
拒
否
や
軽
減
を
求
め
る
こ
と
は

事
実
上
不
可
能
で
あ
る
が
、
一
方
、
使
用
者
は
業
務
を
課
す
際
に
通

常
こ
れ
を
把
握
し
て
お
り
、
・
場
合
に
よ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
性
格
的

特
性
を
評
価
し
て
雇
用
し
て
い
る
場
合
も
多
い
と
い
う
点
が
反
映
さ

れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
損
害
の

負
担
割
合
を
判
断
す
る
に
あ
た
，
っ
て
は
、
」
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
、
．
使

用
者
が
当
該
労
働
者
を
自
ら
採
用
し
て
い
る
こ
と
と
、
使
用
者
が
そ

の
健
康
に
配
慮
す
べ
き
安
全
配
慮
義
務
を
負
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
わ

せ
て
考
慮
す
る
と
介
労
働
者
に
一
定
の
性
格
傾
向
や
心
因
的
要
素
が

あ
る
こ
と
を
、
労
働
者
側
の
負
担
と
し
て
課
す
こ
と
に
は
十
分
慎
重

で
な
ぐ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
判
決
の
過
失
相
殺
割
合
は
、

退
職
後
の
自
殺
に
対
す
る
使
用
者
責
任
を
認
め
た
こ
と
と
・
の
バ
ラ
ン

シ
ン
グ
を
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
本
体
の
判
断
部
分
で
こ
れ
を
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評
価
し
て
い
な
い
以
上
、
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
不
履
行
の
態
様

と
労
働
者
の
性
格
や
心
因
的
要
素
を
比
較
す
る
に
、
八
割
も
の
過
失

相
殺
を
行
な
う
こ
と
が
妥
当
で
あ
っ
た
の
か
、
疑
問
が
残
る
。

　
六
　
お
わ
り
に

　
労
働
省
は
、
こ
れ
ま
で
認
定
基
準
の
な
か
っ
た
精
神
障
害
等
に
よ

る
自
殺
の
労
災
認
定
の
基
準
作
成
に
着
手
し
、
従
来
の
う
つ
病
に
よ

る
心
神
喪
失
状
態
で
の
自
殺
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
精
神
障
害
を

対
象
と
す
る
方
針
で
認
定
の
指
針
を
出
す
と
の
報
道
が
あ
る
（
朝
日

新
聞
西
部
本
社
版
朝
刊
平
一
一
年
七
月
三
一
日
）
。
こ
の
よ
う
な
労

災
基
準
の
見
直
し
は
、
こ
れ
ま
で
も
そ
れ
ほ
ど
数
の
多
く
な
い
労
働

者
の
自
殺
事
例
に
お
い
て
厳
格
な
判
断
枠
組
み
の
中
で
自
殺
の
労
災

性
を
認
め
た
、
電
通
事
件
や
加
古
川
労
基
署
長
事
件
、
更
に
本
件
の

よ
う
な
判
決
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
過
重
業
務

に
よ
り
、
労
働
者
が
死
亡
し
た
自
殺
以
外
の
場
合
で
も
、
使
用
者
・

企
業
に
よ
る
補
償
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
労
基
署
が
労
災

認
定
し
た
場
合
に
は
労
災
保
険
に
上
積
み
し
て
補
償
す
る
が
、
不
認

定
で
あ
っ
た
場
合
は
一
切
行
わ
な
い
と
の
立
場
を
と
る
所
が
多
い
こ

と
か
ら
、
今
後
労
基
署
に
よ
っ
て
、
業
務
上
の
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
自

殺
が
労
災
認
定
さ
れ
や
す
く
な
る
こ
と
の
意
義
は
大
変
大
き
い
と
思

わ
れ
る
。

　
本
判
決
は
、
本
件
原
審
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
や
も
す
る
と
軽

視
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
医
師
の
意
見
書
な
ど
の
医
学
的
見
解
を
重
視

す
る
こ
と
で
、
業
務
に
よ
る
う
つ
病
と
そ
れ
に
よ
る
自
殺
に
対
す
る

使
用
者
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
評
価
で
き
る
が
、
他
の
事
例
に

比
べ
て
大
幅
に
過
失
相
殺
を
認
め
て
い
る
点
に
は
疑
問
を
残
す
結
果

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
、
労
働
形
態
が
ま
す
ま
す
変
容
し
て
い
く
中

で
、
特
に
労
働
者
の
生
命
が
脅
や
か
さ
れ
る
よ
う
な
苛
酷
な
労
働
環

境
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
が
、
使
用
者
責
任
の
範
囲
が
安
易
に
軽
減

さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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