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判
　
例
　
研
　
究

一
Q
四

（
一
〇
六
四
）

〔
労
働
法
　
六
〇
〕
　
平
和
義
務
違
反
の
争
議
行
為
と
懲
戒
解
雇

（
轡
辮
灘
轄
蕪
し

【
事
実
】

　
控
訴
人
弘
南
バ
ス
株
式
会
社
（
以
下
単
に
会
社
と
い
う
）
は
一
般
乗
合
儒
客

自
動
車
運
送
事
業
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
し
．
被
控
訴
人
小
野
は
昭
和
三
〇
年

三
月
会
社
に
雇
傭
さ
れ
、
以
来
会
社
弘
前
営
業
所
車
掌
の
地
位
に
あ
り
、
会
社

従
業
員
お
よ
び
そ
の
他
関
係
者
を
も
つ
て
組
織
さ
れ
る
日
本
私
鉄
労
働
組
合
連

合
会
弘
南
バ
ス
労
働
組
合
の
組
合
員
で
、
昭
和
三
四
年
七
月
以
降
組
合
車
掌
支

部
の
支
部
長
の
職
に
あ
り
、
ま
た
被
控
訴
人
阿
保
は
昭
和
三
〇
年
九
月
会
社
に

雇
傭
さ
れ
、
以
来
右
営
業
所
車
掌
の
地
位
に
あ
つ
て
右
組
合
の
組
合
員
と
し
て

同
支
部
の
副
支
部
長
の
職
に
あ
つ
た
．

一
、
組
合
は
、
昭
和
三
五
年
一
月
賃
上
げ
お
よ
び
協
約
改
訂
（
昭
和
三
五
年
六

（
轡
辮
灘
轄
蕪
し



月
八
日
以
降
に
お
げ
る
労
働
条
件
を
定
む
べ
き
労
働
協
約
の
締
結
）
の
要
求
を
会

社
に
提
出
し
、
団
体
交
渉
を
重
ね
た
が
、
妥
結
に
達
し
な
い
た
め
、
同
年
三
月

七
日
賃
上
げ
要
求
に
つ
い
て
指
名
ス
ト
に
突
入
し
、
同
月
二
一
目
か
ら
は
『
こ
の

指
名
ス
ト
に
協
約
改
訂
の
目
的
を
も
含
ま
せ
、
指
名
ス
ト
に
よ
る
柔
軟
斗
争
を

五
月
四
日
頃
ま
で
実
施
し
た
。
し
か
し
業
務
の
正
常
な
運
営
の
阻
害
は
ぎ
わ
め

て
僅
少
に
と
ど
ま
り
．
バ
ス
の
運
行
に
支
障
を
き
た
す
よ
う
な
程
度
に
は
至
ら

な
か
つ
た
。

　
な
お
、
会
社
、
組
合
間
に
昭
和
三
四
年
の
賃
上
げ
争
議
妥
結
に
基
づ
い
て
．

次
の
よ
う
な
協
定
が
結
ぽ
れ
た
．
す
な
わ
ち
、
「
今
後
の
労
使
関
係
に
つ
い
て

双
方
は
良
識
と
理
解
と
信
義
に
立
脚
し
企
業
繁
栄
の
た
め
の
最
善
の
努
力
と
協

力
の
関
係
を
確
立
す
る
」
（
同
年
三
屓
一
〇
日
締
結
の
妥
結
協
定
書
第
三
項
）
な
ら

び
に
「
組
合
は
会
社
の
昭
和
三
四
年
度
事
業
計
画
達
成
の
た
め
全
面
的
に
会
社

に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
労
使
間
は
問
題
を
常
に
平
和
的
に
解
決
す
る
。
」
（
同

年
三
月
二
五
日
締
結
の
細
目
協
定
書
第
六
項
）
で
あ
る
。

　
こ
の
斗
争
中
に
会
社
は
、
同
年
四
月
一
五
日
付
で
被
控
訴
人
ら
に
対
し
、
右

に
述
べ
た
平
和
義
務
違
反
の
争
議
行
為
を
行
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
責

任
は
免
れ
な
い
と
し
、
次
の
四
点
の
行
為
を
就
業
規
則
二
〇
八
条
第
一
三
号
、

第
一
九
号
、
第
二
〇
号
に
該
当
す
る
と
し
て
、
懲
戒
解
雇
す
る
旨
の
意
思
表
示

を
な
し
た
。

　
ω
ビ
ラ
類
の
掲
示

　
　
被
控
訴
人
ら
は
、
会
社
の
許
可
な
く
会
社
の
再
三
の
説
得
警
告
を
も
無
視

　
し
て
、
三
月
一
五
日
頃
よ
り
四
月
上
旬
頃
ま
で
の
期
問
に
、
営
業
所
車
掌
控

　
室
に
お
い
て
組
合
の
ビ
ラ
、
組
合
支
部
旗
等
を
掲
示
し
」
会
社
の
職
権
除
去

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

後
も
引
続
き
こ
れ
を
な
し
た
。

　
働
無
許
可
集
会

　
　
三
且
二
二
日
よ
り
四
月
二
日
に
至
る
間
に
一
九
時
頃
よ
り
一
時
間
ま
た
は

　
一
時
間
三
〇
分
程
度
の
無
許
可
職
場
集
会
を
五
回
に
わ
た
り
、
組
合
員
多
数

　
を
動
員
し
、
会
社
の
数
回
の
制
止
警
告
を
も
無
視
し
て
勤
務
者
の
現
存
す
る

　
車
掌
控
室
に
お
い
て
強
行
し
た
。

　
㈲
労
働
歌
の
合
唱

　
　
三
月
二
五
日
以
降
四
月
始
め
頃
ま
で
の
間
、
車
掌
支
部
の
団
結
と
組
織
化

　
を
図
る
た
め
、
会
社
の
再
三
の
制
止
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
般
従
業
員
の
勤

　
務
時
問
中
に
、
車
掌
控
室
に
お
い
て
し
ば
し
ば
率
先
し
て
労
働
歌
や
上
司
を

　
誹
諺
す
る
歌
等
を
合
唱
し
た
。

　
㈲
そ
の
他
の
秩
序
素
乱
、
業
務
妨
害
行
為

　
　
指
名
ス
ト
に
参
加
し
た
こ
と
、
三
月
二
一
日
職
場
集
会
を
強
行
し
た
こ
と

　
を
理
由
に
出
勤
停
止
処
分
に
処
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
職
場
に
立
ち
入

　
り
、
営
業
所
内
を
俳
徊
し
て
勤
務
中
の
者
に
対
し
終
日
組
合
宣
伝
を
行
な

　
い
、
上
司
お
よ
び
守
衛
よ
り
再
三
に
わ
た
る
退
去
警
告
を
も
無
視
し
て
、
か

　
え
つ
て
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
軽
視
反
抗
す
る
態
度
に
出
た
。

二
、
そ
こ
で
被
控
訴
人
ら
は
、
右
懲
戒
解
雇
は
、
労
働
協
約
第
二
九
条
に
違
反

す
る
無
効
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
．
昭
和
三
三
年
三
月
一
八
日
付
で
組

合
、
会
社
間
に
締
結
さ
れ
た
協
約
第
二
九
条
は
、
「
会
社
は
組
合
員
の
昇
格
賞

罰
に
関
し
て
は
純
合
と
の
協
議
の
上
決
め
る
．
但
し
、
懲
戒
解
雇
の
決
定
に
つ

い
て
協
議
が
整
わ
な
い
場
合
は
、
労
働
委
員
会
の
斡
旋
若
し
く
は
調
停
に
付
す

る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
、
、
同
第
三
三
条
は
「
会
社
は
左
に
該
当
す
る
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
　
　
　
　
（
嚇
〇
六
五
・
）
、



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

合
員
は
解
雇
す
る
」
と
し
、
そ
の
第
一
号
は
「
懲
戒
解
雇
と
決
定
し
た
も
の
」

を
掲
げ
、
同
第
二
八
条
は
「
会
社
は
組
合
員
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
は
事
前
に

組
合
に
内
示
し
、
粗
合
の
意
思
を
尊
重
し
て
行
う
。
」
と
定
あ
て
い
る
。
ま
た
就

業
規
則
第
一
九
五
条
第
二
項
は
「
賞
罰
に
該
当
す
る
事
項
が
余
り
に
も
明
白
で

あ
り
、
且
緊
急
を
要
す
る
場
合
は
前
条
の
賞
罰
委
員
会
の
答
申
を
経
な
い
で
実

施
す
る
こ
と
が
あ
る
。
」
と
定
め
て
い
る
。

　
会
社
は
、
本
件
懲
戒
事
案
に
つ
い
て
右
就
業
規
則
第
一
九
五
条
第
二
項
に
よ

り
、
賞
罰
委
員
会
の
答
申
を
経
な
い
で
懲
戒
解
雇
相
当
と
内
定
し
た
う
え
、
慣

行
に
従
い
、
昭
和
三
五
年
四
月
七
日
、
被
懲
戒
者
に
つ
き
、
懲
戒
理
由
は
右
に

述
べ
た
ω
⑧
③
㈲
、
懲
戒
の
種
類
は
懲
戒
解
雇
と
記
載
し
た
照
会
書
を
も
つ
て

組
合
に
意
見
を
求
め
た
と
こ
ろ
、
組
合
は
翌
日
書
面
に
よ
り
、
次
の
回
答
書
を

提
出
し
た
。
す
な
わ
ち
「
…
…
解
雇
は
不
当
労
働
行
為
で
あ
り
、
且
つ
又
現
行

労
働
協
約
に
違
反
す
る
の
で
無
効
で
あ
る
。
」
と
あ
る
の
み
で
、
著
る
し
く
具

体
性
を
欠
き
、
重
ね
て
会
社
側
は
具
体
的
事
由
の
釈
明
お
よ
び
協
議
意
思
の
有

無
を
組
合
に
照
合
し
た
が
、
右
と
同
趣
旨
の
回
答
を
く
り
返
し
た
の
み
で
、
団

体
交
渉
を
要
求
す
る
態
度
を
も
示
さ
な
か
つ
た
た
め
、
会
社
は
被
控
訴
人
ら
に

対
し
本
件
懲
戒
解
雇
の
措
置
を
と
つ
た
。
初
審
に
お
い
て
は
、
協
議
義
務
の
履

践
が
認
め
ら
れ
る
が
懲
戒
解
雇
権
の
濫
用
で
あ
る
と
し
原
告
が
勝
訴
し
た
。
控

訴
審
に
お
い
て
は
、
そ
の
論
理
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
控
訴
棄
却
（
控
訴
人
会

社
）
と
歳
り
、
よ
つ
て
上
告
さ
れ
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
そ
し
て
上
告
審
に
お

い
て
は
平
和
義
務
の
問
題
が
主
要
な
論
点
と
な
り
上
告
棄
却
（
上
告
人
）
と
な
つ

た
。　

【
判
旨
】
　
「
上
告
理
由
第
一
、
三
、
四
点
の
論
旨
は
、
要
す
る
に
．
上
告
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
六
　
　
　
　
（
一
〇
六
山
ハ
）

社
が
被
上
告
人
ら
に
対
し
て
し
た
本
件
懲
戒
解
雇
の
効
力
を
否
定
し
た
原
審
の

判
断
は
．
上
告
会
社
の
就
業
規
則
二
〇
九
条
、
民
法
一
条
三
項
の
解
釈
・
適
用

を
誤
つ
た
も
の
で
、
ひ
い
て
憲
法
二
八
条
、
二
九
条
に
違
反
す
る
も
の
と
主
張

す
る
。

　
し
か
し
．
原
判
決
を
通
読
す
れ
ば
、
原
審
は
、
そ
の
認
定
に
か
か
る
上
告
会

社
主
張
の
解
雇
理
由
㈲
（
無
許
可
集
会
）
お
よ
び
同
㈲
（
そ
の
他
の
秩
序
素
乱
、

業
務
妨
害
）
の
行
為
は
、
前
記
就
業
規
則
所
定
の
懲
戒
事
由
に
該
当
せ
ず
、
ま

た
、
同
ω
（
ビ
ラ
等
の
掲
示
）
お
よ
び
⑥
（
労
働
歌
等
の
合
唱
）
の
行
為
は
、
右

の
懲
戒
事
由
に
該
当
す
る
が
、
い
ま
だ
解
雇
に
値
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
か

ら
、
本
件
懲
戒
解
雇
は
就
業
規
則
二
〇
九
条
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
．

　
そ
し
て
、
原
審
挙
示
の
証
拠
に
よ
れ
ぽ
、
原
審
の
認
定
は
肯
認
し
え
な
い
も

の
で
は
な
く
、
右
判
断
は
相
当
と
し
て
是
認
し
う
る
。

　
し
た
が
つ
て
法
例
違
背
の
論
旨
は
、
ひ
つ
き
よ
う
、
原
審
の
専
権
に
属
す
る

事
実
の
認
定
、
証
拠
の
取
捨
判
断
を
非
難
す
る
か
、
ま
た
は
原
判
決
理
由
の
傍

論
を
攻
撃
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
い
う
べ
く
、
違
憲
の
論
旨
も
、
そ
の
実
質

に
お
い
て
、
本
件
懲
戒
解
雇
の
効
力
を
否
定
し
た
原
審
の
判
断
の
法
例
違
背
を

主
張
す
る
に
す
ぎ
ず
、
す
べ
て
採
用
で
き
な
い
」
。

　
つ
ぎ
に
本
論
に
入
り
「
懲
戒
解
雇
は
、
普
通
解
雇
と
異
な
り
、
講
責
、
減

給
、
降
職
、
拙
勤
停
止
等
と
と
も
に
、
企
業
秩
序
の
違
反
に
対
し
、
使
用
者
に

よ
つ
て
課
ぜ
ら
れ
る
一
種
の
制
裁
罰
で
あ
る
と
解
す
べ
き
こ
と
、
当
裁
判
所
の

判
例
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
鯛
蜘
恒
淋
欝
糊
沸
一
即
餐
弘
器
翻
寵
凱
牌
鉱
嘲
蔵
か
綿
）
。
そ
し

て
、
平
和
義
務
に
違
反
す
る
争
議
行
為
は
、
そ
の
平
和
義
務
が
労
働
協
約
に
内

在
す
る
い
わ
ゆ
る
相
対
的
平
和
義
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
ま
た
、
い
わ



ゆ
る
絶
対
的
平
和
義
務
条
項
に
基
づ
く
平
和
義
務
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
も

（
ち
な
み
に
、
上
告
会
社
主
張
の
争
議
妥
結
協
定
お
よ
び
細
目
協
定
は
、
紛
争
解
決
に

関
す
る
当
事
者
の
単
な
る
心
構
え
の
相
互
確
認
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
く
、
・
い
わ

ゆ
る
絶
対
的
平
和
義
務
条
項
で
は
あ
り
え
な
い
。
）
、
こ
れ
に
違
反
す
る
争
議
行
為

は
、
た
ん
な
る
契
約
上
の
債
務
の
不
履
行
で
あ
つ
て
、
こ
れ
を
も
つ
て
、
前
記

判
例
に
い
う
企
業
秩
序
の
侵
犯
に
あ
た
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
個

々
の
組
合
員
が
か
か
る
争
議
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
も
、
労
働
契
約
上
の
債
務

不
履
行
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
．

　
し
た
が
つ
て
、
「
使
用
者
は
、
労
働
者
が
平
和
義
務
に
違
反
す
る
争
議
行
為

を
し
、
ま
た
は
こ
れ
に
参
加
し
た
こ
と
の
み
を
理
由
と
し
て
、
当
該
労
働
者
を

懲
戒
処
分
に
付
し
え
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
原
審
の
判
断
は
、

右
と
そ
の
理
由
を
異
に
す
る
と
ご
ろ
が
あ
る
が
、
け
つ
き
よ
く
正
当
で
あ
つ

て
、
論
旨
は
採
用
で
き
な
い
」
。

　
【
評
釈
】
　
判
旨
に
ほ
ぽ
賛
成
で
あ
る
。

一
、
平
和
義
務
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
な
り
論
議
さ
れ
て
き
た
が
、
い
ま
だ
十

分
な
結
論
を
ラ
る
こ
と
が
で
ぎ
な
か
つ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
ず
平
和
義
務
と
平

和
条
項
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
か
な
ら
ず
し
庵
統
一
し
た
見

解
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
一
般
的
に
は
、
争
議
行
為
を
行
な
う
た
め
に
は

何
日
前
に
予
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
あ
る
い
は
労
働
委
員
会
の
斡
旋
な

り
調
停
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
規
定
が
労
働
協
約
中
に
あ
る
場
合
こ

の
規
定
を
平
和
条
項
と
い
い
、
労
働
協
約
の
有
効
期
間
中
は
争
議
行
為
を
し
な

い
と
約
束
す
る
場
合
に
そ
れ
を
平
和
義
務
と
い
い
さ
ら
に
労
働
協
約
の
有
効
期

間
中
は
い
か
な
る
こ
と
に
つ
い
て
も
争
議
行
為
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
規
定
を
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含
ん
で
い
る
場
合
に
こ
れ
を
絶
対
的
平
和
義
務
と
よ
び
、
労
働
協
約
に
規
定
さ

れ
た
特
定
の
享
項
に
つ
い
て
の
み
争
議
行
為
を
し
な
い
と
い
う
相
対
的
平
和
義

務
に
区
別
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
灘
欄
配
螂
礁
焦
錫
騰
）
。
し
か
し
右
の
よ
う
に
平

和
条
項
と
平
和
義
務
と
を
具
体
的
規
定
の
な
か
に
お
い
て
区
別
す
る
こ
と
は
か

な
り
困
難
で
あ
り
、
平
和
義
務
を
労
働
協
約
本
来
の
性
格
と
し
て
理
解
す
る
の

で
な
け
れ
ば
、
こ
の
混
乱
は
か
な
り
将
来
に
む
か
つ
て
続
く
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
そ
こ
で
労
働
協
約
の
平
和
義
務
を
大
略
四
つ
に
区
別
す
る
見
解
が
有
力
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
協
約
に
内
在
す
る
相
対
的
平
和
義
務
を
規
定
の
う
え
に

表
明
し
な
い
も
の
、
こ
れ
を
規
定
と
し
て
表
明
す
る
も
の
、
当
事
者
の
合
意
に

も
と
づ
ぎ
平
和
義
務
の
加
重
を
認
め
る
も
の
、
絶
対
的
平
和
義
務
を
認
め
る
も

の
な
ど
に
区
別
さ
れ
る
（
灘
謝
翻
那
噌
一
．
禰
賄
錫
繭
）
。
そ
し
て
右
の
四
グ
ル
ー
プ
の

う
ち
第
二
お
よ
び
第
三
の
グ
ル
ー
プ
は
、
き
わ
め
て
抽
象
的
に
平
和
義
務
を
規

定
す
る
も
0
が
あ
り
、
本
件
に
お
け
る
平
和
義
務
は
、
ま
さ
に
第
三
の
グ
ル
：

プ
に
属
す
る
抽
象
的
な
平
和
義
務
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本
件
の
労
働
協
約
中

に
お
け
る
平
和
義
務
の
規
定
が
、
き
わ
め
て
原
則
的
か
つ
抽
象
的
に
規
定
し
て

い
る
た
め
本
件
の
労
使
は
そ
れ
が
相
対
的
平
和
義
務
の
規
定
な
の
か
そ
れ
と
も

絶
対
的
平
和
義
務
の
規
定
な
の
か
理
解
に
や
や
苦
し
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う

し
た
事
実
が
結
局
明
確
な
概
念
上
の
区
別
を
不
可
能
に
し
、
会
社
側
の
絶
対
的

平
和
義
務
の
規
定
で
あ
る
と
い
う
主
張
を
生
ぜ
し
め
る
結
果
に
な
つ
た
と
思
わ

れ
る
。
右
の
事
情
は
、
同
時
に
わ
が
国
に
お
け
る
平
和
義
務
の
混
乱
を
反
映
し

て
い
る
と
も
い
え
よ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
判
旨
が
「
上
告
会
社
主
張
の
争

議
妥
結
協
定
お
よ
び
細
目
協
定
は
、
紛
争
解
決
に
関
す
る
当
事
者
の
た
ん
な
る

心
構
え
の
相
互
確
認
の
域
を
出
る
も
の
で
な
い
」
と
し
て
、
絶
対
的
平
和
義
務
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の
条
項
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
は
正
し
い
結
論
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
件
の

平
和
義
務
は
、
ど
ち
ら
か
と
炉
え
ば
既
述
の
グ
ル
！
プ
の
う
ち
で
は
第
三
の
グ

ル
ー
プ
に
入
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
労
働
争
議
解
決
に
つ
い
て
の
当
事

者
の
心
構
え
を
定
め
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
心
構
え
を
加
重
的
に
平
和
義
務

の
完
全
な
実
施
を
目
途
と
し
て
労
使
に
か
し
て
い
る
規
定
な
の
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
本
件
労
使
は
、
交
渉
の
段
階
に
お
い
て
こ
の
相
対
的
平
和
義
務
に
違
反

す
る
こ
と
な
く
平
和
裡
に
労
働
争
議
解
決
の
た
め
に
努
力
す
る
義
務
を
負
う
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
努
力
を
十
分
に
果
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
争
議

行
為
を
行
な
う
と
し
て
も
そ
の
争
議
行
為
は
、
平
和
義
務
違
反
と
は
な
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
い
い
か
え
れ
ば
、
労
働
協
約
が
有
効
中
は
争
議
行
為
を
し
な
い
と

い
う
も
の
で
な
く
、
平
和
的
に
交
渉
す
る
努
力
義
務
を
負
う
と
い
う
に
つ
き
る

の
が
本
件
の
平
和
義
務
で
あ
る
。

二
、
と
こ
ろ
で
組
合
が
昭
和
三
五
年
争
議
行
為
す
な
わ
ち
部
分
ス
ト
を
行
な
う

に
つ
い
て
は
、
そ
の
努
力
義
務
を
十
分
に
は
た
さ
な
か
つ
た
よ
う
で
、
こ
の
点

に
お
い
て
平
和
義
務
違
反
を
お
か
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
会
社
側
の
主
張

の
な
か
に
お
い
て
は
部
分
ス
ト
を
実
行
し
た
こ
と
が
、
絶
対
的
平
和
義
務
違
反

で
あ
る
と
の
発
想
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
判
旨
と
主
張
と

の
間
に
お
け
る
平
和
義
務
の
理
解
の
し
か
た
に
お
け
る
相
異
の
あ
ら
わ
れ
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
つ
ぎ
の
問
題
は
、
平
和
義
務
違
反
の
効
果
の
問

題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
判
旨
の
中
心
を
な
す
問
題
と
い
え
よ
う
。
平
和
義
務

は
、
労
働
協
約
に
本
質
的
に
内
在
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ

に
違
反
す
る
行
為
は
労
働
協
約
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
態
度
に
通
ず
る
も
の
で

あ
り
、
刑
事
上
に
お
い
て
も
民
事
上
に
お
い
て
も
そ
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
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で
き
な
い
と
す
る
考
え
方
も
生
れ
る
。
ま
た
平
和
義
務
に
違
反
す
る
争
議
行
為

は
、
法
規
範
の
設
定
そ
れ
自
体
と
矛
盾
す
る
自
殺
行
為
で
あ
る
か
ら
、
争
議
行

為
が
刑
事
の
面
か
ら
も
ま
た
民
事
の
面
か
ら
も
違
法
と
な
り
、
そ
の
責
任
は
両

面
か
ら
ま
ぬ
か
れ
な
い
と
す
る
考
え
方
も
あ
る
。
平
和
義
務
の
労
使
関
係
に
お

け
る
重
要
性
を
強
調
す
る
あ
ま
り
、
そ
の
違
反
行
為
に
対
し
て
き
わ
め
て
厳
格

に
対
処
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
妥
当
性
を
持
つ
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
平
和
義
務
は
、
債
務
的
部
分
と
し
て
考

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
個
別
的
な
労
働
契
約
に
対
し
て
ど

れ
だ
げ
影
響
力
を
持
つ
か
は
疑
問
で
、
か
え
つ
て
こ
れ
を
否
定
的
に
理
解
す
る

こ
と
が
妥
当
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。
も
つ
と
も
組
合
と
使
用
者
と
の
間
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
持
つ
か
は
ま
た
別
の
観
点
か
ら
こ
れ
を
考
察
す
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
も
組
合
と
使
用
者
と
の
間
に
お
い
て
債
梅
債
務

的
関
係
を
設
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
個
別

的
労
働
契
約
関
係
に
な
ん
ら
か
の
法
的
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

と
こ
ろ
で
、
か
り
に
機
関
責
任
を
考
え
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
債
権
債
務

上
の
損
害
賠
償
義
務
を
組
合
に
負
わ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
、
粗
合
幹
部
の

責
任
上
の
解
雇
す
な
わ
ち
懲
戒
解
雇
に
ま
で
発
展
し
て
論
理
を
進
め
る
こ
と
に

は
問
題
が
あ
る
．
平
和
義
務
違
反
の
争
議
行
為
は
、
損
害
賠
償
の
段
階
に
お
い

て
そ
の
責
任
追
求
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ま
し
て
や
刑
事
責
任
に
お
い
て
は
お
よ
そ
平
和
義
務
の
親
し
む
余
地
は
な
い
と

い
う
べ
ぎ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
平
和
義
務
に
よ
つ
て
争
議
権
を
制
約
す
る
こ
と

に
問
題
が
あ
る
の
で
、
か
り
に
平
和
義
務
は
、
争
議
権
を
制
約
す
る
も
の
で
な
く

か
つ
て
労
使
関
係
の
平
和
を
招
来
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
組
合
に
プ
ラ
ス
に
な



る
も
の
で
あ
る
と
い
つ
て
み
て
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
労
使
関
係
の
実
態
は
決

し
て
そ
の
よ
う
に
予
定
通
り
に
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
、
右
の
理
論
は
空
論
と
な

る
可
能
性
が
強
い
と
い
え
よ
う
。
わ
が
国
に
お
い
て
労
働
争
議
を
解
決
す
る
実

質
的
力
は
、
最
終
的
に
は
争
議
行
為
で
あ
り
、
し
か
も
労
使
み
主
張
に
つ
い
て

不
一
致
の
状
態
が
発
生
し
て
争
議
行
為
に
突
入
す
る
可
能
性
お
よ
び
争
議
行
為

に
突
入
す
る
過
程
の
道
は
他
の
国
に
比
較
し
て
き
わ
め
て
近
距
離
で
あ
る
。
労

使
間
の
主
張
の
不
一
致
状
態
が
発
生
し
て
ま
た
た
く
ま
に
争
議
行
為
に
突
入
す

る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
過
程
は
き
わ
め
て
短
い
と
い
う
か
ま
た
み
よ
う
に
よ
つ

て
は
そ
う
し
た
状
態
の
も
と
に
お
い
て
は
、
自
主
的
解
決
方
法
と
し
て
は
争
議

行
為
に
よ
つ
て
解
決
す
る
よ
り
ほ
か
に
そ
の
方
法
が
な
い
場
合
が
多
く
、
労
働

紛
争
の
自
主
解
決
方
法
あ
る
い
は
条
件
も
乏
し
い
と
い
え
よ
う
．
そ
れ
に
比
較

し
て
組
合
の
力
量
も
豊
か
で
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
解
決
方
法
な
い
し
条

件
が
わ
が
国
と
比
較
し
て
恵
ま
れ
て
い
る
国
の
場
合
と
で
は
、
そ
こ
に
平
和
義

務
に
対
す
る
考
え
方
も
異
な
つ
て
ぎ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
え
ま
い
か
。
つ
ま
り

平
和
義
務
を
厳
し
く
解
釈
す
る
な
ら
ば
ど
う
し
て
も
労
働
紛
争
の
自
主
的
解
決

条
件
に
恵
ま
れ
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
そ
の
ま
ま
争
議
権
の
制
約
に
結
び

つ
き
結
果
的
に
労
働
者
の
生
存
権
を
不
当
に
制
約
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。
か
く
み
て
く
れ
ば
平
和
義
務
の
存
在
は
か
な
ら
ず
し
も
組
合
に
プ
ラ
ス
に

な
る
と
断
言
し
が
た
い
よ
う
で
あ
る
。
平
和
義
務
と
そ
の
機
能
的
性
格
を
一
に

す
る
平
和
条
項
は
、
組
合
の
争
議
権
行
使
の
不
当
な
制
約
と
な
つ
て
い
る
場

合
が
多
く
、
平
和
義
務
の
加
重
条
項
に
お
い
て
も
多
か
れ
少
な
か
れ
右
の
よ
う

な
性
格
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
平
和
義
務
違
反
の

争
議
行
為
に
対
し
て
厳
格
な
態
度
で
の
ぞ
む
こ
と
は
か
え
つ
て
そ
の
労
使
欄
係
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を
混
乱
せ
し
め
る
結
果
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
こ
に
平
和
義
務
違
反
に
対
し

て
民
事
上
お
よ
び
刑
事
上
両
責
任
の
免
責
が
あ
る
と
す
る
通
説
の
態
度
が
妥
当

と
い
え
る
（
難
縷
嘉
雛
舞
囎
憩
奮
鏡
、
嶺
難
冤
慧
転
繍
講
灘

講
旭
餌
賭
仁
）
。
し
た
が
つ
て
判
旨
は
、
右
の
通
説
の
見
解
と
ほ
ぼ
同
一
の
態
度

を
と
る
も
の
で
あ
り
、
正
当
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。

三
、
つ
ぎ
に
懲
戒
解
雇
に
つ
い
て
｝
瞥
す
る
と
、
た
と
え
既
述
の
よ
う
に
平
和

義
務
違
反
の
争
議
行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
民
事
上
お
よ
び
刑
事
上
の
責
任
が

免
除
さ
れ
る
以
上
は
、
懲
戒
解
雇
の
問
題
が
起
る
余
地
は
な
い
．
と
こ
ろ
で
普

通
解
雇
に
お
い
て
平
和
義
務
違
反
は
、
解
雇
事
由
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
と
て
平
和
義
務
違
反
は
、
個
別
的
労
働
契
約
に
特

別
影
響
を
与
え
な
い
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
解
雇
事
由
を
形
成
す
る
こ
と

は
な
く
、
か
り
に
解
雇
さ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
そ
の
解
雇
は
無
効
と
い
う
よ
り

ほ
か
な
い
。

　
こ
の
判
例
は
、
従
来
通
説
と
し
て
ほ
ぽ
固
定
し
つ
つ
あ
る
見
解
を
と
り
、
ま

た
平
和
義
務
の
相
対
的
平
和
義
務
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
敢
め
て

取
り
上
げ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
最
高
裁
の
判
決
と
し
て
重
要
な

意
味
を
持
つ
の
で
あ
え
て
取
上
げ
た
の
で
あ
る
。
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