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〔
労
働
法
・
経
済
法
一
〇
〇
〕
　
使
用
者
へ
の
調
査
協
力
義
務
と
苦
情
処
理
委
員
会

（
縫
欝
藤
麟
繧
欝
一
六
日
判
決
）

〔
事
実
〕
　
原
告
N
は
．
昭
和
四
十
一
年
四
月
一
日
控
訴
人
富
士
重
工
業
株
式

会
社
（
以
下
単
に
会
社
と
い
う
）
に
雇
用
さ
れ
、
産
業
部
業
務
課
に
勤
務
し
て
い
た
．

と
こ
ろ
で
昭
和
四
四
年
七
月
下
旬
頃
会
社
従
業
員
で
あ
り
、
電
話
交
換
手
の
F

は
、
自
ら
は
実
動
時
間
外
で
あ
っ
た
が
、
実
働
時
間
に
入
つ
た
ば
か
り
の
他
の

従
業
員
に
対
し
原
水
爆
禁
止
の
署
名
を
求
め
、
さ
ら
に
同
年
八
月
上
旬
頃
従
業

員
に
対
し
、
原
水
爆
禁
止
運
動
の
資
金
調
達
の
た
め
に
販
売
す
る
ハ
ソ
カ
チ
の

材
料
を
渡
し
て
そ
の
作
成
を
依
頼
す
る
と
と
も
に
、
原
水
爆
禁
止
の
署
名
を
求

め
た
．
ま
た
会
社
の
経
理
部
財
務
課
に
勤
務
し
て
い
た
K
は
、
同
年
八
月
二
〇

日
頃
、
自
己
の
就
業
時
間
中
、
上
司
に
無
断
で
自
分
の
職
場
を
離
れ
、
事
務
管
理

部
へ
行
ぎ
、
就
業
中
の
従
業
員
に
対
し
前
記
趣
旨
の
ハ
ン
カ
チ
を
配
布
し
た
．

　
会
社
は
、
最
初
K
の
右
行
為
の
一
部
を
知
り
、
勤
務
時
間
中
に
お
け
る
服
務

規
律
違
反
と
し
て
予
備
調
査
を
行
つ
た
う
え
、
同
月
二
二
目
、
従
業
員
九
名
か

ら
事
情
を
聴
取
し
た
と
こ
ろ
、
F
の
行
為
を
も
知
つ
た
の
で
、
こ
れ
に
関
係
し

て
い
る
女
子
従
業
員
か
ら
も
事
情
を
聴
取
し
た
。
会
社
は
、
右
F
お
よ
び
K
の

　
　
　
判
例
　
研
究

行
為
が
、
就
業
規
則
で
定
め
る
「
職
場
の
秩
序
、
風
紀
を
乱
す
行
為
を
し
な
い

こ
と
」
、
「
他
人
の
業
務
を
故
意
に
妨
害
し
な
い
こ
と
」
、
「
勤
務
中
上
長
に
無
断

で
職
場
を
離
れ
な
い
こ
と
」
、
「
従
業
員
は
会
社
構
内
に
お
い
て
会
社
の
業
務
に

関
係
の
な
い
集
会
、
演
説
、
放
送
、
掲
示
、
貼
紙
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
行
為

を
す
る
と
き
は
あ
ら
か
じ
め
会
社
に
屈
出
て
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
な
ど
の
規
定
に
違
反
し
、
か
つ
諮
責
ま
た
は
減
給
の
懲
戒
処
分
事
由
に
も

該
当
す
る
と
判
断
し
、
引
き
続
き
事
情
の
聴
取
を
行
つ
た
．

　
こ
の
事
件
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
聴
取
の
過
程
に
起
き
た
も
の
で
、
原
告
N

に
対
す
る
事
情
聴
取
は
、
昭
和
四
四
年
八
月
二
五
目
、
午
前
中
約
二
時
間
三
〇

分
に
わ
た
り
、
会
社
会
議
室
に
お
い
て
人
事
課
長
、
労
政
課
長
、
人
事
課
員
な

ど
三
名
に
よ
つ
て
行
わ
れ
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
つ
た
．
す
な
わ
ち
人
事
課

員
が
ハ
ン
カ
チ
を
示
し
、
「
こ
れ
を
知
つ
て
い
ま
す
か
」
と
聞
か
れ
て
「
知
つ

て
い
ま
す
」
、
「
あ
な
た
も
作
り
ま
し
た
か
」
と
聞
か
れ
て
「
作
り
ま
し
た
」
、

「
だ
れ
に
頼
ま
れ
ま
し
た
か
」
と
聞
か
れ
、
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
「
F
さ
ん
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
（
九
〇
一
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

頼
ま
れ
ま
し
た
」
と
答
え
た
．
次
ぎ
に
「
何
枚
作
り
ま
し
た
か
」
と
聞
か
れ
て

「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
い
、
「
大
体
の
と
こ
ろ
で
い
い
の
で
す
よ
」
と
言
わ
れ

て
も
沈
黙
し
て
答
え
ず
、
「
原
水
禁
富
士
重
工
内
実
行
委
員
会
と
は
ど
う
い
う

も
の
で
す
か
」
と
聞
か
れ
て
「
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
聞
く
の
で
す

か
」
と
反
問
し
、
「
他
の
従
業
員
で
就
業
規
則
違
反
が
あ
つ
た
の
で
、
実
態
を

調
べ
る
必
要
が
あ
る
ん
で
す
よ
」
と
言
わ
れ
た
が
、
「
答
え
る
必
要
が
あ
り
ま

せ
ん
」
と
言
つ
て
返
答
を
拒
否
し
、
そ
の
後
答
え
る
よ
う
説
得
さ
れ
て
も
ほ
と

ん
ど
答
え
な
か
つ
た
．
ま
た
原
告
N
は
、
F
が
前
記
実
行
委
員
会
の
メ
ソ
バ
ー

か
ど
う
か
、
資
金
カ
ソ
パ
と
署
名
の
集
計
状
況
、
F
が
他
の
従
業
員
に
ハ
ン
カ

チ
の
作
成
を
依
頼
し
た
か
な
ど
の
こ
と
も
聞
か
れ
た
が
答
え
な
か
つ
た
．

　
そ
こ
で
会
社
は
、
N
の
態
度
は
就
業
規
則
中
の
「
会
社
の
諸
規
則
通
達
等
に

違
反
し
た
と
き
」
、
「
そ
の
他
前
各
号
に
準
ず
る
程
度
の
不
都
合
の
行
為
が
あ
つ

た
と
き
」
な
ど
に
該
当
す
る
と
し
、
N
を
調
責
処
分
に
付
し
た
。
N
は
．
右
の

処
分
を
不
服
と
し
、
第
一
審
の
本
社
苦
情
処
理
委
員
会
お
よ
び
第
二
審
の
中
央

苦
情
処
理
委
員
会
に
処
分
の
撤
回
を
求
め
る
苦
情
申
立
て
を
し
た
が
、
い
ず
れ

も
棄
却
さ
れ
、
訴
訟
を
起
し
た
。
第
一
審
判
決
は
、
N
の
主
張
を
認
め
、
「
諮

責
処
分
の
付
着
し
な
い
労
働
契
約
上
の
権
利
」
が
N
に
あ
る
こ
と
を
認
め
た
．

こ
れ
に
対
し
、
会
社
は
、
原
判
決
の
取
消
し
を
求
め
て
、
諮
責
処
分
無
効
確
認

の
控
訴
に
お
よ
び
、
会
社
主
張
の
通
り
、
原
判
決
取
消
し
、
会
社
勝
訴
と
な
つ

た
の
が
本
件
で
あ
る
。

〔
判
旨
〕
　
判
旨
は
、
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
部
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
．

　
ま
ず
第
一
点
は
、
本
件
に
お
け
る
讃
責
処
分
無
効
確
認
の
訴
の
適
否
に
つ
い

て
で
あ
る
．
す
な
わ
ち
「
被
控
訴
人
が
昭
和
四
四
年
冬
の
賞
与
支
給
に
際
し
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四
　
　
　
（
九
〇
二
）

績
配
分
の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
、
本
件
謎
責
処
分
そ
の
も
の
の
効

果
に
よ
る
も
の
と
推
認
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
か
も
、
企
業
内
の
懲
罰
た

る
懲
戒
処
分
の
一
種
と
し
て
の
諮
責
処
分
が
、
こ
れ
を
受
け
た
者
の
そ
の
後
に

お
け
る
賞
与
の
支
給
、
昇
給
、
昇
格
そ
の
他
の
待
遇
の
う
え
に
何
ら
か
の
不
利

益
な
取
扱
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う

な
意
義
と
影
響
が
な
い
の
な
ら
ば
、
あ
え
て
就
業
規
則
上
の
処
分
と
す
る
ま
で

も
な
く
、
た
ん
に
事
実
上
の
注
意
を
与
え
る
だ
け
で
こ
と
足
り
る
は
ず
で
あ
つ

て
、
本
件
処
分
に
よ
る
右
影
響
が
後
に
説
示
す
る
と
お
り
軽
微
な
も
の
で
あ
る

と
は
い
え
、
延
い
て
確
認
の
利
益
を
欠
く
程
に
微
少
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。

　
第
二
点
は
、
N
の
調
査
協
力
義
務
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
判
断
す
る
。

「
労
働
者
が
使
用
者
に
対
し
全
人
格
的
な
行
動
の
自
由
ま
で
提
供
し
、
無
定
量

の
忠
実
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
い
わ
ゆ
る
管
理
職
的
職
務
に
あ

た
る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
企
業
内
の
秩
序
維
持
に
つ
い
て
は
格
別
の
職
責
を

有
す
る
も
の
で
は
な
い
．
し
か
し
、
通
常
の
労
働
者
で
あ
つ
て
も
、
そ
の
担
当

す
る
職
務
遂
行
に
関
連
し
て
直
接
見
聞
し
た
企
業
秩
序
違
反
の
事
項
に
つ
い

て
、
使
用
者
側
に
よ
る
調
査
に
あ
る
程
度
の
協
力
を
な
す
べ
き
義
務
の
あ
る
こ

と
も
自
明
の
理
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
そ
の
見
聞
の
機
会
が

ど
の
程
度
に
担
当
職
務
と
関
連
す
る
か
、
ま
た
見
聞
し
た
事
項
が
果
た
し
て
企

業
秩
序
に
違
反
す
る
か
、
さ
ら
に
そ
の
程
度
、
範
囲
、
右
調
査
の
当
否
．
そ
れ

に
対
し
ど
の
程
度
の
協
力
を
す
る
か
は
、
秩
序
違
反
と
疑
わ
れ
た
事
項
、
調
査

の
方
法
、
当
該
各
労
働
者
の
担
当
職
務
の
内
容
、
企
業
内
で
の
当
時
の
一
般
秩

序
の
状
況
、
使
用
者
と
労
働
者
ま
た
は
労
働
組
合
と
の
間
の
信
頼
関
係
な
ど
諸



般
に
わ
た
る
複
雑
な
関
連
に
お
い
て
具
体
的
個
別
的
に
決
せ
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ

り
、
さ
ら
に
そ
の
協
力
義
務
違
反
を
理
由
と
す
る
処
分
の
内
容
、
程
度
と
も
微

妙
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
．
」

　
第
三
点
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
の
役
割
と
そ
の
判
定
の
効
果
に
つ
い
て
次
ぎ

の
よ
う
に
述
べ
る
．

　
ま
ず
、
「
労
働
者
に
対
す
る
懲
戒
処
分
に
つ
き
苦
情
処
理
委
員
会
で
最
終
的

判
断
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
、
労
働
者
が
当
然
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
、
改
め
て
そ
の

紛
争
の
処
理
を
訴
訟
の
手
段
に
求
め
る
こ
と
を
禁
止
す
る
効
果
を
生
ず
る
も
の

と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
－
　
諮
責
処
分
の
付
着
し
な
い
労
働
契
約
上
の

権
利
を
有
す
る
こ
と
の
確
認
を
訴
求
し
な
い
旨
の
合
意
を
し
た
こ
と
に
つ
い
て

は
、
何
ら
の
主
張
立
証
も
な
い
．
し
て
み
れ
ば
、
苦
情
処
理
手
続
を
経
由
し
た
事

案
で
あ
る
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
の
こ
と
自
体
か
ら
直
ち
に
本
件
訴
の
提
起
が
不

適
法
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
控
訴
人
の
右
本
案
前
の
抗
弁
は
理
由
が
な
い
．
」

と
し
、
ま
た
、
「
被
控
訴
人
が
自
ら
の
意
思
に
よ
つ
て
、
直
ち
に
訴
訟
上
の
救

済
を
求
め
る
こ
と
な
く
、
進
ん
で
苦
情
処
理
手
続
に
よ
る
途
を
選
択
し
、
そ
の

最
終
的
判
断
を
得
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
そ
の
裁
定
に
し
た
が
う
べ
き
で
あ

る
と
の
形
式
論
を
採
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
企
業
内
に
あ
つ
て

最
も
よ
く
前
示
微
妙
な
諸
事
情
を
認
識
し
、
か
つ
、
判
断
で
き
る
苦
情
処
理
委
員

会
の
委
員
、
こ
と
に
組
合
側
の
委
員
を
含
む
全
員
一
致
の
意
見
に
よ
る
結
論
に

つ
い
て
は
．
本
件
謂
責
処
分
自
体
に
つ
い
て
明
白
か
つ
重
大
な
違
法
不
当
が
な

く
、
ま
た
苦
情
処
理
手
続
が
著
し
く
不
当
で
あ
つ
て
と
う
て
い
公
正
な
解
決
を

期
待
で
き
な
か
つ
た
と
か
、
判
断
の
前
提
と
な
る
事
実
に
明
ら
か
な
誤
認
が
あ

る
な
ど
特
別
の
事
情
が
存
在
す
る
場
合
で
な
い
か
ぎ
り
、
裁
判
所
も
そ
の
結
論

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

を
尊
重
し
本
件
処
分
の
適
否
判
断
に
こ
れ
を
採
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
　
…
。

な
お
、
前
記
苦
情
処
理
委
員
会
の
委
員
の
な
か
に
、
本
件
処
分
に
直
接
関
係
し

た
担
当
職
員
が
加
わ
つ
て
い
た
こ
と
は
前
示
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
同
委
員
会

の
裁
定
が
な
さ
れ
る
に
は
構
成
委
員
の
全
員
一
致
に
よ
る
と
の
慣
行
が
確
立
し

て
お
り
、
－
　
裁
定
に
本
件
処
分
の
直
接
の
担
当
職
員
が
加
わ
つ
て
い
た
と
し

て
も
、
こ
れ
を
も
つ
て
不
公
正
不
当
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
前
記
の
よ
う

に
企
業
内
に
お
い
て
労
働
組
合
の
代
表
老
的
立
場
に
あ
る
委
員
の
参
加
し
た
労

使
委
員
全
員
一
致
に
よ
る
結
論
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
一
面
に
お
い
て
労
使
間

の
協
力
に
よ
つ
て
労
働
問
題
を
自
主
的
に
解
決
し
、
ひ
い
て
は
労
使
関
係
の
健

全
な
成
長
に
資
す
る
ゆ
え
ん
と
も
な
る
と
い
う
べ
ぎ
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
．

〔
評
釈
〕
　
判
旨
一
部
賛
成
、
し
か
し
結
論
に
反
対
で
あ
る
。

　
一
　
判
例
の
問
題
点
と
そ
の
意
義

　
判
例
の
な
か
に
お
い
て
問
題
と
な
る
主
要
な
論
点
は
、
す
で
に
判
旨
紹
介
で

述
べ
た
よ
う
に
、
第
一
に
は
、
謎
責
処
分
無
効
確
認
の
訴
の
適
否
、
第
二
は
、

労
働
者
の
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
調
査
協
力
義
務
の
存
否
、
第
三
は
、
苦
情
処

理
委
員
会
の
機
能
と
判
定
の
効
果
な
ど
で
あ
る
．
こ
れ
ら
の
問
題
点
が
、
判
例

中
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
た
こ
れ
を
取
扱
う
こ
の
判

例
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
て
い
る
か
な
ど
に
つ
い
て
多
少
考
え
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
．
ま
ず
第
一
の
論
点
に
つ
い
て
み
る
と
、
本
件
の
よ
う
な
讃
責

処
分
の
懲
戒
が
、
無
効
確
認
を
求
め
る
訴
に
親
し
み
う
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う

か
、
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
訴
が
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
確
認
の

訴
は
、
権
利
ま
た
は
法
律
関
係
の
現
在
に
お
け
る
存
否
の
確
認
に
つ
い
て
認
め

ら
れ
、
単
な
る
過
去
の
事
実
行
為
の
存
否
確
認
は
原
則
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
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と
す
る
見
解
か
ら
す
れ
ば
、
問
題
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
誼
責
処
分
に
、
無

効
確
認
の
訴
が
問
題
と
さ
れ
た
数
少
な
い
事
件
の
な
か
で
、
比
較
的
最
近
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の
と
し
て
川
崎
重
工
業
事
件
が
あ
る
が
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
確
認
の
訴
は
、

「
諮
責
処
分
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
直
接
に
従
業
員
の
具
体
的
な
権
利
な
い
し

利
益
が
侵
害
さ
れ
る
場
合
」
に
の
み
、
認
め
ら
れ
た
と
す
る
。
諮
責
処
分
は
、

懲
戒
処
分
と
し
て
は
、
最
も
軽
く
、
労
働
者
の
受
け
る
不
利
益
は
、
軽
微
で
あ

る
（
厘
審
は
、
だ
か
ら
し
て
こ
そ
「
そ
の
性
質
は
、
権
利
ま
た
は
法
律
関
係
に
属
し
な
い

単
な
る
事
実
行
為
に
す
ぎ
な
い
」
と
し
て
い
る
．
）
。
そ
れ
だ
け
に
「
確
認
訴
訟
で
解
決

す
べ
ぎ
利
益
」
を
探
し
求
め
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
本

件
に
お
い
て
は
、
一
つ
に
は
、
昭
和
四
四
年
冬
の
賞
与
支
給
の
際
、
成
績
配
分

の
支
給
を
受
け
ら
れ
な
か
つ
た
の
は
、
謎
責
処
分
の
故
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、

二
つ
に
は
、
講
責
処
分
が
、
昇
給
、
昇
格
そ
の
他
の
待
遇
の
う
え
に
何
ら
か
の

不
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
が
自
明
の
理
と
な
つ
て
い
る
と
認
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
以
上
二
つ
の
理
由
か
ら
「
確
認
の
利
益
を
欠
く
程
に
微
少
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
て
い
る
、
判
旨
の
判
断
は
、
妥
当
と
い
う
べ

き
で
あ
る
。

　
つ
ぎ
に
第
二
の
論
点
は
、
労
働
契
約
か
ら
生
ず
る
労
働
者
の
義
務
、
そ
の
な

か
で
も
、
職
場
に
お
い
て
労
働
者
が
知
つ
た
事
実
を
使
用
者
に
知
ら
せ
る
義

務
、
あ
る
い
は
使
用
者
が
知
ろ
う
と
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
調
査
に
対
す
る
協

力
義
務
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
協
力
義
務
は
、
労
働
力
の
提
供
を
本
旨

と
す
る
労
働
契
約
に
と
つ
て
、
附
随
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
義
務

が
認
め
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
「
職
務
執
行
に
関
し
て
」
知

り
え
た
他
人
の
行
為
は
、
使
用
者
に
全
部
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六
　
　
　
（
九
〇
四
）

そ
れ
と
も
職
務
執
行
に
関
し
て
と
は
い
え
、
そ
の
職
務
執
行
そ
の
も
の
が
、
か

な
ら
ず
し
も
正
確
な
基
準
と
は
い
え
ず
、
職
務
執
行
の
過
程
に
お
い
て
全
人
格

を
使
用
者
の
支
配
に
委
ね
て
い
な
い
の
が
、
労
働
契
約
の
法
理
で
あ
る
と
す
れ

ぽ
、
な
に
も
た
ま
た
ま
知
り
え
た
事
実
は
、
労
働
契
約
上
の
義
務
と
関
係
な
く

取
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
判
例
は
、
労
働

老
の
協
力
義
務
の
範
囲
．
内
容
、
限
界
な
ど
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

つ
い
て
新
し
い
問
題
点
を
提
供
し
た
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
義

務
は
、
「
今
後
の
事
案
の
積
み
重
ね
を
ま
つ
方
が
よ
り
妥
当
な
態
度
で
は
な
い

（
3
）

か
」
と
の
指
摘
も
、
当
を
得
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
．
こ
の
事
件

は
、
こ
の
事
件
な
り
に
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
労
働
者
の
義
務
の
性
格

を
本
質
的
に
考
え
な
が
ら
な
お
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
最
後
の
第
三
の
論
点
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
の
役
割
と
そ
の
判
定
の
効
果
の

問
題
で
あ
る
．
こ
の
論
点
は
、
本
件
控
訴
審
に
お
け
る
中
心
と
も
な
る
べ
き
問

題
で
あ
る
．
原
審
は
、
本
件
の
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
仲
裁
手
続
と
し
て
の
第

三
者
性
の
要
件
に
欠
け
る
と
し
て
、
そ
の
判
定
を
無
視
す
る
態
度
を
と
つ
た

が
、
控
訴
審
は
、
民
訴
で
規
定
す
る
仲
裁
手
続
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
、
十
分
な
判
断
を
行
わ
な
か
つ
た
が
、
諮
責
処
分
の
妥
当
性
を
考
え
る
に
当

つ
て
き
わ
め
て
尊
重
す
べ
き
判
断
で
あ
る
と
し
、
こ
の
苦
情
処
理
委
員
会
の
判

定
を
重
視
し
た
結
果
、
原
審
と
反
対
の
結
論
に
到
達
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意

味
か
ら
す
れ
ば
、
苦
情
処
理
委
員
会
の
機
能
と
判
定
の
効
果
に
対
す
る
判
旨
の

考
え
方
は
、
こ
の
判
例
の
中
心
と
な
つ
て
い
る
と
い
つ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
従
来
、
苦
情
処
理
委
員
会
に
つ
い
て
の
判
決
は
、
き
わ
め
て
少
な

く
、
い
わ
ば
わ
が
国
に
お
け
る
法
理
論
と
し
て
は
、
い
ま
だ
十
分
な
考
察
が
な



さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
苦
情
処
理
委
員
会
に
つ
い
て
の
不
十
分
な
研
究

状
態
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
が
、
労
使
の
間
に
お
い
て
利
用
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
、
た
と
い
労
働
協
約
中
に
そ
の
制
度
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
に
し
ろ
、
活
用

さ
れ
て
い
な
い
現
実
な
ど
が
原
因
と
な
つ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
苦
情
処
理
委
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員
会
に
関
す
る
数
少
な
い
ケ
ー
ス
の
一
つ
は
、
川
崎
製
鉄
事
件
で
あ
る
。
し
か

し
川
崎
製
鉄
事
件
に
お
い
て
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
を
集
団
的
労
働
関
係
中
心

に
理
解
し
、
団
体
交
渉
の
一
方
式
と
断
定
し
て
い
る
。
そ
れ
に
引
き
か
え
、
本

件
控
訴
審
は
、
原
審
の
よ
う
に
民
訴
で
規
定
す
る
仲
裁
手
続
の
解
釈
論
の
な
か

で
考
え
る
の
で
は
な
く
、
苦
情
処
理
委
員
会
独
自
の
も
の
と
し
て
、
考
察
し
、

そ
の
判
定
の
効
果
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
注
目
す
べ
き
論
点
で
あ

る
．
し
た
が
つ
て
苦
情
処
理
委
員
会
に
関
す
る
考
察
は
、
な
お
深
め
ら
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
り
、
わ
が
国
の
よ
う
な
労
使
関
係
の
な
か
に
お
い
て
、
ど
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
べ
ぎ
か
、
ア
メ
リ
カ
の
実
際
と
理
論
と
を
頭
に
置
き
な
が

ら
、
考
察
を
試
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

　
二
　
労
働
者
の
調
査
協
力
義
務

　
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
当
つ
て
は
、
労
働
契
約
を
締
結
し
た
片
方
の
当
事
者

で
あ
る
労
働
者
の
契
約
上
の
義
務
一
般
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
労
働

者
は
、
労
働
契
約
を
締
結
し
、
労
働
力
を
提
供
す
る
過
程
に
お
い
て
い
く
つ
か

の
規
制
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
．
も
ち
ろ
ん
そ
の
規
制
は
、
基
本
的
に
は
労
働

契
約
を
通
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
労
働
契
約
の
橋
を
通
つ
て
労
働
者

に
影
響
を
与
え
、
と
き
と
し
て
そ
の
労
働
者
の
行
為
を
支
配
す
る
原
則
は
、
三

つ
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
．
そ
の
一
つ
は
、
使
用
者
が
、
労
働

　
　
　
判
例
　
研
　
究

者
に
契
約
上
要
請
す
る
規
制
と
い
う
か
支
配
と
い
う
か
、
労
働
者
人
格
を
も
含

め
て
、
そ
こ
に
表
面
化
し
て
く
る
一
定
の
使
用
者
の
要
請
、
そ
の
裏
を
か
え
せ

ば
、
労
働
者
の
義
務
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
時
間
か
ら
職

場
へ
来
て
、
指
示
さ
れ
た
作
業
を
行
う
義
務
つ
ま
り
一
言
で
い
え
ば
、
労
働
力

の
給
付
義
務
で
あ
る
。
労
働
契
約
に
お
い
て
、
そ
の
本
質
的
部
分
を
構
成
し
て

い
る
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
労
働
契
約
の
内
容
に
よ
つ
て
多
種
多
様
な
も
の
が
あ

り
、
平
の
従
業
員
は
平
従
業
員
と
し
て
、
管
理
職
は
管
理
職
と
し
て
お
の
お
の

使
用
者
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
内
容
に
よ
り
、
そ
の
労
働
契
約
の
本
旨
に
従
つ
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た
契
約
の
履
行
も
異
な
つ
て
く
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
管
理
職
は
、
一
定
の
生

産
組
織
の
中
に
お
い
て
、
そ
の
責
任
が
加
重
さ
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
り
．

人
事
課
長
が
、
上
司
か
ら
従
業
員
一
般
の
原
水
爆
禁
止
運
動
の
職
場
に
お
け
る

状
態
を
聞
か
れ
た
と
き
は
、
そ
の
職
責
つ
ま
り
労
働
契
約
上
、
そ
の
調
査
に
全

面
的
に
協
力
す
る
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
し
か
し
本
件
の
よ
う
に

そ
う
し
た
職
種
、
お
よ
び
管
理
職
と
し
て
の
責
任
の
な
い
人
に
は
、
ま
つ
た
く

右
に
述
べ
た
よ
う
な
義
務
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
労
働
力
給
付
義
務
に
加
え
て
、
第
二
に
は
、
信
義
則
上
労
働
者

に
要
請
さ
れ
る
一
定
の
行
為
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
信
義
則
の
義
務
は
、
主
観
的
で
あ
り
、
具
体
的
で
あ
る
こ
と
を
特
質
と
し
て

お
り
、
一
般
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
信
義
則
で
あ
る
か
を
明
確
に
す
る
こ
と

は
、
き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
た
だ
本
件
の
N
の
よ
う
な
労
働
者
、
つ
ま
り
普

通
の
事
務
職
の
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
右
の
主
観
的
、
具
体
的
要
素
が
、
労
働

者
の
労
働
契
約
履
行
過
程
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い
た
め
、
そ
し
て
会

社
の
組
織
と
経
営
と
が
平
均
的
労
働
者
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
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ど
考
慮
さ
れ
る
余
地
な
く
、
し
た
が
つ
て
本
件
の
場
合
N
に
つ
い
て
信
義
則
上

の
義
務
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
N
の
よ
う
な
労
働
者

は
、
職
場
に
お
い
て
従
来
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
職
務
以
外
に
、
特
殊
な
信
義

則
上
の
義
務
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ず
少
な
い
と
い
え
る
。
こ
の
信
義

則
上
の
労
働
者
に
対
す
る
支
配
の
ほ
か
に
、
第
三
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る

の
は
、
そ
の
労
働
者
の
職
業
の
性
格
上
お
よ
び
職
業
倫
理
上
要
請
さ
れ
る
客
観

的
使
用
者
へ
の
協
力
義
務
で
あ
る
。
た
と
え
ば
医
療
労
働
者
、
海
上
労
働
者
、

芸
術
労
働
者
、
保
安
労
働
者
な
ど
は
、
そ
の
職
務
の
性
質
上
特
殊
な
協
力
義
務

が
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
し
、
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
業
の
労
働
老
が
就
業
し

て
い
る
と
き
、
サ
ー
ビ
ス
業
の
労
働
者
と
し
て
要
請
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
、

単
に
働
く
以
上
の
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
ー
の
要
素
が
義
務
と
し
て
あ
る
と
い
う

ぺ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
職
場
に
お
け
る
「
使
用
者
の
利
益
に
対
す
る

急
迫
し
た
侵
害
に
関
し
て
こ
れ
を
通
知
す
る
義
務
」
が
、
労
働
力
の
給
付
義
務

以
外
に
存
在
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
な
義
務

は
、
か
な
ら
ず
し
も
附
随
義
務
と
い
え
な
い
も
の
が
あ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
、
労
働
者
の
職
場
を
失
う
こ
と
に
対
し
て
は
、
そ
の
こ
と
か
ら
職
場
を
守
る

と
い
う
職
業
倫
理
上
の
第
三
者
も
し
く
は
使
用
者
へ
の
通
知
義
務
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
．
こ
の
場
合
、
か
り
に
明
目
か
ら
職
場
で
働
け
な
い
と
か
、

職
場
に
対
す
る
決
定
的
損
害
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
二
度
と
職
場
が
構
成
で
き

な
い
よ
う
な
明
白
か
つ
さ
し
迫
つ
た
侵
害
に
対
し
て
は
、
そ
の
こ
と
を
知
つ
て

い
る
労
働
者
は
、
職
業
倫
理
上
、
第
三
者
な
り
、
使
用
者
な
り
に
通
知
義
務
が

あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
労
働
契
約
関
係
に
お
い

て
。
き
わ
め
て
稀
れ
な
こ
と
で
あ
ろ
う
．
も
つ
と
も
右
の
よ
う
な
通
知
義
務
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八
　
　
　
（
九
〇
六
）

履
行
に
対
す
る
障
害
事
由
と
し
て
、
民
法
六
一
五
条
や
六
六
〇
条
と
合
せ
て
善

管
注
意
義
務
と
し
て
民
法
六
四
四
条
を
基
礎
と
し
て
理
論
構
成
す
る
見
解
が
あ

　（向

）

る
が
、
こ
の
理
論
構
成
に
よ
る
と
き
、
ま
ず
第
一
に
定
型
化
さ
れ
た
労
働
契
約

の
履
行
過
程
と
細
分
化
し
た
職
種
の
中
に
お
い
て
、
従
来
か
ら
の
善
管
注
意
義

務
を
果
す
べ
き
職
責
は
、
他
に
あ
り
、
す
べ
て
の
労
働
者
に
、
一
律
に
こ
の
よ

う
な
義
務
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
、
善
管
注
意
義
務
の
拡
大
が
、
合

理
性
の
範
囲
を
越
え
、
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
支
配
を
容
認
す
る
結
果
と

な
り
、
労
働
保
護
法
理
論
が
貫
徹
で
き
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
慎
重
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
本
件
に
お
い
て
使
用
者
が
調
査
し
よ
う
と
し
て
い
る
事
実
は
、
就
業
時

間
内
に
お
け
る
F
お
よ
び
K
の
社
会
運
動
で
あ
り
、
こ
れ
が
労
働
契
約
違
反
あ

る
い
は
職
場
秩
序
素
乱
行
為
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
調
査

す
る
職
責
の
者
は
、
人
事
課
そ
の
他
管
理
職
な
ど
他
に
い
る
の
で
あ
つ
て
あ
え

て
N
に
協
力
義
務
を
強
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
に
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
N
の
企
業

内
に
お
け
る
全
人
格
と
全
生
活
と
を
使
用
者
の
支
配
下
に
お
こ
う
と
す
る
誤
謬

を
犯
す
も
の
で
あ
ろ
う
．
こ
の
点
に
関
す
る
原
審
の
判
断
は
、
妥
当
で
あ
る
。

　
三
　
苦
情
処
理
委
員
会
の
機
能
と
判
定
の
効
果

　
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
理
解
の
し
か
た
と
し
て
二
つ
の
流

れ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
．
そ
の
一
つ
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
苦
情
処
理

委
員
会
を
団
体
交
渉
の
一
方
式
と
し
て
考
え
る
考
え
方
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の

考
え
方
は
、
本
件
に
お
け
る
原
審
判
決
の
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
も
団
体
交
渉
そ

の
も
の
と
は
区
別
し
、
仲
裁
手
続
的
制
度
と
し
て
、
従
業
員
の
不
平
、
不
満
を



解
決
し
て
ゆ
く
性
格
の
も
の
と
理
解
す
る
立
場
で
あ
る
。
本
件
の
苦
情
処
理
委

員
会
は
、
後
者
の
理
解
を
し
て
い
る
も
の
で
、
団
体
交
渉
と
は
、
明
ら
か
に
異

な
る
と
理
解
す
る
．
そ
こ
で
第
三
者
性
が
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
く
る

こ
と
に
な
ろ
う
が
、
本
件
の
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
労
働
協
約
に
よ
り
設
定
さ

れ
た
制
度
で
あ
る
が
、
そ
の
判
定
的
機
能
を
要
請
さ
れ
て
い
る
制
度
で
あ
る
こ

と
に
か
わ
り
が
な
い
。
と
こ
ろ
で
本
件
の
苦
情
処
理
委
員
会
に
お
い
て
最
も
疑

問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
に
お
け
る
多
教
関
与
の
原
則
が
貫
徹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
本
件
の
場
合
は
、
二
審
制
で
あ
り
、
使

用
者
側
委
員
に
は
、
処
分
参
画
老
が
、
初
審
、
再
審
と
重
複
し
て
い
る
の
で
あ

る
．
で
ぎ
る
だ
け
多
数
の
人
が
、
関
与
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
苦
情
処
理
委
員
会

の
判
定
の
公
正
を
期
す
べ
き
で
あ
る
と
の
原
則
は
、
そ
こ
に
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ

な
い
．
だ
と
す
れ
ば
、
判
旨
の
よ
う
に
苦
情
処
理
委
員
会
の
判
定
を
、
本
件
判

断
の
最
も
重
要
な
参
考
と
し
、
労
働
契
約
の
本
質
に
か
か
わ
る
職
場
の
問
題
を
、

微
妙
で
あ
る
か
ら
と
い
う
理
由
、
あ
る
い
は
、
讃
責
処
分
に
つ
い
て
明
白
か
つ

重
大
な
違
法
不
当
が
な
く
、
か
つ
苦
情
処
理
手
続
が
著
し
く
不
当
で
あ
つ
て
と

う
て
い
公
正
な
解
決
を
期
待
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
な
か
つ
た
と
い
う
理
由

な
ど
で
す
べ
て
苦
情
処
理
委
員
会
の
判
定
に
全
面
的
に
委
ね
る
と
い
う
判
旨
の

態
度
は
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
。
す
な
わ
ち
本
件
の
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
そ

の
制
度
と
手
続
上
か
ら
、
裁
判
所
の
判
断
を
左
右
し
う
る
程
に
公
正
性
を
保
持

　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

す
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
判
定
の
内
容
に
お
い
て
も
、
一
方
的
に
作
ら
れ
た

職
場
秩
序
の
み
を
考
え
労
使
、
と
り
わ
け
個
々
労
働
者
の
思
想
交
換
を
前
提
と

し
た
職
場
秩
序
に
目
を
覆
う
と
い
う
重
大
な
誤
謬
お
よ
び
一
般
労
働
者
の
調
査

協
力
義
務
を
不
当
に
拡
大
し
て
い
る
重
大
な
ミ
ス
を
犯
し
て
い
る
こ
と
な
ど
か

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

ら
し
て
、
そ
の
公
正
さ
を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
以
上
の
諸
点
を
見
落
し
て

い
る
判
旨
は
、
妥
当
で
は
な
い
。

　
（
1
）
　
川
崎
重
工
業
事
件
、
神
戸
地
裁
、
昭
和
四
一
・
二
丁
二
四
判
決
、
労
民
集
一

　
　
七
巻
六
号
一
四
七
八
頁
以
下
。
同
事
件
、
大
阪
高
裁
昭
和
四
八
・
一
〇
・
二
四
判
決
、

　
　
判
例
時
報
七
三
九
号
一
二
〇
頁
以
下

　
（
2
）
近
藤
富
士
雄
「
企
業
秩
序
違
反
行
為
の
調
査
と
従
業
員
の
協
力
義
務
の
範
囲
・

　
　
限
界
」
労
働
判
例
一
六
六
号
．
二
六
頁
参
照
。
教
授
は
、
「
従
来
ま
つ
た
く
類
例
を

　
　
見
な
か
つ
た
新
し
い
問
題
点
が
提
起
さ
れ
て
お
り
：
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
（
3
）
　
萩
沢
清
彦
コ
、
使
用
者
の
企
業
秩
序
違
反
行
為
調
査
に
対
す
る
労
働
者
の
協

　
　
力
義
務
の
範
囲
、
二
、
弛
聖
貝
処
分
の
付
着
し
な
い
労
働
契
約
上
の
権
利
確
認
の
訴
の

　
　
適
否
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
、
二
九
四
号
、
九
八
頁
引
用
．

　
（
4
）
　
川
崎
製
鉄
事
件
、
神
戸
地
裁
、
昭
和
三
〇
・
六
・
三
判
決
、
労
民
集
六
巻
三
号

　
　
三
〇
七
頁
以
下
。

　
（
5
）
9
串
9
馨
昌
旨
。
實
O
。
p
畦
暮
山
①
⇒
奨
毘
噂
目
冨
募
山
φ
穿
。
騨
⇒
奨
毘
』

　
　
一
も
●
①
9

　
（
6
）
　
岩
田
誠
コ
諮
責
処
分
の
付
着
し
な
い
労
働
契
約
上
の
権
利
確
認
の
訴
え
の
適

　
　
否
、
そ
の
他
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
、
五
五
三
号
、
一
四
七
頁
参
照
．

　
（
7
）
周
・
国
一
ざ
霞
凶
｝
国
●
＞
．
固
ざ
q
昼
、
国
o
名
》
毎
す
暮
一
目
．
≦
o
詩
幹
．
一
〇
〇
9
サ

　
　
蕊
～
や
＝
QQ
’

　
（
8
）
苦
情
処
理
委
員
会
か
ら
畦
び
酵
駐
自
へ
移
行
す
る
ア
メ
リ
カ
の
制
度
、
あ
る

　
　
い
は
、
苦
情
処
理
委
員
会
そ
の
も
の
が
、
最
低
三
段
階
、
本
件
会
社
程
度
の
組
織
と

　
　
規
模
で
あ
る
な
ら
ば
ま
ず
五
な
い
し
六
段
階
程
度
に
分
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
場
合

　
　
と
比
較
し
た
と
ぎ
、
本
件
の
苦
情
処
理
委
員
会
は
、
余
り
に
も
簡
単
で
あ
る
。
し
か

　
　
も
労
使
と
も
委
員
の
一
部
が
初
審
、
再
審
と
も
に
重
複
し
て
い
る
事
実
は
、
そ
の
苦

　
　
情
処
理
委
員
会
の
公
正
性
を
疑
う
に
十
分
で
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿
久
沢
　
亀
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