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事
件

名
古
屋
地
裁
平
成

一
九
年

一
月
二
四
日
判
決

平
成

一
五
年
(
ワ
)
二
九
五
〇
号
､
損
害
賠
償
請
求
事
件

労
働
判
例
九
三
九
号
六

1
員

本
件
は
､
精
神
科
に
通
院
歴
の
あ
る
労
働
者
が
､
人
事
異
動
等
に
よ
り
心
理
的
負
荷
を

受
け
'
う
つ
病
を
憎
悪
さ
せ
た
結
果
自
殺
に
至
っ
た
と
し
て
､
遺
族
が
安
全
配
慮
義
務
違

反
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請
求
し
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡
本
判
決
は
､
人
事
異
動
の
打
診

お
よ
び
説
得
経
緯
と
う
つ
病
増
悪
と
の
間
の
相
当
因
果
関
係
を
肯
定
す
る

1
万
で
､
使
用

者
に
自
殺
と
い
う
結
果
に
つ
い
て
の
予
見
可
能
性
が
な
か
っ
た
と
し
て
､
使
用
者
の
安
全

配
慮
義
務
違
反
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
｡
本
判
決
の
特
徴
は
､
予
見
可
能
性
の
前
提
と

し
て
､
労
働
者
が
う
つ
病
に
り
息
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
､
ま
た
は
､
認
識

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
を
判
断
し
て
い
る
点
に
あ
る
｡
し
か
し
'

一
般
的
に

う
つ
病
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
識
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
-
'
う
つ
病
の
認
識
ま
た
は

認
識
の
可
能
性
を
判
断
基
準
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
あ
る
｡
な
お
'
相
当
因

果
関
係
の
判
断
方
法
や
安
全
配
慮
義
務
の
具
体
的
内
容
如
何
に
つ
い
て
も
興
味
深
い
論
点

が
提
起
さ
れ
て
い
る
｡

㊨
--
一

事
実
の
概
要

原
告
X
ら
は
自
殺
し
た
訴
外
A
の
妻
と
子

で
あ
る
｡
A
は
､
長
年
勤
務
し
て
き
た
訴
外

Z
か
ら
通
信
サ
ー
ビ
ス
業
を
営
む
被
告
Y
に

在
籍
出
向
し
､
そ
の
後
Y
に
転
籍
し
た
者
で

あ
り
､
営
業
本
部
カ
ス
タ
マ
ー
サ
ー
ビ
ス
部

の
担
当
課
長
等
を
歴
任
し
て
い
た
o

A
は
､
平
成
六
年

一
一
月
､
国
立
病
院
精

神
科
を
受
診
し
て
投
薬
を
受
け
､
平
成
七
年

七
月
に
は
､
精
神
科
医
が
開
設
す
る
D
ク
リ

ニ
ッ
ク
を
受
診
し
､
以
後
､
断
続
的
に
通
院

し
て
投
薬
を
受
け
て
い
た
｡

平
成

一
四
年
九
月
､
Y
は
､
保
守
セ
ン
タ

ー
の
後
任
人
事
を
検
討
し
､
A
が
後
任
と
し

て
適
当
で
あ
る
と
の
考
え
を
A
に
伝
え
た
｡

こ
れ
に
対
し
､
A
は
､
保
守
セ
ン
タ
ー
の
業

務
が
そ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ
と
が
な
い
物
流

業
務
で
あ
る
こ
と
､
二
人
分
の
業
務
を

一
人

で
遂
行
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
､
テ
ス

タ
ー
業
務
も
引
き
続
き
担
当
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
さ
ら
に
負
担
が
重
く
な
る
こ
と
､
通
勤

時
問
が
長
く
な
る
こ
と
を
理
由
に
､
後
任
と

な
る
こ
と
を
拒
絶
し
た
｡
上
司
ら
は
､
三
回

程
度
の
面
談
を
実
施
し
t
A
に
は
保
守
業
務

の
経
験
が
あ
る
こ
と
､
同
じ
技
術
サ
ポ
ー
ト
'<誉

グ
ル
ー
プ
内
で
の
業
務
で
あ
る
こ
と
､
佐
屋

保
守
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
業
務
量
が
従
前
よ

り
も
減
少
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
説

明
し
､
ま
た
､
通
勤
時
間
に
つ
い
て
も
合
理

的
な
通
勤
経
路
を
提
案
す
る
な
ど
し
て
説
得

を
試
み
た
｡

説
得
の
過
程
に
お
い
て
､
A
は
態
度
を
硬

化
さ
せ
て
､
｢
自
分
を
辞
め
さ
せ
た
い
の

か
｡
｣
と
強
い
調
子
で
言

っ
た
｡
こ
れ
に
対

し
て
'
上
司
は
､
本
件
異
動
を
拒
み
続
け
る

A
の
態
度
に
あ
き
れ
果
て
､
｢
勝
手
に
し
た

ら
い
い
で
は
な
い
で
す
か
｡
｣
と
述
べ
た
｡

ま
た
､
再
三
に
わ
た
る
説
明
に
も
か
か
わ
ら

ず
'
A
が

｢保
守
セ
ン
タ
ー
で
や
っ
て
い
-

自
信
が
な
い
｡｣
と
言
っ
た
た
め
'
上
司
は
､

｢
A
さ
ん
､
甘
え

て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
｡
｣

と
強
い
調
子
で
言
っ
た
｡
A
は
､
妻
X
に
対

し
'
｢会
社
で
異
動
に
伴
う
業
務
の
件
で
頭

に
き
た
｡
嫌
な
ら
や
め
ろ
と
の
暴
言
を
受
け

た
-
｣
と
携
帯
メ
ー
ル
を
送
っ
た
｡

A
は
､
上
司
ら
に
対
し
､
本
件
異
動
を
承
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知
し
た
旨
を
明
言
し
た
こ
と
は
な
か

っ
た

が
'
平
成

一
四
年

一
二
月
二
日
か
ら
､
保
守

セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
正
式
に
勤
務
す
る
こ
と

に
な

っ
た

(
以
下

｢
本
件
異
動
｣
と
い

う
｡)
｡
正
式
勤
務
か
ら
五
日
後
､
A
は
､
自

宅
に
お
い
て
､
自
ら
首
を
つ
っ
て
窒
息
に
よ

り
死
亡
し
た
｡

そ
こ
で
､
X
ら
は
'
Y
に
対
し
､
A
は
長

時
間
労
働
等

の
過
重
業
務
と
新
規
業
務
に
従

事
し
た
こ
と
に
よ
る
心
理
的
負
荷
を
受
け
た

た
め
に
う
つ
病
を
発
症
し
､
そ
の
後
の
異
動

の
強
行
等
に
よ
り
う
つ
病
を
悪
化
さ
せ
た
と

し
て
､
安
全
配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
損

害
賠
償
請
求
等
を
求
め
て
提
訴
し
た
｡

尊

判
旨

請
求
棄
却

1

A
の
う
つ
病
り
息
の
有
無
等
に
つ
い

て

｢
A
は
､
平
成
六
年

一
一
月
こ
ろ
に
う
つ

病
に
り
患
し
､
そ
の
症
状
の
程
度
は
､
ド
グ

マ
チ
ド

ル
の
処
方
が
な
い
場
合
に
､
日
常
生

活
を
続
け
る
こ
と
に
幾
分
か
の
困
難
を
生
じ

る
程
度
で
あ
り
､
そ
の
後
'
抑
う
つ
状
態
が

残
る
部
分
寛
解
に
至
り
､
平
成
七
年
七
月
こ

ろ
以
降
は
､
D
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
お
け
る
各
受

診
期
間
に
お
い
て
､
お
お
む
ね
､
抗
う
つ
剤

の
処
方
が
な
い
場
合
に
､
日
常
生
活
を
続
け

る
こ
と
に
幾
分
か
の
困
難
を
生
じ
る
程
度
の

う
つ
病
の
症
状
を
口三
し
･･･'
メ
イ
ラ
ッ
ク
ス

の
効
果
に
よ
り
日
常
生
活
を
支
障
な
-
送
れ

る
程
度
の
抑
う
つ
状
態
が
残
存
す
る
部
分
寛

解
の
程
度
に
あ
っ
た
も
の
と
い
え
る
｡
｣

二

A
の
担
当
業
務
と
本
件
自
殺
と

の
間

の
相
当
因
果
関
係
に
つ
い
て

｢
x
ら
ほ
､
相
当
因
果
関
係
の
判
断
に
際

し
て
の
業
務
の
過
重
性
は
'
当
該
労
働
者
を

基
準
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
旨
を
主
張
す
る

が
､
か
か
る
考
え
方
に
立
っ
て
業
務
の
過
重

性
を
検
討
す
る
こ
と
は
､
結
果
責
任
に
つ
な

が
り
か
ね
ず
妥
当
で
は
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'
業
務
の
過
重
性
を
検
討
す

る
に
際
し
て
は
､
当
該
労
働
者
が
置
か
れ
た

個
別
具
体
的
事
情
を
碁
に
当
該
業
務
が
社
会

通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
る
過
剰
な

業
務
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
べ
き
で

あ
る
｡
｣

出
向
か
ら
平
成
六
年

一
一
月
頃
ま
で
の
業

務
､
及
び
､
平
成
六
年

一
二
月
頃
か
ら
平
成

一
四
年

1
一
月
頃
ま
で
の
業
務
に
つ
い
て

は
､
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え

る
過
剰
な
業
務
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ず
､
ま

た
へ
心
理
的
負
荷
の
程
度
は
強
い
も
の
で
あ

っ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
｡

し
か
し
､
本
件
異
動
に
つ
い
て
は
､
｢
A

を
退
職
に
追
い
込
む
意
図
の
下
に
な
さ
れ
た

こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
が
､
A
は
､
本
件
異

動
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
否
定
的
に
と

ら
え
た
上
'
平
成

一
四
年

二

月
当
時
'
抗

う
つ
剤
の
処
方
が
な
い
場
合
に
､
日
常
生
活

を
続
け
る
こ
と
に
幾
分
か
の
困
難
を
生
じ
る

程
度
の
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
た
た
め
､
本

件
異
動
の
説
得
経
緯
及
び
最
終
的
に
本
件
異

動
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
強
い
心
理

的
負
荷
を
受
け
､
う
つ
病
を
増
悪
さ
せ
た
も

の
と
い
え
る
｡
し
た
が
っ
て
､
本
件
異
動
の

打
診
及
び
説
得
経
緯
と
A
の
う
つ
病
増
悪
と

の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
と
い
え

る
｡｣

三

Y
の
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
有
無
に

つ
い
て

｢
l
般
に
'
使
用
者
は
'
そ
の
雇
用
す
る

労
働
者
に
対
し
'
当
該
労
働
者
に
従
事
さ
せ

る
業
務
を
定
め
て
こ
れ
を
管
理
す
る
に
際

し
､
業
務
の
遂
行
に
伴
う
疲
労
や
心
理
的
負

荷
が
過
度
に
蓄
積
し
て
労
働
者
の
心
身
の
健

康
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
注
意
す
べ

き
義
務

(安
全
配
慮
義
務
)
を
負
う
｡
そ
し

て
､
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
､
異
動
を
命

じ
る
場
合
に
も
､
使
用
者
に
お
い
て
､
労
働

者
の
精
神
状
態
や
異
動
の
と
ら
え
方
等
か

ら
､
異
動
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者

の
心
身
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
が
予
見
で
き

る
場
合
に
は
､
異
動
を
説
得
す
る
に
際
し

て
､
労
働
者
が
異
動
に
対
し
て
有
す
る
不
安

や
疑
問
を
取
り
除
-
よ
う
に
努
め
､
そ
れ
で

も
な
お
労
働
者
が
異
動
を
拒
絶
す
る
態
度
を

示
し
た
場
合
に
は
､
異
動
命
令
を
撤
回
す
る

こ
と
も
考
慮
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
い
え

る
｡｣｢

本
件
異
動
の
説
得
状
況
は
､
う
つ
病
な

ど
の
精
神
疾
患
に
り
思
し
て
お
ら
ず
､
通
常

の
精
神
状
態
に
あ
る
者
に
対
す
る
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
ば
､
当
該
労
働
者
の
精
神
状
態
を

著
し
-
害
し
て
自
殺
等
の
結
果
に
至
る
こ
と

を
予
見
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
と
ま

で
は
い
え
な
い
｡
｣

｢
し
た
が

っ
て
'
詰
ま
る
と
こ
ろ
t
Y

は
'
本
件
異
動
の
打
診
を
し
た
当
時
'
A
が

う
つ
病

(若
し
-
は
自
殺
を
惹
起
す
る
可
能

性
の
あ
る
そ
の
他
の
精
神
疾
患
)
に
り
息
し

て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
､
又
は
'

認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
前

提
に
し
な
け
れ
ば
､
本
件
異
動
命
令
や
本
件

異
動
の
説
得
状
況
に
よ
り
､
A
が
う
つ
病
を

悪
化
さ
せ
て
自
殺
に
至
る
と
い
う
結
果
に
つ

い
て
予
見
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と

い
え
る
｡
L

A
及
び
Ⅹ
ら
は
､
本
件
出
向
後
か
ら
本
件

白
殺
ま
で
の
間
に
t
Y
に
対
し
て
､
A
が
う

つ
病
に
り
患
し
て
い
る
こ
と
は
も
と
よ
り
､

A
が
D
ク
リ
ニ
ッ
ク
等
に
通
院
し
て
い
た
こ

と
の
報
告
を
し
て
い
な
い
こ
と
､
A
が
職
場

に
お
い
て
'
特
に
異
常
な
言
動
を
見
せ
る
こ

と
は
な
か
っ
た
こ
と
t
A
が
､
出
勤
予
定
日

の
朝
に
な
っ
て
､
突
発
的
に
欠
勤
を
申
し
出

た
こ
と
が
年
に
三
回
程
度
あ
っ
た
が
､
こ
の

程
度
の
突
発
的
な
欠
勤
で
は
'
通
常
の
体
調

不
良
に
よ
る
欠
勤
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ

る
｡
｢
以
上
か
ら
す
れ
ば
､
Y
は
､
本
件
異

動
の
当
時
t
A
が
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
た

こ
と
を
認
識
し
て
い
た
と
は
い
え
ず
'
ま

た
､
こ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
｡
｣
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究

l

本
判
決
の
意
義

本
件
は
､
人
事
異
動
等
に
よ
り
心
理
的
負

荷
を
受
け
､
う
つ
病
を
憎
悪
さ
せ
た
こ
と
に

よ
り
自
殺
に
至
っ
た
と
し
て
'
遺
族
が
安
全

配
慮
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
損
害
賠
償
を
請

求
し
た
事
例
で
あ
る
｡
本
判
決
は
､
A
が
部

分
寛
解
の
程
度
に
あ

っ
た
こ
と
を
認
定
し

(判
旨

こ
､
ま
た
､
人
事
異
動
の
打
診
お
よ

び
説
得
経
緯
と
う
つ
病
増
悪
と
の
間
の
相
当

因
果
関
係
を
肯
定
し
た
も

の
の

(
判
旨

二
)
､
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
る
こ
と
を
認

識
も
し
-
は
認
識
で
き
た
可
能
性
が
な
か
っ

た
と
し
て
使
用
者
の
予
見
可
能
性
を
否
定
し

(判
旨
三
)
､
結
論
と
し
て
使
用
者
の
安
全
配

慮
義
務
違
反
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
｡
長

時
間
労
働
な
ど
の
過
重
業
務
に
よ
っ
て
う
つ

病
を
発
症
し
て
自
殺
し
た
ケ
ー
ス
と
は
異
な

り
'
本
件
の
事
案
の
特
殊
性
は
'
本
件
A
が

健
康
状
態
の
悪
化
を
隠
し
た
ま
ま
業
務
に
従

事
し
て
き
た
者
で
あ
り
t
か
つ
､
心
理
的
負

荷
に
よ
り
う
つ
病
を
憎
悪
さ
せ
て
自
殺
し
て

い
る
点
に
あ
る
｡
本
判
決
は
､
心
理
的
負
荷

に
よ
っ
て
う
つ
病
自
殺
し
た
ケ
ー
ス
に
関
す

る
事
例
判
決
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
と
同
時

に
'
実
務
上
も
注
目
す
べ
き
判
決
と
い
え

る
｡

二

業
務
と
自
殺
と
の
間
の
因
果
関
係

判
旨
二
は
'
業
務
の
過
重
性
の
判
断
に
際

し
て
は
､
当
該
労
働
者
を
基
準
に
考
え
る
の

で
は
な
-
'
当
該
労
働
者
が
置
か
れ
た
個
別

具
体
的
事
情
を
基
に
当
該
業
務
が
社
会
通
念

上
許
容
さ
れ
る
範
囲
を
超
え
る
過
剰
な
業
務

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
か
ら
判
断
し
て
い
る
｡

過
労
自
殺
に
関
す
る
労
災
認
定
基
準
は
､

｢
本
人
が
そ
の
心
理
的
負
荷
の
原
因
と
な

っ

た
出
来
事
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
か
で

は
な
-
'
多
-
の
人
々
が

1
般
的
に
は
ど
う

受
け
止
め
る
か
と
い
う
客
観
的
な
基
準
に
よ

っ
て
評
価
す
る
必
要
が
あ
る
｣

と
指
摘
し
て

1-■

い
る
｡
こ
の
労
災
認
定
基
準
が

民
事
上
の
損

害
賠
償
請
求
の
事
案
に
直
接
適
用
さ
れ
る
わ

け
で
は
な
い
が
､
裁
判
例
に
は
'
心
理
的
負

荷
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
労
災
認
定
基
準

を
参
考
に
し
て
客
観
的
に
判
断
す
る
も
の
が

あ
り

(
ア
テ
ス
ト

(
ニ
コ
ン
熊
谷
製
作
所
)

事
件

･
東
京
地
判
平

1
七

二
二
二
二
二
万
判

八
九
四
号
二

一
貫
)
､
本
件
の
判
断
枠
組
み

は
こ
れ
ま
で
の
裁
判
例
の
傾
向
に
沿
う
も
の

と
い
え
る
｡

た
し
か
に
'
ス
ト
レ
ス
に
対
す
る
耐
性
に

は
個
人
差
が
あ
る
と
は
い
え
､
業
務
の
過
重

性
に
つ
い
て
当
該
労
働
者
を
基
準
と
す
る
の

は
結
果
責
任
と
な
り
う
る
も
の
で
妥
当
で
は

な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
､
個
別
具
体
的
な
事
情
を

基
に
社
会
通
念
上
許
容
さ
れ
る
範
囲
か
否
か

を
考
え
る
と
い
う
本
判
決
の
論
理
は
妥
当
で

あ
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
基
準
は
､
労
働
者
が

う
つ
病
に
り
患
し
て
い
な
い
段
階
に
お
い
て

妥
当
す
る
も
の
で
あ
り
､
う
つ
病
に
り
患
し

た
段
階
で
は
､
う
つ
病
に
り
患
し
た
こ
と
を

前
提
に
業
務
の
過
重
性
を
判
断
す
る
こ
と
に

な
る

(積
善
会

(十
全
総
合
病
院
)
事
件

｡

大
阪
地
判
平

一
九

｡
五

二

一八
労
判
九
四
二

号
二
五
貫
)
0

続
い
て
､
本
判
決
は
､
本
件
異
動
の
説
得

経
緯
と
A
の
う
つ
病
の
増
悪
と
の
間
に
相
当

因
果
関
係
を
認
め
て
い
る
｡
職
種
の
変
更
､

仕
事
の
内
容
の
大
き
な
変
化
は
､
前
述
の
労

災
認
定
基
準
に
お
い
て
も
心
理
的
負
荷
の

一

つ
の
要
因
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

本
判
決
は
t
A
が
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
た

こ
と
を
前
提
に
し
て
相
当
因
果
関
係
を
判
断

し
て
お
り
､
妥
当
な
も
の
と
い
え
よ
う
｡

三

安
全
配
慮
義
務
違
反

判
旨
三
は
､
異
動
を
命
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
労
働
者
の
心
身
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
が

予
見
で
き
る
場
合
に
は
､
異
動
を
説
得
す
る

に
際
し
て
､
労
働
者
が
異
動
に
対
し
て
有
す

る
不
安
や
疑
問
を
取
り
除
-
よ
う
に
努
め
､

そ
れ
で
も
な
お
労
働
者
が
異
動
を
拒
絶
す
る

態
度
を
示
し
た
場
合
に
は
､
異
動
命
令
を
撤

回
す
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と

し
て
い
る
｡

裁
判
例
で
は
､
使
用
者
が
労
働
者
の
健
康

状
態
の
悪
化
を
知

っ
た
場
合
に
は
､
出
向
先

の
会
社
に
勤
務
状
況
を
確
認
し
､
出
向
の
取

り
止
め
や
休
暇
取
得
や
医
師
の
受
診
の
勧
奨

な
ど
の
措
置
を
と
る
べ
き
注
意
義
務

(
A
鉄

道

(B
工
業
C
工
場
)
事
件

｡
広
島
地
判
平

l
六
二
二
｡
九
労
判
八
七
五
号
五
〇
貢
)
､

人
事
異
動
の
妥
当
性
に
つ
い
て
的
確

に
把
握

す
る
べ
き
義
務

(社
会
保
険
庁

(う
つ
病
自

殺
)
事
件

｡
甲
府
地
判
平

一
七

｡
九

二

一七

労
判
九
〇
四
号
四

l
頁
)
､
労
働
者
の
健
康

状
態
が

さ
ら
に
悪
化
す
る
こ
と
を
防
止
す
べ

き
義
務

(
み
ず
ほ
ト
ラ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
ズ

(う
つ
病
自
殺
)
事
件

｡
東
京
地
八
王
子
支

判
平

1
八

二

〇
二

二〇
労
判
九
三
四
号
四

六
貢
)
な
ど
が
認
め

ら
れ
て
い
る
が
､
人
事

異
動
に
関
す
る
安
全
配
慮
義
務
の
具
体
的
内

容
ま
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡

本
判
決
は
､
心
身
の
健
康
を
損
な
う
こ
と
が

予
見
で
き
る
場
合
に
は
､
異
動
命
令
を
撤
回

す
る
こ
と
も
考
慮
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
し

て
お
り
'
こ
う
し
た
事
例
に
お
け
る
先
例
的

価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
｡

本
件
の
結
論
を
分
け
た
の
は
､
使
用
者
の

予
見
可
能
性
に
関
す
る
判
断
で
あ
る
｡
こ
の

点
が
最
大
の
論
点
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
'
本

判
決
は
､
A
が
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
る
こ

と
を
認
識
し
て
い
た
か
､
ま
た
は
､
認
識
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し

な
け
れ
ば
'
A
が
自
殺
に
至
る
と
い
う
結
果

に
つ
い
て
予
見
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し

た
う
え
で
､
結
論
と
し
て
､
Y
は
､
A
の
う

つ
病
り
息
に
関
し
て
認
識
し
て
お
ら
ず
､
認

識
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
で
き
な
い
と
判
断
し
て
い
る
｡

安
全
配
慮
義
務
の
履
行
を
期
待
し
う
る
前
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按
と
し
て
､
使
用
者
に
予
見
可
能
性
が
あ
る

か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
が
､
裁
判
例
の
傾

向
は
概
ね
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
｡
ま

ず
､
使
用
者
が
現
に
心
身
の
健
康
状
態
を
悪

化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
'

あ
る
い
は
､
健
康
状
態
の
悪
化
を
容
易
に
認

識
し
得
た
場
合
に
は
予
見
可
能
性
が
肯
定
さ

れ
て
い
る
｡
た
と
え
ば
､
前
掲

｡
ア
テ
ス
ト

(
ニ
コ
ン
熊
谷
製
作
所
)
事
件
は
､
｢死
亡
に

つ
い
て
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
る
以
上
､

労
働
者
の
健
康
状
態
の
悪
化
を
認
識
し
て
い

た
か
'
あ
る
い
は
､
そ
れ
を
認
識
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
て
も
､
そ
の
健
康
状
態
の
悪
化

を
容
易
に
認
識
し
得
た
と
い
う
よ
う
な
場
合

に
は
'
結
果
の
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
て
よ

い
と
解
す
る
｣

と
し
た
う
え
で
､
健
康
状
態

の
悪
化
を
容
易

に
認
識
す
る
こ
と
は
可
能
で

あ
っ
た
と
し
て
予
見
可
能
性
を
肯
定
し
て
い

る
｡
ま
た
'
所
長
と
い
う
費
任
あ
る
立
場
に

あ
る
労
働
者
が
業
務
の
悩
み
に
つ
い
て
繰
り

返
し
警

一己
し
て
い
た
場
合

(
み
-
ま
の
農
協

(新
宮
農
協
)
事
件

｡
和
歌
山
地
判
平

l
四

二

二

一
九
労
判
八
二
六
号
六
七
貢
)
､
意

味
不
明
の
発
言
を
し
て
い
た
場
合

(
ス
ズ
キ

(
う
つ
病
自
殺
)
事
件

｡
静
岡
地
浜
松
支
判

平

一
八

｡
一
〇

二
二
〇
労
判
九
二
七
号
五

質
)
､
不
眠
状

態
に
あ

る
こ
と
や
自
信
喪
失

と
窺
え
る
訴
え
を
し
て
い
た
場
合

(
エ
ー
ジ

-
フ
ー
ズ
事
件

こ
尿
都
地
判
平

一
七

二
二
｡

二
五
労
判
八
九
三
号

一
八
頁
)
に
も
予
見
可

能
性
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
O

こ
れ
に
対
し
､
通
常
の
業
務
を
支
障
な
-

遂
行
し
て
お
り
､
遅
刻
や
無
断
欠
勤
も
な

-
､
自
殺
等
の
不
測
の
事
態
が
生
じ
う
る
具

体
的
危
険
性
ま
で
認
識
し
得
る
状
況
で
は
な

か
っ
た
場
合

(
日
赤
益
田
赤
十
字
病
院
事
件

｡
広
島
地
判
平

1
五

二
二
二

1五
労
判
八
五

〇
号
六
四
貢
)
'
多
少
元
気
が
.な
か
っ
た
程

度
で
特
段
の
異
常
行
動
が
な
か

っ
た
場
合

(
前
掲

｡
A
鉄
道

(
B
工
業
C
工
場
)
事

件
)
'
精
神
状
態
が
極
め
て
悪
化
す
る
な
ど
､

自
殺
の
可
能
性
を
予
見
で
き
る
様
子
を
示
し

た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
場
合

(1
R
西
日
本

尼
崎
電
車
区
事
件

｡
大
阪
高
判
平

l
八

｡
一

1
二

一四
労
判
九
三

一
号
五

一
頁
)
に
は
予

見
可

能
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
｡

他
方
､
予
見
可
能
性
の
判
断
に
お
い
て
'

労
働
者
の
健
康
を
害
す
る
よ
う
な
過
重
な
業

務
実
態
に
つ
い
て
の
認
識
ま
た
は
認
識
可
能

性
を
考
慮
す
る
も
の
も
あ
る
｡
裁
判
例
は
､

長
時
間
労
働
お
よ
び
過
重
な
業
務
の
実
態
を

知
り
え
た
こ
と

(前
掲

｡
エ
ー
ジ
-
フ
ー
ズ

事
件
)
､
過
重
な
勤
務
状
態
が
健
康
状
態
の

悪
化
を
招
-
こ
と
を
容
易
に
認
識
し
え
た
こ

と

(山
田
製
作
所

(う
つ
病
自
殺
)
事
件

｡

福
岡
高
判
平

一
九

二

〇

二

一五
労
判
九
五

五
号
五
九
頁
)
を
予
見

可
能
性
の
考
慮
要
素

と
し
て
い
る
｡

労
働
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
抵
触
す
る
健

康
情
報
の
調
査
は
ど
う
か
｡
裁
判
例
で
は
､

家
族
に
商
談
し
て
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
に
わ
た
る

生
活
状
況
全
般
に
つ
い
て
事
情
を
聴
取
す
べ

き
で
あ

っ
た
と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
ず

(前
掲

｡
日
赤
益
田
赤
十
字
病
院
事
件
)
､
診

断
の
受
診
を
義
務
づ
け
る
こ
と
は
プ
ラ
イ
バ

シ
ー
侵
害
の
お
そ
れ
が
大
き
い

(富
士
電
機

E
&
C
事
件

･
名
古
屋
地
判
平

l
八

二

･

1
八
労
判
九

l
八
号
六
五
頁
)
と
判
断
さ
れ

て
い
る
｡

本
判
決
が
う
つ
病
の
認
識
ま
た
は
認
識
の

可
能
性
を
判
断
基
準
と
し
た
の
は
､
本
件
異

動
の
説
得
状
況
が
､
通
常
の
精
神
状
態
に
あ

る
者
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
､
精

神
状
態
を
著
し
く
害
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

ま
で
は
い
え
な
い
と
評
価
し
た
こ
と
に
基
づ

-
｡
し
か
し
､
う
つ
病
に
り
患
し
て
い
る
者

は
､
偏
見
や
キ
ャ
リ
ア
へ
の
悪
影
響
を
恐
れ

て
､
そ
の
病
状
を
他
人
に
知
ら
れ
な
い
よ
う

に
行
動
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
｡
ま
た
'
使

用
者
が
う
つ
病
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
識
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
'
医
師
で
あ

っ
て

も
､
う
つ
病
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
識
す
る

(2)

こ
と
は
容
易
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
｡

そ
れ
ゆ
え
､
う
つ
病
の
認
識
ま
た
は
認
識
の

可
能
性
を
要
求
す
る
と
､
異
常
な
行
動
が
な

い
限
り
は
予
見
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
る
｡
ま
た
'
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て

無
関
心
な
対
応
を
す
る
ほ
ど
､
安
全
配
慮
義

務
違
反
が
否
定
さ
れ
る
結
果
と
な
り
か
ね
な

い
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
､
う
つ
病
の
認

識
ま
た
は
認
識
の
可
能
性
を
問
う
こ
と
は
､

判
断
基
準
と
し
て
適
切
と
は
思
わ
れ
な
い
｡

本
件
で
は
'
本
件
異
動
の
説
得
状
況
と
う

つ
病
の
憎
悪
に
つ
い
て
相
当
因
果
関
係
が
認

め
ら
れ
､
業
務
起
因
性
が
認
め
ら
れ
る
以

上
､
使
用
者
が
現
に
心
身
の
健
康
状
態
を
悪

化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
､

あ
る
い
は
､
健
康
状
態
の
悪
化
を
容
易
に
認

識
し
得
た
か
ど
う
か
を
基
準
と
す
る
こ
と
が

(3)

妥
当
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
本
件
の
場
合
､
Y

が
A
の
健
康
状
態
の
悪
化
を
認
識
し
得
た
事

情
は
認
定
さ
れ
て
お
ら
ず
'
本
判
決
の
事
実

認
定
を
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