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本
稿
の
手
法

仲
裁
過
程
の
〈
位
相
的
構
造
〉

公
式
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へ
の
移
行
と
退
出

尋
問
過
程
の
特
質

仲
裁
の
相
互
作
用
的
構
成

問

題

設

定



問題設定

社
会
学
的
秩
序
は
、
決
し
て
相
互
行
為
の
規
則
的
様
相
を
「
あ
り
の
ま
ま
に
」
写
し
取
っ
て
い
る
も
の
で
も
、

よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

で
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
。
相
互
行
為
者
は
、

す
る
場
合
に
は
、
必
ず
、

そ
の
社
会
的
相
互
作
用
過
程
に
は
社
会
学
的
秩
序
が
含
ま
れ
て
い
る
、

で
行
わ
れ
た
あ
る
労
働
仲
裁
過
程
を
取
り
上
げ
て
、

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

社
会
的
相
互
作
用
過
程
に
含
ま
れ
る
、
規
則
的
な
、
ま
た
は
、
秩
序
だ
っ
た
様
相
の
う
ち
、
「
社
会
学
的
秩
序
」
と
は
、
つ
ぎ
の
も
の

を
指
す
こ
と
に
す
る
。
社
会
的
相
互
作
用
過
程
を
構
成
す
る
主
た
る
要
素
は
複
数
の
人
間
の
通
常
の
諸
行
動
で
あ
る
が
、
こ
の
人
問
の

通
常
の
行
動
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
通
常
は
、
自
己
の
行
動
の
条
件
と
し
て
の
他
者
の
行
動
か
ら
く
る
影
響
力
を
考
慮
に
い
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
通
常
の
考
慮
を
含
む
諸
行
動
か
ら
、
秩
序
あ
る
組
織
的
性
格
を
も
つ
相
互
行
為
の
型
が
生
み
出
さ
れ
て
、

相
互
作
用
の
な
か
で
行
為
者
に
よ
っ
て
実
践
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
、
そ
れ
を
社
会
学
的
秩
序
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
実

践
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
と
は
、
概
略
的
に
い
っ
て
、
そ
の
秩
序
あ
る
様
相
が
、
相
互
行
為
者
に
よ
っ
て
、
特
定
の
実
践
的
問
題
解

決
の
必
要
に
照
し
で
、
注
意
を
向
け
ら
れ
、

会
学
的
秩
序
を
実
践
的
に
用
い
る
こ
と
に
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
ら
ゆ
る
行
動
を
「
社
会
学
的
秩
序
の
実
践
」
と
よ
ぼ
う
。

社
会
学
的
秩
序
は
、
社
会
的
相
互
作
用
過
程
を
、
そ
の
相
互
行
為
者
に
対
し
て
自
然
に
「
意
味
の
分
か
る
」
も
の
ご
と
と
す
る
う
え

あ
る
社
会
的
相
互
作
用
が
存
在
す
る
場
合
、

問

題

設

定

つ
ま
り
複
数
の
人
々
が
互
い
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
可
能
な
ほ
ど
に
近
接
し
て
活
動

と
考
え
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

そ
こ
に
含
ま
れ
る
社
会
学
的
秩
序
の
い
く
つ
か
の
側
面
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と

あ
る
い
は
、
自
明
の
事
実
と
み
な
さ
れ
て
注
意
を
払
わ
れ
な
い
こ
と
を
い
う
。
ま
た
、
社

こ
の
相
互
行
為
の
パ
タ
ー
ン
に
照
し
て
、
自
己
の
行
為
を
計
面
し
、
解
釈
し
、
反
省
し

そ
れ
を
く
ま
な
く
規
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は
‘
ホ
ノ
ル
ル
で
活
動
し
て
い
る
著
名
な
日
系
人
弁
護
士
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
仲
裁
人
協
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
仲
裁
は
r

以
下
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
労
慟
仲
裁
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、

本
稿
で
は
、

律
し
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
科
学
的
な
見
地
か
ら
す
る
予
測
の
甚
礎
に
は
な
ら
な
い
。

特
定
の
社
会
学
的
秩
序
が
「
実
践
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
」
度
合
い
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
少
数
の
ひ
と
ぴ
と
に
し
か
用
い
ら
れ
て

い
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
多
く
の
ひ
と
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
秩
序
も
あ
る
。
稀
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
秩
序
も
あ
る
し
、
頻
繁

に
活
用
さ
れ
る
秩
序
も
あ
る
。
社
会
学
的
秩
序
自
身
が
安
定
し
て
い
る
度
合
い
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。

仲
裁
手
続
は
、
仲
裁
人
、
当
事
者
、
代
理
人
、
証
人
ら
の
近
接
し
た
活
動
か
ら
な
る
の
で
、

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、

の
か
、

そ
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
社
会
学
的
秩
序
が
生
じ
て
お
り
、

を
問
題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

‘,'‘ 

＂ 
虹
互
行
為
を
安
定
さ
せ
る
効
果
を
も
つ
も
の
で
さ
え
な
い
。

村

・

儘序秩的学会社の裁仲働労

ま
な
く
、

'
k
 

本
稿
の
手
法

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ハ
ワ
イ
州
で
一
九
八
三
年
に
行
わ
れ
た
。
仲
裁
人

さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
社
会
的
相
互
作
用
過
程
も
、

よ
り
大
き
く
複
合
的
な
社
会
の
な
か
に
く
み
こ
ま
れ
て
あ
る
も
の
だ
と
す
る
と
、
前
者
の
組
織
性
な
い
し
秩
序
が
よ
り
大
き

な
社
会
の
組
織
性
や
秩
序
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。

一
個
の
具
体
的
な
仲
裁
過
程
を
以
上
の
よ
う
な
角
度
か
ら
取
り
上
げ
て
、

く
つ
か
の
側
面
を
あ
き
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
た
い
と
思
う
。

諸
島
の
―
つ
の
島
に
あ
る
ホ
テ
ル
の
一
室
で
三
時
間
あ
ま
り
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
た
。

ハ
ワ
イ

そ
れ
は
、
長
期
的
に
相

そ
れ
は
一
個
の
社
会
的
相
互
作
用
過
程

ま
た
実
践
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る

そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
社
会
学
的
秩
序
の
い

わ
た
く
し
は
、
仲
裁
人
の
許
可
を
え
て
、
手
続
に
同
席
す
る
と
と
も
に
そ
の
間
テ
ー
プ
レ
コ
ー
ダ
に
よ
る
記
録
を
行
う
こ
と
が
で
き
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本稿の手法

た
。
ま
た
、
仲
裁
手
続
後
、
仲
裁
人
と
労
働
側
弁
護
士
に
対
し
て
簡
単
な
質
問
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
仲
裁
手
続
は
英
語
で
行
わ
れ
た
の
で
、

か
ら
八
六
年
に
か
け
て
わ
た
く
し
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
ロ
ス
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
校
に
滞
在
し
た
際
、

で
あ
っ
た
フ
ラ
ン
ク
・
ベ
ネ
ッ
ト
・
ジ
ュ
ニ
ア
氏
（
現
在
ロ
ン
ド
ン
大
学
東
洋
ア
フ
リ
カ
研
究
所
講
師
）
に
特
に
依
頼
し
て
逐
語
的
に
反
訳

し
て
も
ら
っ
た
。

さ
ら
に
、
分
析
上
必
要
な
詳
し
さ
を
得
る
た
め
に
、

に
が
い
か
に
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、

こ
の
仲
裁
の
過
程
内
で
の
言
語
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
や
や
詳
し
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

(
1
)
 

を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、

な
お
以
下
の
分
析
は
、

そ
の
場
で
十
分
に
理
解
で
き
る
も
の
と
は
い
え
な
か
っ
た
。

テ
ー
プ
は
、

そ
の
当
時
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
学
生

わ
た
く
し
自
身
が
テ
ー
プ
を
聞
い
て
、
補
充
を
行
っ
た
。

そ
の
場
面
で
な

(
2
)
 

こ
の
労
働
仲
裁
の
過
程
で
参
与
者
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る
「
会
話
」
の
過
程
に
分
析
を
向
け
、

そ
の
会
話

の
過
程
で
は
、
あ
る
組
織
性
が
実
践
的
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
そ
の
組
織
性
は
、
労
働
仲
裁
と
い
う
一
連
の
会
話
の
シ
ス
テ

ム
が
よ
り
複
合
的
な
社
会
の
水
準
で
の
組
織
性
を
達
成
す
る
た
め
に
不
可
欠
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
の
で

あ
る
特
定
の
事
例
の
理
解
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
り
、

批
判
し
た
り
す
る
と
い
う
実
践
的
な
目
的
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。

そ
の
理
解
を
仲
裁
手
続
と
い
う
法
律
学
的
ま
た
は
社
会

学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
一
般
に
た
だ
ち
に
拡
大
す
る
と
い
う
意
図
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
以
下
の
分
析
は
、
．
仲
裁
を
改
善
し
た
り
、

そ
れ
は
、
「
科
学
的
」
な
視
角
か
ら
の
予
測
や
統
制
の
た

め
に
使
用
さ
れ
る
「
社
会
法
則
」
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
の
か
わ
り
に
、
分
析
の
意
図
は
、

さ
き
に
定
義
し
て
お

い
た
意
味
で
の
社
会
学
的
秩
序
を
い
く
ら
か
で
も
あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
―
つ
の

社
会
的
相
互
作
用
過
程
が
、
〈
相
互
行
為
者
の
視
角
か
ら
〉
ど
の
よ
う
に
予
測
さ
れ
統
制
さ
れ
て
い
る
か
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
。

（1
)•

本
研
究
の
出
発
点
は
、
相
互
作
用
場
面
に
内
在
す
る
自
然
的
言
語
が
、
法
律
手
続
に
お
い
て
法
律
的
に
再
呈
示
さ
れ
る
事
件
と
そ
の
背

後
に
あ
る
と
さ
れ
る
現
実
の
ト
ラ
ブ
ル
と
を
関
係
づ
け
る
と
い
う
作
用
を
い
と
な
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ

あ
る
。 本

稿
で
は
、

一
九
八
四
年

653 



労慟仲裁の社会学的秩序（樫村志郎）

小
位
相

4
ー

1

主
尋
問

位
相

4

最
初
の
証
人
の
尋
問

位
相

3

位
相

2

仲
裁
開
始
へ
の
運
動

冒
頭
の
主
張

位
相

1

仲
裁
開
始
前
の
会
話

相
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
ら
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
特
定
の
仲
裁
が
、
い
く
つ
か
の
小
過
程
に
分
解
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

(
3
)
 

な
小
過
程
を
以
下
で
は
「
位
相
」
と
よ
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
各
「
位
相
」
が
さ
ら
に
小
過
程
に
分
れ
る
と
き
、
そ
の
小
過
程
を
「
小
位

は
じ
め
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、

う
し
た
構
想
に
つ
い
て
樫
村
志
郎
『
「
も
め
ご
と
」
の
法
社
会
学
』
（
弘
文
堂
、
一
九
八
九
年
）
一
―
ニ
ー

ー
ニ
ニ
頁
参
照
。
な
お
、
法
廷

の
会
話
を
本
稿
と
同
様
の
方
法
論
に
た
っ
て
分
析
を
行
っ
て
い
る
先
行
研
究
と
し
て
、

J.
M
a
x
w
e
l
l
 A
t
k
i
n
s
o
n
 &
 Pa
u
l
 D
r
e
w
,
 Or

d
e
r
 

in 
Court :
 T
h
e
 
Organization 
o
f
 
Verbal 
1
ミ
蕊
、
R
C
思
n
i
n
]
u
d
i
c
尽
Settings

(Atlantic 
H
i
g
h
l
a
n
d
s,
 N

e
w
 Jersey: 

H
日
nanities
Press,
 

1
9
7
9
)
,
 J

a
m
e
s
 A
.
 Holstein
,
 "C

o
u
r
t
 O
r
d
e
r
e
d
 I
n
c
o
m
p
e
t
e
n
c
e
 :
 Conversational 
Organization in 

Involuntary C
o
m
m
i
t
m
e
n
t
 H
e
a
r
i
n
g
s
", Social P
r
o
b
l
e
m
s
,
 Vol. 3

5
,
 N

o
.
 

4
,
 1

9
8
8

が
あ
る
。

．

(
2
)

「
会
話
」
と
い
う
話
は
、
日
常
用
語
と
し
て
は
、
堅
苦
し
く
な
い
、
日
常
的
な
対
話
、
座
談
な
ど
の
意
味
合
い
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
人
間
が
自
然
言
語
を
用
い
て
話
を
交
わ
す
こ
と
、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
存
在
し
作
用
し
て
い
る

発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
を
一
般
的
に
示
す
用
語
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
仲
裁
や
裁
判
の
よ
う
に
、
形
式
ば
っ
た
発
話

交
換
の
シ
ス
テ
ム
も
「
会
話
」
と
い
う
範
疇
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

仲
裁
過
程
の

〈
位
相
的
構
造
〉

こ
の
よ
う

654 



仲裁過程のく位相的構造〉

(
3
)

「
紛
争
解
決
過
程
」
の
民
俗
誌
的
研
究
で
は
、
そ
の
過
程
が
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
て
き
た
。
と
り
わ
け
、
そ
の
過
程

が
内
在
的
な
時
間
的
組
織
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
位
相
運
動
」
の
存
在
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
過
程
は
、
機
能
そ
の
他
の
点
か

ら
見
て
、
い
く
つ
か
の
副
次
的
な
小
過
程
へ
と
分
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る

(P
.
H
.
 

Gulliver
,
 Disputes a

n
d
 

Negotiations: A
 Cross'Cultu,、a
l
p
e且怪
ecti0e
,
N
e
w
 Y
o
r
k
,
 

A
c
a
d
e
m
i
c
 Press,
 

1
9
7
9

等
を
み
よ
）
。
本
文
で
の
観
察
は
、
こ
の
よ

う
な
発
見
と
重
な
り
あ
う
が
、
位
相
の
区
分
の
基
準
は
発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
で
の
重
要
な
変
化
に
あ
る
。

位
相

終
了

位
相

7、 6

終
了
へ
の
運
動

小
位
相

5
ー

5

仲
裁
人
に
よ
る
尋
問

小
位
相

5
|
4

小
位
相

小
位
相

5
ー

2

5
|
3
 再
主
尋
問

反
対
尋
問

小
位
相

5
|
1

主
尋
問

位
相

5

第
2
の
証
人
の
尋
問

再
反
対
尋
問

小
位
相

4
|
6

仲
裁
人
に
よ
る
尋
問

小
位
相

4
ー

5

再
々
主
尋
問

小
位
相

4
|
4

再
反
対
尋
問

小
位
相

4
_
3

再
主
尋
問

小
位
相

4
|
2

反
対
尋
問
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労働仲裁の社会学的秩序（樫村志郎）

公
式
性
へ
の
移
行
と
退
出

こ
れ
ら
の
各
位
相
に
関
し
て
、

ま
ず
、
仲
裁
は
ど
の
よ
う
に
は
じ
ま
り
、
終
わ
る
か
、

を
み
て
み
た
い
b

、
ワ

ノ

は
じ
め
に
、
会
話
の
公
式
性
を
将
来
き
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
扱
う
会
話
か
ら
始
ま
り
（
位
相
1
)
、
中
間
に
は
そ
の
よ
う
な

公
式
性
を
自
明
の
も
の
と
し
て
扱
う
会
話
が
お
か
れ
、
最
後
に
、
公
式
性
を
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
も
の
と
し
て
扱
う
会
話
（
位
相
6
、
位

相
7
)
に
よ
っ
て
終
結
す
る
。
さ
ら
に
、

公
式
性
が
自
明
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
な
い
、
最
初
と
最
後
の
部
分
過
程
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

会
話
で
の
公
式
性
に
つ
い
て
も
話
題
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
デ
ー
タ
の
最
初
の
部
分
で
は
、
事
件
を
仲
裁
に
付
す
る
旨
の
合
意
の
存
在

は
、
過
去
の
会
話
で
の
公
式
の
合
意
と
し
て
話
題
に
さ
れ
る
し
、
最
後
の
部
分
で
は
、
各
側
の
最
終
弁
論
書
面
の
作
成
や
送
付
が
将
来

に
適
っ
て
い
る
こ
と
が
そ
の
発
話
の
な
か
で
示
さ
れ
て
い
る
、

こ
れ
ら
の
こ
と
を
本
節
で
は
例
証
し
よ
う
。
な
お
、
「
公
式
性
」
と
は
、
こ
こ
で
は
、
発
話
自
身
が
な
ん
ら
か
の
状
況
超
越
的
な
茎
準

と
い
う
こ
と
を
指
す
こ
と
に
す
る
。

位
相

1
か
ら
、
次
の
よ
う
に
進
行
し
た
会
話
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
よ
う
。
な
お
以
下
の
デ
ー
タ
と
分
析
の
な
か
で
は
、
仲
裁
人
は

A
R、
会
社
側
代
理
人
弁
護
士
は

C
C
、
労
慟
側
代
理
人
弁
護
士
は

U
C
、
二
人
の
証
人
は
そ
れ
ぞ
れ

W
1
、

W
2
で
示
し
て
あ
る
。

左
端
の
数
字
は
、
会
話
の
断
片
を
デ
ー
タ
と
し
て
引
用
す
る
上
で
の
便
宜
の
た
め
に
反
訳
文
の
冒
頭
よ
り
付
し
た
行
番
号
で
あ
る
。

な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
る
局
面
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
仲
裁
過
程
へ
の
出
席
者
が
す
べ
て
そ
ろ
い
、
証
人
を
仲
裁
手
続
か
ら
排
除
す
る
か
な
ど
の
手
続
的
準
則
が
合
意
さ
れ
る

A
R
が
、
事
件
の
概
要
に
つ
い
て
予
備
的
な
質
問
を
し
て
い
る
。
な
お
、
事
件
は
、

の
公
式
的
行
動
と
し
て
話
題
に
さ
れ
る
。

(
b
)
 

(a) 

デ
ー
タ
は
、
当
該
仲
裁
過
程
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
．こ
と
を
示
し
て
い
る
。

四

）
の
現
在
の
会
話
で
は
な
い
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四 公式性への移行と退出

1
7
 

c
c
 

1
6
 

1
5
 
A
R
 

1
4
 

c
c
 

1
3
 
U
C
 

1
2
 
A
R
 

11 
c
c
 

1
0
 
A
R
 

w
h
a
t●

 

T
h
i
s
 action w
a
s
 t
a
k
e
n
 in 
J
u
n
e
 of N
i
n
e
t
e
e
n
 E
i
g
h
t
y
 T
h
r
e
e
.
 

Y
o
u
,＇
Y
o
u
 g
o
t
 a
 better fix (
。

o
n
it)
＇
,
w
a
s
 there a
 date? 

T
w
e
n
t
y
,
f
o
u
r
?
 
(
(
C
O
U
G
H
)
)
 
A
n
d
 the alleg~d 

incident or m
i
s
c
o
n
d
u
c
t
 w
a
s
 

M
r
.
 ((
A
R
's
 na
m
e
)
)
,
 it 

m
i
g
h
t
 be w
o
r
t
h
w
h
i
l
e
 
(if) • 
• 

I
 

h
a
v
e
 a
 prehearing 

T
h
a
t
 is 
correct. 

Y
e
,
t
w
o
 t
w
e
n
i
f
o
 :
 r
 (
 

W
h
e
n
 w
a
s
 this action t
a
k
e
n
?
 

（
デ
ー
タ

1
)

で
"action
"
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、

イ
州
に
あ
る
あ
る
種
の
観
測
施
設
で
起
こ
っ
た
も
の
で
、
勤
務
時
間
の
不
遵
守
を
め
ぐ
っ
て
あ
る
労
働
者
が
苦
情
を
提
起
し
て
お
り
、

管
理
者
が
そ
の
労
働
者
に
質
問
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、

三
日
半
の
停
職
処
分
を
う
け
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

）
（
カ
ッ

n
)

内
は
聞
き

そ
の
労
慟
者
が
そ
の
際
に
怒
っ
て
攻
撃
的
な
言
葉
を
述
べ
た
と
い
う
の
で
、

そ
の
処
分
が
正
当
な
も
の
か
、
が
争
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

つ
ぎ
の
断
片

こ
の
停
職
処
分
で
あ
る
。
な
お
「
＇
」
（
半
角
ハ
イ
フ
ン
）
記
号
は
発
語
の
中
断
を
示
し
、
「
こ

（
コ
ロ
ン
）
記
号
は
音
が
伸
ば
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
長
く
の
ば
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
記
号
を
重
ね
る
）
。
（

と
り
に
く
い
発
音
を
示
し
、
文
字
の
左
肩
に
付
し
た
「
。
」
（
マ
ル
）
記
号
は
弱
め
ら
れ
た
発
音
を
示
す
。
「
…
」
、
「
(
0
.5
)

」
は
沈
黙
を
示

す
。
後
者
の
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
沈
黙
の
秒
数
で
あ
る
。
ま
た
（
（

示
し
て
い
る
。
「
．
」
（
ビ
リ
オ
ド
）
記
号
は
下
降
終
了
の
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
、
「
●
」
（
ク
エ
ス
チ
ョ
ン
）
記
号
は
上
昇
終
了
の
イ
ン
ト

）
）
（
二
重
カ
ッ
コ
）
内
は
著
者
の
付
し
た
注
釈
そ
の
他
の
情
報
を

ネ
ー
シ
ョ
ン
、
「
）
」
（
カ
ン
マ
）
は
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
変
化
の
な
い
終
了
を
示
す
。
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第
一

0
行
で
の

A
R
の
質
問
に
対
し
て

C
C
は
単
に
年
と
月
だ
け
を
述
べ
て
答
え
て
い
る
。

C
C
が
日
を
し
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は

き
す
る
発
言
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

S
4

、
ヵ

ミ）t
 

う
C
C
の
判
断
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

な
い
こ
と
は
、

一
七
ー
一
九
行
で

C
C
が
必
要
な
ら
ば
書
面
を
提
出
す
る
と
申
出
て
い
る
こ
と
や
、

2
9
 

c
c
 

In an~wer 

to y
o
u
r
 q
u
e
s
t
i
o
n
,
 th

e
n
,
 ac

c
o
r
d
i
n
g
 to the s
t
a
t
e
m
e
n
t
 in 

そ
こ
で
、
C
C
(
-
―
行
）
の
発
言
は
こ
こ
で
要
求
さ
れ
る
正
確
さ
は
こ
の
程
度
の
も
の
だ
と
い

A
R
は
日
に
つ
い

て
の
情
報
を
求
め
て
お
り
、

求
め
た
(
―
二
行
）
。

U
C
の
手
元
の
書
類
と
思
わ
れ
る
も
の
に
言
及
し
な
が
ら
、

A
R
の
こ
の
転
換
も

A
R
が
こ
の
場
を
非
常
に
形
式
的
な
も
の
だ
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い

2
8
 
A
R
 

let
,
 let 

t
h
e
 parties・ 

2
7
 

c
c
 
O
k
a
y
.
 

2
6
 

2
5
 
A
R
 

2
4
 

2
3
 

2
2
 

2
1
 

c
c
 

2
0
 
A
R
 

1
9
 

1
8
 

brief I
 wo
u
l
d
 like to s
u
b
m
i
t
 w
h
i
c
h
 s
u
m
m
a
r
i
z
e
s
 that. 
It 
w
o
u
l
d
 b
e
 

W
e
l
l
,
 i,

i-
if 
it's 
m
o
r
e
 like a
n
 o
唸
n
i
n
g,
I'll 
let 
y
o
u
 m
a
k
e
 a
n
 o
p
e
n
i
n
g
.
 

N
o
,
 it's
 no
t
 really like a
n
 o
p
e
n
i
n
g,
 ob

v
i
o
u
s
l
y
 a
s
 y
o
u
 c
a
n
 

a
p
p
r
e
c
i
a
t
e
.
 Si

n
c
e
 it's 
a
 s
u
m
m
a
t
i
o
n
,
 it 

w
o
u
l
d
 b
e
 like a
n
 o
p
e
n
i
n
g
 

in that s
e
n
s
e
,
 bu

t
 itぷ

s
a
 co
m
p
l
e
t
e
 s
u
m
m
a
r
y
 of the c
a
s
e
,
 including 

W
e
l
l
,
 right n

o
w
 I
 just w
a
n
t
 to get s
o
m
e
 of t
h
e
 essentials
.
 Th

e
n
 

w
e
'll 
g
o
 o
n
 r
e
c
o
r
d
,
 re

a
d
 it 
in
,
 an

d
 t
h
e
n
 le
t,
 uh…
 

the d
a
t
e
s
 a
nd
 ti
m
e
s
.
 

of v
.a
 :: 
lue
.
 

一
四
行
で
の

U
C
の
情
報
を
裏
書

U
C
に
情
報
を
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四 公式性への移行と退出

ー
応
答
系
列
が
復
活
す
る
の
で
あ
る
（
二
九
行
）
。

(
6
)
 

一
般
に
公
式
の
あ
つ
ま
り
で
は
、
「
開
始
の
宜
言
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
場
面
の
参
与
者
が
一
致
し
て
そ
の
集
ま
り
の

「
本
題
の
会
話
位
相
」
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
が
観
察
で
き
る
。

言
」
を
将
来
の
も
の
と
し
て
語
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

る
の
だ
」
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
た
の
で
あ
る
（
二
五
行
付
近
）
。

い
る
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
で
あ
り
、

お
お
ま
か
に
い
っ
て
、

こ
の
非
形
式
的
な
場
で
日
付
に
つ
い
て
の
情
報
が
重
要
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

V
A
R
の
質
問
に
対
し
て
挿
入
発
話
を
行
っ
て
い
る
の
は
、

前
を
よ
ぶ
こ
と
は
（
一
七
行
）
、

示
し
て
お
り
、
実
際
に
も
こ
の
発
言
は
、

A
R
の
質
問
へ
の
応
答
が
お
か
れ
る
べ
き
場
所
（
質
問
の
直
後
）
で
、
別
の
系
列
（
そ
れ
は
二

(
5
)
 

八
行
ま
で
続
く
）
を
開
始
す
る
発
話
対
の
第

1
要
素
で
あ
る
「
提
案
」
を
行
っ
て
い
る
。
二

0
行
で
は
、

A
R
の
受
諾
ー
拒
絶
が
関
連
し

て
く
る
局
面
だ
が
、

た
め
ら
い

C
C
の
応
答
が
、

(
W
e
l
l
,)
、

）
の
ず
れ
は
対
処
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
み
な
ざ
れ
た
。

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

る
。
だ
が
、

）
の
デ
ー
タ
で
も
、

二
六
行
に
お
い
て

A
R
は
明
示
的
に
「
開
始
の
宣
，5

 
6
 

こ
の
情
報
が
授
受
さ
れ
た
(
-
三
ー
一
五
行
）
あ
と
、

C
C
が、

い
い
よ
ど
み

(i,i,i0
、
条
件
の
呈
示

(if
it
's m
o
r
e
 like a
n
 o
p
e
n
i
n
g
)
、

別
の
提
案
を
し
て
い
る
（
い
い
か
え
る
と

C
C
の
提
案
は
拒
絶
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
）
。

A
R
と

C
C
の
あ
い
だ
で
は
ず
れ

そ
れ
に
引
続

C
C
が
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

A
R
の
名

(
4
)
 

こ
れ
ま
で
の
質
問
ー
応
答
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
副
次
的
系
列
の
開
始
）
を

を
へ
て

A
R
は

こ
の
過
程
で

こ
の
発
話
交
換
過
程
で
関
係
者
が
関
心
を
も
っ
て
い
る
と
表
示
し
て
い
る
の
は
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、

の
程
度
の
詳
し
さ
で
事
件
が
語
ら
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

お
こ
っ
て
/い
る
こ
と
は
、
将
来
の
公
式
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
む
け
て
、
関
係
者
が
「
準
備
」
を
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で

き
る
。
こ
の
小
さ
な
会
話
過
程
で

C
C
が
困
惑
し
た
の
は
、
関
係
者
が
ど
の
程
度
ま
で
将
来
き
た
る
べ
き
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
「
近
付
い
て
」

こ
の

C
C
の
困
惑
の
表
示
に
対
し
て
、

A
R
は
「
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
非
公
式
の
段
階
に
あ

こ
の
宣
言
は

C
C
に
よ
っ
て
受
入
れ
ら
れ
（
二
七
行
）
、
最
初
の
質
問

）
の
当
面
の
場
面
で
は
ど
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(
b
)
 
質
問
に
お
い
て
は
、
同
様
に
、
証
人
の
知
識
の
性
質
に
関
す
る
「
注
意
深
さ
」
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。

k
n
o
w
l
e
d
g
e
 
(
二
七

0
行
）
と
い
う
語
の
使
用
に
よ
っ
て
観
察
可
能
で
あ
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
作
用
の
中
で
観
察
可
能
に
な

っ
て

い
る
。

質
問
に
お
い
て
も
応
答
に
お
い
て
も
、
質
問
事
項
で
あ
る
「
時
刻
」
に
関
す
る
「
注
意
深
さ
」
が
表
示
さ
れ
て
い
る
（
二
六
九

行
、
二
七

0
行
）
。
こ
の
「
注
意
深
さ
」
と
い
う
心
的
志
向
は
、

r
o
u
g
h
l
y
、
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
の
用
語
を
限
定
句
、
＇

修
飾
語
と
し
て
用
い

(

a

)

 
）
こ
で
は
、

2
7
3
 

2
7
2
 
W
l
 

271 

(
(
W
2
's
 last n
a
m
e
)
)
?
 

2
7
0
 

2
6
9
 

c
c
 

（
デ
ー
タ

2
)

つ
ぎ
の
よ
う
な
様
相
が
存
在
す
る
こ
と
が
観
察
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
段
階
の
会
話
で
は
、
関
係
者
は
「
公
式
の
あ
つ
ま
り
」
を
〈
ま
だ
開
始
さ
れ
て
い
な
い
〉

も
の
ご
と
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は

to

y
o
u
r
 

そ
の
こ
と
は
、
関
係
者
の
だ
れ
も
が
「
公
式
性
」
か
ら
距
離
を
お
く
よ
う
に
注

意
を
払
っ
て
い
る
ー
|
ど
の
程
度
の
距
離
を
お
く
べ
き
か
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
な
い
に
し
て
も
、
距
離
が
お
か
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
行
為
し
て
い
る
、

以
上
の
分
析
が
示
し
て
い
る
の
は
、

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
作
用
の
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
位
相

2
ー

5
に
お
い
て
は
、
会
話
は
違
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

O
k
a
y
,
 no

w
.
 M

r
.
 (
(
W
2
's
 last n
a
m
e
)
)
 
a
p
p
r
o
a
c
h
e
d
 y
o
u
 r
o
u
g
h
l
y
 at seven,fifteen
.
 

W
h
e
n
 to y
o
u
r
 k
n
o
w
l
e
d
g
e
 h
a
d
 t
h
e
 g
r
i
e
v
a
n
c
e
 b
e
e
n
 filed 
w
i
t
h
 M
r
.
 

H
e
 told m
e
 a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
 t
w
o
 p
.
 m
.
 earlier that s
a
m
e
 d
a
y
,
 sa
y
 

a
b
o
u
t
 five h
o
u
r
s
 earlier o
n
 J
u
n
e
 t
h
e
 T
w
e
n
t
y
 T
h
i
r
d
.
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質
問
に
お
い
て
、

0kay,
n
o
w
 (
二
六
九
行
）
と
い
っ
た
句
が
質
問
の
前
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

の
注
意
を
引
き
つ
け
、
ひ
き
つ
づ
き
質
問
が
く
る
こ
と
を
相
手
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
役
立
つ
。
そ
し
て
そ
う
す
る
こ
と
で
、
相
手

が
応
答
へ
の
準
備
を
整
え
る
合
図
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
実
践
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
問
答
系
列
を
円
滑
に
進
行
さ
せ
る
こ
と
へ
の

「
注
意
深
さ
」
が
表
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

互
作
用
の
型
の
う
ち
正
確
に
ど
の
要
素
を
表
示
し
つ
つ
あ
る
の
か
を
、
相
互
作
用
の
共
同
当
事
者
に
向
け
て
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

6
 

6
 

さ
ら
に
こ
の
同
じ
デ
ー
タ
の
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
を
み
る
と
、

(

e

)

 

4
0
5
 

W
l
 

4
0
4
 

4
0
3
 

4
0
2
 

c
c
 

(
d
)
 

う。

C
C
は
あ
る
種
の
「
練
習
」
を
行
っ
て
い
る
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

C
C
に
と
っ
て
日
本
人
風
の
名
前
は
記
憶
し
に
く
く
、

し
た
が
っ
て
誤
っ
て
記
録
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
な
お
、
労
働
側
の
人
物
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

（
デ
ー
タ

3
)

Yes. 

O
k
a
y
.
 A
n
d
 M
r
.
 H
i
r
o
 a
g
r
e
e
d
,
H
i
r
a
o
,
 I'm sorry, M
r
.
 Hirao, I'm g
o
i
n
g
 

to p
r
o
n
o
u
n
c
e
 that n
a
m
e
 w
r
o
n
g
 all 
d
a
y
,
M
r
.
 H
i
r
a
o
 a
g
r
e
e
d
 that h
e
 

w
o
u
l
d
 d
o
 that, h
e
 w
o
u
l
d
 give y
o
u
 s
o
m
e
 facts in writing• 

（
た
だ
し
以
下
で
は
仮
名
を
用
い
た
）
。

(

C

)

の
実
践
は
ま
た
、

(

C

)

 

こ
の
よ
う
な
注
意
深
さ
は
、
問
い
の
発
話
に
お
い
て
、

よ
り
多
様
な
形

）
の
実
践
は
、
進
行
し
つ
つ
あ
る
発
話
が
、
問
答
と
い
う
相

質
問
に
お
い
て
は
、
人
物
の
特
定
に
関
す
る
「
注
意
深
さ
」
が
表
示
さ
れ
て
い
る
。

と
い
う
言
葉
の
替
り
に
、

M
r
•…
…
と
い
う
固
有
名
詞
が
反
復
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。

）
の
よ
う
な
実
践
は
、
相
手

こ
の
問
答
が
〈
記
録
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
へ
の
注
意
深
さ
を
表
示
し
て
も
い
る
、

と
い
え
よ

つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
も
あ
る

）
の
表
示
を
実
践
し
て
い
る
の
は
、
「
彼
」
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を
取
り
上
げ
よ
う
。

仲
裁
ヒ
ア
リ
ン
グ
は
、
完
結
し
た
公
式
的
手
続
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
公
式
的
部
分
過
程
で
は
公
式
性
の
表
示
が
行
わ
れ
る
が
、

さ
れ
て
い
る
以
上
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
公
式
的
過
程
で
の
公
式
性
の
表
示
は
手
続
が
公
式

に
「
法
」
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
の
か
。

な
い
。
む
し
ろ
手
続
が
「
法
」
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
と
い
う
性
質
は
そ
の
同
一
の
過
程
で
公
式
性
が
不
断
に
、

表
示
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
の
帰
結
で
は
な
い
か
、

そ
れ
と
同
一
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
の
か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
に
は
、
公
式
性
の
表
示
の
実
践
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
み
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
こ
の
問
題

(
4
)
G
a
i
l
 Jefferson, "
S
i
d
e
 S
e
q
u
e
n
c
e
s
"
 in D
a
v
i
d
 S
u
d
n
o
w
 (ed
.), 
Studies in Socia,! Interaction 
(
N
e
w
 Y
o
r
k
 :
 Fr
e
e
 Press, 

1
9
7
2
)
 
p. 2
9
4
 ~
昭
雰

そ
う
し
て
、
最
後
の
、
位
相

7
で
は
、

式
を
と
り
、

）
の
問
い
へ
の
答
え
は
一
見
そ
う
思
え
る
ほ
ど
明
白
で
は

よ
り
高
い
程
度
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
要
す
る
に
、
問
い
に
お
い
て
は
、

そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
発
話
の
態
様
の
な
か
に
〈
現
前
さ
れ
て
〉
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
注
意
深
さ
を
示
す
た
め
の

よ
り
発
達
し
た
工
夫

・
装
置
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
公
式
性
は
、
〈
将
来
や
過
去
に
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
言
明
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
〉
。
さ
ま
ざ
ま
な
修
飾

語
の
使
用
に
よ
っ
て
、
公
式
性
は
〈
現
に
表
示
さ
れ
て
い
る
〉
の
で
あ
る
。
会
話
の
公
式
性
が
〈
主
張
さ
れ
て
い
る
〉
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
公
式
性
は
、
会
話
の
当
事
者
が
そ
の
公
式
性
を
発
話
の
主
題
と
せ
ず
、
当
然
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
暗
黙
の
規
範
的
様
相
と
し
て
扱
い
、
発
話
の
特
定
の
注
意
深
さ
|
—
公
式
性
一
般
で
な
＜
ー
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
達
成

つ
ぎ
の
手
続
段
階
に
つ
い
て
の
打
合
せ
な
ど
が
行
わ
れ
る
。

ま
た
は
、

さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。

こ、＂ 

さ
ら

そ
れ
は
、

そ
こ
で
は
、
す
で
に
、
今
回
の

正
式
な
手
続
が
「
法
」
に
よ
っ
て
公
式
に
規
律

ま
た
、
多
様
に

662 



五 尋問過程の特質

「
発
話
対
」
と
は
、、

「
質
問
・
応
答
」
、
「
あ
い
さ
つ•
あ
い
さ
つ
」
、
「
提
案・
諾
否
」
の
よ
う
に
、
あ
る
会
話
の
中
で
会
話
者
が
感
知
で

き
る
よ
う
な
二
つ
の
発
話
の
結
合
を
い
う
。
詳
し
く
は
、

E
m
a
n
u
e
l
A
.
 
Schegloff a
n
d
 H
a
r
v
e
y
 Sacks, "OPE”ning U
p
 Closings" 

Semiotica 
VIII 4
,
 1

9
7
3
 

(
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・

A
・
シ
ェ
グ
ロ
フ
、
ハ
ー
ヴ
ェ
イ
・
サ
ッ
ク
ス
（
北
澤
裕

・
西
阪
仰
訳
）
「
会
話
は
ど
の

よ
う
に
終
了
さ
れ
る
の
か
」

『
日
常
性
の
解
剖
学
』
マ
ル
ジ

ュ
社
、
一
九
八
九
年
）
参
照
。
翻
訳
で
は
「
発
話
対
偶
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の

の
説
明
を
参
照
。
会
話
分
析
一
般
に
つ
い
て
も
、
こ
の
論
文
を
参
照
。

(
6
)
R
o
y
 Tu
r
n
e
r
,
 "
S
o
me
 Fo
r
m
a
l
 Properties of T
h
e
r
a
p
y
 T
a
l
k
"
 in D
a
v
i
d
 S
u
d
n
o
w
 (ed
.),
 

Studies in Social Interaction 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
 :
 Fr
e
e
 Press, 1
9
7
2
)
 

p. 3
6
7

参
照
。

仲
裁
の
正
式
の
開
始
後
の
過
程
で
は
、
公
式
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
注
意
の
表
示
さ
れ
た
実
行
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
い
る
。
仲
裁
の

「
記
録
の
上
に
あ
る

o
n
t
h
e
 r
e
c
o
r
d」
こ
の
過
程
は
、
仲
裁
と
い
う
「
公
式
的
あ
つ
ま
り
」
の
中
核
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
中
核
部
分

に
お
い
て
は
、
公
式
性
は
、
発
話
の
対
象
に
は
な
ら
ず
、
そ
れ
は
発
話
の
構
成
的
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
発
話
に

埋
め
込
ま
れ
、
原
則
と
し
て
特
別
な
注
意
を
向
け
ら
れ
な
い
。

．

わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
タ
で
は
、
こ
の
中
核
的
な
過
程
で
は
、
相
互
行
為
者
は
、
〈
公
式
性
そ
の
も
の
を
主
題
と
せ
ず
、
公
式
性
を
実
践
す

と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
会
話
状
況
を
、
単
に
形
式
的
に
公
式
性
を
達
成
す
る
こ
と
と
は
別
の
特
定
の
実
践
的
な
方
向
づ
け
を
行
っ
て
い
る
〉

そ
れ
に
よ
っ
て
何
が
達
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
が
こ
こ
で

の
問
題
で
あ
る
。

公
式
的
部
分
過
程
は
、

A
R
の
は
じ
め
の
発
言
、

る
証
人
尋
問
過
程
で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、

(
5
)
 

五

尋
問
過
程
の
特
質

そ
の
方
向
づ
け
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、

ま
た
、

C
C
の
冒
頭
陳
述
を
も
含
ん
で
い
る
が
、

そ
の
主
要
部
分
は
、

C
C
と
U
C
に
よ

こ
の
尋
問
過
程
に
対
象
を
限
定
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
証
人
尋
問
過
程
は
、
発
話
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1
1
2
91
 

1128 

1127 
c
c
 

1126 vく
2

1125 
c
c
 

1124 
W
2
 

1123 

1122 
c
c
 

（
デ
ー
タ

4
)

A
n
d
 w
i
t
h
o
u
t
 g
o
i
n
g
 into t
h
e
 details, 
w
h
a
t
 w
a
s
 t
h
e
 d
u
r
a
t
i
o
n
 of this 

particular s
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 in 
N
i
n
e
t
e
e
n
 S
e
v
e
n
t
y
 S
i
x
?
 

T
h
i
s
 w
a
s
 for t
h
r
e
e
 a
n
d
 a
 half days. 

T
h
r
e
e
 a
n
d
 one,half days・ 

T
h
e
 d
u
r
a
t
i
o
n
 o
f
 this shift, 
plus t
h
r
e
e
 days. 

S
o
 t
h
e
 d
u
r
a
t
i
o
n
 of t
h
e
 shift, 
plus t
h
r
e
e
 days. O~ay, 

w
i
t
h
 

r
e
s
p
e
c
t
 to this s
a
m
e
 exhibit that y
o
u
 h
a
v
e
 in y
o
u
r
 h
a
n
d
s
.
 H
a
d
 

this particular e
m
p
l
o
y
e
e
 to y
o
u
r
 recollection b
e
e
n
 g
i
v
e
n
 a
 

例
の
ひ
と
つ
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。

ー

小
位
相
5
|
1
か
ら
と
ら
れ
た
、

そ
れ
に
近
接
す
る
被
尋
問
者
（
証
人
）
に
よ
る
応
答
と
か
ら
な
る
発
話
対
で
あ
る
。

一
対
の
問
い
と
応
答
で
あ
る
尋
問
の
特
性
を
や
や
詳
し
く
み
る
。

の
特
性
）
を
み
る
こ
と
に
す
る
が
、
後
者
が
よ
り
複
雑
な
現
象
で
あ
る
た
め
に
、
細
部
に
わ
た
る
分
析
は
こ
こ
で
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

こ
で
後
者
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な
特
徴
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尋
問
の
特
性

つ
ぎ
の
例
を
み
よ
う
。

C
C
は
、
会
社
が
従
業
員
を
停
職
処
分
に
し
た
先

は
じ
め
に
、

日
常
生
活
の
会
話
で
起
こ
る
問
答
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
尋
問
の
「
反
復
」
と
し
て
の
特
性
（
尋
問
系
列

過
程
を
「
尋
問
系
列
」
と
よ
ん
で
お
こ
う
。
以
下
に
述
べ
る
諸
特
性
を
考
慮
す
る
と
、
尋
問
と
は
、
尋
問
者
に
よ
る
問
い
の
発
問
と
、

）
の
点
に
注
意
し
て
、
証
人
尋
問
で
の
こ
の
よ
う
な
会
話

交
換
シ
ス
テ
ム
と
し
て
み
る
と
、

手主
と
し
て
反
復
さ
れ
る
問
答
か
ら
な
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、

つ
ぎ
に
み
る
よ
う
に
、

そ
れ
は

664 
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2
8
9
 

W
l
 

（
デ
ー
タ

6
)

2
9
6
 

2
9
5
 

c
c
 

2
9
4
 

W
l
 

（
デ
ー
タ

5
)

f
r
o
m
 the, 
M
r
.
 [Grievant2's n
a
m
e
]
 
?
 

さ
れ
て
お
り
、

―
―
二
九
行
で
は
、

"to
y
o
u
r
 recollection"
と
い
う
「
知
識
の
性
質
に
関
す
る
注
意
深
さ
」
を
示
す
語
句
が
使
用
さ

こ
れ
ら
の
語
句
が
ど
ん
な
作
用
を
表
示
し
て
い
る
の
か
を
よ
り
詳
し
く
み
よ
う
。

―
―
ニ
ニ
行
の
＾
＾
a
n
d
"
や
一
―
二
七
行
の

6̂0kay
"
は
「
了
解
符
号
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

ĉ
alright
"
な
ど
と
と
も

に
、
先
行
す
る
証
人
の
応
答
を
了
解
し
、
受
容
し
た
こ
と
を
示
す
発
話
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
証
人
尋
問
で
は
こ
の
了
解
符
号
は

つ
ぎ
の
諸
例
を
み
よ
。

…（累）…
a
b
o
u
t
it
,
 that h

e
 h
a
d
 n
o
t
 s
u
b
m
i
t
t
e
d
 a
 grievance. 

A
n
d
 w
h
a
t
 did y
o
u
 d
o
 t
h
e
n
 at that point, since y
o
u
 g
o
t
 n
o
 r
e
s
p
o
n
s
e
 

T
h
a
t
'
s
 correct. 

頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
。

れ
て
い
る
。

と
が
は
っ
き
り
と
わ
か
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、

さ
き
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

1
1
3
1
 

W
2
 
No. 

l
1
3
0-

こ
こ
で
も
、

previous written w
a
r
n
i
n
g
?
 

ま
ず
、
問
い
や
そ
の
完
結
に
さ
き
だ
っ
て
い
く
つ
か
の
語
句
が
置
か
れ
て
い
る
こ

一
ー
ニ
ニ
行
で
は
、
ょ
＾
A
n
d
w
i
t
h
o
u
t
 g
o
i
n
g
 into the details"
と
い
う
句
が
使
用

665 



290 cc: 
(
g
g
拒

H
剃
）
虻
拒
孟
訃

411#e縣
廿
玉
烹
か

Okay. Did you then question Mr. [Grievant2's name] ? 

(1トー~t--) 

312 ・cc: 

313 Wl: 

314 cc: 

Okay, now you contacted him how, again? 

By telephone. 

By telephone. Okay, and what did you ask him? 

9
9
9
 

(1トーへ00)

(Ya, I remember that) 

Alright, when you talk about the first step in the grievance…（略）…

720 Wl: 

721 UC: 

0袖以' "without going into the details" (t I t I t 1しヒ） ざ 初如以俎艇,..)~ "to your knowledge" (iドー -1?¥N' 11

-\JOしヒ）如中＾へ ’捉苓’迫赳ae器痴如~ I恰トQ£e ゃ心心' 4 特 《^ふ菜心゚ 0枇 e泄零如ぐ弓゜

376 Wl: 

('iトーヘ〇）

（略） grievance.They didn't, they also didn't give what kind of 

377 

378 

379 cc: 

compensation they desired for what, for what hours, you know, or 

anything. 

$0 let me just kind of back-track for a moment now. After this 



五 尋問過程の特質

t
h
r
e
e
 days. "
は
、
証
人
の
応
答
を
「
言
直
し
た
り
、
繰
返
し
た
り
す
る
」
発
話
で
あ
る
。

さ
き
だ
っ

W
1
の
発
話
を
目
標
と
し
て
い
る
。
「
言
直
し
」
は
、
目
標
の
発
話
の
系
列
的
重
要
性
を
取
消
し
、
尋
問
者
が
与
え
る
表
現
を

そ
れ
と
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
る
、

デ
ー
タ

4
に
戻
る
と
、

In o
t
h
e
r
 w
o
r
d
s
,
 I'

m
 trying t
o
 find 
o
u
t
 w
h
a
t
 y
o
u
 said that led to 

I'll 
try t
h
e
 best I
 can, it
's 
b
e
e
n
 quite a
 f
e
w
 m
o
n
t
h
s
,
 bu

t
 (• 
• 
•
) 

I
:
．
（
衷
5
)••• 

こ
の
最
後
の
例
で
は
、
証
人
が
こ
の
指
示
を
明
確
化
す
る
た
め
に

A
R
に
対
し
て
反
問
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
証
人

(
W
1
)

と
A
R
と
の
両
者
が
、
尋
問
者
か
ら
証
人
に
与
え
ら
れ
る
指
示
の
伝
達
に
注
意
を
払
っ
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

―
―
二
五
行
の
ユ
ゴ
r
e
e
a
n
d
 one, half days"、

そ
れ
は
、

と
あ
き
ら
か
に
理
解
さ
れ
る
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
「
繰
返
し
」
は
、

W
1
の
応
答
を
よ
り

）
の
「
言
直
し

・
繰
返
し
」
に

―
―
二
七
行
の
^
^
S
o
t
h
e
 d
u
r
a
t
i
o
n
 of t
h
e
 shift, plus 

9
6
4
 

W
l
 

9
6
3
 

grievant's reaction. 

9
6
2
 
A
R
 

9
6
1
 

W
l
 
O
k
a
y
,
 
uh：
い

9
6
0
 
A
R
:
 Ya. 

9
5
9
 

9
5
8
 

W
l
 

9
5
7
 

9
5
6
 
A
R
 

（
デ
ー
タ

10)

3
8
0
 

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
o
n
 w
i
t
h
 M
r
.
 
(
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
w
a
s
 it 
y
o
u
r
 o
p
i
n
i
o
n
 that y~>U 

h
a
d
 s
o
r
t
e
d

…（累）…

O
k
a
y
,
 n
o
w
 t
o
 t
h
e
 b
e
s
t
 of y
o
u
r
 recollection, c
o
u
l
d
 y
o
u
-
c
o
u
l
d
 y
o
u
 tell 
u
s
 w
h
a
t
 

y
ou
 said, 

• 
a
n
d
 h
o
w
 y
o
u
 said it
.
 

)
e
x
a
c
t
 w
o
r
d
i
n
g
 a
r
e
 y
o
u
 l
o
o
k
i
n
g
 for,
＇
o
r
 a
s
 close 

a
s
 I
 ca
n
 g
e
t
 it
.
 

／̀ 
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1
1
0
8
 

1
1
0
7
 

1
1
0
6
 

1
1
0
5
 

1
1
0
4
 

c
c
 

（
デ
ー
タ

11)

明
白
化
し
、

例
え
ば
、

は
っ
き
り
と
伝
達
さ
れ
る
よ
う
に
強
調
や
修
正
を
す
る
と
い
う
効
果
を
も
っ
て
い
る
。

"
o
k
a
y
"
な
ど
の
受
諾
が
行
わ
れ
る
前
に
な
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
応
答
を
受
取
っ
て
正
式
の
応
答
と
す
る
前
に
、
い
わ
ば
そ
の

品
質
を
検
査
し
、
不
良
品
を
取
除
く
と
い
う
「
応
答
意
味
の
修
復
」
に
役
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
実
際
に
も
、
一
―
二
五
ー
ニ

七
行
で
は
、
言
直
し
が
行
わ
れ
た
後
、
繰
返
し
に
よ
っ
て
応
答
が
確
認
さ
れ
、
最
後
に
＾
＾
o
k
a
y
"
で
受
容
さ
れ
る
と
い
う
経
過
が
見
ら
れ
る
）
。

応
答
に
備
え
ら
れ
る
べ
き
特
性
や
応
答
が
し
た
が
う
べ
き
制
約
条
件
を
明
示
す
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。(

7
)
 

つ
ぎ
の
デ
ー
タ
で
は
、
尋
問
者
は
、
問
い
を
言
直
し
て
い
る
。
最
初
の
質
問
の
直
後
に
、
「
急
い
で
」
い
く
つ
か
の
前
提
的

指
示
が
出
さ
れ
、
前
置
語
句
が
置
か
れ
た
後
に
、

質
問
は
よ
り
明
確
な
ま
た
は
よ
り
効
果
的
に
み
え
る
指
示
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

"
h
a
v
e
 w
e
"
と

"give
m
e
"
の
二
本
立
て
に
ぷ

'as
a
n
 e
x
a
m
p
l
e
"
の
語
は

"s
o
m
e
e
x
a
m
p
l
e
s
"
に、

;'what
years"
の
語
は

"in

the past
"
とぷぶ
at
least y
ears

';
の
二
本
立
て
に
、
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
が
理
解
で
き
る
。
な
お
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は

沈
黙
の
秒
数
で
あ
る
。

こ
の
問
い
の
な
か
に
も
、
応
答
へ
の
指
示
が
見
出
さ
れ
う
る
。
問
い
自
身
の
発
話
が
、

そ
の
替
り
の
質
問
が
発
せ
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
質
問
と
比
べ
る
と
、

D
o
 y
o
u
 r
e
m
e
m
b
e
r
 w
h
a
t
 y
e
a
r
s
 as a
n
 e
x
a
m
p
l
e
 that w
e
 m
a
y
 h
a
v
e
 

s
u
s
p
e
n
d
e
d
 e
m
p
l
o
y
e
e
s
●,＇

W
a
i
t
 o
n
e
 s
e
c
o
n
d
 M
r
.
 
(
(
W
2
's 
last n
a
m
e
)
)
.
 T
a
k
e
 this. 

I'll 
r
e
p
h
r
a
s
e
 the question. (
1
8
.
0
 

(
(
S
o
u
n
d
)
)
)
 
N
o
w
 w
i
t
h
 respect to the suspension 

of M
r
.
 
((Grievant's n
a
m
e
)
)
,
 ha

v
e
 w
e
 su
sp
en
d
e
d
 e
m
p
l
o
y
e
e
s
 in the
 pa
st,
 

a
n
d
 c
a
n
 y
o
u
 give m
e
 s
o
m
e
 e
x
a
m
p
l
e
s
 of at least y
e
a
r
s
 in w
h
i
c
h
 w
e
 

最
後
に
、
問
い
そ
れ
自
体
が
発
せ
ら
れ
る
が
、

つ
ま
り
、

"
r
e
m
e
m
b
er"
の
語
は
、

こ
の
代
替
的

）
の
「
言
直
し

・
繰
返
し
」
は
、
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応
答
態
様
の
指
示
、

(
D
)
問
い
、 (

A
)
先
行
す
る
応
答
の
受
容
を
表
示
す
る
了
解
符
号
、

(
E
)
応
答
の
応
答
意
味
の
修
復
、

と
い
う
構
成
要
素
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
具
体

証
人
尋
問
に
お
け
る
問
い
は
、

(
B
)
問
い
の
予
告
符
号

(
n
o
w
な
ど
）
、

さ
て
、
デ
ー
タ

4
の
問
い
の
諸
様
相
を
デ
ー
タ
そ
の
他
の
断
片
と
比
較
し
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。

712 
U
C
 

7
1
1
 

W
l
 

7
1
0
 

7
0
9
 

7
0
8
 
U
C
 

（
デ
ー
タ

12)

つ
ぎ
の
例
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
証
人
の
応
答
は
、
最
初
の
中
断
さ
れ
た
質
問
に
代
替
さ
れ
た
質
問
の
後
に
続
く
発
話
が
問
い

の
言
直
し
で
な
く
、
新
た
な
質
問
の
前
置
の
よ
う
に
聞
か
れ
た
時
点
で
や
や
強
く
開
始
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、

「
ミ
」
記
号
は
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
の
開
始
を
‘
「
]
」
記
号
は
そ
の
解
消
を
示
し
て
い
る
。
大
文
字
は
強
調
さ
れ
た
発
音
を
示
し
て
い
る
。

1
1
1
2
 

c
c
 

1
1
1
1
 

1
1
1
0
 
¥iく
2

1
1
0
9
 

s
u
s
p
e
n
d
e
d
 e
m
p
l
o
y
e
e
s●

 

Yes, w
e
 have, in 
N
i
n
e
t
e
e
n
 S
e
v
e
n
t
y
 Six, in 
N
i
n
e
t
e
e
n
 S
e
v
e
n
t
y
 S
e
v
e
n
,
 

a
n
d
 I
 believe a
 co
u
p
l
e
 of t
i
m
e
s
 in 
N
i
n
e
t
e
e
n
 S
e
v
e
n
t
y
 E
i
g
h
t
.
 

O
k
a
y
.
 Relative to N
i
n
e
t
e
e
n
 S
e
v
e
n
t
y
 Six, y
o
u
 s
a
y
 that w
e
 in fact
…
（
悪
｝
）
…

So, w
h
a
t
,
 y
o
u
 still 
considered it 
as w
h
a
t
 w
o
u
l
d
 b
e
。
equivalent

t
u
h
,
A。h!
A
 :
 ry
u
 familiar w
i
t
h
 the g
r
i
e
v
a
n
c
e
 c
o
d
e
 ? 
a
,
I
 

don't u
n
d
e
r
 //stand] 

Y
E
s
!
]
 (

。

y
o
u
)
u
h
 

I
 think u
n
d
e
r
 Section F
o
u
r
 O
h
 T
w
o
…
F
o
u
r
 Point O
h
 T
w
o
 A
,…
（思｝）
…

(
C
)
 

そ
の
検
討
を
ま
と
め
て
い
う
と
、
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2
8
9
 

W
l
 

2
8
8
 

2
8
7
 

2
8
6
 

2
8
5
 

2
8
4
 

2
8
3
 

c
c
 

（
デ
ー
タ

13)
T
h
a
t
'
s
 correct
.
 

that correct? 

O
k
a
y
,
 no

w
 let 
m
e
 m
a
k
e
 sure I
 

just u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
 this
,
 stop for a
 

m
o
m
e
n
t
 h
e
r
e
 a
n
d
 m
a
k
e
 sure w
e
 h
a
v
e
 
clarification•You 

w
e
r
e
 a
s
k
e
d
 

b
y
 S
e
n
i
o
r
 M
a
n
a
g
e
r
 
(
(
W
2
's
 last n
a
m
e
)
)
,
 to investigate a
 gr
i
e
v
a
n
c
e
,
 that h

a
d
 

b
e
e
n
 b
r
o
u
g
h
t
 to h
i
m
 b
y
 a
 st
e
w
a
r
d
,
 M

r
.
 ((

S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
,
 an

d
 to y
o
u
r
 
kno~ledge 

it 
c
o
n
c
e
r
n
e
d
 M
r
.
 ((Grievant's n

a
m
e
)
)
 

a
n
d
 M
r
.
 ((Grievant2

's
 na
m
e
)
)
,
 is 

(

a

)

 

尋
問
者
は
、
尋
問
の
達
成
を
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

＋
 
(
C
)
 ＋ 

(
D
)
と
い
う
構
造
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

的
な
問
い
の
発
話
は
、
す
べ
て
の
構
成
要
素
を
含
む
場
合
に
は
、

証
人
尋
問
に
お
け
る
茎
本
的
な
伝
達
の
構
造
、

が
圧
倒
的
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。

）
の
と
き
、
同
じ
問
い
の
枠
組
み
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ら
の
要
素
が
発
話
に
出
現
す
る
順
に
、

(
E
)
+
（A
)
＋

（B
)
 

こ
の
よ
う
な
構
造
を
用
い
て
、
証
人
も
尋
問
者
の
発
話
を
分
析
し
て
い
る
と
推
測
で
き
る
（
例
え
ば
前
掲
デ
ー
タ
12
の
七
―
一
行
の

"YEs!
")
し
、
尋
問
者
も
問
い
を
証
人
に
理
解
可
能
な
形
式
で
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
上
の
分
析
は
、

な
い
し
、
尋
問
者
と
証
人
と
の
間
の
相
互
了
解
を
達
成
し
続
け
る
構
造
を
示
し
て
い
る

こ
の
相
互
了
解
構
造
は
、
個
々
の
尋
問
の
発
話
対
の
諸
様
相
の
な
か
に
結
合
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
会
話
者
は
こ
の

(
8
)
 

構
造
を
戦
略
的
に
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
と
推
測
さ
れ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
種
の
戦
略
的
使
用
は
尋
問
者
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と

い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
。
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げ
さ
せ
る
効
果
が
生
ま
れ
る
。
反
対
尋
問
に
お
い
て
、

(

C

)

 

9
8
9
 
U
C
 

E
x
c
u
s
e
 m
e
.
 

尋
問
者
が
証
人
の
発
話
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
始
さ
れ
た
応
答
を
適
当
で
な
い
も
の
と
し
て
取
下

9
8
8
 

W
l
 

9
8
7
 
A
R
 
"
h
i
s
 o
u
t
b
u
r
s
t
.
 

Correct. 

9
8
6
 

W
l
 

9
8
5
 
A
R
 

（
デ
ー
タ

14)
=
 C
o
r
r
e
c
t
.
=
 

尋
問
者
は
、
圧
倒
的
多
数
の
問
い
に
お
い
て
、
以
前
の
問
い
と
異
な
る
事
項
を
取
り
上
げ
て
い
る

C

記
述
す
る
機
会
は
尋
問
者
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

そ
の
際
、
尋
問
者
は
、
事
態
を
記
述
す
る
用
語
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ぎ
の
例
で
は
、
証
人
は

A
R
の
尋
問
要
約
の
質
問
と
し
て
の
完
結
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
た

相
互
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
繰
返
し
で
あ
る
と
聞
か
れ
う
る
）
と
き
に
応
答
を
開
始
し
た
（
九
八
六
行
）
が
、

つ
ま
り
話
題
を
最
初
に

A
R
は
こ
れ
ま
で
用
い

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
用
語

("outburst"
11
停
職
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
労
働
者
の
怒
り
）
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
状
況
全
体
の
特
徴
づ
け

を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
九
八
七
行
）
た
め
に
、
も
う
一
度
応
答
を
仕
直
し
た
（
九
八
八
行
）
こ
と
が
わ
か
る
。
す
ぐ

に
U
C
が
異
議
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
（
九
八
九
行
以
降
）
の
は
、

U
C
も
こ
の
理
解
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
な

お
、
「

11
」
（
半
角
イ
コ
ー
ル
）
記
号
は
、
前
後
の
発
話
が
通
常
の
間
を
お
か
ず
に
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

(
b
)
 

So, it 
a
m
o
u
n
t
s
 to t
w
o
 s
t
a
t
e
m
e
n
t
s
 f
r
o
m
 y
o
u,
 that p

r
e
c
e
d
e
d
 his11 

こ
の
よ
う
な
使
用
が
頻
繁
に
行
わ
れ
る
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
•
土
t
h
a
tpr
e
c
e
e
d
e
d…

)

7

は
す
で
に
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れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
仲
裁
過
程
を
推
し
進
め
て
い
る
発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
な
に
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
証
人
尋
問
の
結
果
と
し
て
の
証
言
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
示
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
限
定
さ
れ
た
意
味
の

枠
組
み
の
な
か
で
生
み
出
さ
れ
て
く
る
。
証
言
は
、

だ
」
）
の
よ
う
に
意
思
や
事
実
を
比
較
的
単
純
に
伝
達
す
る
陳
述
で
は
な
い
。
証
言
は
、
尋
問
者
と
証
人
と
の
間
で
相
互
に
了
解
さ
れ
て

(
9
)
 

い
る
尋
問
の
構
造
に
し
た
が
う
特
殊
な
共
同
作
業
の
な
か
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
く
る
現
象
で
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

2

尋
問
系
列
の
特
性
尋
問
過
程
に
お
い
て
は
、
証
言
が
、
共
同
作
業
に
よ
っ
て
「
記
録
さ
れ
う
る
」
も
の
と
し
て
、
生
産
さ

れ
る
と
い
え
よ
う
。
尋
問
は
反
復
さ
れ
、

、尋
問
系
列
を
構
成
す
る
。
尋
問
系
列
は
、
通
常
は
手
続
の
小
位
相
を
構
成
す
る
。

問
系
列
に
お
い
て
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
事
件
の
事
実
の
一
部
を
、
「
記
録
さ
れ
う
る
」
証
言
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
描
き
出
す

こ
と
で
あ
る
。
尋
問
系
列
の
目
的
は
、
事
件
の
事
実
の
あ
る
「
部
分
的
描
写
」
を
、

(10) 

こ
と
で
あ
る
。
「
証
言
」
と
同
様
に
、

以
上
の
分
析
か
ら
、

1
3
8
8
 
U
C
 

日
常
会
話
に
お
け
る
問
い
ー
応
答
（
「
ど
う
し
た
の
？
」
「
ち
ょ
っ
と
気
分
が
悪
い
ん

こ
の
「
部
分
的
描
写
」
も
「
公
式
の
」
、

E
x
c
u
s
e
 m
e
,
 did y
o
u
 o
r
 did y
o
u
 n
o
t
 ? 

1
3
8
7
 

W
2
 

1
3
8
6
 

1
3
8
5
 

1
3
8
4
 
U
C
 

（
デ
ー
タ

15)

N
o
w
.
 Wh

e
n
 M
r
.
 ((

S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
c
a
m
e
 to s
e
e
 y
o
u
 o
n
 t
h
e
 original g
r
i
e
v
a
n
c
e
 o
n
 

J
u
n
e
 T
w
e
n
t
y
 T
h
i
r
d
,
 Ni

n
e
t
e
e
n
 E
i
g
h
t
y
 T
h
r
e
e
,
 did y
o
u
 talk t
o
 
(
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 

a
b
o
u
t
 t
h
e
 fact that the p
r
o
c
e
d
u
r
e
 w
a
s
n
't
 be
i
n
g
 
followed• 

W
e
l
l
 he, 

な
ん
ら
か
の
会
話
的
構
造
の
も
と
で
、
作
り
出
す

な
い
し
「
記
録
さ
れ
う
る
」
と
い
う
特
性
を
も
た
な
け

―
つ
の
尋
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1
6
4
4
 

1
6
4
3
 

1
6
4
2
 

1
6
4
1
 

U
C
 

（
デ
ー
タ

17)

9
1
0
 

W
l
 

9
0
9
 

9
0
8
 

9
0
7
 

9
0
6
 
U
C
 

（
デ
ー
タ

16)

こ
の
尋
問
系
列
の
も
つ
「
な
ん
ら
か
の
会
話
的
構
造
」
を
大
ま
か
に
述
べ
て
み
よ
う
。

最
初
に
観
察
さ
れ
る
の
は
つ
ぎ
の
こ
と
で
あ
る
。
尋
問
者
ば
か
り
で
な
く
証
人
に
よ
っ
て
も
、
尋
問
系
列
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
よ
う

と
す
る
も
の
が
、
「
記
録
さ
れ
う
る
」
個
々
の
証
言
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
証
言
の
連
な
り
自
体
で
も
な
く
、
証
言
の
連
な
り
に

よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
る
「
意
味
」
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
、

よ
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。

証
人
は
、
問
い
と
応
答
が
ど
の
よ
う
な
意
図
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
の
か
が
分
か
ら
な
い
と
き
に
は
、
不
安
を
表
明
す
る
。
こ

れ
は
、
証
人
が
尋
問
だ
け
で
な
く
、
尋
問
系
列
に
対
し
て
も
関
心
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
例
を
あ
げ
る
。

In m
a
t
t
e
r
s
 d
e
a
l
i
n
g
 w
i
t
h
 t
h
e
 a
g
r
e
e
m
e
n
t
 a
n
d
 y
o
u
 m
i
g
h
t
 s
a
y
 t
h
e
 

interpretation o
r
 application o
f
 t
h
e
 a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 y
o
u
 w
o
u
l
d
 d
e
a
l
 

t
h
r
o
u
g
h
 t
h
e
 u
n
i
o
n
 r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 b
e
 it 
t
h
e
 s
h
o
p
 s
t
e
w
a
r
d
 o
r
 t
h
e
 

b
u
s
i
n
e
s
s
 rep, 
is 
that correct●

 

I
'
m
 afraid I
 still 
don't u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
 
(
w
h
a
t
 you're) 
driving at. 

O
k
a
y
.
 S
o
 w
o
u
l
d
 it 
be correct to s
a
y
 that a
c
c
o
r
d
i
n
g
 t
o
 this 

policy s
t
a
t
e
m
e
n
t
,
 w
h
i
c
h
 is 
C
o
m
p
a
n
y
 E
x
h
i
b
i
t
 Five, t
h
e
 w
r
i
t
t
e
n
 

w
a
r
n
i
n
g
 is 
n
o
t
 i
n
t
e
n
d
e
d
 to involve a
n
y
t
h
i
n
g
 o
t
h
e
r
 t
h
a
n
 a
 wr
i
t
t
e
n
 

w
a
r
n
i
n
g
 ? 
S
u
s
p
e
n
s
i
o
n
 is 
n
o
t
 included, a
c
c
o
r
d
i
n
g
 to w
h
a
t
 it 
s
a
y
s
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1
3
8
0
 

1
3
7
9
 
U
C
 

1
3
7
8
 W

2

 

1
3
7
7
 

1
3
7
6
 

1
3
7
5
 

U
C
 

1
3
7
4
 
vく
2

1
3
7
3
 

1
3
7
2
 

1
3
7
1
 

U
C
 

（
デ
ー
タ

18)

I
'
m
 n
o
t
 sure I
 un
d
e
r
s
t
a
n
d
 the question
.
 So

r
r
y
 a
b
o
u
t
 that
.
 

い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
の
例
で
は
、

第
二
の
観
察
は
、
尋
問
系
列
で
は
、
部
分
的
描
写
を
作
り
出
す
た
め
に
、
行
動
の
標
準
化
、
な
い
し
常
態
化
が
行
わ
れ
る
よ
う
だ
と

U
C
は
、
会
社
側
の
立
場
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
一
部
の
主
張
と
は
裏
腹
に
、
苦
情
が
直
接
の
上

司
を
越
え
て
申
立
て
ら
れ
る
と
い
う
手
続
の
違
反
が
、
当
該
部
局
の
管
理
者
で
あ
る
証
人

(
W
1
)
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
問
題
で
は
な

カ>
っ

tミ
1
6
4
5
 

と
い
う
意
味
を
も
っ
た
描
写
を
つ
く
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
。

1
6
4
6
 
vく
2

N
o
w
,
 yo
u
 s
a
y
 that part of y
o
u
r
 job is 
to interprete a
n
d
,
 I
 gu
e
s
s
,
 

a
音
inister
the collective b
a
r
g
a
i
n
i
n
g
 a
g
r
e
e
m
e
n
t
 b
e
t
w
e
e
n
 the u
n
i
o
n
 

。
T
h
a
t
'
s
true
,
 

A
r
e
 y
o
u
 familiar w
i
t
h
 the
,
 or m

o
r
e
 or less familiar w
i
t
h
 the 

t
e
r
m
s
 a
n
d
 provisions of the
・
 
a
g
r
e
e
m
e
n
t
,
 specifically a

n
d
 m
o
r
e
 

particularly w
i
t
h
 the g
r
i
e
v
a
n
c
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
e
.
 

O
k
a
y
.
 An

d
 y
o
u
 a
r
e
 a
w
a
r
e
 of the fact that the g
r
i
e
v
a
n
c
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
e
 

sets forth in 
F
o
u
r
 P
o
i
n
t
 Z
e
r
o
 T
w
o
,
 wh

i
c
h
 is 
Joint Exhibit O
n
e
,
 

I,I believe I
 a
m
.
 

a
n
d
 m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 is 

that correct
.
 

h
e
r
e
.
 Is 

that correct ?
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て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
示
し
て
い
る
。

一
三
七
八
行
、

証
人
の
応
答
を
み
る
と
、
最
後
の
応
答
を
除
く
ど
の
応
答
も
、
「
単
純
素
朴
な
」
形
式
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
気
付

か
れ
う
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
の
系
列
の
最
後
の
応
答
を
除
く
あ
ら
ゆ
る
発
話
に
お
い
て
、
証
人
は
尋
問
の
系
列
的
様
相
に
注
意
を
向
け

ニ
ニ
七
四
行
、

で
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
を
避
け
た
り
、
留
保
付
(
^
^
I

believe")
の
応
答
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
応
答
は
、
尋
問
者
に
よ

1
3
9
3

く
く
2

N
o
,
 I
 

d
i
d
 not. 

1
3
9
2
 

t
h
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
e
?
 

1
3
9
1
 

1
3
9
0
 
U
C
 

1
3
8
9
 
vく
2

1
3
8
8
 
U
C
 

1
3
8
7
 W

2

 

1
3
8
6
 

1
3
8
5
 

1
3
8
4
 
U
C
 

1
3
8
3
,く
2

1
3
8
2
 

1
3
8
1
 

t
h
e
 g
r
i
e
v
a
n
c
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
e
,
 a
n
d
 u
n
d
e
r
 A
 t
h
e
 first 
step, 
a
n
d
 u
n
d
e
r
 B, 

t
h
e
 s
e
c
o
n
d
 step, et c
e
t
e
r
a
,
'
y
ou're fa
/
 /m
i
l
i
a
r
 w
i
t
h
 that]
.
 

]
v
e
 s
o
.
 

N
o
w
.
 W
h
e
n
 M
r
.
 
(
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
c
a
m
e
 t
o
 s
e
e
 y
o
u
 o
n
 t
h
e
 original g
r
i
e
v
a
n
c
e
 o
n
 

J
u
n
e
 T
w
e
n
t
y
 T
h
i
r
d
,
 N
i
n
e
t
e
e
n
 E
i
g
h
t
y
 T
h
r
e
e
,
 d
i
d
 y
o
u
 t
a
l
k
 t
o
 
(
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 

a
b
o
u
t
 t
h
e
 fact t
h
a
t
 t
h
e
 p
r
o
c
e
d
u
r
e
 w
a
s
n
't
 be
i
n
g
 
followed• 

W
e
l
l
 he,＇ 

W
h
a
t
 M
r
.
 (
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
told J;Ue 
w
a
s
 t
h
a
t
,
 he

y
,
 
((W
l
'
s
 n
a
m
e
)
)
 is 
n
o
t
 h
e
r
e
.
/
/
 A
n
d
 (
(
S
h
o
p
 

S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
s
a
y
]
 

E
x
c
u
s
e
 m
e
.
 
(y
o
u
 s
a
y
)
]
 

either y
e
s
 o
r
 no•Did 

y
o
u
 tell 
(
(
S
h
o
p
 S
t
e
w
a
r
d
)
)
 
t
h
a
t
 h
e
 w
a
s
n
'
t
 f
o
l
l
o
w
i
n
g
 

E
x
c
u
s
e
 m
e
,
 d
i
d
 y
o
u
 o
r
 d
i
d
 y
o
u
 n
o
t

●
 

I
 

belie 

一
三
八
三
行
に
お
い
て
は
、
証
人
は
、
小
声
で
答
え
る
こ
と
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あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
三

八
七
行
に
お
い
て
は
、
証
人
が
「
い
や
い
や
の
」
返
答
を
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
観
察
可
能
で
あ
る
。
日
常
会
話
に
お
け

る
「
い
や
い
や
の
」
返
答
と
同
様
に
、
そ
れ
は
た
め
ら
い
の
符
号
で
あ
る

'̂Well
"に
よ
っ
て
前
置
き
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
そ
の
応

答
へ
の

U
C
の
あ
か
ら
さ
ま
な
不
承
認
と
再
指
示
(
―

-＝
一
八
八
行
の
介
入
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
て
の
「
弁
解
」
と
聞
き
う
る
発
話
(
-
三
八
九
行
）
を
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
が

U
C
の
再
介
入
と
再
質
問
を
招
い
た
(
-
三
九

O
I九
二

行
）
の
ち
、
は
じ
め
て
「
単
純
素
朴
な
」
応
答
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
い
や
い
や
の
」
性
質
は
、
応
答
の
用
語
法
自
体
や
応
答
の
な
か
で
記
述
さ
れ
る
事
実
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
と
は
い
え
な

い
。
の
ち
に
、

W
1
は

「
い
や
い
や
」
で
な
し
に
「
手
続
違
反
は
重
要
と
思
わ
な
い
」
と
い
う
考
え
を
陳
述
し
て
い
る
し
、

同
じ
意
味
は
ニ
二
八
九
行
に
お
い
て
も
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

九
三
行
の
応
答
は
、
「
こ
の
場
所
に
置
か
れ
た
」
ゆ
え
に
「
い
や
い
や
の
」
も
の
と
み
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

の
」
応
答
の
形
式
の
な
か
で
発
話
さ
れ
た
か
ら
そ
の
よ
う
に
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
、

そ
こ
で
問
題
は
、

）
の
こ
と
は
、
よ
り
具
体
的
に
い
う
と
、

こ
の
応
答
が
置
か
れ
て
い
る
系
列
上
の
位
置
に
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
ぜ
こ
の
場
所
が
こ
う
し
た
意
味
付
与
的
な
効
果
を
も
つ
の
か
、

ま
ず
、
尋
問
過
程
に
お
い
・て
は
、

応
答
の
も
つ
こ
の
性
質
は
、

む
し
ろ
、

っ
て
受
容
さ
れ
て
い
る
、

と
見
ら
れ
る
。

き
た
る
べ
き
応
答
(
-
三
九
三
行
）
に
つ

と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

一
三
九
三
行
の
「
場
所
」
の
意
味
を
あ
き
ら
か
に
す
る
の
は
、

―
っ
―
っ

ま
た
こ
の

そ
れ
は
、
「
い
や
い
や

つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明

さ
き
に
示
し
た
よ
う
に
証
人
も
尋
問
者
も
尋
問
が
一
連
の
系
列
へ
と
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ

て
な
ん
ら
か
の
「
意
味
」
が
描
き
出
さ
れ
て
く
る
仕
方
に
関
心
を
向
け
て
い
る
。

の
問
い
の
意
味
は
、
以
前
の
尋
問
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
証
言
と
の
「
関
連
」
に
お
い
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
す
る
と
い
う
こ

そ
れ
に
先
行
す
る
尋
問
で
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1
6
8
7
 
U
C
 

1
6
8
6
 W

2

 

1
6
8
5
 

1
6
8
4
 
U
C
 

1
6
8
3
 
vく
2

1
6
8
2
 

1
6
8
1
 

U
C
 

1
6
8
0
W
2
 

1
6
7
9
 

1
6
7
8
 

1
6
7
7
 

1
6
7
6
 

1
6
7
5
 

（
デ
ー
タ

19)

I
 do
?
1
1
 

M
a
n
a
g
e
m
e
n
t
,
 do

n
't
 yo
u
 ?
 

考
え
ら
れ
る
。

一
三
七
五
ー
七
八
行
の
尋
問
に
照
ら
し
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
、

こ
の
先
行
す
る
尋
問
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
証
言
は
、
「

W
1
は
苦
情
申
立
て
手
続
に
つ
い
て
知
識
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
を
帯
ぴ
て
い
る
。
こ
の
意
味
と
尋
問
の

「
頂
点
」
を
な
す

ニ
――八
四
行
の
問
い
と
の
関
係
は

…（泰）…
w
h
e
n
t
h
e
y
 s
a
y
 written w
a
r
n
i
n
g,
 

isn
't
 it 
correct that p
u
r
s
u
a
n
t
 to the policy s
t
a
t
e
m
e
n
t
 that s
u
c
h
 

w
r
i
t
t
e
n
 w
a
r
n
i
n
g
 d
o
e
s
 n
o
t
 c
o
n
t
e
m
p
l
a
t
e
 a
n
y
 action other t
h
a
n
 a
 

w
r
i
t
t
e
n
 
warning•Zo 

suspension; n
o
 discipline
.
 Isn't
 that true
,
 

I
 su
p
p
o
s
e
 it
,c

o
u
l
d
 b
e
 
((attempting))_

 to m
e
a
n
 that. 
I
 don'
t
 k
no
w
.
 

W
e
l
l
,
 Wh

a
d
y
u
 m
e
a
n
 y
o
u
 d
o
n
't
 kn
o
w
?
 M
r
.
 (
(
W
2
's
 na
m
e
)
)
,
 Yo

u
 a
r
e
 the S
e
n
i
o
r
 

M
a
n
a
g
e
r
,
 ar

e
 y
o
u
 n
o
t
?
 

Y
e
s
 I
 a
m
.
 

Y
o
u
 a
d
m
i
n
i
s
t
e
r
 this disciplinary policy o
n
 behalf of the 

O
k
a
y
.
 

u
n
d
e
r
 this? 

発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
の
上
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
の
例
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
一
三
八
四
行
の
問
い
の
意
味
は
、

と
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こ
の
例
で
は
、

W
2
の

"Id
o
n
't
 kn
o
w
"
と
い
う
留
保
(
-
六
八

0
行
）
が

U
C
の
引
続
く
尋
問
の
標
的
と
さ
れ

こ
の
標
的
発
話
の
茎
礎
を
崩
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
と
り
わ
け
、

U
C
は
、

な
い
は
ず
は
な
い
」
と
い
う
た
め
の
常
識
的
な
理
由

(
W
2
の
職
務

・
業
務
）
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

W
1
が
「
知
ら

こ
こ
で
留
保
を
基
礎
付
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
常
識
的
な
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事
項
が
、
先
の
例
で
は
、
先
行
す
る
尋
問
で
の

質
問
事
項
と
な
っ
て
い
る
。

前
も
っ
て
除
去
す
る
、
と
い
う
意
味
を
も
つ
の
だ
、

そ
こ
で
、

一
三
七
一
ー
八
三
行
の
尋
問
系
列
は
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(11) 

一
三
八
四
行
の
問
い
で
問
題
に
さ
れ
る
「
い
ま
•

こ
こ
」
の
状
況
を
前
も
っ
て
常

(12) 

識
的
な
解
釈
枠
組
み
（
職
業
、
職
務
、
職
務
上
の
上
下
関
係
、
臓
務
遂
行
の
能
力
等
々
か
ら
な
り
た
つ
概
念
枠
組
み
）
で
ま
ず
と
ら
え
、
そ
の

よ
う
に
解
釈
さ
れ
た
状
況
の
な
か
に
見
出
さ
れ
う
る
「
当
該
の
問
い
に
応
じ
て
答
え
ら
れ
る
な
に
ご
と
か
へ
の
弁
明
」
の
甚
礎
を
あ
ら

か
じ
め
取
り
除
い
て
お
く
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
先
行
条
件
の
も
と
で
は
、
安
全
そ
う
に
み
え
る
問
い
で
あ
っ
て
も
、

そ
れ
に
答
え
る
こ
と
は
危
険
を
と
も
な
う
こ
と
に

な
る
。
応
答
の
過
程
で
な
に
ご
と
か
の
問
題
点
に
気
付
い
た
と
し
て
も
、
証
人
に
は
留
保
付
返
答
と
い
う
手
段
で
自
己
の
発
話
を
ま
も

る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(
7
)

「
急
い
で
」
指
示
が
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
注
目
に
値
す
る
様
相
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ま
ず
、
証
人
は
「
質
問
に
答
え
る
た

め
に
質
問
を
受
取
る
」
体
勢
に
あ
る
と
知
ら
れ
う
る
の
で
、
質
問
が
終
了
し
た
と
聞
か
れ
う
る
と
き
に
は
、
「
質
問
が
終
了
し
た
の
で
、
通

常
の
間
合
い
の
後
に
、
証
人
が
話
し
始
め
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
尋
問
者
と
証
人
の
双
方
に
よ
っ
て
予
期
可
能
で
あ
る
。
「
通
常
の
間
合
い

当
て
は
ま
る
。

）
の
こ
と
に
注
目
す
る
と
、
デ
ー
タ

18
で、

）
の
分
析
は
、

一
三
七
―
—
七
四
行
の
問
い
に
つ
い
て
も

一
三
八
四
行
の
問
い
に
先
行
す
る
問
い
は
、
留
保
の
基
礎
を

が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

て
い
る
。

U
C
の
戦
術
は
、

簡
単
に
い
う
と
、

）
の
留
保
に
は
「
基
礎
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を
詰
め
る
」
と
い
う
行
為
は
、
そ
こ
で
、

(
1
)
尋
問
者
は
証
人
が
通
常
の
間
合
い
の
の
ち
に
話
始
め
る
前
に
質
問
の
言
直
し
を
開
始
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

(
2
)
通
常
の
間
合
い
を
詰
め
て
「
急
い
で
い
る
」
と
聞
か
れ
う
る
発
話
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
尋
問
者
は
「
通

常
の
間
合
い
の
の
ち
に
、
話
し
始
め
よ
」
と
い
う
相
互
了
解
へ
の
尊
重
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
ら
を
尋
問
者
が
証
人
に

伝
達
す
る
手
段
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
の
時
点
、
こ
の
位
置
で
「
間
合
い
が
詰
め
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
尋
問
者
と
証
人
は
、

「
質
問
に
な
ん
ら
か
の
問
題
が
あ
り
、
手
当
が
施
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
了
解
し
あ
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
8
)

「
戦
略
的
に
」
と
い
う
意
味
は
、
本
文
で
述
べ
た
墓
本
的
な
伝
達
の
構
造
か
ら
、
そ
の
場
そ
の
場
で
、
一
定
限
度
に
お
い
て
、
す
く
な
く

と
も
い
く
ら
か
の
計
算
に
も
と
づ
い
て
、
「
自
由
に
」
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
用
語
法
は
、
ミ
シ
ェ
ル
・

フ
ー
コ
ー
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る

(
M
i
c
h
e
l
F
o
u
c
au
t,
 

• 
"
W
h
a
t
 is
.
 

E
n
l
i
g
h
t
m
e
n
t
 ?"
 
in 
P
a
u
l
 
R
a
b
i
n
o
w
 
&
 W
i
l
l
i
a
m
 
M
.
 

Sullivan 
(eds
.)
,
 Interpretive 

Social 
Science: 
A
 S
e
c
o
n
d
 Look・ 
(
B
e
r
k
e
l
e
y
,
 Lo

s
 Angeles, 
L
o
n
d
o
n
:
 University 
of 

• 

California P
r
e
s
s
,
 

1
9
8
7
)
,
 
p
.
 

1
7
2
 ~
照
。

(
9
)

証
言
が
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
証
言
が
、
〈
複
数
の
人
々
の
行
為
の
組
織
的
な
組
合
せ
に
よ
る
・
証
言
と
し
て
の
・
達

成
〉
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と

は
、
証
人
と
尋
問
者
の
間
に
闘
争
が
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
逆
に
闘
争
は
つ
ね
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
は
多
か
れ
少
な

か
れ
こ
の
共
同
作
業
の
組
織
を
考
慮
に
い
れ
た
も
の
と
し
て
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
尋
問
過
程
の
な
か
で
の
利
害
の
対
立
な
い
し

闘
争
を
、
尋
問
過
程
の
社
会
学
的
秩
序
と
し
て
の
発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
闘
争
は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で

•

こ
の
シ
ス
テ
ム
に
関
し
て

•

こ
の
シ
ス
テ
ム

←
に
対
し
て

、

•
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
用
い
て
、

等
々
の
態
様
で
、
ま
た
は
そ
れ
ら
の
組
合
せ
と
し
て
、
生
じ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

(10)

こ
う
し
た
描
写
の
組
合
せ
に
よ
っ
て
、
あ
る
「
事
件
」
の
手
続
的
な
「
事
実
認
定
」
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

(
1
1
)尋
問
に
似
た
「
糾
弾
」
の
系
列
で
の
「
い
ま
•

こ
こ
」
の
作
用
に
つ
い
て
、
山
田
富
秋
「
確
認
・
糾
弾
会
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」
『
解
放
社
会

学
研
究
』

3
号
一
六
ー
一
七
頁
、
好
井
裕
明
「
確
認

・
糾
弾
会
の
ス
ト
ー
リ
ー
」
『
解
放
社
会
学
研
究
』

3
号
一
九
ー
ニ
ニ
頁
、
亘
明
志
「
確

，
 

認
・
糾
弾
会
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
」
『
解
放
社
会
学
研
究
』

3
号
五

O
I
五
二
頁
、
い
ず
れ
も
一
九
八
九
年
、
に
分
析
と
デ
ー
タ
が
あ
る
。

6
 

(12)

公
設
弁
護
人
が
犯
罪
事
実
を
常
態
化
し
て
と
ら
え
る
た
め
に
用
い
る
枠
組
み
を
「
通
常
犯
罪
」
と
よ
ん
だ
デ
ィ
ビ
ッ
ド

・
サ
ド
ナ
ウ
に
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(

C

)

 

(
b
)
 

(

a

)

 

... —· ノ‘

な
ら
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
概
念
枠
組
み
を
「
通
常
行
為
」
な
い
し
そ
の
「
通
常
理
由
」
と
よ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
参
照
、

D
a
v
i
d

S
u
d
n
o
w
,
 
"
N
o
r
m
a
l
 
C
r
i
m
e
s
:
 
Sociological 
F
e
a
t
u
r
e
s
 
of 
the 
P
e
n
a
l
 
C
o
d
e
 
in・ 
a
 Public 
D
e
f
e
n
d
e
r
 
Office", ~ocial 

Problems, Vol. 1
2
,
 
N
o
.
 3
,
 
p. 2
5
5
.
 

仲
裁
の
相
互
作
用
的
構
成

本
稿
の
主
た
る
分
析
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

手
続
法
に
た
ん
に
し
た
が
う
だ
け
で
な
く
、
手
続
を
通
じ
て
、
事
実
の
公
式
的
手
続
適
合
性
を
確
立
し
、

証
言
・
一
組
の
事
実
や
全
体
的
事
件
の
意
味
、
な
ど
を
生
産
し
て
い
く
こ
と
が
法
律
家
の
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
手
続
法
の
も
と
で
評

価
さ
れ
う
る
行
動
を
と
る
と
い
う
客
観
的
事
態
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
そ
れ
よ
り
も
も
っ
と
甚
礎
的
な
事
態
な
の

で
あ
る
。
〈
法
に
・
し
た
が
う
・
手
続
〉
と
い
う
複
合
的
な
事
象
を
「
生
み
出
す
」
の
は
、
手
続
的
実
践
の
遂
行
で
あ
る
。

証
言
は
、
指
示
さ
れ
た
発
話
で
あ
る
。

か
を
検
査
す
る
の
は
、
尋
問
者
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
指
示
を
行
な
い
、

そ
れ
を
用
い
て
、

そ
の
指
示
が
証
人
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
か
ど
う

そ
の
意
味
で
、
証
言
は
、
尋
問
者
と
証
人
と
の
共
同
作
業
の
産
物
で
あ
る
。

尋
問
は
、
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
件
の
一
部
の
事
実
に
つ
き
部
分
的
な
描
写
を
生
産
す
る
た
め
に
用
い
る
こ
と
が

で
き
る
。
尋
問
と
い
う
発
話
交
換
シ
ス
テ
ム
は
、
大
多
数
の
場
合
に
は
尋
問
者
に
よ
っ
て
、
し
か
し
構
造
上
は
証
人
に
よ
っ
て
も
、
戦

術
的
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
手
続
的
実
践
は
人
間
の
行
動
に
計
画
的
に
影
響
を
与
え
る
力
を
も
つ
、
と
い
う
性

格
I
そ
れ
を
権
力
的
性
格
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
ー
|
を
帯
ぴ
る
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。
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