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イ
リ
ノ
イ
大
学
法
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教
授
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シ
ュ
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・
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・
フ
ィ
ン
キ
ン 

米
国
・
個
別
雇
用
紛
争
解
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は
じ
め
に 

　
ア
メ
リ
カ
は
日
本
や
韓
国
、
ド
イ
ツ
や
英

国
と
違
っ
て
、
不
当
解
雇
に
関
し
、
行
政
が

責
任
を
も
っ
て
迅
速
に
、
か
つ
経
費
を
か
け

ず
に
確
実
に
正
義
に
帰
す
る
と
い
う
シ
ス
テ

ム
が
保
障
さ
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
雇

用
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
は
模
範
と
す
べ
き
で

は
な
く
、
む
し
ろ
反
面
教
師
と
し
て
と
ら
え

る
べ
き
だ
と
考
え
る
。 

 

ア
メ
リ
カ
の
雇
用
関
係
法
は
、
一
九
世
紀

の
判
例
の
名
残
り
で
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
随

意
雇
用
原
則
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
原
則
に
よ
れ
ば
、
期
間
の
定
め
の
な
い

雇
用
契
約
に
つ
い
て
、
雇
用
主
は
い
つ
で
も
、

ど
ん
な
理
由
で
も
労
働
者
を
解
雇
で
き
る
。

す
べ
て
の
雇
用
関
係
上
の
問
題
は
こ
う
し
た

枠
組
み
の
中
で
処
理
さ
れ
る
た
め
に
、
ア
メ

リ
カ
の
雇
用
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
は
欠
陥
が

多
い
と
さ
れ
、
「
あ
っ
て
な
き
が
如
し
」
の

シ
ス
テ
ム
と
も
い
わ
れ
る
。
過
去
に
は
本
シ

ス
テ
ム
を
全
面
的
に
修
正
す
る
案
も
浮
上
し

た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
経
済
的
・
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
抵
抗
が
示
さ
れ
て
き
た
。
以
下

で
は
、
本
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
、
個
別
の
雇

用
紛
争
解
決
の
例
を
引
き
な
が
ら
紹
介
し
た

い
。 
 

   

不
当
解
雇
へ
の
法
的
対
応 

　
不
当
解
雇
に
つ
い
て
法
的
に
対
処
す
る
に

は
、
全
面
的
で
迅
速
、
か
つ
公
正
で
正
確
な

権
利
侵
害
の
補
償
を
行
う
こ
と
、
加
え
て
経

費
負
担
が
可
能
な
限
り
低
く
抑
え
ら
れ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ

ら
の
項
目
の
目
的
は
相
矛
盾
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、
補
償
金
額
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ

ど
、
正
確
さ
の
必
要
性
が
増
大
す
る
。
正
確

さ
を
期
す
れ
ば
期
す
る
ほ
ど
、
適
正
な
手
続

き
が
求
め
ら
れ
、
正
式
事
実
審
理
前
の
証
拠

開
示
、
記
録
の
再
調
査
ほ
か
、
さ
ま
ざ
ま
な

手
続
き
が
関
わ
り
、
関
連
経
費
（
特
に
弁
護

士
費
用
）
が
上
昇
す
る
と
と
も
に
、
解
決
ま

で
に
要
す
る
時
間
も
長
く
な
る
。
こ
の
よ
う

に
相
矛
盾
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
の
間
で
、

い
か
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
以
下
で
は
、
①
全
国
労
働
関
係
局

（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
手
続

き
、
②
労
働
協
約
に
も
と
づ
く
労
働
仲
裁
制

度
、
③
民
事
訴
訟
、
④
雇
用
仲
裁
―
―
を
取

り
上
げ
て
、
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
紛
争
解
決
シ

ス
テ
ム
の
状
況
に
つ
い
て
説
明
し
た
い
。
各

制
度
の
概
要
は
図
表
１
に
示
し
て
い
る
。 

 

一
　
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
不
当
労
働
行
為
手

続
き 

　
全
国
労
働
関
係
法
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
）（
１
）は
被

用
者
に
対
し
、
①
団
結
す
る
権
利
、
②
労
働

団
体
を
結
成
・
加
入
・
支
援
す
る
権
利
、
③

団
体
交
渉
に
従
事
す
る
権
利
、
お
よ
び
④
相

互
扶
助
と
保
護
の
た
め
の
そ
の
他
の
形
態
の

団
体
行
動
に
従
事
す
る
権
利
、
⑤
あ
る
い
は

こ
の
よ
う
な
活
動
を
し
な
い
権
利
―
―
を
保

証
し
て
い
る
。
被
用
者
が
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
も
と

づ
い
て
自
ら
の
代
表
者
を
選
出
し
た
場
合
、

雇
用
者
と
そ
の
被
用
者
の
代
表
は
、
誠
意
を

も
っ
て
交
渉
す
る
義
務
を
負
う
。
雇
用
者
ま

た
は
労
働
組
合
が
、
被
用
者
に
上
記
の
権
利

の
行
使
を
制
限
ま
た
は
強
制
す
る
こ
と
、
あ

る
い
は
誠
実
な
交
渉
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、

不
当
労
働
行
為
で
あ
る
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
運
用

を
担
当
す
る
の
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
で
あ
り
、
不
当

労
働
行
為
の
申
し
立
て
を
受
け
て
審
査
を
行

い
、
救
済
命
令
を
発
す
る
。 

 
不
当
労
働
行
為
手
続
き
は
、
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。 

（
１
）
手
続
き
は
申
し
立
て
に
よ
っ
て
始
ま

り
、
不
当
労
働
行
為
が
法
定
期
間
内
（
六
カ

月
）
に
起
き
た
、
ま
た
は
起
き
て
い
る
と
考

え
る
者
は
誰
で
も
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
申
し
立
て
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
。  

（
２
）
申
し
立
て
を
受
け
た
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
地
方

支
局
が
調
査
を
行
い
、
申
し
立
て
に
理
由
が

な
い
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
申
し
立
て
の
取
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り
下
げ
を
勧
告
。
申
し
立
て
人
が
こ
れ
に
応

じ
な
い
場
合
は
、
申
し
立
て
却
下
の
決
定
を

下
す
。 

（
３
）
申
し
立
て
に
十
分
な
根
拠
が
あ
り
、

和
解
が
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
場
合
に
は
、
正
式
な
救
済
請
求
状
が
発
せ

ら
れ
る
。
た
だ
し
、
正
式
な
審
問
が
始
ま
る

ま
で
は
い
つ

で
も
、
和
解

す
る
、
ま
た

は
救
済
請
求

を
取
り
下
げ

る
こ
と
が
可

能
。 

（
４
）
救
済

請
求
の
審
問

は
行
政
法
審

判
官
の
面
前

で
行
わ
れ
る
。

行
政
法
審
判

官
は
必
要
に

応
じ
て
、
事
実
認
定
報
告
書
と
法
律
上
の
判

断
を
救
済
案
と
共
に
提
出
す
る
。 

（
５
）
行
政
法
審
判
官
の
決
定
に
不
満
な
当

事
者
は
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
異
議
を
申
し
立
て
る

こ
と
が
で
き
る
。
通
常
は
局
委
員
会
が
全
当

事
者
の
書
面
お
よ
び
行
政
法
審
判
官
の
面
前

で
の
審
問
の
記
録
に
も
と
づ
い
て
決
定
を
下

す
。 

 

な
お
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
が
出
し
た
救
済
命
令
に

不
満
が
あ
る
場
合
、
連
邦
控
訴
裁
判
所
に
司

法
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
救

済
請
求
状
が
発
せ
ら
れ
る
場
合
、
手
続
き
は

す
べ
て
連
邦
政
府
が
運
営
し
、
被
用
者
の
費

用
は
連
邦
政
府
が
負
担
す
る
点
で
あ
る
。
Ｎ

Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
手
続
き
で
は
正
式
事
実
審
理
前
の

証
拠
開
示
は
な
い
が
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
側
に
挙
証

責
任
が
あ
る
。
図
表
２
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
事
件

取
り
扱
い
件
数
を
示
し
て
い
る
。 

 

図
表
２
に
あ
る
よ
う
に
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
対

す
る
申
し
立
て
は
お
よ
そ
一
年
に
二
万
か
ら

三
万
件
な
さ
れ

る
が
、
そ
の
九

割
以
上
は
取
り

下
げ
、
却
下
、

和
解
に
よ
っ
て

解
決
さ
れ
て
い

る
。
最
終
的
に

救
済
命
令
が
下

さ
れ
る
の
は
、

約
二
・
五
％
に

と
ど
ま
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
、

Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
は
訴

訟
の
た
め
で
な

く
、
和
解
を
促

す
た
め
の
法
律

だ
と
い
え
る
。

救
済
請
求
二
万
件
の
う
ち
、
和
解
が
成
立
せ

ず
に
審
理
を
受
け
る
の
は
約
一
二
〇
〇
件
、

最
終
的
に
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
救
済
命
令
ま
で
持
ち

込
ま
れ
る
の
は
四
〇
〇
件
ほ
ど
で
あ
る
。 

　
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
救
済
権
限
は
い
わ
ゆ
る
「
原
状

回
復
」
救
済
で
あ
り
、
遡
及
的
な
賃
金
の
支

払
い
と
、
解
雇
さ
れ
た
被
用
者
の
復
職
に
限

定
さ
れ
て
い
る
。
解
雇
さ
れ
た
被
用
者
の
約

八
〇
％
が
復
職
の
申
し
出
を
受
諾
す
る
。
一

連
の
処
理
に
は
、
平
均
し
て
二
〇
カ
月
か
か

る
が
（
図
表
１
を
参
照
）
、
場
合
に
よ
っ
て

は
、
さ
ら
に
長
期
化
す
る
場
合（
２
）も
あ
る
。

和
解
に
達
し
な
い
場
合
、
不
当
解
雇
さ
れ
た

平
均
的
被
用
者
に
対
し
、
お
よ
そ
二
〇
カ
月

分
の
遡
及
賃
金
か
ら
、
こ
の
期
間
中
に
当
該

被
用
者
が
獲
得
し
た
金
額
を
差
し
引
い
た
額

が
支
払
わ
れ
る
。 

 

費
用
負
担 

 

雇
用
者
側
に
と
っ
て
、
救
済
請
求
に
対
抗

す
る
た
め
の
弁
護
士
費
用
と
、
民
事
訴
訟
に

要
す
る
費
用
と
は
、
あ
ま
り
差
異
が
な
い
。

一
般
的
に
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
持
ち
込
ま
れ
た
場
合

の
雇
用
者
負
担
は
七
万
五
〇
〇
〇
ド
ル
程
度

で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
不
当
解
雇
さ
れ
た

従
業
員
に
対
し
て
補
償
さ
れ
る
金
額
は
、
解

雇
か
ら
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
救
済
ま
で
の
平
均

期
間
が
二
〇
カ
月
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る

と
、
手
続
き
終
了
時
に
受
け
取
る
額
は
五
万

ド
ル
に
利
息
を
加
算
し
、
減
額
分
を
差
し
引

い
た
額
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
少
額
の
支
払

い
に
対
抗
す
る
た
め
に
、
雇
用
者
が
そ
れ
を

上
回
る
法
的
な
経
費
負
担
を
し
て
い
る
の
は

何
故
だ
ろ
う
か
。
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
解
決
は
、

時
間
が
特
段
短
い
わ
け
で
も
な
く
、
正
義
が

全
う
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
手
続
き
に
要

す
る
時
間
に
つ
い
て
は
、
統
計
等
で
比
較
す

る
と
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
決
定
よ
り
も
労
働
協
約

に
も
と
づ
く
労
働
仲
裁
の
方
が
解
決
に
か
か

る
時
間
が
短
い
。 

　
そ
れ
で
も
な
お
、
雇
用
者
が
雇
用
者
の
権

利
を
侵
害
し
て
ま
で
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
救
済
命

令
に
持
ち
込
も
う
と
す
る
の
は
、
雇
用
者
が

自
分
の
行
動
の
正
当
性
に
確
固
と
し
た
信
念

が
あ
り
、
純
粋
に
そ
の
正
当
性
を
主
張
す
る

た
め
か
、
あ
る
い
は
そ
の
解
雇
が
も
っ
と
大

き
な
計
略
の
一
部
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
で

あ
る
。
一
握
り
の
労
働
組
合
活
動
家
を
解
雇

し
て
、
数
年
後
、
一
連
の
手
続
き
終
了
後
に

支
払
う
経
費
は
数
万
ド
ル
、
こ
の
訴
訟
を
担

当
す
る
弁
護
士
に
か
か
る
経
費
が
数
十
万
ド

ル
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
雇
用
者
は
労
働

組
合
の
賃
上
げ
要
求
に
同
意
す
る
よ
り
、
労

働
組
合
の
指
導
者
を
解
雇
す
る
方
が
、
経
費

負
担
が
軽
く
て
済
む
と
の
予
測
が
成
り
立
つ
。 

 

二
　
労
働
協
約
に
も
と
づ
く
労
働
仲
裁
制

度 　
大
半
の
労
働
協
約
に
は
、
労
働
協
約
の
適

用
を
め
ぐ
る
苦
情
処
理（
３
）及
び
仲
裁
に
関

す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

る
と
、
苦
情
処
理
手
続
き
の
最
終
段
階
は
第

三
者
に
よ
る
労
働
仲
裁
に
至
る
と
定
め
ら
れ

て
い
る
。
苦
情
が
仲
裁
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
場

合
に
は
、
中
立
な
立
場
に
あ
る
仲
裁
人
が
労

使
双
方
か
ら
意
見
を
聞
い
た
上
で
、
最
終
的

な
解
決
策
を
示
す
。
そ
の
場
合
、
労
使
は
仲

裁
人
の
判
断
に
拘
束
さ
れ
る
。
仲
裁
は
、
当

事
者
が
選
択
し
た
専
任
審
判
人（standing um

pire

）、

三
者
間
パ
ネ
ル
、
あ
る
い
は
合
意
さ
れ
た
リ

ス
ト
か
ら
選
出
さ
れ
た
、
ま
た
は
そ
の
事
件

の
た
め
に
選
出
さ
れ
た
一
人
の
仲
裁
人
が
下

す
。 

 

た
と
え
ば
、
雇
用
者
は
「
雇
用
随
意
原
則
」

に
も
と
づ
い
て
自
由
に
解
雇
で
き
る
が
、
労

働
協
約
に
「
被
用
者
は
正
当
な
理
由
な
く
解

雇
さ
れ
な
い
」
と
い
う
定
め
が
あ
る
場
合
、

労
働
組
合
は
こ
の
解
雇
を
苦
情
処
理
手
続
き 
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の
諸
段
階
を
へ
て
、
最
終
的
に
仲
裁
に
持
ち

込
む
こ
と
が
で
き
る
。
苦
情
処
理
手
続
き
を

へ
た
仲
裁
は
、
組
合
員
で
あ
る
被
用
者
に
と

っ
て
そ
の
契
約
上
の
権
利
を
保
護
さ
れ
る
た

め
の
排
他
的
な
手
段
で
あ
る
。
不
当
解
雇
に

つ
い
て
、
被
用
者
は
雇
用
者
に
対
し
民
事
訴

訟
を
起
こ
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
そ
れ
は
、

事
件
の
処
理
に
当
た
っ
て
労
働
組
合
が
公
正

な
代
表
の
義
務
に
違
反
し
た
こ
と
を
証
明
で

き
る
場
合（
４
）の
み
で
あ
る
。
仲
裁
人
の
裁

定
に
つ
い
て
の
司
法
審
査
は
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
、
事
実
の
誤
り
や
労
働
協
約
の
不
当
な

解
釈
で
さ
え
裁
判
所
の
取
り
扱
い
事
項
に
は

当
た
ら
な
い
。 

 

当
事
者
で
あ
る
経
営
側
と
組
合
が
仲
裁
人

を
選
ぶ
方
法
は
数
多
く
あ
り
、
労
働
仲
裁
が

ど
の
程
度
、
誰
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か

の
詳
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。
連
邦

政
府
機
関
で
あ
る
連
邦
あ
っ
せ
ん
・
調
停
局

（
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｓ
）
は
、
仲
裁
人
の
リ
ス
ト
と
、

選
任
に
つ
い
て
の
情
報
を
保
有
し
、
統
計
を

公
表
し
て
い
る
。
こ
の
統
計
か
ら
、
労
働
調

停
制
度
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
表

３
は
Ｆ
Ｍ
Ｃ
Ｓ
の
活
動
を
示
し
て
い
る（
５
）。 

 

近
年
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
申
し
立
て
ら
れ
る
ケ

ー
ス
が
大
幅
に
増
加
し
、
労
働
仲
裁
は
全
体

的
に
減
少
し
て
い
る
。
労
働
仲
裁
の
手
続
き

に
か
か
る
経
費
は
過
去
四
〇
年
間
ほ
と
ん
ど

一
定
で
あ
る
が
、
所
用
時
間
は
長
期
化
し
て

い
る
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
苦
情
処
理
の
プ

ロ
セ
ス
や
仲
裁
人
の
選
定
そ
の
も
の
に
時
間

が
か
か
る
か
ら
で
あ
る
。 

　
労
働
仲
裁
裁
定
は
、
ま
さ
に
さ
ま
ざ
ま
な

苦
情
処
理
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
点
に
立
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
労
働

組
合
は
解
雇
事
件
の
約
六
〇
％
で
労
働
仲
裁

人
に
よ
る
仲
裁
に
成
功
し
、
契
約
解
釈
の
問

題
を
提
起
す
る
事
件
の
半
分
強
で
勝
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
労
働
仲
裁
シ
ス
テ
ム
が
成
功
を

収
め
て
い
る
背
景
に
は
、
一
つ
に
は
、
労
使

の
両
当
事
者
が
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ

よ
う
と
努
力
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。 

　
三
　
民
事
訴
訟 

　
統
計
値
の
収
集
・
解
釈
と
も
に
困
難
な
分

野
で
あ
る
。
民
事
訴
訟
は
、
州
裁
判
所
あ
る

い
は
連
邦
裁
判
所
に
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
、

私
法
上
の
請
求
権
、
す
な
わ
ち
契
約
に
も
と

づ
く
請
求
権
と
、
制
定
法
に
も
と
づ
く
請
求

権
を
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
 

ク
ラ
イ
ド
・
サ
マ
ー
ズ
は
、
一
九
九
二
年

に
出
さ
れ
た
「
雇
用
権
の
効
果
的
救
済
―
予

備
的
指
針
・
提
案
」
の
な
か
で
、
不
法
解
雇

訴
訟
は
宝
く
じ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
指

摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
が
弁
護
士

に
訴
訟
を
依
頼
す
る
場
合
、
そ
の
訴
訟
に
勝

ち
目
が
あ
れ
ば
、
弁
護
士
は
賠
償
金
額
の
五

〇
％
を
成
功
報
酬
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を

条
件
に
引
き
受
け
る
。
そ
し

て
、
損
害
賠
償
の
巨
額
の
支

払
い
を
認
め
さ
せ
る
よ
う
陪

審
員
に
対
す
る
戦
略
を
練
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
米
国
の
民

事
訴
訟
制
度
は
、
弁
護
士
に

巨
額
の
費
用
を
支
払
う
シ
ス

テ
ム
で
あ
り
、
基
本
的
に
法

廷
弁
護
団
の
利
益
の
た
め
に

運
営
さ
れ
て
い
る
と
結
論
し

な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。 

 

図
表
１
に
よ
る
と
、
不
当

解
雇
に
関
す
る
民
事
訴
訟
の

場
合
、
勝
率
は
約
六
〇
％
で

あ
り
、
一
〇
例
中
六
例
は
原

告
が
勝
訴
、
四
回
は
敗
訴
す

る
。
六
例
に
つ
い
て
、
弁
護

士
は
多
大
な
成
功
報
酬
を
得

る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
側

が
敗
訴
し
た
場
合
で
も
、
勝
訴
し
た
経
営
側

の
弁
護
士
に
は
費
用
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
れ

が
合
衆
国
の
紛
争
解
決
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
た
と
え
立
法
に
よ
っ
て
改
正
し
よ
う

と
し
て
も
変
え
よ
う
が
な
い
。 

 

連
邦
の
公
民
権
法
（C

ivil Rights Act

）に

も
と
づ
く
雇
用
差
別
の
申
し
立
て
は
、
ま
ず

雇
用
機
会
均
等
委
員
会
（
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
）
に
提

起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
は
二

〇
〇
四
年
に
民
間
部
門
か
ら
七
万
九
〇
〇
〇

件
以
上
の
個
別
申
し
立
て
を
受
理
し
た
。
こ

の
申
し
立
て
の
調
停
が
成
功
し
な
い
場
合
（
ま

た
Ｅ
Ｅ
Ｏ
Ｃ
が
民
事
訴
訟
を
起
こ
さ
な
い
場

合
）
に
は
、
個
人
が
州
ま
た
は
連
邦
の
裁
判

所
に
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
場
合
も
、
た
と
え
裁
定
に
よ
り
勝
訴
側

に
弁
護
士
料
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
回

復
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
額
が
成
功
報
酬
ベ

ー
ス
で
引
き
受
け
て
見
合
う
金
額
で
な
い
限

り
、
被
用
者
が
法
廷
弁
護
士
を
確
保
す
る
の

は
困
難
で
あ
る
。 

 

四
　
雇
用
仲
裁
―
訴
訟
に
代
わ
る
紛
争
解

決
手
段 

　
最
近
、
雇
用
契
約
の
な
か
に
「
拘
束
的
仲

裁
」
の
項
目
を
含
め
る
こ
と
で
、
雇
用
紛
争

が
生
じ
た
場
合
、
法
廷
で
の
訴
訟
を
避
け
、

中
立
的
第
三
者
に
仲
裁
を
任
せ
る
こ
と
に
つ

い
て
労
働
者
に
合
意
さ
せ
る
と
い
う
ケ
ー
ス

が
増
え
つ
つ
あ
る
。
先
に
述
べ
た
団
体
協
約

に
も
と
づ
く
労
働
仲
裁
と
区
別
す
る
た
め
に
、

こ
の
仲
裁
を
「
雇
用
仲
裁
」
と
呼
ぶ
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
、
契
約
上
の
権
利
と
、
制
定
法
・

不
法
行
為
に
関
す
る
労
働
保
護
の
両
方
を
擁

護
す
る
た
め
の
公
法
廷
で
あ
る
裁
判
所
を
、

民
間
の
仲
裁
法
廷
に
置
き
換
え
る
も
の
で
あ

る
。 

 

雇
用
仲
裁
の
誕
生
は
、
米
国
雇
用
関
係
法

で
も
っ
と
も
激
し
い
論
争
を
呼
び
起
こ
し
、
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こ
の
仲
裁
の
あ
り
方
が
関
係
者
に
と
っ
て
公

正
で
あ
り
、
社
会
に
利
益
を
も
た
ら
す
か
否

か
に
関
し
て
、
相
当
な
議
論
が
重
ね
ら
れ
た

（
６
）。
こ
の
分
野
の
デ
ー
タ
は
収
集
が
き
わ

め
て
難
し
く
、
そ
の
解
釈
は
さ
ら
に
困
難
で

あ
る
。 

 

本
制
度
の
提
案
者
は
、
こ
の
制
度
に
よ
っ

て
低
賃
金
の
労
働
者
に
紛
争
解
決
の
門
戸
が

開
か
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
現
時
点
で

は
こ
の
法
的
な
実
験
に
つ
い
て
、
結
論
を
出

す
の
は
時
期
尚
早
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
図

表
４
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
手
続
き
の
所
要

時
間
は
、
訴
訟
の
場
合
の
所
要
時
間
を
大
幅

に
下
回
り
、
ま
た
労
働
仲
裁
に
比
べ
て
も
所

要
時
間
は
短
い
。 

  〔
注
〕 

　
１
．
ア
メ
リ
カ
の
労
働
組
合
法
に
当
た
る
。
一
九

三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
連
邦
法
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ

労
使
関
係
法
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。 

 

２
．
例
え
ば
組
合
活
動
に
関
わ
っ
て
い
た
な
ど
の

理
由
で
解
雇
さ
れ
た
後
、
最
終
的
に
救
済
さ
れ
る
ま

で
二
、
三
年
か
か
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

３
．
苦
情
の
大
部
分
は
労
使
に
よ
る
苦
情
処
理
機

関
で
自
主
的
に
解
決
さ
れ
る 

 

４
．
一
般
的
に
は
、
解
雇
を
仲
裁
に
持
ち
込
む
こ

と
を
拒
否
し
た
場
合
が
該
当
す
る
。
団
体
協
約
と
は

無
関
係
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
一
要
素
が
同
協
約
の
解

釈
を
必
要
と
す
る
そ
の
他
の
法
的
訴
訟
原
因
の
場
合

に
は
、
苦
情
仲
裁
条
項
が
優
先
す
る
と
見
な
さ
れ
て

き
た
。 

 

５
．
た
だ
し
、
名
簿
の
デ
ー
タ
に
一
部
、
重
複
の

可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意
。 

 

６
．
最
近
の
文
献
に
は
次
の
も
の
が
あ
る
。Jean 
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