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本
法
律
案
は
、
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
公
益
通
報
者
の
解
雇
の
無
効
等
並
び
に
公
益
通
報
に
関
し
事
業
者
及

び
行
政
機
関
が
と
る
べ
き
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
公
益
通
報
者
の
保
護
を
図
る
と
と
も
に
、
国
民
の
生
命
、
身
体
、
財

産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法
令
の
規
定
の
遵
守
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

一
、
定
義

１

「
公
益
通
報
」
と
は
、
労
働
者
が
、
不
正
の
目
的
で
な
く
、
労
務
提
供
先
又
は
当
該
労
務
提
供
先
の
事
業
に
従
事
す
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
、
従
業
員
、
代
理
人
等
に
つ
い
て
通
報
対
象
事
実
が
生
じ
、
又
は
ま
さ
に
生
じ
よ
う
と
し
て
い

る
旨
を
、
当
該
労
務
提
供
先
等
、
当
該
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
処
分
・
勧
告
等
の
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
又
は
そ
の

者
に
対
す
る
当
該
通
報
対
象
事
実
の
通
報
が
そ
の
発
生
若
し
く
は
こ
れ
に
よ
る
被
害
拡
大
の
防
止
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

者
に
通
報
す
る
こ
と
を
い
う
。

２

「
通
報
対
象
事
実
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
事
実
を
い
う
。
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イ

個
人
の
生
命
又
は
身
体
の
保
護
、
消
費
者
の
利
益
の
擁
護
、
環
境
の
保
全
、
公
正
な
競
争
の
確
保
そ
の
他
の
国
民

の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
利
益
の
保
護
に
か
か
わ
る
法
律
と
し
て
別
表
に
掲
げ
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
法
律
に

基
づ
く
命
令
を
含
む

）
に
規
定
す
る
罪
の
犯
罪
行
為
の
事
実

。

ロ

別
表
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
処
分
違
反
が
イ
の
事
実
と
な
る
場
合
に
お
け
る
当
該
処
分
の
理
由
と
さ
れ

て
い
る
事
実
（
当
該
処
分
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実
が
同
表
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
他
の
処
分
に
違
反

し
、
又
は
勧
告
等
に
従
わ
な
い
事
実
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
他
の
処
分
・
勧
告
等
の
理
由
と
さ
れ
て
い
る
事
実

を
含
む
。)

二
、
公
益
通
報
者
の
保
護

１

一
定
の
要
件
に
該
当
す
る
公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
行
わ
れ
た
解
雇
及
び
労
働
者
派
遣
契
約
の
解
除
を
無

効
と
す
る
と
と
も
に
、
公
益
通
報
者
に
対
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
を
禁
止
す
る
。

２

１
の
規
定
は
、
通
報
対
象
事
実
に
係
る
通
報
を
理
由
と
す
る
労
働
者
の
解
雇
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
を
禁
止
す
る
他

の
法
令
の
規
定
の
適
用
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
労
働
基
準
法
に
定
め
る
解
雇
権
濫
用
の
一
般
法
理
の
適
用
を

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
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三
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
取
扱
い

公
益
通
報
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
一
般
職
の
国
家
公
務
員
等
に
対
す
る
免
職
そ
の
他
不
利
益
な
取
扱
い
の
禁
止
に
つ

い
て
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

四
、
他
人
の
正
当
な
利
益
等
の
尊
重

公
益
通
報
を
す
る
労
働
者
は
、
他
人
の
正
当
な
利
益
又
は
公
共
の
利
益
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

五
、
是
正
措
置
等
の
通
知

書
面
に
よ
り
公
益
通
報
を
さ
れ
た
事
業
者
は
、
当
該
通
報
対
象
事
実
の
中
止
そ
の
他
是
正
の
た
め
に
必
要
と
認
め
る
措
置

を
と
っ
た
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
通
報
対
象
事
実
が
な
い
と
き
は
そ
の
旨
を
、
当
該
公
益
通
報
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、

通
知
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六
、
行
政
機
関
が
と
る
べ
き
措
置

公
益
通
報
を
さ
れ
た
行
政
機
関
は
、
必
要
な
調
査
を
行
い
、
当
該
通
報
対
象
事
実
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
法
令
に
基

づ
く
措
置
そ
の
他
適
当
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
誤
っ
て
通
報
対
象
事
実
に
つ
い
て
処
分
・
勧
告
等
の
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権
限
を
有
し
な
い
行
政
機
関
に
対
し
て
公
益
通
報
が
さ
れ
た
と
き
は
、
当
該
行
政
機
関
は
、
当
該
公
益
通
報
者
に
対
し
、
通

報
対
象
事
実
に
つ
い
て
処
分
・
勧
告
等
の
権
限
を
有
す
る
行
政
機
関
を
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

七
、
施
行
期
日

本
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
し
、
本
法
律
の

施
行
後
に
さ
れ
た
公
益
通
報
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

八
、
検
討

政
府
は
、
本
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
本
法
律
の
施
行
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
。


