
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
に
遭
っ
た
遺
族
と

元
労
働
者
は
山
陽
断
熱
と
ク
ラ
レ
を
相

手
に
安
全
配
慮
義
務
違
反
の
企
業
責
任

を
迫
っ
た
裁
判
は
今
年
４
月
16
日
に
判

決
が
岡
山
地
裁
で
あ
り
ま
し
た
。

内
容
は
、
山
陽
断
熱
に
は
石
綿
の
危
険

性
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
必
要
な
対
策

を
取
る
べ
き
だ
っ
た
と
し
て
、
安
全
配

慮
義
務
違
反
を
認
め
ま
し
た
。

し
か
し
、
ク
ラ
レ
は
工
事
の
指
示
は
し

て
お
ら
ず
、
実
質
的
な
使
用
従
属
関
係

に
な
か
っ
た
と
し
て
、
ク
ラ
レ
の
責
任

は
認
め
な
か
っ
た
の
で
す
。

原
告
側

は
早
速
高
裁
に
控
訴
し
ま
し
た
。

発

注

元

ク

ラ

レ

の

企

業

責

任

を

追

及

し

よ

う
ク
ラ
レ
は
会
社
内
の
断
熱
工
事
を
山

陽
断
熱
に
発
注
し
た
も
の
で
、
工
事
の

仕
様
書
を
出
し
、
仕
事
の
打
ち
合
わ
せ

や
指
示
も
あ
っ
た
こ
と
も
明
白
に
な
っ

て
い
ま
す
。
ク
ラ
レ
工
場
内
で
の
工
事

で
あ
り
、
当
然
施
設
管
理
は
ク
ラ
レ
に

あ
り
粉
塵
除
去
装
置
の
設
置
な
ど
は
ク

ラ
レ
の
許
可
が
必
要
で
す
。
ク
ラ
レ
の

安
全
配
慮
義
務
は
当
然
あ
り
責
任
は
重

大
で
す
。

労
働
者
の
使
い
捨
て
は

許
さ
れ
な
い

憲
法
第
25
条

す
べ
て
国
民
は
、
健
康
で
文
化
的
な

最
低
限
度
の
生
活
を
営
む
権
利
を
有
す

る
。労

働
基
準
法
第
1
条

労
働
条
件
は
労
働
者
が
人
た
る
に
値

す
る
生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た

す
べ
き
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

労
働
安
全
衛
生
法
第
1
条

労
働
者
の
安
全
と
健
康
を
確
保
し
、

快
適
な
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
こ
と
。

ク
ラ
レ
は
孫
三
郎
さ
ん
の

意
思
を
継
承
せ
よ

ク
ラ
レ
の
創
設
者
で
あ
る
大
原
孫
三

郎
は
会
社
で
働
く
労
働
者
の
権
利
や
命

と
健
康
、
福
利
厚
生
に
も
積
極
的
に
貢

献
し
、
大
原
社
会
問
題
研
究
所
を
設
立

し
ま
し
た
。
ま
た
、
倉
敷
労
働
科
学
研

究
所
を
設
立
し
、
工
場
内
の
労
働
環
境

の
改
善
や
、
労
働
災
害
や
職
業
病
の
某

滅
に
取
り
組
み
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
１

９
２
３
年
倉
紡
中
央
病
院
（
現
倉
敷
中

央
病
院
）
を
従
業
員
の
た
め
に
設
立
し

た
が
、
そ
の
後
一
般
市
民
に
も
開
放
し
、

労
働
者
の
安
全
衛
生
・
福
利
厚
生
の
向

上
に
努
め
て
い
ま
し
た
。

ク
ラ
レ
は
こ
の
孫
三
郎
の
意
思
を
現
代

に
生
か
し
、
労
働
者
の
生
活
と
健
康
を

第
一
に
、
労
働
環
境
や
安
全
衛
生
に
努

め
、
社
会
的
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ

る
。ク

ラ
レ
工
場
建
物
内
で
の
作
業
を
行
っ

た
山
陽
断
熱
の
労
働
者
に
対
す
る
労
働

安
全
の
責
任
は
、
当
然
ク
ラ
レ
に
も
あ

り
ま
す

ア
ス
ベ
ス
ト
裁
判
の
日
程

多
数
の
傍
聴
を
お
願
い
し
ま
す

※
９
月
10
日
（
火
）
１
６
時
〜

三
井
造
船
石
綿
損
賠
訴
訟
裁
判

※
９
月
26
日
（
木
）
１
０
時
〜

ク
ラ
レ
・
山
陽
断
熱
石
綿
損
賠
訴
訟

第
１
回
控
訴
審

※
10
月
15
日
（
火
）
15
時
〜

ニ
チ
ア
ス
・
ナ
カ
ハ
ラ
石
綿
損
賠
訴

訟
裁
判
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日
本
国
憲
法
で
は
、
第
13
条
で
す
べ

て
の
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
。
生
命
、
自
由
及
び
幸
福
追
求
の
権

利
に
つ
い
て
尊
重
さ
れ
て
い
ま
す
。

第
25
条
で
健
康
で
文
化
的
な
最
低
限

度
の
生
活
を
営
む
権
利
の
保
障
。

第
27
条
で
勤
労
の
権
利
。
第
28
条
で

勤
労
者
の
団
結
権
・
団
体
交
渉
権
・
団

体
行
動
権
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
憲
法
を
う
け
て
、

労
働
基
準
法

第
１
条
で
、
①
労
働

条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る

生
活
を
営
む
た
め
の
必
要
を
充
た
す
べ

き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
こ

の
法
律
で
定
め
る
労
働
条
件
の
基
準
は

最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
基
準

を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ

の
向
上
を
図
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

労
働
基
準
法
42
条
で
、
労
働
者
の
安
全

及
び
衛
生
に
関
し
て
は
、
労
働
安
全
衛

生
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

こ
の
よ
う
に
労
働
安
全
衛
生
法
は
、
憲

法
・
労
働
基
準
法
と
一
体
の
も
の
と
な
っ

て
い
ま
す
。

事
業
者
に
守
ら
せ
る
権
利

労
働
安
全
衛
生
法
第
１
条
（
目
的
）

で
は
、
こ
の
法
律
は
、
労
働
基
準
法
と

相
ま
っ
て
、
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め

の
危
害
防
止
基
準
の
確
立
、
責
任
体
制

の
明
確
化
及
び
自
主
的
活
動
の
促
進
の

措
置
を
講
ず
る
等
そ
の
防
止
に
関
す
る

総
合
的
計
画
的
な
対
策
を
推
進
す
る
こ

と
に
よ
り
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安

全
と
健
康
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
快

適
な
職
場
環
境
の
形
成
を
促
進
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
。

第
３
条
（
事
業
者
等
の
責
務
）

事
業
者
は
、
単
に
こ
の
法
律
で
定
め

る
労
働
災
害
の
防
止
の
た
め
の
最
低
基

準
を
守
る
だ
け
で
な
く
、
快
適
な
職
場

環
境
の
実
現
と
労
働
条
件
の
改
善
を
通

じ
て
職
場
に
お
け
る
労
働
者
の
安
全
と

健
康
を
確
保
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
、
事
業
者
は
、
国
が

実
施
す
る
労
働
災
害
の
防
止
に
関
す
る

施
策
に
協
力
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
６
５
条
の
３
（
作
業
の
管
理
）

事
業
者
は
、
労
働
者
の
健
康
に
配
慮

し
て
、
労
働
者
の
従
事
す
る
作
業
を
適

切
に
管
理
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
７
１
条
の
２
（
事
業
者
の
講
ず
る
措

置
）事

業
者
は
、
事
業
場
に
お
け
る
安
全

衛
生
の
水
準
の
向
上
を
図
る
た
め
、
次

の
措
置
を
継
続
的
か
つ
計
画
的
に
講
ず

る
こ
と
に
よ
り
、
快
適
な
職
場
環
境
を

形
成
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
①
作
業
環
境
を
快
適
な
状
態
に
維

持
管
理
す
る
事
。
②
労
働
者
の
従
事
す

る
作
業
に
つ
い
て
、
そ
の
方
法
を
改
善

す
る
こ
と
。
③
作
業
に
従
事
す
る
こ
と

に
よ
る
労
働
者
の
疲
労
を
回
復
す
る
た

め
の
施
設
又
は
設
備
の
設
置
又
は
整
備

を
す
る
こ
と
。
④
労
働
者
の
職
場
生
活

に
お
い
て
必
要
と
な
る
施
設
又
は
設
備

の
設
置
又
は
整
備
を
す
る
こ
と
。

事
業
者
に
快
適
な
作
業
環
境
の
実
現

を
要
求
す
る
権
利
。
（
第
３
条
）

事
業
者
は
労
働
者
に
健
康
診
断
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
６
６
条
）

健
康
診
断
の
結
果
、
労
働
者
の
健
康

を
保
持
す
る
た
め
必
要
が
認
め
ら
れ
る

と
き
は
、
当
該
労
働
者
の
実
状
を
考
慮

し
て
、
就
業
場
所
の
変
更
、
作
業
の
転

換
、
労
働
時
間
の
短
縮
等
の
措
置
を
・
・

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
第
６
６
条

の
８
）

おかやま労働安全衛生センター 第７号 ２０１３年８月１日

や
さ
し
い
労
働
安
全
衛
生
法

労
働
者
に
は

健
康
で
安
全
に
働
く
権
利
が
あ

る
事
業
者
は
快
適
な
職
場
環
境

の
形
成
と
改
善
を
促
進
す
る
義

務
が
あ
る
（
安
全
配
慮
義
務
・

健
康
保
持
責
任
）


