
                                                               

                                                                

 

 

 
 

 坂口力厚生労働相は7月18日、うつ病で自殺したトヨタ自動車

の係長だった男性＝当時35＝の労災を認め、遺族補償年金の不

支給処分取り消しを命じた名古屋高裁判決について上告しない

方針を明らかにしました。 

 訴訟では労災の判断指針が争 

点となり、一審判決は「最もス 

トレスに弱い者を基準とすべき」 

と判断。7月8日の高裁判決は処 

分取り消しを支持したうえで、 

「業務による心身的負荷の程度 

などを総合的に判断するのが相当」と指摘しました。 

 男性は設計技術者として 1988年6月ごろから長時間勤務が恒

常化し、うつ病になり同年8月に飛び降り自殺しました。豊田労

働基準監督署は業務とうつ病の関係が認められないと、遺族補

償年金などを不支給にしていました。 

 

 

 

 同日、瀬古由起子衆議院議員と八田ひろ子参議院議員が厚労

省に対し、厚労省が遺族に謝罪すること、過労自殺の判断指針

で精神障害の発病する基準を労働者の実態にみあったものに改

善すること、この判決確定の教訓をくみとり、今後トヨタなど

大企業に長時間・過密労働の改善を強力に指導すること、など

を申しいれました。 

 担当者は「遺族には、誠意をもってあたりたい。この裁判の

教訓を今後生かしていきたい。」と回答しました。 

加藤たかお 
新・1948年岐阜県
生まれ。可児郵便
局や多治見電報電
話局勤務。31歳か
ら多治見市議20年
平和運動、ダム建
設反対等で奮闘。 

日
本
共
産
党
の
佐
々
木
憲
昭
議
員
は
十
八
日
の
衆
院
予

算
委
員
会
で
、
増
大
す
る
サ
ー
ビ
ス
残
業
根
絶
の
た
め 

政
府
の
リ
ス
ト
ラ
支
援
を
や
め
る
よ
う
追
及
し
ま
し
た
。 

      
質
問
に
あ
た
っ
て
佐
々
木
議
員
は
、
「
こ
の

ま
ま
で
は
過
労
死
し
て
し
ま
う
。
万
一
を
考
え

て
帰
宅
時
間
を
メ
モ
し
て
い
ま
す
」
と
の
家
族

の
訴
え
や
、
サ
ー
ビ
ス
残
業
の
増
加
ぶ
り
を
政

府
統
計
を
も
と
に
し
た
グ
ラ
フ
で
提
示
。
「
大

規
模
な
失
業
が
発
生
す
る
一
方
、
企
業
犯
罪
の

サ
ー
ビ
ス
残
業
が
増
え
、
重
大
な
社
会
問
題

だ
」
と
の
べ
ま
し
た
。 

 

サ
ー
ビ
ス
残
業
が
は
び
こ
る
の
は｢
小
泉
内 

閣
が
『
構
造
改
革
』

の
名
で
企
業
の
リ 

ス
ト
ラ
を
政
府
自 

ら
が
あ
お
っ
て
い 

る
か
ら
だ｣

と
指
摘 

し
、
違
法
を
繰
り
返

す
悪
質
な
企
業
名 

を
公
表
す
る
な
ど 

厳
し
い
罰
則
を
課 

す
こ
と
や
、
財
界
総

本
山
の
日
本
経
団
連
の
奥
田
碩
会
長
に
も
申

し
入
れ
る
よ
う
求
め
ま
し
た
。 

小
泉
純
一
郎
首
相
は｢

経
団
連
会
長
に
会

っ
た
さ
い
、
減
ら
す
よ
う
に
、
よ
く
配
慮
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
申
し
伝
え
た
い｣

と
答

弁
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
た

金
融･

保
険
業
を
監
督
す
る
竹
中
平
蔵
経
済

金
融
担
当
相
は｢

銀
行
法
に
も
と
づ
き
監
督 
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さ
る
六
月
、
軽
自
動
車
の
ト
ッ
プ
メ
ー
カ

ー
、
ス
ズ
キ
（
本
社
・
静
岡
県
浜
松
市
）
は
、

労
働
者
に
総
額
で
約
七
千
万
円
の
サ
ー
ビ

ス
残
業
（
た
だ
働
き
）
代
を
支
払
い
ま
し
た
。

職
場
内
の
日
本
共
産
党
組
織
や
ひ
ら
が
高

成
前
衆
院
議
員
、
国
会
議
員
な
ど
の
協
力

で
、
労
働
基
準
監
督
署
へ
の
申
告
、
国
会
質

問
、
政
府
へ
の
申
し
入
れ
な
ど
を
進
め
た
こ

と
が
実
り
ま
し
た
。
十
一
万
円
が
戻
っ
た
労

働
者
は
、｢

こ
ん
な
こ
と
は
、
ス
ズ
キ
で
は

い
ま
ま
で
な
か
っ
た
こ
と｣
と
、
い
ま
も
信

じ
ら
れ
な
い
と
い
う
顔
つ
き
で
す
。 

権
限
が
あ
る
。
業
務
改
善
命
令
を
含
め
て
対

応
し
て
い
く｣

と
答
え
ま
し
た｡ 

 

佐
々
木
議
員
は
、
民
間
研
究
所
の
報
告
書

の
分
析
を
示
し
ま
し
た
。
サ
ー
ビ
ス
残
業
を

な
く
せ
ば
百
六
十
一
万
人
の
雇
用
創
出
効
果

が
あ
り
、
個
人
消
費
も
五
・
一
％
上
昇
さ
せ

て
、
二
・
五
％
の
実
質
Ｇ
Ｄ
Ｐ
（
国
内
総
生

産
）
押
し
上
げ
効
果
が
期
待
で
き
る
と
の
指

摘
で
す
。
こ
れ
を
示
し
た
佐
々
木
議
員
は
、

「
企
業
犯
罪
を
な
く
し
雇
用
を
拡
大
す
れ

ば
、
消
費
を
増
や
し
、
日
本
経
済
全
体
を
健

全
な
成
長
の
軌
道
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き

る
。
政
府
の
基
本
政
策
と
し
て
と
り
く
ん
で

い
く
こ
と
が
必
要
だ
」
と
強
調
し
ま
し
た
。 

 

  

七
月
十
九
日
、
愛
知
県
内
の
青
年
が
開
い

た
学
習
懇
談
会
で
、
加
藤
た
か
お
さ
ん
が
講

師
を
務
め
、
リ
ス
ト
ラ
や
サ
ー
ビ
ス
残
業
に

対
す
る
政
策
を
講
義
し
ま
し
た
。 

日
本
共
産
党
の
衆
議
院

比
例
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
候

補
者
を
紹
介
し
ま
す
。 

ひらが高成 
前１期。1996年当
選。運輸委員、災
害対策特別委員。
ムダな空港追及、
地域交通、中小企
業・観光業の振興
など、質問52回。 

せこゆき子 
現・２期。ハンセ
ン病など福祉、人
権がライフワー
ク。27 歳から瀬戸
市議４期。党愛知
県副委員長など歴
任。中央委員 

佐々木憲昭 
現・２期。予算委
員、財務金融委員。
「ムネオ」追及で
有名。党国対副委
員長。幹部会委員、
政策委員長代理。
1945 年生まれ。     



                                                               

                                                            

 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

日
本
共
産
党
は
、
今
秋
11
月

に
開
く
第
23
回
党
大
会
で
、

党
綱
領
を
全
面
改
定
し
ま
す
。

国
民
と
と
も
に
、
ど
ん
な
日

本
、
ど
ん
な
世
界
を
、
ど
う
い

う
道
筋
で
つ
く
ろ
う
と
し
て
い

る
の
か
。
二
十
一
世
紀
の
世
界

を
ど
う
見
る
の
か
、
未
来
社
会

論
を
全
面
的
に
書
き
換
え
た 

わ
け
は
―
―
。
改
定
作
業
に
あ
た
っ
た
不
破
哲
三
議
長
の
イ
ン
タ
ビ 

ュ
ー
を
抜
粋
し
て
紹
介
し
ま
す
。 

 

民
主
連
合
政
府
が
民
主
主
義
革
命
の
要 

―
―
「
す
っ
き
り
し
た
」
と
い
う
反
響
が
目
立
っ
た
。 

不
破 

「す
っ
き
り
感
」の
一
つ
に
、
民
主
連
合
政
府
を
つ
く
る
こ
と

が
民
主
主
義
革
命
の
要
（か
な
め
）だ
と
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
う
で

す
ね
。
一
九
六
一
年
に
綱
領
を
決
め
た
と
き
に
は
、
「民
主
連
合
政

府
は
ま
だ
革
命
で
は
な
い
」と
断
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
ね
。 

と
こ
ろ
が
、
こ
の
四
十
二
年
間
に
、
民
主
連
合
政
府
に
つ
い
て
の
方

針
も
成
長
を
と
げ
、
い
ま
で
は
「日
本
改
革
」と
い
う
総
合
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
ま
で
発
展
し
ま
し
た
。
こ
こ
に
は
、
い
ま
日
本
の
社
会
が
必
要
と

し
て
い
る
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
改
革
が
ふ
く
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を

実
行
す
る
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
私
た
ち
が
問
題
に
し
て
き
た
「民
主

主
義
革
命
」な
ん
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
一
歩
踏
み
こ
ん
で
明
確
に
し

た
の
で
、
そ
こ
が
す
っ
き
り
し
た
と
い
う
声
を
、
よ
く
聞
き
ま
す
ね
。 

 

―
―
「
改
革
」
と
「革
命
」と
の
関
係
も
す
っ
き
り
し
ま
し
た
ね
。 

不
破 

「革
命
」と
は
、
な
に
も
物
騒
な
こ
と
を
や
る
こ
と
で
は
な
い

ん
で
す
。
物
事
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
が
「革
命
」。
森
前
首
相
の
時

代
に
は
「Ｉ
Ｔ
革
命
」と
、
そ
れ
ば
か
り
言
っ
て
い
ま
し
た
（笑
い
）。
政

治
の
世
界
で
は
、
国
の
権
力
を
古
い
勢
力
か
ら
新
し
い
勢
力
に
移
す

こ
と
が
、
「革
命
」と
呼
ば
れ
る
ん
で
す
。 

 

現
在
の
天
皇
制
―
―
日
本
は
君
主
制
の
国
に
入
ら
な
い 

 

―
―
こ
ん
ど
の
改
定
案
で
は
天
皇
制
の
問
題
も
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
。 

不
破 

改
定
案
で
は
、
ま
ず
、
現
在
の
天
皇
制
の
特
徴
を
、
憲
法
に

も
と
づ
い
て
分
析
し
ま
し
た
。
い
ま
の
天
皇
は
、
世
界
の
君
主
国
の
国

王
や
女
王
と
は
、
性
格
が
違
う
ん
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
君
主
制
の
国

で
は
、
国
王
と
い
う
も
の
は
、
形
式
的
に
は
、
国
政
に
か
か
わ
る
統
治

権
を
も
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
憲
法
で
制
限
し
、
実
際
上
は
民
主
政
治

の
実
質
を
と
る
よ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
が
立
憲
君
主
制
で

す
。
た
と
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
議
会
で
施
政
方
針
演
説
を
や
る

の
は
、
女
王
な
ん
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
日
本
は
、
憲
法
に
、
「天
皇
は
、
…
…
国
政
に
関
す
る

権
能
を
有
し
な
い
」（第
四
条
）と
は
っ
き
り
書
い
て
あ
る
。
主
権
者
は

国
民
で
あ
っ
て
、
天
皇
に
は
統
治
権
は
な
い
。
こ
れ
が
憲
法
の
原
則
で

す
。
国
の
政
治
の
あ
り
方
は
、
主
権
が
ど
こ
に
あ
る
か
で
決
ま
り
ま

す
か
ら
、
日
本
は
君
主
制
の
国
に
は
入
ら
な
い
、
こ
れ
は
憲
法
学
者

の
大
方
の
意
見
で
す
。 

 

―
―
そ
う
い
う
見
方
か
ら
、
天
皇
制
に
た
い
す
る
現
在
の
態
度
、

将
来
の
態
度
を
、
き
ち
ん
と
書
い
た
の
で
す
ね
。 

不
破 

そ
う
で
す
。
現
在
の
時
点
で
は
、
憲
法
の
条
項
、
と
く
に
「国

政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
」と
い
う
条
項
を
、
き
ち
ん
と
守
ら

せ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
こ
の
条
項
は
、
戦
後
の
日
本
で
、
天
皇
制
が

形
を
変
え
て
残
っ
て
も
、
国
民
主
権
と
い
う
民
主
主
義
が
つ
ら
ぬ
け

る
保
障
の
一
つ
と
も
い
え
る
、
大
事
な
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
民

党
政
治
の
流
れ
の
な
か
に
は
、
天
皇
を
「君
主
」扱
い
し
た
り
、
少
し

で
も
統
治
権
を
も
つ
方
向
に
ゆ
り
も
ど
そ
う
と
し
た
り
す
る
動
き

が
、
根
強
く
あ
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
問
題
を
タ
ブ
ー
に
し
な
い

で
、
憲
法
か
ら
の
逸
脱
が
あ
れ
ば
是
正
す
る
、
民
主
主
義
の
守
り
手

と
し
て
、
こ
の
分
野
で
も
筋
を
す
こ
と
が
大
事
で
す
。 

将
来
の
問
題
と
し
て
は
、
私
た
ち
は
、
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
制
を
廃

止
し
て
、
日
本
が
名
実
と
も
に
民
主
共
和
制
の
国
と
な
る
こ
と
を
、 

目
標
と
し
て
い
ま
す
。
一
人
の
人
間
、
あ
る
い
は
一
つ
の
家
族
が
、 

「国
民
統
合
」の
象
徴
と
な
る
と
い
う
の
は
、
民
主
主
義
と
も
人
間
の
平

等
と
も
相
容
れ
な
い
こ
と
で
す
か
ら
ね
。 

二
十
世
紀
の
世
界
の
変
化
は
巨
大
だ
っ
た 

 

―
―
世
界
の
見
方
に
大
き
く
か
か
わ
る
こ
と
で
す
ね
。 

不
破 

二
十
世
紀
に
起
こ
っ
た
世
界
の
変
化
は
、
も
の
す
ご
く
大
き

か
っ
た
ん
で
す
よ
。
二
つ
の
世
界
大
戦
が
あ
り
、
そ
の
あ
と
も
、
ア
メ

リ
カ
は
ベ
ト
ナ
ム
侵
略
戦
争
を
、
ソ
連
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
略
戦
争

を
や
る
、
戦
争
ば
か
り
の
非
常
に
暗
い
世
紀
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に

描
く
向
き
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
世
紀
に
人
類
が
か
ち
と
っ
た
前
向

き
の
変
化
に
は
、
本
当
に
巨
大
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。 

 

い
ま
見
た
植
民
地
体
制
の
崩
壊
は
、
非
同
盟
諸
国
と
い
う
大
き
な

結
集
体
を
生
み
出
し
て
、
世
界
政
治
の
一
大
勢
力
に
な
っ
て
い
ま

す
。
国
民
主
権
と
い
う
民
主
主
義
の
流
れ
は
、
い
ま
や
世
界
政
治
の

主
流
で
す
。
こ
こ
で
も
、
大
国
の
多
く
が
君
主
制
だ
っ
た
二
十
世
紀

の
は
じ
め
と
は
、
世
界
の
姿
は
が
ら
っ
と
変
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、

国
連
が
で
き
て
、
戦
争
の
な
い
平
和
の
秩
序
を
き
ず
く
こ
と
が
、
地

球
全
体
の
大
問
題
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
激
動
の
時
代
で

す
か
ら
、
い
ま
ま
で
の
理
論
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
、
現
実
を
科
学
的

に
見
る
立
場
が
、
必
要
に
な
っ
て
く
る
、
と
思
い
ま
す
。 

未
来
社
会
像
―
―
大
胆
に
書
き
換
え
た
わ
け
は 

 

―
―
「
社
会
主
義
・共
産
主
義
」に
つ
い
て
の
こ
れ
ま
で
の
説
明
が

一
挙
に
変
わ
り
ま
し
た
。
未
来
社
会
像
を
全
面
的
に
書
き
換
え
た

わ
け
と
、
勘
ど
こ
ろ
を
。 

不
破 

こ
れ
ま
で
の
説
明
は
、
未
来
社
会
を
分
配
の
方
式
中
心
に
説

明
す
る
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
。
最
初
の
段
階
は
「労
働
に
応
じ
て
う
け

と
る
」、
高
度
な
段
階
で
は
「必
要
に
応
じ
て
う
け
と
る
」。
こ
れ
で

は
、
未
来
社
会
の
魅
力
が
説
明
で
き
な
い
ん
で
す
ね
。
「労
働
に
応
じ

て
」と
言
っ
た
ら
、
い
ま
だ
っ
て
「労
働
に
応
じ
た
賃
金
だ
」と
思
っ
て
い 

る
人
が
多
い
。
「必
要
に
応
じ
て
」と
な
る
と
、
誰

で
も
欲
し
い
だ
け
う
け
と
る
な
ん
て
、
そ
ん
な
夢

の
よ
う
な
話
が
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り

ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

そ
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
、
マ
ル
ク
ス
の
真
意
も
あ
ら

た
め
て
つ
か
み
直
し
、
生
産
の
あ
り
方
が
ど
う
変

わ
る
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
資
本
主
義
の
矛
盾
を
ど 

う
解
決
し
て
ゆ
く
か
、
こ
う
い
う
形
で
未
来
像
を
と
ら
え
な
お
し
た 

の
で
す
。
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
「生
産
手
段
の
社
会
化
」で
す
ね
。 

利
潤
第
一
主
義
の
世
界
か
ら
人
間
が
主
役
の
世
界
へ 

 

―
―
こ
れ
ま
で
の
綱
領
で
は
、
そ
の
言
葉
が
一
カ
所
あ
る
だ
け

で
し
た
ね
。 

不
破 

社
会
主
義
の
基
本
だ
と
い
う
位
置
づ
け
は
あ
っ
た
の
で
す

が
、
解
明
は
な
か
っ
た
の
で
す
。 

資
本
主
義
と
い
う
の
は
、
生
産
手
段
を
、
生
産
者
で
は
な
く
個
々

の
企
業
が
に
ぎ
っ
て
い
て
、
利
潤
が
経
済
を
動
か
す
最
大
の
目
標
に

な
る
、
そ
こ
か
ら
搾
取
も
起
き
れ
ば
、
不
況
や
環
境
破
壊
も
起
き

る
、
「生
産
手
段
の
社
会
化
」と
い
う
の
は
、
そ
の
大
も
と
を
切
り
替

え
て
、
人
間
社
会
の
発
展
の
新
し
い
展
望
を
開
く
こ
と
で
、
そ
こ
に

社
会
主
義
・共
産
主
義
の
そ
も
そ
も
論
が
あ
り
ま
す
。 

改
定
案
で
は
、
「生
産
手
段
の
社
会
化
」が
、
ど
う
い
う
点
で
現
代

社
会
の
諸
問
題
の
解
決
に
な
る
か
、
と
い
う
点
を
、
三
つ
の
角
度
か

ら
押
し
出
し
ま
し
た
。
（１
）人
間
の
生
活
を
向
上
さ
せ
、
人
間
の
豊

か
な
発
展
の
土
台
を
つ
く
り
だ
す
、
（２
）経
済
の
計
画
的
な
運
営
が

可
能
に
な
り
、
不
況
や
環
境
破
壊
の
問
題
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か

え
る
よ
う
に
な
る
、
（３
）浪
費
や
む
だ
を
な
く
し
て
生
産
力
の
飛
躍

的
な
発
展
に
道
を
開
け
る
。
私
は
、
報
告
で
こ
れ
を
「三
つ
の
効
能
」

と
呼
ん
だ
の
で
す
が
。 

 

―
―
新
し
い
綱
領
改
定
案
に
よ
っ
て
、
今
後
の
党
の
活
動
は
。 

不
破 

私
た
ち
が
、
国
民
と
と
も
に
、
ど
ん
な
日
本
、
ど
ん
な
世
界

を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
か
を
、
大
い
に
語
っ
て
ゆ
き
た
い
で
す
ね
。 

十
一
月
の
党
大
会
ま
で
、
大
い
に
討
論
を
つ
く
し
ま
す
が
、
党
外

の
方
が
た
の
意
見
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
真
剣
に
耳
を
傾
け
て
、
よ

り
よ
い
綱
領
を
つ
く
っ
て
ゆ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 


