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第
二
章
で
は
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
労
働
者
の
採
川
か
ら
退
職
に
至
る
雇
用
管
理
の
特
色
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ
を
「
日
本
的
雇
用

日
本
的
慣
行
と
労
働
契
約
（
三
）

第
四
章
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
日
本
的
雇
用
慣
行

第
一
章
日
本
的
屈
用
慣
行
の
提
起
す
る
法
的
問
題

第
二
章
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
雇
用
慣
行
の
形
態
（
以
上
第
沁
巻
第
４
号
）

第
三
章
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
け
る
労
働
契
約
の
存
在
形
態
（
第
Ⅳ
巻
第
２
号
）

第
四
章
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
日
本
的
凧
川
慣
行

第
一
節
日
本
的
雇
用
慣
行
と
階
層
別
雇
用

第
二
節
終
身
履
川
制
と
労
働
契
約

第
三
節
職
緬
、
職
務
と
労
働
契
約

第
四
節
年
功
制
処
過
と
労
働
契
約

第
五
節
労
務
符
理
、
服
務
現
律
と
労
働
契
約

第
六
節
企
業
内
教
育
・
訓
練
、
小
柴
剛
活
動
と
労
働
契
約

第
五
章
結
び
１
１
労
働
契
約
論
の
再
検
討
の
た
め
に

秋
田
成
就
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]本的慣行と労働契約（三）

本
章
で
は
、
第
三
章
で
分
析
し
た
労
働
契
約
の
実
態
的
形
態
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
第
二
章
で
指
摘
し
た
雁
用
慣
行
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内

容
を
ぼ
ん
ら
い
の
契
約
モ
デ
ル
の
観
点
か
ら
把
え
直
し
て
、
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
を
究
明
し
て
み
た
い
と
思
う
。

慣
行
」
と
し
て
把
え
た
。
こ
こ
で
一
般
に
「
日
本
的
雇
川
慣
行
」
の
名
称
と
し
て
通
常
用
い
ら
れ
る
も
の
よ
り
広
い
把
え
方
を
し
た
の
は
、

本
稿
で
は
労
働
契
約
と
の
か
か
わ
り
に
顛
点
を
置
い
た
か
ら
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
雇
用
管
理
の
法
的
礎
石
と
な
っ
て
い
る
「
労
働
契
約
」
の
あ
り
方
、
つ
ま
り
「
契
約
の
形
態
」
を
問
題
と
し

た
。
こ
れ
は
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
「
労
働
契
約
」
の
実
際
の
形
態
が
、
契
約
書
と
い
う
目
に
見
え
る
形
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
就
業
規
則
と
い
う
制
度
の
中
に
埋
没
さ
せ
ら
れ
て
「
観
念
的
」
な
存
在
に
化
し
て
い
る
事
実
を
あ
ら
た
め
て
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ

た
。
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
労
働
関
係
が
、
法
的
に
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
観
念
的
な
労
働
契
約
を
媒
介
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と

い
う
耶
実
は
、
同
じ
よ
う
に
具
体
的
な
形
と
し
て
把
え
難
い
日
本
的
雇
川
慣
行
を
究
明
す
る
に
際
し
て
ま
づ
留
意
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

わ
が
国
の
労
働
契
約
の
「
存
在
形
態
」
を
特
色
づ
け
て
い
る
も
う
一
つ
の
側
面
は
、
そ
の
中
に
集
団
的
な
法
体
制
が
独
特
の
形
で
入
り

こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
企
業
に
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
、
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
た
結
果
と
し
て
個
々
の
労
働
契
約

が
規
制
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
わ
が
国
の
立
法
は
、
未
組
織
の
企
業
に
つ
い
て
も
労
働
時
間
の
協
定
等
、
重
要
な
労
働
条
件
の

決
定
に
つ
い
て
従
業
員
代
表
に
よ
る
労
使
協
定
制
度
を
採
り
入
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
個
別
労
働
関
係
（
労
働
契
約
）
の
集
団
的
規
制
に
大

き
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
個
別
契
約
に
お
け
る
「
集
団
主
義
（
８
」
」
の
曰
く
肘
日
）
の
優
位
」
は
組
織
化
さ
れ
た
分
野
だ
け
の
現
象
で
は

な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

第
一
節
日
本
的
雇
用
慣
行
と
階
層
別
一
雇
用

｜
す
で
に
随
所
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
、
と
り
わ
け
大
規
模
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
力
政
策
と
し
て
従
業
員
を
「
常
用
」
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西
欧
諸
国
の
場
合
に
も
、
フ
ル
タ
イ
ム
の
附
川
者
は
、
そ
れ
以
外
の
被
用
者
に
比
し
、
よ
り
有
利
な
労
働
条
件
で
屈
用
さ
れ
て
い
る
が
、

両
者
の
格
差
は
主
と
し
て
職
種
や
職
務
の
恒
常
性
に
よ
る
も
の
で
、
常
用
者
の
賃
金
も
職
種
、
職
務
別
に
格
付
け
ら
れ
、
年
齢
や
勤
務
年

数
を
昇
給
基
準
と
す
る
年
功
比
率
が
低
い
う
え
、
基
本
給
以
外
の
「
手
当
」
に
当
る
部
分
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
賃
金
と
連
勅
す
る
一
時
金

や
退
職
金
制
度
も
な
い
か
ら
、
常
用
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
日
本
ほ
ど
大
き
な
格
差
は
生
じ
な
い
と
い
わ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
常
用

労
働
者
に
つ
い
て
は
、
日
本
の
よ
う
な
「
終
身
雇
用
」
の
似
行
が
な
く
て
も
、
今
日
で
は
ど
こ
の
国
で
も
解
雁
が
難
し
い
の
が
突
梢
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
企
業
は
常
用
の
職
務
を
雇
用
期
間
を
限
定
し
た
非
常
用
労
働
者
で
代
替
し
よ
う
と
す
る
気
運
が
強
い
。
そ
こ

で
常
用
と
し
て
の
安
定
し
た
継
続
的
雇
用
を
望
む
労
働
者
側
か
ら
は
、
雇
用
期
間
に
関
す
る
国
家
の
自
由
放
任
（
無
規
制
）
政
策
に
対
し

用
」

る
。

（
１
）

と
「
非
常
用
」
労
働
者
の
一
一
つ
に
階
層
的
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
管
理
体
制
の
下
に
置
い
て
い
る
。
こ
の
政
策
の
結
果
、
企
業
の

基
幹
的
労
働
力
と
し
て
原
則
的
に
「
終
身
」
雁
川
の
下
に
縦
か
れ
、
実
質
的
に
而
川
を
保
障
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
労
働
条
件
そ
の
他

の
雇
用
条
件
に
め
ぐ
ま
れ
る
常
用
労
働
者
と
、
短
期
の
限
定
的
雇
用
者
で
あ
る
非
常
用
労
働
者
と
の
間
に
「
身
分
的
」
と
も
い
え
る
大
き

（
２
）

な
格
差
が
生
じ
て
お
り
、
一
方
、
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
「
会
社
共
同
体
」
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
の
凧
用
管
理
が
、
他
方
、
非
常
川
労

働
者
に
つ
い
て
は
、
エ
ト
ラ
ン
ジ
ェ
（
部
外
者
）
と
し
て
「
企
業
共
同
体
」
に
組
み
込
ま
せ
な
い
雇
用
管
理
を
す
る
と
い
う
二
重
の
意
味

に
お
け
る
日
本
的
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
企
業
が
労
働
滞
要
に
応
じ
て
被
川
者
を
有
期
（
罫
巴
〔
の
日
】
）
と
不
特
定
期
Ⅲ
別
に
継
続
的
（
８
日
甘
口
・
Ｐ
の
）
と
一
時
的

（
８
の
ロ
巴
）
雇
用
に
、
あ
る
い
は
フ
ル
タ
イ
マ
ー
と
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
に
分
け
て
一
雁
用
す
る
制
度
は
、
諸
外
国
で
も
普
通
に
行
な
わ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
目
体
と
し
て
は
わ
が
国
の
特
色
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
こ
の
制
度
の
下
で
「
常

用
」
労
働
者
と
そ
れ
以
外
の
非
常
用
労
働
者
と
の
待
遇
（
必
ず
し
も
賃
金
で
は
な
い
）
上
の
格
差
が
と
り
わ
け
大
き
い
と
い
う
こ
と
で
あ
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句、

》王

（
３
）
Ｅ
Ｃ
諸
国
の
う
ち
、
特
別
立
法
に
よ
り
「
期
間
の
定
め
の
あ
る
契
約
」
の
締
結
を
規
制
し
、
期
間
の
定
め
を
す
る
こ
と
に
つ
い
て
正
当
理

由
を
要
求
し
て
い
る
国
と
し
て
、
イ
タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
グ
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
ス
ペ
イ
ン
等
が
あ
る
。
そ
の
外
、
ド
イ
ツ
で
は
、
立
法

は
な
い
が
判
例
法
に
よ
っ
て
実
質
的
に
正
当
理
由
が
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
ベ
ル
ギ
ー
は
、
有
期
の
契
約
を
締
結
す
る
場
合
に
も
般
高
を
二

年
に
限
定
し
、
一
定
の
場
合
に
限
り
更
新
を
認
め
る
、
な
ど
、
労
働
者
側
の
意
に
反
す
る
有
期
契
約
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
強
い
。

（
４
）
こ
の
階
層
別
雇
用
政
策
が
最
も
端
的
に
表
わ
れ
る
の
は
、
企
業
が
合
理
化
の
た
め
に
労
働
者
を
大
量
に
整
理
解
雇
す
る
場
合
で
あ
る
。
企

業
は
こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
で
き
る
だ
け
常
用
労
働
者
を
残
す
途
を
選
び
、
そ
の
た
め
に
は
常
用
で
な
い
者
を
優
先
的
に
解
雇
し
よ
う
と
す

る
。
こ
れ
も
わ
が
国
の
労
働
慣
行
の
一
つ
と
い
え
る
。
あ
る
判
例
は
、
常
用
労
働
者
の
整
理
解
雇
に
つ
き
、
そ
れ
が
正
当
と
認
め
ら
れ
る
た

め
の
要
件
の
一
つ
と
し
て
、
企
業
が
臨
時
厨
等
非
常
川
者
を
ま
ず
剰
員
と
し
て
整
理
し
た
か
ど
う
か
を
挙
げ
て
い
る
。

（
５
）
政
府
は
最
近
、
主
と
し
て
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
処
遇
改
善
の
た
め
の
各
種
の
行
政
的
描
置
を
櫛
じ
て
お
り
、
そ
れ
な
り
の
効
果
を
挙
げ
て

い
る
。
し
か
し
、
問
題
は
労
働
契
約
に
お
い
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
雇
用
期
間
が
あ
る
一
群
の
労
働
者
層
に
つ
い
て
は
そ
の
意
思
い
か
ん

に
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
的
に
企
業
の
決
定
に
任
さ
れ
た
ま
ま
で
よ
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）
常
用
労
働
者
と
非
常
用
労
働
者
の
階
瞬
別
雇
用
・
管
理
政
策
は
、
大
企
業
に
お
い
て
典
型
的
で
あ
る
が
、
中
小
企
業
に
お
い
て
も
常
用
労

働
者
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
で
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
定
年
後
も
、
引
き
続
き
就
労
す
る
比
率
が
高
い
。
そ
の
点
で
は
「
終
身
」
雇

川
の
概
念
が
大
企
業
の
場
合
よ
り
、
よ
り
実
体
を
も
っ
て
い
る
。

（
２
）
企
業
が
雇
用
労
働
者
を
常
用
と
非
常
用
に
峻
別
し
雇
用
条
件
に
格
差
を
つ
け
る
こ
と
は
、
労
基
法
三
条
に
い
う
「
社
会
的
身
分
」
を
理
由

と
す
る
「
差
別
的
取
扱
」
に
当
た
ら
な
い
と
い
う
の
が
通
説
的
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
社
会
的
」
と
い
う
概
念
を
「
生
来
の
も
の
」
に

、
、
、
、
、
、
、

限
定
し
て
、
常
用
と
非
常
用
と
い
っ
た
結
果
的
に
生
ず
る
格
差
と
区
別
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
が
、
論
瑚
的
に

い
え
ば
や
や
無
理
な
解
釈
で
あ
る
。
真
実
は
、
終
身
屈
川
制
と
裏
腹
を
な
す
こ
の
階
個
別
雇
川
政
策
が
日
本
の
企
業
社
会
に
あ
ま
り
に
も
深

く
根
を
下
ろ
し
た
個
行
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
る
社
会
的
に
深
刻
な
影
騨
を
考
慮
し
た
「
政

策
的
」
解
釈
と
思
わ
れ
る
。

4２



H本的lfl行と労働契約（三）
第
二
節
終
身
雇
用
制
と
労
働
契
約

｜
わ
が
国
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
終
身
雇
用
制
」
が
「
雇
用
慣
行
」
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
賛
否
の
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
も
は
や
慣
行
か
ら
一
歩
出
て
企
業
の
「
制
度
」
と
み
る
説
、
あ
る
い
は
単
に
人
事
管
理
の
方
針
と
把
え
る
考
え
方
も

（
１
）

あ
る
。
「
雇
用
慣
行
」
と
い
う
場
〈
口
の
「
慣
行
」
の
意
味
に
つ
い
て
も
、
世
間
で
通
常
用
い
ら
れ
て
い
る
川
法
と
法
学
の
世
界
で
専
門
的

に
使
用
さ
れ
る
慣
行
（
慣
習
）
と
の
間
に
は
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
慣
行
的
制
度
に
せ
よ
、
管
理
政

（
２
）

策
に
せ
よ
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
一
展
用
関
係
の
特
色
を
形
成
し
て
い
る
、
と
い
う
一
般
的
な
見
解
（
た
だ
し
、
最
近
で
は
急
速
に
、

（
３
）

衰
退
な
い
し
変
動
し
つ
つ
あ
る
と
み
ら
れ
て
い
る
）
に
従
い
、
終
身
雇
用
制
と
い
う
も
の
が
個
々
の
労
働
契
約
の
内
容
に
ど
う
い
う
形
で

入
り
こ
ん
で
い
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

二
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
就
業
規
則
の
規
定
を
初
め
人
事
管
理
に
関
す
る
公
式
の
文
書
の
ど
こ
を
み
て
も
「
終
身
雇
用
」
と
か
、

「
終
身
、
雇
用
を
保
障
す
る
」
と
い
っ
た
定
め
は
ま
ず
見
当
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
し
、
雇
用
に

際
し
て
「
終
身
」
雇
用
す
る
旨
の
約
束
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
要
す
る
に
、
終
身
雇
用
と
い
っ
て
も
、
企
業
側
が
そ
れ
自
体
と
し
て

フ
ォ
ー
マ
ル
に
制
度
化
し
た
り
、
確
認
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
わ
が
国
の
常
用
労
働
者
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ま
た
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
労
働
契
約
上
、
「
終
身
雇
用
」
を
約
束
さ

れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
に
常
川
社
員
と
し
て
雁
用
さ
れ
た
者
は
、
原
則
と
し
て
①
雇
用
期
間
が
限
定
さ
れ
ず
、
定
年
制
が
適

用
さ
れ
、
②
一
定
の
試
用
期
間
を
経
て
「
本
採
用
」
と
さ
れ
、
③
最
初
か
ら
職
務
や
職
場
が
限
定
さ
れ
ず
、
配
置
は
人
事
異
動
に
よ
り
随

時
、
変
更
さ
れ
、
④
年
功
制
を
基
本
と
す
る
賃
金
制
度
や
昇
進
制
度
の
適
用
を
う
け
、
退
職
時
に
は
所
定
の
年
功
制
に
基
づ
く
退
職
金
を

支
給
さ
れ
、
⑤
企
業
に
よ
る
教
育
・
研
修
を
受
け
、
⑥
一
定
の
事
由
に
該
当
し
な
い
限
り
解
雇
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
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日本的慣行と労働契約（三）

雇
用
慣
行
」
と
し
て
の
意
砕

も
の
と
し
て
、
年
功
制
や
凸

を
も
ち
得
る
と
い
え
よ
う
。

て
み
よ
う
。

③
年
功
処
遇
制
に
つ
い
て
も
後
に
述
べ
る
が
、
年
齢
、
勤
務
年
数
を
基
本
と
す
る
年
功
賃
金
と
社
内
昇
格
制
は
、
終
身
雇
用
制
と
密

接
、
不
可
雛
の
関
係
に
あ
り
、
労
働
者
側
か
ら
見
れ
ば
終
身
雇
用
制
の
主
た
る
メ
リ
ッ
ト
は
年
功
処
遇
制
に
あ
る
。

川
企
業
の
負
担
に
よ
る
教
育
・
研
修
も
、
労
働
者
の
配
置
さ
る
べ
き
職
種
・
職
務
が
終
身
雇
用
勤
務
を
前
提
と
し
て
大
幅
に
変
化
す

る
こ
と
を
予
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
適
応
性
を
習
得
す
る
こ
と
は
一
の
「
雇
用
条
件
」
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
わ
が
国
企
業
の
終
身
雇
用
制
は
、
単
に
「
従
業
員
を
終
身
雇
用
す
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
「
日
本
的

用
慣
行
」
と
し
て
の
意
味
を
大
し
て
も
た
な
い
こ
と
、
そ
の
本
質
的
な
性
格
を
終
身
雇
川
者
と
し
て
の
「
扱
い
方
」
に
深
く
か
か
わ
る

の
と
し
て
、
年
功
制
や
包
括
的
職
務
配
慨
制
等
の
扇
用
慣
行
と
一
体
の
も
の
と
し
て
把
え
る
場
合
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
実
質
的
意
味

Ⅲ
試
用
期
間
と
は
主
と
し
て
新
規
採
用
の
学
卒
者
を
対
象
と
す
る
観
察
期
間
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
技
能
研
修
や
見
習
の
機
能
も
あ
る

が
、
常
用
者
の
み
を
対
象
と
す
る
の
は
、
企
業
が
、
彼
が
そ
の
後
、
生
涯
に
わ
た
り
会
社
の
た
め
に
働
き
、
定
年
ま
で
「
勤
め
上
げ

る
」
会
社
に
と
っ
て
適
合
的
な
人
物
で
あ
る
か
ど
う
か
の
、
広
い
意
味
に
お
け
る
職
務
適
合
性
を
お
お
づ
か
み
に
評
価
す
る
た
め
で

あ
り
、
一
種
の
人
物
テ
ス
ト
の
期
間
で
あ
る
。
本
採
川
と
い
っ
て
も
採
用
拒
否
（
解
雇
）
の
例
は
ご
く
稀
で
あ
っ
て
ほ
と
ん
ど
形
式

化
し
て
い
る
。

の
配
置
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
た
め
て
次
節
で
述
べ
る
が
、
職
種
を
限
定
し
な
い
採
用
、
広
い
範
囲
に
わ
た
る
職
穂
・
職
務
の
指
定
お

よ
び
そ
の
後
の
ひ
ん
ぱ
ん
で
柔
軟
な
配
転
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
て
初
め
て
そ
の
ロ
ス
を
補
い
、
有
効
に
機
能
す
る
政
策
で
あ

る
｡
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（
２
）
終
身
雇
用
制
と
い
う
慣
行
的
事
実
は
、
そ
の
定
義
や
基
準
が
あ
い
ま
い
な
せ
い
か
、
こ
れ
を
統
計
的
デ
ー
タ
に
表
し
た
も
の
が
あ
ま
り
な

い
。
石
田
前
掲
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
高
年
齢
者
雇
用
開
発
協
会
「
定
年
延
長
と
人
事
管
理
の
動
向
」
（
昭
五
九
）
の
中
に
は
「
終
身
雇
川

制
は
堅
持
し
て
い
く
」
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
が
あ
る
（
ち
な
み
に
七
九
％
の
企
業
が
支
持
）
。
社
会
調
査
に
は
内
容
を
説
明
し
な
い
ま
ま
、

こ
う
い
う
形
で
設
問
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
多
分
、
日
本
人
に
は
こ
れ
で
十
分
「
分
か
る
」
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
ア
ベ
グ
レ

ン
・
ス
ト
ー
ク
「
カ
イ
シ
ャ
」
一
九
八
茄
年
（
植
山
訳
三
○
一
頁
）
で
は
、
「
終
身
屈
川
制
度
」
を
①
大
学
を
卒
業
し
た
ば
か
り
の
若
者
を
採

用
す
る
こ
と
、
②
職
種
別
採
用
で
な
く
、
総
合
的
な
能
力
や
性
格
を
基
準
に
採
川
す
る
こ
と
、
③
一
生
を
会
社
に
捧
げ
て
も
ら
う
こ
と
を
要

求
す
る
か
わ
り
に
一
生
職
を
保
証
す
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
。

（
３
）
終
身
雇
用
制
の
変
動
傾
向
は
、
し
ば
し
ば
労
働
者
の
企
業
移
動
率
で
示
さ
れ
る
。
労
働
省
の
一
九
九
一
年
発
表
の
雇
用
動
向
調
査
（
従
業

員
五
人
以
上
一
四
○
○
○
事
業
場
）
に
よ
る
と
、
九
○
年
中
の
労
働
移
動
者
（
就
職
、
転
職
、
退
職
者
）
一
○
五
五
万
人
の
う
ち
転
職
者
は

過
去
最
高
の
三
一
七
万
人
（
男
一
七
○
万
、
女
一
四
七
万
）
で
あ
る
。
従
業
員
全
体
の
う
ち
転
職
者
が
占
め
る
割
合
は
男
子
八
・
五
％
に
対

し
女
子
一
一
・
三
％
で
あ
り
、
後
者
の
半
数
近
く
が
一
○
～
二
○
代
で
あ
る
。
ま
た
新
規
学
卒
入
就
職
で
同
年
末
ま
で
に
退
職
し
た
も
の
は

二
○
万
人
で
退
職
肴
比
率
一
八
・
二
％
に
達
し
て
い
る
。

（
４
）
終
身
雇
用
が
労
働
契
約
の
内
容
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
法
的
に
争
っ
た
ケ
ー
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
労
働
者
側
が
そ
れ
を
主
張
し
て

も
直
接
の
立
証
が
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
裁
判
所
が
解
雇
を
め
ぐ
る
争
い
で
就
業
規
則
等
に
「
解
雇
制
限
条
項
」
が
な
い
場
合
に

も
、
企
業
が
常
用
労
働
者
に
つ
い
て
一
般
的
に
「
終
身
雇
用
」
を
前
提
と
し
た
長
期
雇
用
制
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
重
視
し
て
権
利

濫
用
と
判
断
し
た
例
は
少
く
な
い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
終
身
雇
用
制
は
一
の
「
法
的
」
評
価
を
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
１
）
例
え
ば
石
田
英
夫
「
企
業
と

と
呼
ば
れ
て
い
る
（
三
○
頁
）
。

６

「
企
業
と
人
材
」
（
放
送
大
学
教
材
一
九
八
九
）
で
は
「
日
本
企
業
の
人
的
資
源
に
関
す
る
戦
略
」
と
し
て
「
内
部
化
」
４



日本的慣行と労働契約（三）
第
三
節
職
種
・
職
務
と
労
働
契
約

一
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
常
用
者
に
つ
い
て
は
職
種
を
特
定
し
た
、
い
わ
ゆ
る
西
欧
型
の
「
職
種
採
用
」
は
一
般
に
行
な
わ
れ
な
い
。

具
体
的
な
職
種
や
職
務
は
、
入
社
後
、
あ
る
い
は
本
採
用
時
に
決
ま
る
。
特
に
新
規
の
学
卒
採
用
で
は
そ
う
で
あ
る
。
｜
方
、
非
常
用
者

の
場
合
に
は
随
時
・
短
期
雇
用
と
い
う
性
格
上
、
職
種
・
職
務
が
最
初
か
ら
特
定
な
い
し
範
囲
を
限
定
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
常
用
者

で
も
女
子
の
場
合
は
従
来
長
い
間
、
企
業
に
と
っ
て
の
「
基
幹
」
労
働
力
と
は
み
な
さ
れ
ず
、
一
雁
用
期
間
が
長
く
な
っ
て
も
職
種
・
職
務

は
単
純
作
業
が
男
子
の
補
助
作
業
に
と
ど
ま
り
、
原
則
と
し
て
勤
務
地
を
変
更
す
る
配
置
転
換
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
特
殊
の
雇
用

慨
行
が
女
子
の
場
合
に
だ
け
成
立
し
て
い
た
と
い
え
る
。

、
、

常
川
労
働
者
の
職
種
や
職
務
は
採
川
の
当
初
か
ら
契
約
当
事
者
間
の
交
渉
の
対
象
に
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
が
事
務
、
営
業
、

現
場
と
い
う
よ
う
に
大
く
く
り
に
指
定
す
る
の
が
通
常
で
あ
る
。
職
務
が
特
定
し
た
後
も
、
西
欧
諸
国
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
詳
細
な

「
職
務
分
類
」
（
）
・
ウ
、
一
口
田
］
｛
一
８
画
目
）
や
「
職
務
評
価
」
（
）
○
ヶ
の
ぐ
四
一
口
ロ
〔
一
・
コ
）
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
指
定
は
人
事
管
理
上
、

「
配
置
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
労
働
者
が
採
用
後
、
最
初
に
配
置
さ
れ
た
職
務
や
職
場
も
、
そ
の
後
の
定
時
ま
た
は
随
時
の
「
人
事
異
動
」

に
よ
っ
て
恒
常
的
に
変
更
さ
れ
る
。
こ
れ
を
一
般
に
「
配
慣
転
換
」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
に
よ
る
包
括
的
な
配
慨
お
よ
び
配
憧
転
換
が
人
材
符
理
あ
る
い
は
要
員
計
画
に
基
づ
い
て
普
遍

的
に
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
職
務
や
職
種
が
か
な
り
固
定
的
で
、
（
必
ず
し
も
労
働
者
の
合
意
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
は
な
い
に
し

て
も
）
少
な
く
と
も
使
用
者
側
に
よ
る
一
方
的
、
恐
意
的
な
変
更
が
か
な
り
難
し
い
西
欧
型
の
配
置
に
比
べ
て
、
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」

と
し
て
特
色
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
右
の
よ
う
に
採
用
時
の
職
種
や
職
務
が
も
っ
ぱ
ら
企
業
サ
イ
ド
の
指
定
で
大
ま
か
に
定
め
ら
れ
る
う
え
、
そ
の
後
の
変
更
で
あ
る

配
転
が
原
則
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
自
ら
の
仕
事
（
職
種
・
職
務
ま
た
は
職
場
）
に
関
す
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三
そ
れ
で
は
、
わ
が
国
で
は
労
働
者
の
配
慨
あ
る
い
は
配
転
が
す
べ
て
企
業
の
人
事
と
し
て
一
方
的
に
業
務
命
令
と
し
て
行
な
わ
れ

（
１
）

る
か
、
と
い
え
ば
、
実
情
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
企
業
は
、
配
慨
先
に
関
し
て
従
業
員
の
希
望
を
調
査
し
た
り
、
「
適
正
職
種
」

の
自
己
評
価
を
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
意
志
を
な
る
べ
く
人
事
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
し
、
あ
る
い
は
、
配
転
実
施

に
先
立
つ
上
司
に
よ
る
非
公
式
の
折
衝
を
通
じ
て
、
「
内
意
」
を
と
り
つ
け
る
よ
う
努
力
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
就
業
規
則
の
中
で

は
む
し
ろ
少
な
い
が
、
労
働
協
約
の
中
に
配
転
に
つ
い
て
の
「
同
意
」
ま
た
は
「
協
議
」
条
項
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
少
な
く
な
い
。

配
転
に
つ
い
て
の
苦
悩
を
労
使
の
代
表
か
ら
成
る
苦
悩
処
理
委
員
会
に
か
け
解
決
を
図
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
企
業

そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
仙
行
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

企
業
が
配
転
を
行
う
理
由
と
し
て
は
業
務
運
営
上
の
必
要
、
企
業
組
織
全
体
の
ニ
ー
ズ
と
し
て
の
人
材
の
育
成
、
労
働
者
に
新
た
な
職

務
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
何
れ
に
し
て
も
従
業
員
は
毎
年
の
定
期
異
動
期
に
一
定
の
年
数
ご
と
に
移
動
す
る
の
が
わ
が
国

の
淵
態
で
あ
る
。
配
蛎
に
よ
る
待
遇
上
の
不
利
益
が
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
配
転
を
期
に
昇
進
・
昇
格
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
（
い
わ
ゆ
る

「
栄
転
」
）
も
あ
っ
て
、
（
遠
隔
地
へ
の
配
転
を
別
と
す
れ
ば
）
従
業
員
の
側
に
も
特
に
不
満
は
な
い
し
、
ま
た
あ
っ
た
と
し
て
も
表
に
出

る
労
働
契
約
上
の
内
容
が
何
で
あ
る
か
を
「
確
認
」
す
る
の
が
一
般
に
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
配
悩
は
、
ほ
と
ん
ど
会
社
の
人
事
奨
励
任

せ
の
「
白
紙
委
任
」
契
約
に
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
あ
る
労
働
者
の
三
年
先
の
配
世
な
ど
は
人
事
課
で
さ
え
、
予
測
で
き
な
い
よ
う
な
し

組
み
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
た
ま
た
ま
同
一
ま
た
は
同
種
の
職
務
に
同
僚
（
例
え
ば
同
期
、
同
学
歴
の
者
）
よ
り
ず
っ
と
長
く

就
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
彼
固
有
の
〕
８
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
就
業
規
則
上
、
会
社
は
す
べ
て
の
従
業
員
に
つ

い
て
「
業
務
の
都
合
に
よ
り
職
務
を
変
更
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
の
〕
８
が
最
初
か
ら
不
確
定

的
で
、
常
に
配
転
が
制
度
的
に
予
定
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
が
配
転
を
契
約
違
反
と
し
て
法
的
に
争
う
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し

い
◎



１１本的慣行と労働契約（三）
る
こ
と
は
少
な
い
。
わ
が
国
の
企
業
の
い
わ
ゆ
る
「
柔
軟
な
」
配
転
人
事
と
は
こ
の
よ
う
な
状
態
の
下
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
配
転
を
め
ぐ
る
労
使
間
の
紛
争
が
社
内
で
解
決
し
な
い
場
合
に
は
、
配
転
（
命
令
）
の
法
的
有
効
性
を

め
ぐ
っ
て
法
廷
に
争
い
が
も
ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
件
数
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
職
種
や
職
務
の
変
更
、
特
に
企
業
の
命
令

に
よ
る
配
転
と
い
っ
た
現
象
が
起
こ
り
に
く
い
西
欧
諸
国
に
比
べ
れ
ば
か
な
り
多
い
と
い
っ
て
よ
い
。

配
転
を
め
ぐ
る
訴
訟
で
は
、
主
と
し
て
配
転
と
い
う
使
用
者
の
一
方
的
措
置
が
労
働
契
約
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
形
で
争
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
側
は
、
自
己
の
職
種
、
職
務
あ
る
い
は
就
業
場
所
が
、
採
川
時
あ
る
い
は
そ
の
後
の
時
点
で
労
働
契
約
の
内

容
と
し
て
確
定
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
が
労
働
者
の
合
意
に
よ
る
こ
と
な
く
一
方
的
に
こ
れ
を
変
更
す
る
の
は
契
約
違
反

だ
と
主
根
す
る
。
そ
し
て
、
救
済
と
し
て
「
配
転
へ
叩
令
が
無
効
で
あ
る
」
こ
と
、
あ
る
い
は
「
配
賑
先
の
職
場
に
お
い
て
就
労
す
る
義
務

の
な
い
こ
と
」
の
碓
認
を
求
め
る
。
こ
れ
に
対
し
て
使
川
者
側
は
、
労
働
者
が
現
在
、
就
労
し
て
い
る
峨
柧
や
職
務
は
契
約
内
容
と
し
て

確
定
ま
た
は
特
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
労
働
契
約
上
そ
の
範
囲
は
よ
り
広
く
、
各
職
種
に
わ
た
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
従
っ

て
使
川
打
の
配
転
に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
を
労
働
者
側
も
採
川
時
に
知
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
ま
た
就
業
規
則
に
は
「
業
務
上
の
必

要
に
よ
っ
て
配
転
さ
せ
る
」
旨
を
定
め
て
い
る
か
ら
、
配
転
は
人
耶
椛
の
正
当
な
行
使
で
あ
り
、
労
働
契
約
に
違
反
し
な
い
と
反
論
す
る
。

そ
う
す
る
と
、
問
題
は
、
労
働
者
の
現
在
の
職
務
な
い
し
就
業
場
所
が
い
か
な
る
契
約
と
し
て
労
使
間
で
合
意
さ
れ
た
か
ど
う
か
の
認

定
ま
た
は
解
釈
に
か
か
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
が
国
の
企
業
に
お
け
る
欄
行
か
ら
み
る
と
、
少
な
く
と
も
新
規
学
卒
の
常
川
者
の
場
合
、

こ
れ
を
明
示
的
に
定
め
る
と
い
う
例
は
少
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
企
業
が
配
転
に
関
し
就
業
規
則
に
前
記
の
定
め
を
置
く
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
は
、
採
用
時
の
そ
の
旨
の
説
明
と
相
ま
っ
て
、
労
働
者
は
「
予
め
配
転
が
あ
り
得
る
こ
と
」
、
そ
の
場
合
に
は
「
こ
れ
に
応
ず
る
こ

と
を
事
前
に
合
意
し
た
」
と
み
な
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
ろ
う
。
判
例
の
大
勢
も
、
最
近
で
は
、
常
川
労
働
者
は
特
約
の
な
い
限
り
、
予

（
２
）

９４

め
包
括
的
に
配
転
に
合
意
し
た
も
の
と
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
そ
れ
が
日
本
の
企
業
社
会
に
お
け
る
労
使
慣
行
と
し
て



定
着
す
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
が
で
き
上
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
訴
訟
に
お
い
て
、
労
働
者
側
か
ら
、
か
り
に
職
祇
や
職
務
が
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
特
定
し
て
お
ら
ず
、
使
用
者
側
に

配
転
と
い
う
形
で
こ
れ
を
変
更
す
る
「
人
事
権
」
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
濫
用
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
も
し
、
労
働
者
に
当
該
配
転
命

令
に
応
じ
ら
れ
な
い
正
当
な
事
情
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
一
方
的
に
行
使
す
る
の
は
「
権
利
の
濫
用
」
と
し
て
許
さ
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
労
働
契
約
違
反
の
主
張
と
は
別
に
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
裁
判
所
も
ま
た
、
こ
の
主
張
を
受
け
い
れ
て
、
配
転
が
労

働
契
約
違
反
と
い
え
な
い
場
合
に
も
、
企
業
に
と
っ
て
の
配
転
の
業
務
上
の
必
要
性
と
配
職
に
よ
っ
て
被
る
労
働
者
の
不
利
益
と
を
勘
案

（
３
）

し
た
う
雪
え
、
両
者
の
「
利
益
の
均
衡
」
と
い
う
観
点
か
ら
「
権
利
の
濫
用
」
の
有
無
を
判
定
す
る
と
い
う
、
「
仲
裁
的
」
判
断
を
下
す
こ

と
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
厳
密
な
意
味
で
は
「
労
働
契
約
の
法
理
」
と
は
い
え
な
い
判
例
の
法
理
は
、

わ
が
国
独
自
の
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

右
の
よ
う
に
、
配
転
が
わ
が
国
の
企
業
で
恒
常
化
し
た
慣
行
に
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
労
働
者
側
に
と
っ
て
は
、
一
定
の
条
件
の
下

で
、
例
え
ば
職
務
能
力
、
勤
務
年
数
、
あ
る
い
は
同
期
の
者
と
対
比
に
お
い
て
、
企
業
に
対
し
て
そ
れ
を
労
働
契
約
上
請
求
し
う
る
一
の

権
利
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
配
転
の
労
働
契
約
性
は
、
今
後
、
こ
の
両
様
の
意
味
で
問
題
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

配
転
に
関
す
る
わ
が
国
の
学
説
は
、
配
転
の
「
法
的
性
質
」
（
下
井
隆
史
「
雇
用
関
係
法
」
二
○
頁
ほ
か
）
、
あ
る
い
は
「
法
的
構
成
」

（
菅
野
和
夫
「
労
働
法
第
二
版
」
三
二
五
頁
ほ
か
）
と
し
て
、
使
川
者
の
配
転
命
令
（
権
）
の
法
的
根
拠
、
こ
れ
に
対
す
る
労
働
者
の
服
従

義
務
、
あ
る
い
は
そ
の
範
囲
、
限
界
と
い
う
形
で
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
学
説
の
主
要
な
考
え
方
は
、
「
包
括
的
合
意
説
」
と
「
契
約
説
」

（
４
）

あ
る
い
は
「
特
約
説
」
に
分
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
わ
が
国
で
は
配
転
の
規
制
に
関
す
る
立
法
が
全
く
な
い
と
こ
ろ
へ
、
職
務
の
概
念

が
稀
薄
で
流
動
的
だ
と
い
う
企
業
の
労
使
関
係
の
実
態
に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
特
別
の
規
制
立
法
が
必
要
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
賛
否
両
論
に
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
消
極
説
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。

5０



日本的慣行と労働契約（三）

出
向
と
労
働
契
約
と
の
法
的
関
係
に
つ
い
て
は
今
日
な
お
、
定
説
の
な
い
状
況
で
あ
る
。
出
向
の
う
ち
「
移
籍
出
向
（
転
籍
こ
の
場

合
に
は
、
一
般
に
、
出
向
元
企
業
と
の
労
働
契
約
が
一
旦
解
消
さ
れ
、
出
向
先
企
業
と
の
間
に
新
た
に
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
も
の
と

し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
に
も
、
出
向
先
に
転
職
し
た
社
員
を
再
び
出
向
元
に
「
復
籍
」
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

こ
う
な
る
と
、
「
在
籍
」
出
向
と
の
差
異
は
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
。
「
在
籍
出
向
」
に
い
う
「
在
籍
」
と
い
う
意
味
は
、
法
的
に
は
、
出

向
元
企
業
と
の
間
に
「
労
働
契
約
が
残
っ
て
い
る
」
状
態
と
解
す
る
こ
と
に
ま
づ
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
出
向
者
が
一
定

の
長
期
期
間
に
わ
た
り
出
向
元
企
業
の
人
的
管
理
か
ら
完
全
に
離
れ
、
も
っ
ぱ
ら
出
向
先
企
業
の
指
揮
・
監
督
下
に
就
労
し
て
い
る
場
合

に
、
そ
こ
に
実
質
的
に
「
労
働
契
約
」
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
全
く
否
定
し
て
出
向
元
と
の
間
に
し
か
労
働
契
約
は
存
在
し
な
い
と
み

る
の
が
妥
当
か
。
そ
れ
で
は
あ
ま
り
に
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
出
向
労
働
者
は
出
向
元
お
よ
び
出
向
先
の
両
企
業

と
の
間
に
労
働
契
約
が
存
在
す
る
と
み
る
の
が
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
出
向
と
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
が
労
働
者
の
管
理
に
当
た
る
「
出
張
」

や
「
派
遣
」
と
の
相
違
点
も
そ
こ
に
あ
る
。

五
次
に
、
こ
れ
も
わ
が
国
独
特
と
い
っ
て
よ
い
「
出
向
」
と
い
う
慣
行
を
配
転
と
の
対
比
に
お
い
て
取
上
げ
よ
う
。

子
会
社
あ
る
い
は
関
連
会
社
へ
の
配
置
換
え
で
あ
る
「
出
向
」
と
い
う
制
度
が
、
相
当
に
古
い
沿
革
を
も
ち
な
が
ら
、
現
在
の
よ
う
に

関
連
企
業
間
に
お
け
る
「
広
域
配
転
」
と
し
て
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
む
し
ろ
近
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
企
業

内
の
配
転
に
比
し
て
伝
統
的
な
雇
用
慣
行
と
位
置
づ
け
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
か
も
い
れ
な
い
。
と
は
い
え
今
日
で
は
、
出
向
を
フ
ォ

ー
マ
ル
な
人
事
管
理
制
度
と
し
、
就
業
規
則
の
中
に
配
転
と
並
べ
て
「
業
務
の
都
合
に
よ
り
出
向
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
」
旨
の
規
定
を
積

極
的
に
置
く
と
こ
ろ
が
か
な
り
多
く
な
っ
た
。
と
り
わ
け
昭
和
五
○
年
代
の
不
況
時
に
お
け
る
雇
用
調
整
と
し
て
の
出
向
以
来
、
そ
れ
が

顕
著
に
な
っ
た
。
出
向
の
理
由
と
し
て
は
、
経
営
技
術
指
導
、
経
営
の
多
角
化
、
従
業
員
教
育
、
雇
用
調
盤
の
必
要
等
が
挙
げ
ら
れ
て

（
７
）

い
る
。
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出
向
の
法
的
判
断
に
つ
い
て
は
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
で
あ
る
「
日
立
屯
子
事
件
」
（
東
京
地
判
昭
四
一
・
三
・
三
一
労
民
災
一
七

巻
二
号
三
六
八
頁
）
は
、
昭
和
三
○
年
代
と
い
う
日
立
系
列
会
社
間
に
お
い
て
も
ま
た
わ
が
国
の
企
業
の
大
部
分
に
お
い
て
も
、
出
向
が

一
般
的
な
慣
行
に
な
っ
て
い
な
い
時
代
の
考
え
方
を
代
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
出
向
者
の
待
遇
等
の
取
扱
に
つ
い
て
共
通
の
制
度
が
な

い
こ
と
、
就
業
規
則
に
出
向
義
務
に
関
す
る
規
定
が
な
い
こ
と
等
か
ら
み
て
、
従
業
員
が
出
向
命
令
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る

（
８
）

悩
行
な
い
し
黙
示
の
今
川
意
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
出
向
の
効
力
を
否
定
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
経
済
不
況
に
伴
う
企
業
合
理
化

の
一
環
と
し
て
、
服
用
調
整
型
の
川
向
が
急
激
に
噸
え
、
中
に
は
系
列
会
社
の
ワ
ク
を
超
え
て
、
全
く
別
会
社
に
仕
馴
を
求
め
て
川
向
背

を
派
遺
す
る
形
態
さ
え
現
わ
れ
て
く
る
に
従
い
、
判
例
の
態
度
に
も
変
化
が
生
じ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
出
向
に
は
常
に
労
働
薪
の
仙
別

（
９
）

的
同
意
を
必
要
と
す
る
と
解
す
る
こ
と
は
「
実
態
に
沿
わ
な
い
」
と
す
る
考
え
方
が
登
場
し
、
そ
し
て
更
に
、
そ
の
〈
ロ
意
性
も
入
社
時
、

ま
た
は
そ
の
後
に
い
た
っ
て
労
働
者
が
包
括
的
な
同
意
を
し
た
と
み
ら
れ
る
事
実
の
有
無
、
も
し
く
は
就
業
規
則
や
労
働
協
約
の
関
連
規

定
、
あ
る
い
は
「
労
働
慣
行
」
の
存
在
等
を
考
慮
に
入
れ
て
判
断
す
べ
き
も
の
と
す
る
考
え
方
が
強
ま
っ
て
い
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
出
向

に
つ
い
て
、
労
働
契
約
と
の
か
か
わ
り
、
つ
ま
り
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
労
働
者
の
意
思
と
い
っ
た
側
面
よ
り
も
、
企
業
制
度
と
し
て
の

人
瓢
異
動
の
円
滑
性
に
合
理
性
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
判
例
の
考
え
力
が
出
て
き
て
い
る
の
が
注
日
さ
れ
る
。

こ
う
し
て
凧
川
悩
行
と
し
て
の
出
向
は
、
法
的
根
拠
不
明
碓
な
ま
ま
、
徐
々
に
法
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
得
て
き
て
い
る
よ
う
に
兇
え
る
。

も
っ
と
も
、
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
の
裁
判
所
に
よ
る
「
合
意
性
」
の
認
定
は
、
配
転
の
場
合
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
シ
ビ
ア
で
あ
り
、

ま
た
出
向
に
よ
る
労
働
者
の
身
分
関
係
の
不
安
定
や
労
働
条
件
の
不
利
益
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
に
配
慮
し
、
「
権
利
濫
用
の
法
理
」
を
川

（
町
）

い
る
こ
と
に
よ
り
出
向
の
有
効
性
を
総
合
的
に
判
断
す
る
も
の
が
多
い
が
。

以
上
、
日
本
的
雇
川
慣
行
と
し
て
の
職
務
配
憧
の
仕
方
は
、
労
働
契
約
の
側
面
か
ら
み
た
場
合
、
契
約
内
容
と
し
て
確
認
す
る
こ
と
を

き
わ
め
て
難
し
く
し
て
い
る
。
労
働
者
が
法
的
に
争
い
得
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
使
川
者
の
一
刀
的
な
命
令
に
よ
る
配
転
が
職
柧
ま
た
は
勅
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日本的'慣行と労働契約（三）
務
地
を
限
定
す
る
旨
の
特
約
に
反
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
が
も
っ
と
も
経
営
サ
イ
ド
に
有
利

に
機
能
し
て
い
る
領
域
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

》淫（
１
）
わ
が
国
企
業
の
人
事
異
動
に
関
す
る
数
最
的
デ
ー
タ
を
示
す
調
査
や
統
計
資
料
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
き
わ
め
て
少
な
い
。
平
成
三
年
三

月
に
実
施
さ
れ
た
労
働
基
準
局
の
「
労
働
契
約
等
に
関
す
る
実
態
調
査
二
五
五
○
者
）
は
そ
の
わ
ず
か
な
例
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
る

と
、
配
転
に
つ
い
て
労
働
契
約
に
定
め
の
あ
る
も
の
四
・
二
％
、
労
働
協
約
に
定
め
の
あ
る
も
の
―
八
・
五
％
、
就
業
規
則
そ
の
他
の
文
書

に
定
め
の
あ
る
も
の
四
七
・
六
％
、
「
何
ら
の
定
め
も
な
い
も
の
」
三
二
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
。
「
定
め
が
あ
る
」
と
は
、
企
業
が
「
配
転

を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
旨
の
定
め
の
ほ
か
、
配
転
に
際
し
て
の
組
合
と
の
協
議
条
項
等
が
あ
る
場
合
で
あ
り
、
「
何
ら
の
定
め
の
な
い
」

場
合
と
は
、
配
転
が
企
業
側
の
一
方
的
な
業
務
命
令
で
実
施
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。

（
２
）
配
転
が
労
働
契
約
の
範
朋
内
か
ど
う
か
は
、
わ
が
国
で
は
採
用
時
に
職
種
を
限
定
す
る
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
判
断
に
か
か
る

こ
と
に
な
る
が
、
実
際
に
は
、
一
定
の
資
格
を
も
つ
職
種
と
か
、
特
別
の
約
束
（
特
約
）
が
あ
る
以
外
は
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。

限
定
が
認
め
ら
れ
た
例
と
し
て
日
野
自
動
車
工
業
事
件
（
東
京
地
判
昭
四
二
・
六
・
一
六
労
民
染
一
ハ
巻
三
号
六
四
八
頁
）
、
東
亜
石
油

事
件
（
東
京
高
判
昭
五
一
・
七
・
一
九
労
民
巣
二
七
巻
三
・
四
号
三
九
七
頁
）
。
他
方
、
採
川
後
、
長
年
の
間
、
同
一
職
務
に
就
労
し
て

い
た
と
い
う
事
実
だ
け
で
は
職
種
を
限
定
し
た
契
約
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
典
形
と
し
て
日
産
自
動
車
事
件
（
東
京
高
判
昭
六
二
・
’

二
・
二
四
労
経
連
一
三
一
二
号
三
頁
）
参
照
。

（
３
）
家
庭
的
事
情
を
考
慮
し
て
権
利
濫
川
が
認
め
ら
れ
た
典
型
的
ケ
ー
ス
と
し
て
日
本
祗
気
事
件
（
東
京
地
判
昭
四
三
・
ハ
。
三
一
労
民
架

一
九
巻
四
号
一
一
一
一
頁
）
、
徳
山
曹
達
事
件
（
山
口
地
判
昭
五
一
・
二
・
九
判
時
八
一
二
号
一
一
三
頁
）
参
照
。
反
対
に
同
居
中
の
母

親
や
有
職
の
妻
を
残
し
て
の
配
転
が
、
「
転
勤
に
伴
う
通
常
の
も
の
」
と
判
断
し
て
濫
用
と
認
め
れ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
東
亜
ペ
イ
ン

ト
事
件
（
最
二
小
判
昭
六
一
・
七
・
一
四
判
時
二
九
八
号
一
四
九
頁
）
参
照
。

（
４
）
学
説
の
い
う
「
契
約
説
」
と
は
、
訴
訟
に
お
い
て
当
該
配
転
の
適
法
性
を
判
断
す
る
場
合
の
基
準
と
し
て
、
彼
の
職
種
ま
た
は
職
務
を
労
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鋤
契
約
の
内
容
と
し
て
特
定
す
る
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
求
め
る
考
え
方
の
こ
と
で
あ
り
、
「
包
括
的
合
意
説
」
と
は
、
職
種
ま
た
は

職
務
に
つ
い
て
の
特
別
の
合
意
が
な
い
か
、
ま
た
は
「
い
か
な
る
職
務
に
も
就
労
す
る
」
旨
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
そ
の
基
準
を
求

め
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
の
考
え
方
も
労
働
契
約
に
お
け
る
合
意
の
存
否
の
判
断
の
方
法
上
の
差
異
に
過
ぎ
な
い
と
い

え
る
。
私
見
と
し
て
は
、
明
示
ま
た
は
黙
示
の
合
意
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
基
準
に
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
５
）
労
基
局
の
前
掲
調
査
に
よ
れ
ば
、
（
在
籍
）
出
向
に
つ
い
て
就
業
規
則
そ
の
他
の
文
書
（
社
則
の
類
と
思
わ
れ
る
）
に
定
め
を
し
て
い
る

６
の
五
五
・
二
％
、
労
働
協
約
に
定
め
を
し
て
い
る
６
の
一
一
○
・
三
％
、
労
働
契
約
に
定
め
を
し
て
い
る
６
の
四
・
八
％
、
何
ら
の
定
め
の

な
い
６
の
三
○
・
二
％
で
あ
り
、
転
繍
（
出
向
）
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
九
・
八
％
、
一
一
一
一
・
二
％
、
三
・
一
％
、
三
九
・
五
％
で
あ

る
。
「
配
転
」
と
「
出
向
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
比
率
を
比
較
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
差
異
が
み
ら
れ
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
出
向

と
い
う
人
事
が
、
現
在
で
は
、
配
転
な
み
に
通
備
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）
迎
合
「
総
合
生
活
開
発
研
究
所
」
の
平
成
三
年
二
月
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
迎
合
川
Ｍ
三
六
三
単
組
の
う
ち
、
企
錐
の
九
二
・
一
％
、
一
○

○
○
人
以
上
の
大
企
業
で
は
九
七
・
五
％
ま
で
が
出
向
を
実
施
し
、
全
従
業
員
に
占
め
る
出
向
者
の
比
率
は
九
・
六
％
に
達
し
て
い
る
。

（
７
）
連
合
前
掲
調
通
に
よ
れ
ば
、
川
向
の
主
た
る
理
由
と
し
て
「
一
価
川
調
整
」
、
「
経
営
技
術
指
道
」
、
「
経
懲
の
多
角
化
」
、
「
教
育
ロ
ー
テ
ー
シ

ョ
ン
の
一
環
」
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
出
向
理
山
に
つ
い
て
組
合
側
が
ど
う
対
応
し
て
い
る
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
８
）
同
事
件
の
判
決
に
示
さ
れ
た
「
事
実
」
に
よ
る
と
、
日
立
で
は
昭
和
三
○
年
代
、
三
八
の
「
系
列
会
社
」
の
う
ち
、
約
三
分
の
二
の
会
社

柵
互
間
で
出
向
が
実
施
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
、
出
向
者
数
は
ま
だ
少
な
く
、
昭
和
三
六
～
三
九
年
の
出
向
者
数
三
名
以
下
の
と
こ
ろ
が

約
一
○
社
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
日
立
本
社
の
当
時
の
就
業
規
則
に
は
「
社
員
を
社
命
に
よ
り
社
外
の
業
務
に
専
従
さ
せ
た
場
合
は
専
従
期

間
休
職
さ
せ
る
」
、
「
系
列
会
社
か
ら
の
転
入
者
に
つ
き
前
会
社
に
お
け
る
勤
務
期
間
を
勤
続
年
数
に
通
算
す
る
」
旨
の
規
定
が
あ
る
だ
け
で
、

「
出
向
」
自
体
に
関
す
る
定
め
は
な
く
、
業
務
の
必
要
に
応
じ
約
半
月
前
に
内
示
し
た
上
、
業
務
命
令
で
出
向
さ
せ
て
い
た
と
い
う
。

（
９
）
例
え
ば
興
和
事
件
（
名
古
屋
地
利
昭
五
五
・
三
・
二
六
労
民
樂
三
一
巻
一
一
号
三
七
二
頁
）
、
ダ
イ
ワ
梢
工
事
件
（
東
京
地
八
王
子
支
判

昭
五
七
・
四
・
二
六
労
働
判
例
三
八
八
号
六
四
頁
）
な
ど
。

（
皿
）
例
え
ば
、
日
本
ス
テ
ン
レ
ス
事
件
（
新
潟
地
高
田
支
判
昭
六
一
・
一
○
・
一
一
’
一
労
判
四
八
五
号
四
三
頁
）
な
ど
。
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日本的慣行と労働契約（三）
第
四
節
年
功
制
処
遇
と
労
働
契
約

一
終
身
雇
用
制
と
と
も
に
日
本
的
雇
用
個
行
の
最
も
典
型
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
「
年
功
賃
金
制
」
を
初
め
と
す
る
「
年
功
に
準

拠
す
る
（
⑫
の
己
。
『
ご
目
の
巴
）
処
遇
制
度
」
で
あ
る
。
第
一
章
で
み
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
賃
金
制
度
お
よ
び
昇
進
・
昇
格
制
度
に
つ
い

て
「
年
功
」
の
占
め
る
度
合
い
は
か
な
り
高
い
と
い
え
る
が
、
純
粋
に
「
年
功
」
す
な
わ
ち
年
齢
、
勤
務
年
数
に
比
例
す
る
部
分
は
、
今

日
で
は
明
ら
か
に
低
下
し
て
き
て
い
る
。
他
方
、
西
欧
諸
国
に
お
け
る
賃
金
構
造
の
中
で
「
職
能
」
の
評
価
に
経
験
年
数
や
先
任
権

（
１
）

（
の
①
。
『
・
「
ご
）
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
が
「
日
本
的
」
か
は
議
論
の
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
と

し
て
、
こ
こ
で
は
、
わ
が
国
の
賃
金
制
度
の
う
ち
、
年
功
賃
金
の
部
分
と
能
力
給
の
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
が
労
働
契
約
の
内
容
と
ど
の
よ
う

な
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
要
約
し
て
お
こ
う
。

賃
金
制
度
の
一
般
的
な
特
色
と
し
て
は
、

⑪
中
規
模
の
企
業
を
含
め
て
わ
が
国
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
大
企
業
が
賃
金
制
度
を
常
用
と
非
常
用
労
働
者
用
と
に
区
分
し
、
そ
れ

ぞ
れ
別
建
の
賃
金
規
定
を
適
用
し
て
い
る
。

②
非
常
用
労
働
者
の
賃
金
体
系
は
、
（
単
純
な
）
職
種
ま
た
は
職
務
別
の
時
間
給
（
時
給
・
日
給
）
か
ら
成
る
。
稼
動
実
続
に
応
じ

て
、
歩
合
給
的
加
給
制
が
採
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
常
用
者
の
場
合
の
よ
う
な
考
課
森
定
に
よ
る
職
能
給
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な

い
。
本
給
以
外
の
手
当
は
全
く
な
い
か
、
あ
っ
て
も
交
通
費
あ
る
い
は
糖
勤
手
当
の
類
で
あ
り
、
家
族
手
当
を
支
給
す
る
と
こ
ろ
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
更
新
に
よ
っ
て
実
質
的
に
雇
用
期
間
が
長
く
な
っ
た
場
合
に
、
時
間
給
の
ラ
ン
ク
を
勤
続
年
数
に
応
じ
て
上
げ
る

と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
常
用
者
の
場
合
の
昇
給
に
お
け
る
よ
う
な
考
課
査
定
を
含
む
も
の
で
は
な
い
。

③
常
用
労
働
者
の
賃
金
体
系
は
、
「
基
本
給
」
と
各
種
の
「
手
当
給
」
の
二
本
立
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
は
別
に
一
時
金
・

賞
与
制
度
が
あ
り
、
今
日
で
は
ほ
と
ん
ど
の
企
業
で
恒
常
化
し
て
い
る
。
ま
た
、
基
本
給
に
勤
務
年
数
を
乗
じ
て
算
定
さ
れ
る
「
退
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職
金
」
ま
た
は
退
職
年
金
制
度
が
あ
り
、
こ
れ
も
現
在
で
は
普
通
的
な
制
度
と
な
っ
て
い
る
。

川
基
本
給
は
、
職
級
別
に
、
学
歴
、
勤
続
年
数
を
基
螂
（
年
齢
給
）
と
す
る
統
一
的
な
号
棒
制
の
（
モ
デ
ル
）
基
準
（
給
与
表
）
が

（
２
）

定
め
ら
れ
、
定
期
的
に
昇
給
す
る
。
「
年
功
賃
金
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
職
能
給
部
は
、
上
司
の
考
課
査
定
に
よ
り
、
通
常

向
う
一
年
分
の
格
（
ラ
ン
ク
）
づ
け
が
な
さ
れ
る
。

⑤
基
本
給
の
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
「
社
会
的
川
場
」
を
考
慮
し
た
初
任
給
が
設
定
さ
れ
、
そ
れ
を
出
発
点
と
す
る
が
そ
の
額
は
、

物
価
や
生
計
澱
の
上
昇
を
考
倣
し
、
毎
年
、
ほ
ぼ
「
春
闘
」
時
に
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
（
ペ
ア
）
と
呼
ば
れ
る
改
訂
が
行
な
わ
れ
、
そ
の

際
に
年
齢
階
層
別
に
昇
給
カ
ー
ブ
の
是
正
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

二
日
本
的
雇
用
慣
行
と
し
て
の
賃
金
制
度
の
特
色
を
以
上
の
よ
う
に
把
え
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
、
個
々
の
労
働
者
の
労
働
契
約
の

側
面
か
ら
次
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑪
常
用
労
働
者
の
賃
金
は
、
終
身
雇
用
を
前
提
と
し
た
長
期
の
継
続
勤
務
を
前
提
と
し
て
、
毎
年
、
額
が
変
動
し
て
い
く
た
め
、
静

態
的
に
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
把
え
る
こ
と
を
難
し
く
し
て
い
る
。

②
雑
本
給
の
う
ち
、
年
齢
、
勤
続
年
数
に
よ
る
「
年
齢
給
」
部
分
は
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
化
さ
れ
て
い
る
か
ら
労
働
契
約
内
容
と
し
て

は
明
碓
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
一
般
に
五
○
％
以
上
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
い
わ
れ
る
、
使
川
者
の
査
定
に
よ
る
「
幟
能
給
」
部
分

に
つ
い
て
は
、
査
定
基
地
や
査
定
値
が
公
表
さ
れ
な
い
限
り
、
労
働
者
の
側
か
ら
は
契
約
内
容
と
し
て
確
定
的
に
把
握
す
る
こ
と
が

（
３
）

塾
だ
難
し
い
・
基
準
が
公
表
さ
れ
て
い
る
場
へ
口
で
も
、
わ
が
国
の
考
課
査
定
が
一
般
に
厳
密
な
職
務
能
力
よ
り
も
、
「
勤
務
態
度
」
、

「
協
調
性
」
、
「
企
業
へ
の
貢
献
度
」
と
い
っ
た
か
な
り
抽
象
的
評
価
を
内
容
と
し
て
い
る
こ
と
、
査
定
が
末
端
の
直
属
上
司
で
あ
る

管
理
職
に
は
じ
ま
り
、
よ
り
上
級
の
管
理
者
に
よ
る
「
調
雛
」
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
労
働
者
が
最
終
的
貸
金
決
定
の
具
体
的
過

秘
や
理
由
を
知
る
こ
と
は
き
わ
め
て
難
し
い
。
従
っ
て
、
個
々
の
労
働
者
が
査
定
が
不
当
に
低
く
評
価
さ
れ
た
と
し
て
も
、
労
働
契
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日本的慣行と労働契約（三）

（
１
）

約
違
反
と
し
て
法
的
に
争
う
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
賃
金
ラ
ン
ク
の
引
上
げ
を
意
味
す
る
「
昇
給
」
の
場
合
に
ｊ
Ｕ
、
も
っ
ぱ

ら
使
用
者
側
の
裁
塾
に
お
い
て
な
さ
れ
る
点
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
。

三
昇
進
・
昇
格
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
右
と
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
企
業
が
（
常
用
）
労
働
者
を
い
わ
ゆ
る
役
職
（
管
理
職
）
に
昇
格

（
５
）

（
己
『
。
ｐ
】
・
【
一
・
口
）
さ
せ
る
場
合
の
資
格
は
、
比
較
的
下
級
の
役
職
で
は
勤
務
年
数
（
年
功
）
に
よ
り
自
動
的
に
昇
格
さ
せ
る
場
合
も
あ
る

が
、
一
般
に
上
級
に
進
む
に
つ
れ
、
年
功
（
勤
務
年
数
）
と
は
別
に
役
職
者
と
し
て
の
資
質
・
能
力
の
評
価
が
重
要
視
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
昇
格
基
準
は
、
年
功
資
格
部
分
以
外
は
も
っ
ぱ
ら
企
業
の
裁
量
に
よ
る
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
わ
が
国
の
よ
う

な
年
功
的
な
企
業
社
会
で
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
の
昇
格
は
、
待
遇
面
の
み
な
ら
ず
、
社
内
に
お
け
る
「
権
威
」
（
：
Ｂ
ａ
□
）
に
か
か

わ
る
も
の
と
し
て
並
要
な
意
味
を
も
つ
が
、
こ
れ
を
労
働
契
約
の
「
雇
用
条
件
」
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
、
実
質
的
に
ほ
と
ん
ど
不
可
能

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

函汪（
１
）
年
功
賃
金
が
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
日
本
の
企
業
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
な
く
、
国
際
的
に
共
通
す
る
耐
を
も
っ
て
い
る
こ
と

は
経
済
学
の
領
域
で
か
な
り
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
小
池
和
男
「
職
場
の
労
働
組
合
と
参
加
」
一
九
六
六
年
、
隅
谷
三
喜
男
「
日
本

の
労
働
問
題
」
一
九
六
七
年
、
島
田
購
雄
外
「
労
働
市
場
機
描
の
研
究
」
一
九
ハ
一
年
、
佐
岬
陽
子
「
賃
金
と
雇
川
の
経
済
学
」
一
九
ハ
ー

（
２
）
年
功
賃
金
の
根
拠
と
し
て
は
、
労
働
者
が
勤
務
年
数
を
重
ね
て
、
仕
事
上
の
経
験
を
積
む
に
従
い
、
熟
練
が
高
ま
る
の
で
賃
金
も
上
昇
す

る
と
い
う
「
熟
練
説
」
と
、
年
齢
が
高
ま
る
に
つ
れ
生
計
費
も
高
ま
る
の
で
そ
れ
を
保
障
す
る
た
め
に
賃
金
も
上
昇
す
る
と
い
う
「
生
計
費

保
障
説
」
の
二
つ
の
仮
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
（
小
野
旭
「
日
本
的
雇
用
慣
行
労
働
市
場
」
’
九
八
九
年
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
労
働
者

側
は
雇
用
の
際
に
賃
金
体
系
の
根
拠
に
つ
い
て
ま
で
説
明
を
受
け
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
「
所
与
」
の
も
の
と
し
て
受
と
る
外

年
な
ど
）
。
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第
五
節
労
務
管
理
、
服
務
規
律
と
労
働
契
約

は
な
い
が
、
労
働
組
合
の
主
張
等
か
ら
み
る
限
り
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
組
合
も
右
の
よ
う
な
「
仮
説
」
に
立
っ
た
う
え
で
基
本
的
に
年
功

賃
金
制
度
を
当
面
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
考
え
方
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
３
）
労
務
管
理
な
い
し
質
金
管
理
の
側
面
か
ら
み
れ
ば
、
私
企
業
の
賃
金
体
系
に
企
業
の
裁
簸
に
基
づ
く
職
能
給
も
し
く
は
職
務
給
を
含
ま
せ

る
こ
と
は
制
度
と
し
て
十
分
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
企
業
の
裁
趾
で
あ
る
以
上
、
労
働
者
の
能
力
や
成
縦
に
つ
い
て
の
人
事
考
課
が
人
瓢
上

の
「
機
密
」
と
し
て
本
人
に
知
ら
さ
れ
な
く
て
も
や
む
を
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
労
働
契
約
が
契
約
当
事
者

間
の
「
合
意
」
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
「
契
約
原
理
」
と
は
ほ
ん
ら
い
相
容
れ
な
い
の
だ
と
い
う
認
識
を
基
本
に
据
え
た
う
え
で
の
次
善
の

政
簸
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

（
４
）
考
課
森
定
に
よ
る
帆
能
給
や
、
考
課
森
定
を
含
む
昇
給
・
昇
格
を
労
働
契
約
迎
反
と
し
て
法
的
に
争
う
こ
と
は
、
基
準
が
明
示
さ
れ
な
い

腿
り
、
き
わ
め
て
困
雌
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
般
に
、
民
那
訴
訟
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
不
利
益
な
い
し
柧
響
を
蛾
っ
た
と
主
根
す
る

原
告
側
が
そ
の
事
実
を
証
拠
を
挙
げ
て
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
労
働
者
に
は
、
箇
金
支
払
期
ご
と
に
給
与
明
細
懇
が
示

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
結
果
と
し
て
の
金
額
だ
け
で
あ
り
、
使
川
者
側
の
裁
数
に
腿
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
判
定
の
経
過

や
デ
ー
タ
は
示
さ
れ
な
い
し
、
「
不
利
益
」
を
立
証
す
る
た
め
の
他
者
と
の
比
較
資
料
は
入
手
困
難
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
に
法
的
争
い
と
な

っ
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
不
利
銑
待
遇
が
性
的
差
別
ま
た
は
不
当
労
働
行
為
に
よ
る
と
主
扱
さ
れ
た
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
わ
が
国
の
労
働
者
処
遇
制
度
は
、
終
身
凧
川
制
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
基
本
的
に
、
Ｈ
金
に
せ
よ
、
地
位
に
せ
よ
、
原
則

的
に
上
昇
（
ロ
・
日
○
斤
の
）
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
降
格
と
か
、
「
格
下
げ
」
と
い
っ
た
処
遇
は
、
懲
戒
処
分
の
場
合
を
別
と
す
れ
ば
、
通

常
、
と
ら
れ
ず
、
マ
イ
ナ
ス
評
価
は
昇
進
・
昇
格
の
「
保
留
」
と
い
う
形
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
け
に
労
働
者
に
と
っ
て
は

「
不
利
益
」
処
遇
の
立
証
が
難
し
い
わ
け
で
あ
る
。
職
務
能
力
を
理
由
と
す
る
降
格
の
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
外
資
系
企
業
に
お
い
て
生

じ
た
稀
な
例
と
し
て
エ
ク
イ
ク
プ
ル
生
命
保
険
事
件
（
東
京
地
決
平
二
・
四
・
二
七
労
判
五
六
五
’
七
九
）
が
あ
る
。
（
小
畑
史
子
ジ
ュ
リ

九
八
六
号
九
八
頁
評
釈
参
照
）
。

5８



日本的慣行と労働契約（三）
「
雇
用
慨
行
」
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
わ
が
国
企
業
の
常
川
労
働
者
に
対
す
る
労
務
管
理
の
し
か
た
、
あ
る
い
は
規

律
（
臼
⑪
９
℃
旨
の
）
の
し
か
た
に
は
、
独
特
の
し
き
た
り
が
あ
る
。
企
業
と
従
業
員
間
の
人
間
関
係
に
由
来
す
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
は
、
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
の
範
囲
な
い
し
性
格
を
考
え
る
う
え
で
な
か
な
か
重
要
と
思
わ
れ
る
。

労
働
契
約
に
お
け
る
契
約
主
体
と
し
て
の
労
働
者
と
使
用
者
の
契
約
上
の
「
権
利
」
と
「
義
務
」
は
相
互
的
（
【
の
９
頁
・
８
－
）
で
あ
り
、

一
方
の
「
義
務
」
は
相
手
方
の
「
権
利
」
に
対
応
す
る
、
と
原
則
的
に
は
い
え
る
が
、
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
の
下
で
使
用
者
の
指

挿
・
監
督
下
に
拘
束
さ
れ
、
日
々
、
労
務
を
提
供
す
る
労
働
関
係
に
あ
っ
て
は
、
一
般
の
債
権
ｌ
債
務
関
係
と
は
異
な
り
、
当
事
者
の
一

方
の
義
務
が
直
ち
に
相
手
方
の
椛
利
な
い
し
請
求
権
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
一
方
の
「
義
務
」
と
相
手
方
の
「
義
務
」
と
の

（
１
）

関
係
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
机
互
的
あ
る
い
は
互
換
的
（
日
ぐ
の
目
Ｑ
［
四
戸
の
）
関
係
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。

労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
と
し
て
は
、
通
常
、
使
用
者
の
指
揮
・
命
令
に
従
っ
て
労
働
を
提
供
す
る
「
主
た
る
」
義
務
と
は
別

（
２
）

「
付
随
的
ま
た
は
従
た
る
」
義
務
と
し
て
「
信
義
誠
実
に
行
動
す
る
義
務
」
が
あ
る
、
と
説
か
れ
て
い
る
。

企
業
の
実
際
の
労
務
管
理
上
は
、
こ
の
よ
う
な
「
主
た
る
」
ま
た
は
「
従
た
る
」
義
務
と
い
っ
た
抽
象
的
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は

な
い
が
、
企
業
が
特
に
常
用
労
働
者
あ
る
い
は
「
正
社
員
」
に
対
し
て
単
に
労
働
力
の
提
供
に
と
ど
ま
ら
ず
、
プ
ラ
ス
Ｑ
の
「
社
員
た

る
の
日
日
⑩
と
し
て
の
義
務
」
を
期
待
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
範
囲
や
祝
度
は
、
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
義
務
違
反
に
対
す
る
懲
戒
や
マ
イ
ナ
ス
査
定
と
い
っ
た
上
司
と
部
下
間
の
人
間
関
係
に
及
ぶ
紛
争
が
起
こ
り
が
ち

確
か
に
制
度
の
上
で
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
就
業
規
は
一
般
に
よ
く
整
備
さ
れ
て
お
り
、
労
働
者
が
上
司
の
指
示
・
命
令
に
従
っ
て
就

労
す
る
こ
と
を
初
め
と
す
る
従
業
員
と
し
て
の
行
為
規
範
（
服
務
規
律
）
が
そ
こ
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
違
反
し
た
場

合
の
制
裁
（
懲
戒
）
規
定
も
か
な
り
詳
細
に
定
め
ら
れ
、
ま
た
、
懲
戒
の
場
合
の
決
定
手
続
き
に
つ
い
て
も
相
当
程
度
に
、
従
業
員
側
の

で
あ
る
。
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ま
た
仕
事
の
し
か
た
は
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
の
み
な
ら
ず
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
場
合
に
も
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
下
で
遂
行
さ
れ
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
の
場
合
、
各
労
働
群
は
チ
ー
ム
の
一
風
と
し
て
瓦
い
に
「
共
同
的
に
」
仕
耶
を
進
め
る
必
要
が
あ
り
、
仕
事
の
巡
行
上
、

時
と
し
て
直
接
の
職
務
以
外
に
、
職
場
の
他
の
仕
事
の
応
援
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
多
能
工
と
し
て
の
わ
が
国
の
労
働
者
は
Ｏ
Ｊ

Ｔ
を
通
じ
て
柔
軟
に
対
応
で
き
る
能
力
を
身
に
付
け
て
お
り
、
仕
事
の
縄
張
り
紛
争
の
よ
う
な
こ
と
は
め
っ
た
に
起
こ
ら
な
い
。
職
場
の

上
下
関
係
は
か
な
り
「
権
威
的
」
で
あ
る
が
、
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
下
で
は
地
位
に
関
係
な
く
「
目
標
」
の
達
成
に
協
力
す
る
必
要
が
あ

り
、
管
理
職
で
も
部
下
の
仕
事
の
代
替
を
す
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
就
労
体
制
の
下
で
は
、
所
定
の

、
、
、

終
業
時
間
が
き
て
も
、
た
と
え
所
定
の
仕
事
は
終
了
し
て
い
て
も
、
下
級
者
は
自
由
に
退
出
す
る
》
」
と
が
で
き
な
い
雰
囲
気
下
に
侭
か
れ

と
さ
れ
る
。

一
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
は
、
労
働
者
は
職
務
内
容
を
一
般
に
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
常
川
で
あ
れ
ば
通
常
、
経
験
年
数
を
経
た

ベ
テ
ラ
ン
の
労
働
者
は
、
特
に
上
司
に
よ
る
そ
の
都
度
の
指
示
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
、
主
的
に
仕
事
を
こ
な
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

職
場
の
監
督
機
構
は
企
業
規
椣
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
複
雑
で
、
末
端
の
労
働
者
は
「
中
間
」
管
皿
職
を
通
じ
て
砿
層
的
な
規
制
を
受
け
る

し
く
み
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
個
々
の
労
働
者
の
仕
事
に
関
す
る
「
責
任
」
と
「
権
限
」
は
し
ば
し
ば
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
み
る
限

り
明
確
で
な
い
。
例
え
ば
、
事
務
職
で
は
、
些
未
な
こ
と
に
も
向
己
の
責
任
で
処
理
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
上
司
の
「
決
裁
」
が
必
要

題
に
な
り
や
す
い
。

利
益
を
保
障
さ
せ
る
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
実
際
に
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
従
業
員
に
対
す
る
規
律
（
従
っ
て
違
反
に
対
す
る
制
裁
）
の
対
象
と
な
る
行
為
は
、
西
欧
社
会

、
、
、
、

の
そ
れ
に
比
し
て
一
般
に
幅
広
く
把
え
ら
れ
、
ま
た
本
質
的
に
従
業
員
の
生
活
管
理
的
色
彩
が
強
い
。
こ
れ
は
、
既
述
の
終
身
雇
用
制
や

（
３
）

職
務
範
囲
の
不
明
確
さ
に
も
関
連
し
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
、
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
義
務
の
範
川
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
問
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日本的慨行と労働契約（三）

二
第
二
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
企
業
が
実
施
し
て
い
る
始
・
終
業
時
間
が
、
正
式
の
定
め
と
は
別
に
職
場
の
佃
行
に
任
せ
て
い
る
場

合
が
あ
る
。
そ
こ
で
法
上
の
労
働
時
間
と
制
度
上
ま
た
は
「
慣
行
上
」
の
労
働
時
間
と
の
間
に
は
、
し
ば
し
ば
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ず
る
こ
と

（
５
）

が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
、
職
場
に
お
け
る
始
業
前
の
「
準
備
」
作
業
と
か
、
始
業
後
の
「
跡
片
付
け
」
作
業
、
あ
る
い
は
始
業
前
の
体
操
、

「
社
訓
」
や
「
社
歌
」
の
斉
唱
と
い
っ
た
日
本
的
慣
行
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
立
法
（
労
基
法
）
上
の
「
労
働
時
間
」
と
労
働
契
約
上

の
「
労
働
時
間
」
と
の
間
に
生
ず
る
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
従
来
は
慣
行
と
い
う
形
の
企
業
の
一
方
的
決
定
に
よ
る
か
、
多
数
派
従
業

員
と
の
間
に
締
結
さ
れ
る
労
使
協
定
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
近
時
、
少
数
派
従
業
員
か
ら
の
訴
訟
が
し
ば
し
ば

（
６
）

提
起
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
慣
行
の
支
配
に
対
す
る
異
議
の
申
立
て
で
あ
る
。

三
労
働
者
の
義
務
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
最
も
問
題
と
な
る
の
は
、
所
定
労
働
時
間
を
超
え
た
「
時
間
外
」
労
働
、
ま
た
は
所
定
休
日

の
「
休
日
」
労
働
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
所
定
外
労
働
に
つ
い
て
労
働
者
が
就
労
の
義
務
を
負
う
か
ど
う
か
は
、
労
働
契
約
上
の
大

き
な
問
題
で
あ
る
。
わ
が
国
の
私
企
業
で
は
、
戦
前
に
は
股
間
労
働
時
間
の
法
的
規
制
が
な
く
、
「
所
定
」
労
働
時
間
と
「
時
Ⅲ
外
」
労

働
の
区
別
は
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
の
就
業
規
則
上
の
定
め
に
過
ぎ
な
か
っ
た
か
ら
、
時
間
外
就
労
も
企
業
サ
イ
ド
の
一
方
的
業
務
命
令
で
決

定
さ
れ
、
時
間
外
労
働
の
契
約
上
の
義
務
の
合
無
は
実
質
的
に
問
題
に
な
り
え
な
か
っ
た
。

第
二
次
大
戦
後
、
労
基
法
は
、
法
定
労
働
時
間
制
と
と
も
に
経
営
上
や
む
を
得
な
い
理
由
で
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
時
間
外
休
日
労
働

「
義
務
」
化
を
意
味
す
る
。

（
ｌ
）

て
い
る
。
職
場
の
い
わ
ゆ
る
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」
よ
。
主
と
し
て
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
の
下
で
生
ず
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
は
、
労
働
者
の
「
義
務
」
の
性
格
を
質
鉦
両
面
に
お
い
て
不
明
確
に
し
て
い
る
。
労
働
者
が
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中

で
「
協
調
的
」
で
あ
る
こ
と
は
、
就
業
規
則
の
中
で
明
示
の
服
務
規
範
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
「
協
調
性
」
と
い
う
こ
と
が
、

し
ば
し
ば
上
司
に
よ
る
人
事
考
課
に
際
し
て
重
要
な
判
定
基
準
の
一
つ
と
さ
れ
て
お
り
、
結
果
的
に
は
、
そ
れ
は
労
働
者
に
と
っ
て
の
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に
つ
い
て
、
事
業
所
ご
と
の
労
働
協
定
の
締
結
と
届
出
を
有
効
要
件
と
し
て
認
め
た
が
、
こ
の
協
定
に
基
づ
く
時
間
外
・
休
日
労
働
の
就

（
７
）

労
義
務
に
つ
い
て
は
何
の
定
め
も
し
な
か
っ
た
。
暫
ら
く
の
混
乱
期
を
経
て
、
企
業
は
事
業
所
別
の
労
働
（
時
間
外
・
休
日
）
協
定
の
締

結
と
い
う
法
的
手
続
を
前
提
と
し
た
う
え
で
、
就
業
規
則
の
中
に
企
業
は
「
業
務
上
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
時
間
外
・
休
日
労
働
を
命

ず
る
こ
と
が
で
き
る
」
こ
と
、
「
こ
の
場
合
に
は
従
業
員
は
正
当
の
理
由
の
な
い
限
り
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
の
規
定
を
置
く
よ

う
に
な
っ
た
。
労
働
組
合
側
は
、
従
業
員
の
過
半
数
を
代
表
す
る
資
格
で
協
定
当
事
者
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
時
間
外
労
働
が
日
常

的
に
恒
常
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
経
営
状
況
の
下
で
は
就
業
規
則
の
右
規
定
の
挿
入
に
反
対
す
る
態
度
を
貫
く
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ

う
し
て
、
わ
が
国
の
私
企
業
の
時
間
外
・
休
日
労
働
の
手
続
と
し
て
は
、
法
的
要
件
と
し
て
の
労
働
協
定
・
届
出
と
企
業
内
規
範
と
し
て

の
右
就
業
規
則
の
規
定
と
い
う
ワ
ン
セ
ッ
ト
の
慣
行
が
出
来
上
っ
た
。
労
働
組
合
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
、
労
働
協
定
締
結
な
い
し
更
新
の

（
８
）

諾
否
、
協
定
で
定
め
る
時
間
外
労
働
数
の
総
ワ
ク
の
規
則
に
と
ど
ま
っ
た
。
戸
）
の
協
定
の
総
ワ
ク
の
範
囲
で
職
場
ご
と
に
具
体
化
さ
れ
る

緊
急
度
と
時
間
数
に
基
き
、
上
司
が
個
々
の
労
働
に
就
労
を
割
当
て
る
わ
け
で
あ
る
が
、
労
働
者
が
相
当
の
理
由
な
く
、
こ
れ
を
拒
否
す

る
こ
と
は
、
「
上
司
の
指
示
・
命
令
に
従
う
」
べ
き
服
務
規
律
違
反
に
問
わ
れ
る
し
、
企
業
と
し
て
は
、
時
間
外
を
予
定
し
た
業
務
運
営

に
支
障
を
生
ず
る
こ
と
も
さ
り
な
が
ら
、
労
働
者
の
「
恐
意
的
」
な
拒
否
を
放
任
す
る
こ
と
に
よ
る
他
の
労
働
者
へ
の
波
及
を
恐
れ
て
重

大
な
服
務
規
律
違
反
と
し
て
扱
わ
ざ
る
を
え
ず
、
懲
戒
解
雇
の
重
罰
に
処
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

わ
が
国
の
労
働
者
が
置
か
れ
て
い
る
現
在
の
よ
う
な
労
働
関
係
の
下
に
お
い
て
、
ま
た
時
間
外
手
当
が
労
働
者
の
嫁
得
の
相
当
部
分
を

（
９
）

占
め
て
い
る
家
計
状
況
か
ら
し
て
、
時
間
外
就
労
そ
の
も
の
に
反
対
し
て
こ
れ
を
拒
不
口
す
る
例
は
実
際
に
は
少
な
い
。
こ
れ
ま
で
法
的
紛

争
に
な
っ
た
事
例
も
数
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
旦
、
争
い
が
生
ず
る
と
、
理
論
的
に
は
労
働
契
約
の
解
釈
と
し
て
妥
協
の
困
難

（
比
）

な
問
題
を
生
ず
る
。
判
例
は
、
時
間
外
労
働
の
拒
否
者
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
有
効
性
判
断
の
前
提
と
し
て
の
労
働
者
側
の
時
間
外
労
働

に
応
ず
る
労
働
契
約
上
の
義
務
の
存
否
に
つ
い
て
長
い
間
、
見
解
が
分
れ
て
き
た
。
平
成
三
年
に
至
っ
て
、
最
高
裁
は
企
業
の
労
働
者
の
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日本的慣行と労働契約（三）
時
間
外
就
労
は
労
基
法
上
の
手
続
要
件
と
就
業
規
則
等
の
合
理
的
定
め
を
通
じ
て
労
働
契
約
上
の
義
務
と
な
り
う
る
こ
と
を
一
般
的
に
認

（
Ⅱ
）

ぬ
、
下
級
審
の
対
立
に
一
応
の
終
止
符
が
打
た
れ
た
。
政
策
的
レ
ト
は
一
雇
用
慣
行
を
重
視
し
た
選
択
で
あ
る
。

四
企
業
の
労
働
者
の
義
務
の
範
岡
に
つ
い
て
の
も
う
一
つ
の
特
色
は
、
多
く
の
企
業
が
労
働
者
の
職
務
の
遂
行
と
は
直
接
に
関
係
の

な
い
、
企
業
の
対
外
的
信
川
あ
る
い
は
名
誉
を
保
持
す
る
一
般
的
義
務
を
負
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
就
業
規
則
に
は
こ
の
義
務
を
服

務
規
範
の
一
つ
と
し
て
明
示
的
に
定
め
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
、
労
働
者
が
就
業
時
間
外
に
、
職
務
の
遂
行
と
は
関
係
な

く
、
私
生
活
の
場
に
お
い
て
な
し
た
非
行
が
た
ま
た
ま
マ
ス
コ
ミ
等
を
通
じ
て
「
○
○
会
社
」
の
従
業
員
の
非
行
と
し
て
世
間
に
暴
露
さ

れ
た
り
す
る
と
、
企
業
は
こ
れ
を
「
企
業
の
体
面
を
汚
し
た
」
行
為
と
し
て
懲
戒
処
分
に
付
し
、
対
社
会
的
な
会
社
の
名
誉
の
侵
害
性
が

大
き
い
と
考
え
た
場
合
に
は
企
業
外
へ
の
放
逐
（
懲
戒
解
雇
）
す
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。

職
務
外
。
企
業
外
非
行
が
何
故
、
企
業
の
服
務
規
律
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
は
、
そ
の
よ
う
な
規
範
が
労
働
者
に
と
っ
て
の
労

働
契
約
の
内
容
と
な
り
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
基
本
的
問
題
に
か
か
わ
る
。
こ
の
場
合
、
就
業
規
則
に
「
企
業
の
名
誉
・
信
用
を
傷
つ
け

る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
行
為
を
し
た
者
は
「
懲
戒
処
分
に
付
す
る
こ
と
」
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ

を
「
遵
守
す
る
こ
と
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
」
と
の
主
張
は
、
設
問
に
対
す
る
解
答
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
就
業
規
則
イ

コ
ー
ル
労
働
契
約
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
が
国
の
企
業
が
、
企
業
外
非
行
に
つ
い
て
管
理
職
以
外
の
一
従
業
員
に
つ

く
旧
）

い
て
ま
で
一
律
に
企
業
の
名
誉
の
保
持
を
義
務
付
け
て
い
る
の
は
、
単
な
る
労
働
力
の
提
供
者
と
し
て
で
は
な
く
、
「
会
社
」
と
い
う
辻
〈

同
体
の
一
員
と
し
て
社
会
的
に
行
動
す
べ
き
こ
と
を
規
範
と
し
て
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
え
て
懲
戒
処
分
を
行
な
う
の
は
、

職
務
外
の
非
行
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
不
心
得
な
」
社
員
を
出
し
た
こ
と
に
対
す
る
会
社
の
符
理
満
任
を
追
求
す
る
に
急
な

わ
が
国
社
会
の
風
潮
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
こ
に
企
業
の
雇
用
慣
行
が
社
会
の
お
き
て
に
影
響
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
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こ
の
よ
う
な
企
業
内
の
服
務
規
律
規
範
や
懲
戒
処
分
の
効
力
に
つ
い
て
、
わ
が
国
の
裁
判
所
は
む
し
ろ
積
極
的
介
入
の
態
度
を
と
っ
て

い
る
が
、
最
近
の
判
例
の
傾
向
と
し
て
は
、
企
業
外
非
行
を
服
務
規
律
の
対
象
に
含
め
る
根
拠
と
し
て
、
企
業
側
に
つ
い
て
は
「
企
業
秩

（
脳
）

序
の
維
持
」
の
必
要
性
を
、
労
働
者
側
の
義
務
の
根
拠
と
し
て
は
、
社
員
と
し
て
の
「
信
義
則
」
を
挙
げ
る
も
の
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

串汪（
１
）
学
説
上
、
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
忠
実
義
務
は
、
使
用
者
の
労
働
者
に
対
す
る
配
慮
義
務
と
相
互
関
係
に
あ
る
、
と
し
ば
し
ば
論
じ

ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
般
的
な
企
業
倫
理
と
し
て
は
受
け
入
れ
易
い
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
義
務
述
反
を
め
ぐ
る
係
争
事
件
に
お
い
て

は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
有
し
な
い
主
狼
で
あ
る
。

（
２
）
労
使
間
の
義
務
を
「
主
た
る
」
義
務
と
「
従
た
る
」
義
務
を
分
け
る
考
え
方
は
、
最
初
は
、
労
働
者
側
の
長
期
的
一
雁
川
関
係
に
お
け
る
忠

実
あ
る
い
は
信
義
的
な
義
務
を
重
視
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
そ
し
て
そ
の
根
拠
と
し
て
家
内
工
業
時
代
に
お
け
る
雇
主
の
家
父
長
的

「
配
慮
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
に
見
合
う
「
報
恩
的
」
忠
実
業
務
が
労
働
者
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
今
日
で
は
、
当
該
労
働
関
係
に
お

け
る
黙
示
の
義
務
を
推
定
し
た
り
、
義
務
述
反
に
対
す
る
懲
戒
処
分
の
相
当
性
を
判
断
す
る
場
合
の
「
利
益
衡
壮
」
の
論
拠
と
し
て
使
川
さ

（
３
）
例
え
ば
新
卒
の
大
学
出
身
社
員
を
対
抗
野
球
試
合
の
応
援
に
動
員
す
る
類
い
の
公
私
混
同
が
日
本
の
企
業
で
は
日
常
的
に
み
ら
れ
る
が
、

西
欧
社
会
で
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
え
な
い
現
象
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
仕
事
」
が
労
働
契
約
上
の
義
務
と
な
り
う
る
こ
と
を
外
国
人
に

説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
。
企
業
は
、
実
際
上
の
業
務
命
令
に
よ
る
事
業
所
外
の
「
労
働
」
と
し
て
処
理
し
て
い
る
が
、
公
権
的

取
扱
に
お
い
て
も
、
も
し
途
中
で
駆
故
に
よ
る
傷
害
が
発
生
し
た
時
は
、
使
川
者
の
「
指
揮
・
命
令
下
に
あ
る
」
も
の
と
し
て
労
災
補
価
法

の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
営
業
や
研
究
部
門
等
に
見
ら
れ
る
き
わ
め
て
日
本
的
な
慣
行
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
法
に
よ
っ
て
時
間
外
労

働
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
場
合
（
女
性
な
ど
）
、
時
間
外
協
定
が
締
結
さ
れ
て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
そ
の
協
定
ワ
ク
を
超
え
る
場
合
、
人
件
費

ま
た
は
予
算
上
の
ワ
ク
を
超
え
る
場
合
、
あ
る
い
は
仕
事
の
性
格
上
、
「
ど
こ
ま
で
が
労
働
時
間
で
あ
る
か
把
握
が
難
し
と
場
合
な
ど
で

れ
て
い
る
。
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（
７
）
大
規
模
の
企
業
で
は
、
時
Ⅲ
外
協
定
の
締
結
・
届
出
と
い
う
法
的
義
務
は
比
較
的
よ
く
避
守
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
労
働

組
合
が
か
っ
て
時
間
外
労
働
そ
の
も
の
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
、
三
六
協
定
の
締
結
に
対
す
る
抓
否
権
を
労
使
交
渉
の
武
器
に
使
っ

た
こ
と
も
影
僻
し
て
い
る
。
比
較
的
最
近
ま
で
就
業
規
則
に
時
間
外
・
休
日
労
働
に
側
す
る
義
務
づ
け
規
定
を
価
い
て
い
る
企
業
は
多
く
な

か
っ
た
。
労
働
協
約
が
「
優
越
」
性
を
保
っ
て
い
た
時
代
に
は
、
企
業
側
が
組
合
の
反
対
を
押
し
き
っ
て
就
業
規
則
の
改
訂
と
い
う
手
続
を

と
っ
て
ま
で
規
定
す
る
こ
と
は
難
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
８
）
期
間
一
～
三
ヶ
月
樫
度
の
三
六
協
定
が
締
結
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
期
限
終
了
後
の
組
合
側
の
締
結
拒
否
戦
術
は
労
使
問
の
バ
ラ
ン
ス
を

維
持
す
る
た
め
の
組
合
側
の
有
力
な
武
器
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
労
働
争
議
に
代
る
戦
術
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
と
は
い
え
、
組
合
に
と
っ
て

（
６
）
昭
和
五
○
年
代
、
労
働
契
約
上
の
労
働
時
間
の
起
算
点
の
確
認
を
求
め
る
争
い
と
し
て
は
石
川
島
播
磨
事
件
（
東
京
地
判
昭
五
二
・
ハ
’

一
○
労
民
災
二
八
巻
四
号
一
一
一
六
六
頁
、
東
京
高
判
昭
五
九
・
一
○
・
三
一
同
一
一
一
五
巻
五
号
五
七
九
頁
）
を
は
じ
め
幾
つ
か
の
判
例
が
出
て
い

る
。
こ
の
事
件
は
、
多
く
の
企
業
が
労
働
時
間
制
度
体
制
の
分
理
化
な
ど
労
働
条
件
に
影
響
す
る
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
採
っ

て
き
た
「
多
数
派
」
従
業
員
と
の
「
集
団
主
義
的
」
解
決
と
い
う
や
り
か
た
に
対
し
、
少
数
派
が
労
働
契
約
Ⅱ
合
意
に
よ
る
解
決
を
主
張
し

て
争
っ
た
も
の
で
あ
る
。
企
業
内
の
「
架
団
主
義
」
に
立
脚
し
た
悩
行
の
合
混
性
い
か
ん
と
い
う
難
し
い
問
題
を
提
供
し
た
も
の
と
し
て
注

（
５
）
労
基
法
上
の
労
働
時
間
と
就
業
規
則
等
を
含
め
た
労
働
契
約
上
の
そ
れ
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
は
、
学
説
上
、
相
当
古
く
か
ら

指
摘
さ
れ
、
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
菱
沼
謙
一
「
労
働
時
間
・
践
業
・
交
替
制
」
一
九
七
一
年
六
二
頁
、
「
入
門
時
遅
刻
認
定
制
と
始
業
時
刻

の
意
味
」
労
判
四
四
ハ
勝
一
九
八
五
年
四
頁
、
安
西
愈
「
労
働
時
側
・
休
日
・
休
暇
の
法
律
尖
務
」
一
九
七
七
年
九
頁
、
山
水
古
人
「
労
働

基
地
法
と
労
働
時
間
規
制
」
法
学
志
林
八
六
巻
三
・
四
号
一
九
八
九
年
三
四
頁
。
荒
木
尚
志
「
労
働
時
間
の
法
的
構
造
」
一
九
九
一
年
は
、

多
義
的
に
使
川
さ
れ
る
労
働
時
間
の
概
念
を
二
つ
に
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
り
、
労
働
時
川
制
の
判
断
枠
組
み
を
確
立
す
べ
き
だ
と
す
る
新
た

目
を
引
い
て
い
る
。

な
提
案
を
し
て
い
る
。

あ
り
（
布
川
前
掲
一
二
二
頁
参
照
）
、
自
分
の
判
断
あ
る
い
は
チ
ー
ム
内
の
と
り
き
め
で
正
式
の
時
間
外
労
働
と
し
て
の
巾
告
を
せ
ず
、
時

間
外
割
り
増
し
手
当
の
請
求
を
放
棄
す
る
等
の
形
で
起
き
る
。
一
九
九
一
年
の
労
働
白
書
は
、
「
サ
ー
ビ
ス
業
」
と
い
う
言
菜
と
実
態
を
初

め
て
公
的
に
発
表
し
た
。
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（
Ⅲ
）
日
立
製
作
所
事
件
最
一
小
判
平
三
・
一
一
・
二
八
労
判
五
九
四
号
七
頁
。
手
抜
き
作
業
を
補
正
さ
せ
る
た
め
の
残
業
命
令
を
拒
定
し
た

労
働
者
に
対
す
る
懲
戒
解
雇
が
有
効
と
さ
れ
た
も
の

本
判
決
の
結
論
は
、
企
業
の
就
業
規
則
を
（
合
皿
性
あ
る
も
の
と
い
う
条
件
付
な
が
ら
）
法
的
規
範
と
認
め
、
そ
の
規
定
が
労
働
契
約
の

内
容
と
し
て
拘
束
力
を
も
つ
こ
と
を
一
般
的
に
宜
言
し
た
昭
和
四
八
年
の
大
法
廷
判
決
（
秋
北
パ
ス
事
件
昭
四
八
・
一
二
・
二
五
）
か
ら
み

て
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
（
第
三
章
二
③
参
照
）
。

（
Ⅲ
）
諸
外
国
で
も
、
企
業
の
威
信
（
耳
研
Ｓ
ｍ
の
）
を
誓
う
よ
う
な
労
働
者
の
私
生
活
上
の
非
行
や
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
解
履
の
事
由
と
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
概
し
て
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
管
理
層
に
限
ら
れ
、
そ
の
理
由
も
職
務
者
と
し
て
の
適
格
性
に
欠
け
る

と
い
う
点
に
置
か
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
外
部
と
の
接
触
の
多
い
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
で
あ
れ
、
現
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
で
あ
れ
、

職
務
や
地
位
に
関
係
な
く
常
用
の
労
働
者
で
あ
る
限
り
は
、
就
業
規
則
に
定
め
る
「
企
業
の
信
用
・
名
櫛
を
失
墜
さ
せ
る
行
為
を
し
な
い
」

６
長
期
的
な
拒
否
を
続
け
る
こ
と
は
内
部
的
に
不
可
能
で
あ
り
、
次
第
に
時
間
外
の
総
ワ
ク
間
趣
に
交
渉
が
し
ぼ
ら
れ
、
「
時
短
（
時
間
価

縮
巨
問
題
に
転
化
し
て
い
っ
た
。

（
９
）
今
日
で
は
企
業
の
一
方
的
命
令
に
よ
る
超
過
勤
務
の
パ
タ
ー
ン
は
崩
れ
つ
つ
あ
る
。
日
本
労
働
研
究
機
構
の
一
九
九
○
年
の
調
査
に
よ
れ

ば
「
上
司
の
命
令
に
よ
る
も
の
」
と
「
労
働
者
の
申
し
出
で
・
申
告
に
よ
る
力
が
多
い
」
が
四
三
・
四
％
で
最
も
多
く
、
「
労
働
者
の
申
し

出
で
・
申
告
に
よ
る
方
が
多
い
」
が
三
六
・
○
％
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
「
上
司
の
命
令
に
よ
る
方
が
多
い
」
は
一
七
・
四
％
に
と
ど
ま
っ
て
い

る
（
調
査
報
告
研
究
旨
Ｚ
Ｃ
・
巴
＆
」
）
。

（
Ⅲ
）
労
働
者
の
時
間
外
就
業
（
・
ぐ
囚
は
日
の
）
の
問
題
は
、
最
高
限
度
を
規
制
し
た
う
え
、
例
外
的
に
許
容
を
認
め
る
立
法
を
定
め
て
い
る
国

で
は
、
労
働
契
約
と
の
関
係
で
ど
こ
で
も
起
る
問
題
で
あ
る
。
立
法
が
使
用
者
に
対
し
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
時
間
外
労
働
を
「
労
働
者
の
同

意
を
得
た
う
え
で
」
認
め
る
、
あ
る
い
は
逆
に
、
許
容
さ
れ
た
範
囲
の
時
間
外
労
働
に
つ
い
て
は
使
用
者
が
「
無
条
件
に
」
命
ず
る
こ
と
が

で
き
る
と
定
め
て
い
る
場
合
に
は
、
契
約
と
の
問
題
を
生
じ
な
い
。
ま
た
時
間
外
労
働
の
剛
当
て
権
を
職
災
が
専
椛
的
に
握
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
は
、
指
定
を
拒
否
し
た
労
働
者
は
即
時
解
雇
を
申
し
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ま
た
実
質
的
に
問
題
と
な
り
え
な
い
。
し
か
し
、

立
法
ま
た
は
判
例
法
上
、
解
雇
に
正
当
願
由
が
求
め
ら
れ
て
い
る
国
で
は
、
時
間
外
炬
否
が
労
働
契
約
述
反
に
な
る
か
ど
う
か
が
ま
さ
に
問

題
と
な
る
。
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第
六
節
企
業
内
教
育
・
訓
練
、
小
集
団
活
動
と
労
働
契
約

一
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
、
従
業
員
の
教
育
・
訓
練
（
研
修
）
に
大
き
な
比
重
を
か
け
て
い
る
こ
と
を
日
本
的
雇
用
慣
行
の
特
色

の
一
つ
と
し
て
把
ら
え
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
Ｍ
川
主
が
被
川
者
の
技
能
や
能
率
の
向
上
の
た
め
必
要
な
訓
練
を
す
る
こ
と
は
あ
る
狸
庇
、

ど
こ
の
国
で
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
が
国
固
有
の
慣
行
と
位
慨
づ
け
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
反
論
が
あ
り
う
る
。
し

か
し
、
既
述
の
よ
う
に
、
わ
が
国
の
企
業
の
研
修
は
主
と
し
て
常
用
者
に
限
る
と
は
い
え
、
入
社
後
（
場
合
に
よ
っ
て
は
採
用
後
入
社
ま

で
の
間
に
）
の
「
試
川
」
教
育
に
は
じ
ま
り
、
本
採
川
後
の
配
慨
は
も
と
よ
り
、
配
転
で
新
た
な
職
務
に
就
い
た
場
合
の
随
時
の
「
職

■
、
、

務
」
研
修
、
新
た
な
技
能
の
修
得
の
た
め
の
械
極
的
な
援
助
、
い
か
な
る
ポ
ス
ト
で
も
こ
な
し
得
る
管
理
者
に
な
る
た
め
の
研
修
、
と
い

う
よ
う
に
研
修
の
対
象
範
剛
が
広
い
。
ほ
と
ん
ど
定
年
近
く
ま
で
の
生
涯
に
わ
た
り
、
職
種
、
職
務
、
地
位
を
問
わ
ず
行
わ
れ
、
中
満
年

（
１
）

者
に
つ
い
て
は
、
退
職
後
に
備
え
た
準
備
教
育
や
生
活
指
導
と
し
て
の
研
修
ま
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
他
の
国
で
は
あ
ま
り

義
務
に
違
反
す
る
と
い
う
理
由
で
懲
戒
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
田
）
特
に
刑
事
犯
や
破
廉
恥
行
為
が
対
象
と
な
る
が
、
政
治
デ
モ
や
街
頭
運
動
等
も
規
模
や
性
格
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
る
。
横
浜
ゴ
ム
事
件

（
岐
三
小
判
昭
四
五
・
七
・
二
ハ
民
災
二
四
巻
七
号
一
二
二
○
頁
）
、
日
本
鋼
符
駆
件
（
最
二
小
判
昭
四
九
・
三
・
一
五
民
災
二
八
巻
二
号
二

六
五
頁
）
、
国
鉄
中
国
支
社
事
件
（
般
一
小
判
昭
四
九
・
二
・
二
八
民
集
二
八
巻
一
号
六
六
頁
）
等
参
照
。
日
本
鋼
管
事
件
に
お
い
て
判
決

は
「
会
社
の
対
面
」
と
は
、
「
会
社
に
対
す
る
社
会
一
般
の
客
観
的
評
価
」
で
あ
っ
て
、
「
経
営
者
や
従
業
員
等
の
有
す
る
主
従
的
な
価
値
意

識
な
い
し
名
誉
感
傭
を
含
ま
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
懲
戒
処
分
に
お
け
る
公
正
、
適
切
な
評
価
が
必
要
だ
と
い
う
意
味
で
は
そ
の
と
お
り

で
あ
る
が
、
労
働
契
約
に
お
け
る
規
範
意
識
と
し
て
は
何
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
鉄
事
件
の
判
旨
は
、
企
業
の

「
社
会
的
評
価
の
低
下
段
損
は
、
企
業
の
円
滑
な
運
営
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
し
て
「
企
業
秩
序
の
維
持
」
と
い
う
高
度
に

仙
炊
的
な
規
範
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
森
誠
吾
「
綴
歴
詐
称
・
企
業
外
非
行
と
懲
戒
」
季
労
一
六
○
号
六
○
頁
参
照
。
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そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
研
修
は
労
働
契
約
上
労
働
者
の
義
務
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
の
旨
の
労
働
契
約
書
が
取
り
替
さ
れ
て
い
る
例

は
見
当
ら
な
い
し
そ
の
よ
う
な
合
意
の
存
在
を
裏
づ
け
る
も
の
も
な
い
。
た
だ
少
数
で
あ
る
が
、
就
業
規
則
に
「
会
社
は
業
務
の
知
識
又

は
技
術
の
向
上
の
た
め
従
業
員
に
教
育
研
修
を
命
ず
る
こ
と
が
あ
る
」
、
「
こ
の
場
合
特
別
の
理
山
の
な
い
限
り
枢
否
し
て
は
な
ら
な
い
」

と
定
め
る
例
は
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
一
般
に
契
約
内
容
に
な
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
何
ら
の
定
め

が
な
い
場
合
に
は
企
業
は
研
修
を
「
業
務
」
と
し
て
自
由
に
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
も
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
企
業
の
従
業
員
に
対
す
る
研
修
を
労
働
契
約
上
、
従
業
員
側
の
「
義
務
」
の
側
面
で
の
み
把
ら
え
る
の
は
、
そ
の
内
容
、
方

法
、
効
果
等
か
ら
み
て
実
情
に
合
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
従
業
員
に
と
っ
て
は
、
長
期
的
に
見
れ
ば
、
職
種
や
職
務
が
現
在
の
も
の

に
特
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
配
転
・
出
向
、
昇
格
に
よ
り
、
あ
る
い
は
企
業
の
合
理
化
等
に
よ
っ
て
、
近
い
将
来
に
変
更
が
予
想
さ

れ
る
だ
け
で
な
く
、
近
時
の
よ
う
に
テ
ン
ポ
の
早
い
技
術
革
新
に
自
ら
の
知
識
、
技
能
を
フ
ィ
ッ
ト
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
職

務
の
必
要
に
応
じ
て
研
修
の
機
会
が
与
え
ら
れ
る
期
待
を
も
つ
に
至
る
こ
と
は
当
然
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
、
研
修
の
機
会
が
企
業

側
の
窓
意
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
公
平
の
原
則
に
よ
っ
て
差
別
な
く
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
権
利
が
あ
る
と

加
え
て
、
社
内
研
修
制
度
が
、
定
年
ま
で
の
長
期
に
わ
た
る
終
身
雇
用
的
キ
ャ
リ
ア
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
間
に
職
種
、
職

務
が
配
転
に
よ
っ
て
恒
常
的
に
変
更
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
従
業
員
が
社
内
で
の
多
能
工
的
お
よ
び
管
理
職
者
と
し
て
の
管
理
能
力
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
の
費
用
を
（
Ｏ
Ｊ
Ｔ
は
も
と
よ
り
Ｏ
Ｆ
Ｆ
ｌ
Ｏ
Ｊ
Ｔ
で
も
）
主
と
し
て
企
業
が
負

担
し
、
勤
務
時
間
内
の
研
修
は
す
べ
て
「
業
務
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
賃
金
等
に
何
ら
の
影
響
も
な
い
こ
と
、
等
の
諸
事
情
も
ほ
ぼ
、
一
定

以
上
の
規
模
の
企
業
に
お
い
て
共
通
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
業
員
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
研
修
を
「
義
務
」
と
し
て
受
け
入
れ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

加
え
て
、
社
内
研
修
制
度
唾
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'1本的慣行と労働契約（三）

私
企
業
に
お
い
て
研
修
を
労
働
契
約
上
の
「
権
利
」
と
し
て
位
紐
付
け
る
よ
う
な
明
示
の
規
疋
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
見
受
け
ら
れ
な
い

と
は
い
え
、
右
に
述
べ
た
意
味
で
の
労
使
双
方
の
意
識
か
ら
み
れ
ば
、
そ
こ
に
義
務
と
権
利
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
一
種
の
黙
示
の
合
意

が
形
成
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二
「
日
本
的
凧
川
悩
行
」
の
一
つ
の
要
素
と
し
て
職
場
の
労
働
者
の
グ
ル
ー
プ
を
主
体
と
す
る
Ｑ
Ｃ
（
サ
ー
ク
ル
）
活
勅
、
Ｚ
Ｄ
活

動
な
ど
一
般
に
「
小
集
団
活
動
」
と
呼
ば
れ
る
行
動
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
本
稿
で
は
、
第
二
章
に
お
い
て
こ
の
「
小
集
団
活

動
」
を
「
雇
用
慣
行
」
に
含
ま
せ
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
「
小
集
団
活
励
」
と
は
本
来
労
働
者
の
「
、
主
的
」
活
動
で
あ
る
以
上
、

企
業
の
労
働
者
に
対
す
る
上
か
ら
の
「
労
務
符
皿
」
で
は
な
い
し
、
も
と
も
と
労
使
間
の
個
別
的
な
合
意
と
し
て
の
労
働
契
約
と
は
理
念

的
に
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
労
務
管
理
論
の
中
で
も
、
こ
の
運
動
を
日
本
の
企
業
に
お
け
る
特
色
あ
る
制
度
と
し
て

把
ら
え
な
が
ら
、
こ
れ
を
直
接
の
労
務
符
理
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
災
川
的
な
「
経
営
参
加
制
」
の
一
つ
の
形
態
と
し
て
位
慨
付
け

（
↓
）

る
も
の
が
、
最
近
で
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
小
集
団
活
動
は
「
労
働
契
約
」
と
は
無
縁
の
も
の
か
と
問
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
断
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小

集
団
活
動
は
、
沿
革
的
に
は
、
職
場
の
労
働
者
自
身
に
よ
る
自
主
的
管
理
（
職
場
自
治
）
方
式
と
し
て
諸
外
国
に
お
い
て
古
く
か
ら
極
々

の
形
態
の
下
で
試
み
ら
れ
て
き
た
。
わ
が
国
で
も
状
況
は
ほ
ぼ
同
じ
で
、
主
と
し
て
昭
和
三
○
年
代
後
半
か
ら
主
要
産
業
に
拡
が
り
、
派

「
権
利
」
の
性
格
を

（
３
）

秘
」
づ
け
て
い
る
。

（
２
）

い
え
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
は
研
修
を
受
け
る
利
益
は
、
「
労
働
条
件
」
に
接
近
し
た
一
種
の
「
権
利
」
と
し
て
把
ら
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
は
、
従
業
員
の
側
か
ら
染
団
的
利
益
と
し
て
の
編
利
厚
生
上
の
「
便
宜
」
な
ど
よ
り
、
並
要
視
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

現
に
法
律
（
学
働
安
全
衛
生
法
）
が
定
め
る
安
全
衛
生
教
育
は
、
安
全
な
職
場
環
境
の
確
保
と
い
う
点
か
ら
従
業
員
に
と
っ
て
の
一
つ
の

「
権
利
」
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
げ
ん
に
地
方
公
務
員
法
は
、
当
局
に
職
員
に
対
す
る
研
修
の
機
会
を
与
え
る
こ
と
を
「
義
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し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
小
集
団
活
動
が
製
造
業
の
み
な
ら
ず
、
サ
ー
ビ
ス
業
に
も
普
及
し
、
か
つ
実
施
さ
れ
て
い
る
企
業
で
の
従
業
員

の
参
加
率
が
七
○
～
ハ
○
％
と
い
う
よ
う
に
高
率
化
し
て
く
る
と
な
る
と
、
も
と
も
と
従
業
員
の
職
務
性
あ
る
い
は
職
能
性
が
特
定
的
で

な
く
、
配
転
を
通
じ
て
変
動
し
て
い
く
高
度
の
柔
軟
性
を
も
ち
、
企
業
内
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
適
応
性
を
身
に
着
け
さ
せ
る
と
い
う
労
務

管
理
体
制
を
と
っ
て
い
る
わ
が
国
の
企
業
で
は
、
多
能
化
を
目
標
と
す
る
フ
ォ
ー
マ
ル
な
社
内
教
育
体
制
と
Ｑ
Ｃ
技
法
を
中
心
と
す
る
イ

、
、
、

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
集
団
活
動
と
が
ど
こ
か
で
結
び
付
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
生
産
性
向
上
の
志
向
意
識
の
荷
い

わ
が
国
の
労
働
者
の
資
質
か
ら
し
て
、
小
集
団
活
動
の
成
果
が
挙
が
る
ほ
ど
に
、
そ
の
成
果
の
人
事
考
課
へ
の
反
映
を
求
め
る
声
が
高
ま

（
６
）

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
昭
和
六
○
年
に
一
雇
用
職
業
総
合
研
究
所
が
実
施
し
た
事
例
研
究
に
よ
れ
ば
、
小
集
団
活
動
が
結
果
的
に
多
能
工

○
年
代
に
入
る
と
普
及
率
は
著
し
く
高
ま
り
、
わ
が
国
産
業
の
生
産
性
の
高
さ
と
品
質
の
向
上
を
支
え
る
カ
ギ
と
さ
え
い
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
初
め
は
現
場
部
門
に
限
ら
れ
た
が
、
次
第
に
営
業
、
管
理
、
開
発
部
門
に
も
波
及
し
て
い
る
。
前
掲
の
「
労
使
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
調
査
」
に
よ
る
と
、
小
集
団
活
動
の
あ
る
企
業
の
割
合
は
昭
和
四
七
年
の
三
九
・
七
％
が
同
五
九
年
で
六
○
・
二
％
（
内
五
○
○

（
５
）

○
人
以
上
の
企
業
で
は
ハ
一
二
・
七
％
、
全
員
参
加
率
が
七
七
・
八
％
）
に
並
川
及
し
て
い
る
。

小
集
団
活
動
が
こ
の
よ
う
に
普
及
し
た
こ
と
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
日
本
的
雇
用
慣
行
の
存
在
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
閉
鎖
的
市
場
を
形
成
し
て
い
る
終
身
雇
用
制
、
年
功
処
遇
、
幅
の
広
い
柔
軟
な
職
場
配
置
、
企
業
内
教
育
等
が

相
乗
効
果
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

企
業
は
小
集
団
活
動
を
労
働
者
の
自
由
意
思
に
よ
る
改
善
運
動
と
し
て
、
た
て
前
と
し
て
は
こ
れ
を
管
理
体
制
に
組
み
込
ん
だ
り
、
従

業
員
の
参
加
を
強
制
し
た
り
し
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
就
業
規
則
に
は
「
小
集
団
活
動
」
の
項
目
は
な
い
。
小
集
団
活
動
は
、
日
常
の
就

業
時
間
と
は
「
隔
絶
」
さ
れ
、
企
業
の
教
育
・
研
修
過
程
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
し
、
賃
金
そ
の
他
の
個
人
別
稼
得
の
対
象
と
も
な
っ

て
い
な
い
。
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日本的慣行と労働契約（三）
化
を
促
進
す
る
方
向
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
、
一
般
職
層
で
は
小
集
団
活
動
と
人
事
考
課
制
度
と
は
全
く
関
連
付
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、

管
理
・
督
監
者
層
で
は
、
日
常
の
サ
ー
ク
ル
活
動
を
活
発
化
さ
せ
、
所
定
の
成
果
を
挙
げ
さ
せ
る
こ
と
が
管
理
責
任
と
し
て
期
待
さ
れ
、

昇
進
・
昇
格
の
人
事
考
課
に
反
映
さ
せ
て
い
る
例
が
少
な
く
な
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
が
国
の
企
業
の
就
業
体
制
が
広
く
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
、
就

業
時
間
後
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
小
集
団
活
動
に
職
場
の
大
多
数
の
者
が
参
加
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
参
加
し
な
い
」
こ
と
の
ほ
う
が
目
立

つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
管
理
・
監
督
者
を
含
め
て
全
て
の
従
業
員
は
労
働
契
約
上
は
何
ら
の
義
務
も
負
わ
な
い
の
で
あ

る
が
、
そ
こ
に
「
サ
ー
ヴ
ィ
ス
残
業
」
に
類
似
し
た
人
間
関
係
が
生
ず
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
少
数
で
あ
る
が
、

法
的
紛
争
例
も
出
て
お
り
、
あ
る
判
例
は
、
全
従
業
員
に
対
し
、
作
業
ミ
ス
を
し
た
場
合
に
は
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
活
動
の
そ
れ
を
含
め
て

「
作
業
ミ
ス
報
造
書
」
を
提
出
さ
せ
て
い
る
場
合
に
こ
れ
を
提
出
し
な
か
っ
た
た
め
解
雇
さ
れ
た
溶
接
工
の
ケ
ー
ス
に
つ
き
、
作
業
ミ
ス

（
７
）

報
告
書
の
不
提
出
は
、
労
働
提
供
の
義
務
そ
れ
自
体
の
違
反
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
解
一
展
を
無
効
と
判
一
示
し
て
い
る
。

小
集
団
活
動
に
対
す
る
労
働
組
合
の
態
度
は
、
今
の
と
こ
ろ
微
妙
な
状
況
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
が
労
働
者
の
「
経
営
参
加
」
の

一
つ
の
形
態
で
あ
る
と
し
て
も
、
労
働
組
合
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
、
労
働
協
約
や
労
使
協
定
の
よ
う
に
組
合
が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
と
り
あ
げ

る
に
至
っ
て
い
る
問
題
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
時
に
は
組
合
役
員
が
Ｑ
Ｃ
サ
ー
ク
ル
等
の
リ
ー
ダ
ー
の
一
人
に
な
る
こ
と
は

あ
る
と
し
て
も
、
基
本
的
に
は
従
業
員
の
「
自
主
的
」
意
思
に
よ
る
参
加
と
し
て
「
反
対
は
し
な
い
が
、
組
合
運
動
と
し
て
積
極
的
に
支

（
８
）

持
も
し
な
い
」
と
い
う
態
応
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
労
働
組
〈
口
が
一
般
的
に
労
働
契
約
の
具
体
的
内
容
に
わ
た
っ
て
組
合
員
の
た
め
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
の
役
割
を
果
す
に
至
っ
て
い
な
い
状
況
が
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
企
業
内
教
育
も
小
集
団
活
動
も
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
労

働
契
約
と
し
て
の
位
置
付
け
は
「
未
定
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
従
業
員
の
多
数
の
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
企
業
内
の
一
つ
の
慣
行
と
し
て

の
重
み
を
も
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
早
晩
、
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
課
題
と
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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序
説
に
あ
た
る
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
は
、
わ
が
国
の
企
業
の
労
働
働
関
係
に
お
い
て
「
日
本
的
雇
川
慣
行
」
と
呼
ば
れ
る

慣
行
が
法
的
制
度
な
い
し
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
を
と
り
あ
げ
た
。
日
本
的
雇
川
慣
行

の
問
題
は
、
主
と
し
て
企
業
論
な
い
し
労
務
管
理
論
に
お
い
て
は
、
終
身
雇
用
制
や
年
功
賃
金
制
な
ど
の
雇
用
上
の
慣
行
が
日
本
特
有
の

も
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
産
業
諸
国
に
も
共
通
性
を
も
つ
も
の
か
ど
う
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
慣
行
が
企
業
の
至
上
命
題
と
し
て
の
生

Ｑ、

)王

「
職
業
訓
練
に
関
す
る
蛎
項
」
を

（
３
）
地
力
公
務
員
法
三
九
条
一
項
。

（
４
）
例
え
ば
白
井
泰
四
郎
「
現
代
、

（
５
）
石
川
前
掲
書
一
五
七
頁
以
下
庁

（
６
）
職
研
調
査
研
究
報
告
書
ｚ
○
・
一

（
７
）
新
興
工
業
事
件
神
戸
地
尼
崎
十

（
８
）
前
掲
職
研
調
森
報
告
識
夛

（
１
）
労
働
省
が
平
成
三
年
三
月
に
実
施
し
た
「
労
働
力
尊
重
時
代
の
人
事
政
策
に
関
す
る
調
査
」
で
は
、
従
業
員
の
退
職
後
に
備
え
た
教
育
。

指
導
・
援
助
を
行
っ
て
い
る
企
業
は
、
健
康
管
理
指
導
二
一
・
四
％
、
退
職
後
の
生
活
設
計
指
導
一
九
・
一
、
職
業
能
力
の
開
発
八
・
一
％

と
な
っ
て
い
る
（
同
省
「
従
業
員
福
祉
の
実
態
と
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
本
音
」
）
。

（
２
）
労
基
法
は
、
昭
和
四
四
年
、
労
働
者
を
採
用
す
る
に
際
し
て
の
明
示
す
べ
き
労
働
条
件
お
よ
び
就
業
規
則
に
記
載
す
べ
き
事
項
と
し
て

「
職
業
訓
練
に
関
す
る
蛎
項
」
を
加
え
た
（
規
則
五
条
八
号
）
。

例
え
ば
白
井
泰
四
郎
「
現
代
日
本
の
労
務
管
理
」
一
九
七
九
年
二
六
四
頁

石
川
前
掲
書
一
五
七
頁
以
下
に
よ
る
。

職
研
調
査
研
究
報
告
書
ｚ
○
・
忽
一
三
九
頁
参
照
。

新
興
工
業
事
件
神
戸
地
尼
崎
支
判
昭
六
二
・
七
・
二
労
判
五
○
二
号
六
二
頁
。

前
掲
職
研
調
森
報
告
識
一
五
五
頁
参
照
。

第
五
章
結
び
１
１
労
働
契
約
の
再
検
討
の
た
め
に
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日
本
的
雇
川
慣
行
に
か
か
わ
る
こ
の
よ
う
な
重
要
な
側
面
に
つ
い
て
は
、
も
と
よ
り
専
門
で
な
い
筆
者
に
は
、
本
論
に
お
い
て
必
要
な

限
り
で
触
れ
た
以
上
に
究
明
す
る
余
裕
が
な
い
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ま
で
「
日
本
的
雇
用
慣
行
論
」
の
中
で
は
直
接
に
言
及
さ
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
雇
用
慣
行
と
そ
の
適
用
対
象
者
で
あ
る
労
働
者
の
労
働
契
約
上
の
「
個
別
」
意
思
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
。
雇
用
慣
行
に
つ

い
て
、
そ
れ
と
労
働
者
の
個
別
意
思
と
の
関
係
が
何
故
問
題
と
な
る
か
と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
「
日
本
的
雇
用
慣
行
」
な
る
も
の
の
具
体

、
、

一
一
一
的
内
容
が
労
働
者
の
意
識
の
中
で
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
し
て
も
、
労
使
の
当
事
者

約
間
で
は
慣
行
な
る
が
故
に
、
契
約
交
渉
（
「
と
り
き
め
」
）
の
対
象
と
な
る
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
企
業
側
に
都
合
の
よ
い
ル
ー
ル
と
し
て

契働
機
能
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
「
労
働
関
係
は
当
事
者
間
の
合
意
で
あ
る
労
働
契
約
を
媒
介
と
し
て
行

労と
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
近
代
法
の
基
本
原
則
に
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
。

行艫
労
働
契
約
が
当
事
者
間
の
完
全
な
同
意
の
産
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
合
意
の
擬
制
的
性
格
が
強
い
こ
と
、
ま
た
、
労
働
契
約
が
形
式
化

本
制
度
化
し
て
そ
こ
に
労
働
者
の
意
思
が
ま
す
ま
す
反
映
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
傾
向
は
、
も
と
よ
り
わ
が
国
だ
け
に
限
ら
ず
、
こ
の
よ

日

う
な
法
ｌ
契
約
制
度
を
採
用
し
て
い
る
諸
国
共
通
の
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
労
働
契
約
の
有
名
無
実
化
に
よ
る
労
働
者
の
保
護
を
目
的

他
方
、
日
一

「
適
用
」
に

慣
行
は
、
〈

つ
つ
あ
る
。

産
性
の
発
展
に
と
っ
て
阻
碍
要
因
に
な
る
の
か
、
あ
る
い
は
逆
に
発
展
要
因
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
か
と
い
う
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
論
点
は
、
経
済
政
策
や
社
会
政
策
上
の
政
策
課
題
と
し
て
重
要
で
あ
り
、
と
り
わ
け
日
本
の
企
業
が

「
外
資
系
」
企
業
の
一
つ
と
し
て
他
の
国
に
進
出
し
、
そ
こ
で
「
現
地
」
の
人
々
を
雇
用
す
る
場
合
に
お
い
て
切
実
な
問
題
と
な
ろ
う
。

他
方
、
日
本
の
企
業
が
近
い
将
来
、
移
入
し
て
く
る
で
あ
ろ
う
外
国
人
を
大
量
に
一
雇
用
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
の

「
適
用
」
に
よ
る
文
化
的
「
摩
擦
」
の
問
題
が
き
わ
め
て
現
実
的
な
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
終
身
雇
用
制
の
よ
う
な
伝
統
的
な

、
、
、

慣
行
は
、
企
業
の
労
務
管
理
や
政
策
の
問
題
と
は
別
に
、
今
や
わ
が
国
労
働
者
自
身
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
問
題
と
し
て
価
値
を
間
わ
れ
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と
し
て
、
立
法
に
よ
る
契
約
内
容
の
規
制
や
労
働
協
約
の
よ
う
な
集
団
的
規
制
な
ど
、
こ
れ
を
補
強
す
る
制
度
が
発
展
し
た
。
こ
れ
に
よ

っ
て
労
使
間
の
私
的
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
の
地
位
は
今
日
、
著
し
く
後
退
し
た
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
者
の
一
人
ひ
と
り
の

合
意
に
基
づ
く
労
働
と
い
う
理
念
を
最
も
端
的
に
象
徴
す
る
古
典
的
な
「
労
働
契
約
」
は
、
他
に
代
替
す
べ
き
法
的
概
念
が
な
い
ま
ま
に

現
在
で
も
基
本
的
な
法
規
範
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

問
題
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
近
代
の
諸
国
に
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
こ
の
労
働
契
約
の
機
能
の
衰
退
現
象
が
、
特
に
著
し
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
第
三
章
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
労
働
契
約
の
「
存
在
形
態
」
と
い
う
形
で
論
じ
た
。
要

約
す
れ
ば
、
わ
が
国
で
は
日
本
的
雁
用
慣
行
の
主
た
る
適
用
者
で
あ
る
常
川
労
働
者
は
、
採
用
か
ら
退
職
ま
で
の
企
業
の
在
職
期
間
中
、

（
１
）

ほ
と
ん
ど
一
度
も
文
書
に
よ
る
契
約
書
を
作
成
し
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
企
業
に
お
け
る
実
際
の
労
働
関
係
は
、
企
業
が
作
成
し
た
経
営

規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
に
よ
っ
て
画
一
的
に
規
律
さ
れ
、
さ
ら
に
企
業
別
の
労
働
協
約
あ
る
い
は
労
使
協
定
と
い
う
集
団
的
規
範
が
加

わ
る
結
果
、
個
々
の
労
働
者
の
合
意
規
範
と
し
て
の
労
働
契
約
は
い
よ
い
よ
「
観
念
的
」
存
在
と
化
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
裁
判
所
が

判
例
を
通
じ
て
、
企
業
規
範
と
し
て
の
就
業
規
則
に
直
接
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
契
約
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
が
一

隅
進
め
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
日
本
的
臓
川
慣
行
」
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
内
容
が
明
確
で
な
い
が
、
筆
者
は
、
初
め
に
労
働
契
約
と
の
か
か
わ
り

が
深
い
と
思
わ
れ
る
労
務
管
理
上
の
手
続
、
制
度
、
あ
る
い
は
非
公
式
の
慣
行
や
し
き
た
り
を
幾
つ
か
選
択
し
た
。
そ
の
中
に
は
、
就
業

規
則
等
の
定
め
を
通
じ
て
明
示
の
制
度
に
近
く
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
根
拠
不
明
の
ま
ま
白
紙
委
任
的
に
企
業
の
決
定
に
任
さ
れ

て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
結
果
、
労
働
者
サ
イ
ド
か
ら
み
れ
ば
、
明
示
さ
れ
る
べ
き
労
働
条
件
を
初
め
と
し
て
、
ほ
ん
ら
い
労

働
契
約
の
内
容
た
る
べ
き
こ
と
を
知
ら
さ
れ
な
い
ま
ま
に
就
労
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
第
四
章
で
は
、
そ
の
幾
つ
か
を
例
示
的
に
と
り

あ
げ
た
。
大
筋
を
た
ど
れ
ば
、
終
身
雇
川
制
や
年
功
処
遇
制
な
ど
、
現
在
の
わ
が
国
の
企
業
に
お
い
て
基
本
的
な
管
理
政
策
と
し
て
採
用
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H本的慣行と労働契約（三）

そ
れ
で
は
、
「
日
本
的
屈
川
佃
行
」
は
、
労
働
契
約
あ
る
い
は
契
約
的
概
念
と
は
無
縁
の
、
契
約
に
相
対
立
す
る
経
営
的
「
事
実
」
に

過
ぎ
な
い
か
、
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
的
雇
用
慣
行
の
中
核
と
い
わ
れ
る
終
身
雇
用
制
や
年
功
処
遇
制
を
は
じ
め
、
配

澄
、
教
育
、
規
律
、
福
祉
等
の
耐
で
特
色
を
示
す
慣
行
が
、
わ
が
国
の
私
企
業
に
お
い
て
定
霜
、
強
化
さ
れ
た
の
は
、
む
し
ろ
第
二
次
大

戦
後
の
こ
と
で
あ
り
、
大
戦
に
よ
っ
て
崩
壊
し
た
企
業
体
制
を
復
興
す
る
た
め
の
意
識
的
な
管
理
政
策
と
し
て
登
場
し
た
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
は
、
当
然
に
、
戦
後
の
「
経
営
民
主
化
」
や
組
合
運
動
と
の
対
決
を
経
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
古
い
体
質
的
な
遺
制
と
い

っ
た
も
の
を
か
な
り
払
拭
し
、
そ
れ
な
り
に
合
理
化
さ
れ
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
「
慣
行
」
と
い
っ
て
も
、
経
営
者
の
「
専
権
」

そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
多
く
は
、
部
分
的
に
就
業
規
則
や
社
則
そ
の
他
の
経
営
規
範
の
中
に
制
度
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
う

な
る
と
、
就
業
規
則
と
労
働
契
約
と
の
関
係
と
い
う
労
働
法
上
の
難
問
に
再
び
逢
着
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
わ
が
国
の
裁
判
所
の
考
え
方

を
み
る
と
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
形
成
し
て
い
る
慣
行
的
事
実
が
就
業
規
則
を
通
し
て
労
働
契
約
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
考
え
方

を
徐
々
に
強
め
て
き
て
お
り
、
こ
の
考
え
方
に
立
つ
限
り
で
は
、
日
本
的
一
展
用
慣
行
は
就
業
規
則
の
抽
象
化
さ
れ
た
規
範
を
通
じ
て
、
労

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
慣
行
で
あ
る
た
め
に
労
働
契
約
の
内
容
と
し
て
把
え
る
こ
と
の
技
術
的
な
難
し
さ
を
指
摘
し
た
。

企
業
内
教
育
・
訓
練
や
福
利
施
策
に
は
何
程
か
の
契
約
と
し
て
の
プ
ラ
ス
の
要
素
が
含
ま
れ
て
お
り
、
服
務
規
律
の
し
か
た
に
も
、
労
働

契
約
で
定
め
る
べ
き
規
律
、
の
範
朋
を
越
え
た
わ
が
国
特
有
の
し
か
た
が
見
ら
れ
る
。
職
種
や
職
務
の
内
容
は
、
配
転
と
い
う
日
本
的
慣

行
を
通
じ
て
き
わ
め
て
流
動
的
に
決
定
さ
れ
て
お
り
、
契
約
内
容
と
し
て
具
体
化
（
ぐ
尉
目
］
旨
の
）
す
る
こ
と
の
最
も
難
し
い
領
域
と
な

っ
て
い
る
。
西
欧
諸
国
で
は
、
一
般
に
本
人
の
同
意
を
経
な
い
職
務
の
変
更
や
配
転
は
ま
ず
契
約
違
反
と
み
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
の

に
対
し
、
配
転
が
「
当
り
前
」
の
わ
が
国
で
は
使
用
者
に
よ
る
一
方
的
決
定
を
労
働
契
約
違
反
と
し
て
争
う
こ
と
は
、
社
会
的
に
も
、
ま

た
法
的
に
も
か
な
り
難
し
い
。
わ
が
国
の
場
合
、
「
職
務
」
と
い
う
も
の
の
契
約
的
性
格
が
、
最
初
か
ら
特
定
（
限
定
）
さ
れ
た
者
以
外

は
不
明
確
だ
か
ら
で
あ
る
。
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争いに陣でて成わド価特ね規み働
をるた給あい長がか日しにもる範れし契
通とつとるるをｌＪｉｌら本、、つこがばか約
じのてし゜の脚のの的今ｉＩｉとと少、しの
て批企て今でら労、雇後度もにな日、内

鯏認：ザkIli洲辨[1糊ii；菅
のあ労功日、筒係よ係れ成水てず扇よな
開る働賃本こいのうをが長的はあ用うる

鑓慧瓊讓鯉撚iiW＃Iiwl＝ｉ蝿：

鰯雛繍iiii1i＄
つもる原で約務とあ係といて_らもぐ’

て、こ｝１１１の関の社ろ￣考名がをれのれゼ

職ドii館！；途：蕊川刑
鰹阯鯏辱繍濡鼻,liiM1誠鰕
上鰹幽ｔＷ妙廠禦鮎？、蝋：
て育員変ははよか労利がのてしか約でに
当訓の化、行りＮｉ勘と多iilliそてでのあな
Ｗ響Ｗ澱嘉ｈｉＭＷ鷺Ⅶ瞥批あ`''・ろ了

iii弩鋼ii湖鰄辨:jT

ii灘鰯難
辮;熱糠1蝋鮒
雇範内他能リ同ま係はに定れなとい
)ｉｌ囲容の給す体うに、すのて慣い゜
調をを慣をる的・環主る役い行う労
雅拡不行加アＩＨＩ｜］元とと剛るの名働
を大碓も味ナ係本ししこをわ支の者
スし定長しクににててろ』|しけ配強サ
ム、的期た口支ｉＷｉし経でしでに行イ
｜相に的生二え度ま営あたは身的ド
ズ互し視活ズら経えサるとなを経か
に競て野保ムオＬ済ぱイ゜評い委鴬ら
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本的Ｉｆｌ行と労働契約（三）

つイト｜よのこを常めこ－さて

てわへ、裁了れ階用らのへのれ認こはれ』そ雄一は層者れ意と歯るめれ
こるの部従的のて味止べなら
れしわよ分’三｜業に比いに’三Ｉめきくの
ら〈、がうが本員竣率たお本にでて批
のみ、国な大的平別はがい的なはは１(|｜
慣にの決き雁等す急、て雁るななは
行な現定い川取る速今そ川といら、
につ在のだ煩扱政にやれ欄思・なそ
基てのしけ行の策低常は行わそいれ
くい民かでの理に下川従のれれ。[÷１
措る事たな下念拠し者業適るはに体
置。訴６くでにつ、自員１１｝か、もと
が日訟、、の反て企身にをらこかし
労本制労そ労すい業の普受でのかて
働的度働の働るるに転遍けあ理わは
契屈の折基条ことよ職的るる念らま
約川下の準件とすっ率な労゜がずこ
に｜【'１で里ｌｉがや｝これてが慣勘そ、、と
連行はｉｉｉｉ客待なばは急行者の日労に
反を、の観過る、三噌とは理本働も
すめ労ョ的条。そ分しは、山的関つ
るぐ使包で件れの、い企はハ１１係と
こる関ｌｉｌｉなのは一パえ業次川のも
と争係的く定後を｜なｊＩｌｉの↑11１基で
をいの合、め者割トい位よイテ本あ
立も紛恋主力のるタ゜でうのＨＩ１り
証こ争一親は犠状イかみに、念、
すのはをに、牲況マつれ要とと日
る形、得流一ので’てぱ約いし本
の式すてれ定うあ、は、すうて的
はをくい易のえる派、そるｊ：の雇
容とてるい長に。遺企のこり労川
易ら佃とｏｌＵｌ前日労業一とは働｜('１
でざ別解に’''１者本働の部が、契行
はる労釈もをを的者従ででそ約の
なを働さ力〕ｉｌｉ 温雇等業あきのの全
い得契れか位存用の員るよヨョ体
・な約るわとし慣非のｆｌｉｉう負個と
いにこらして行常ほノ１１。￣〉ノリし
。連とずていが）１１と労の性て
し反に、流る常労ん例部一の
かすな争励こ用鋤ど肴分のメ
しるるい的とと者はにのもり
、か。にでに非の常限独つツ
労どなあ外常噌用ら定並卜
働うれるな用加労れに要は
者かばたら労に働て対性そ
ＯＩＩの法めな働よ者いすはれ
に形的企い者つでるる否と
とでに業。とて占ｏｌｌＩｌｉ定し

、

し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
日
本
の
企
挫

行
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
、
と
。

こ
れ
ま
で
日
本
の
企
業
が
不
況
の
際
の
剰
員
に
つ
い
て
で
き
る
だ
け
解
雁
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
こ
の
柔
軟
な
畑
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日
本
的
雇
用
慣
行
を
労
働
契
約
に
引
直
し
て
検
討
す
べ
き
法
技
術
上
の
必
要
性
も
右
に
述
べ
た
理
由
に
よ
る
。

最
後
に
国
際
的
視
座
か
ら
の
課
題
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

「
日
本
的
雇
川
慣
行
」
あ
る
い
は
「
日
本
的
経
常
」
は
、
今
日
、
国
際
社
会
か
ら
さ
ま
ざ
ま
の
評
価
の
下
に
行
方
を
注
目
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
経
済
的
効
率
性
に
着
目
し
て
そ
の
制
度
の
一
部
を
「
移
植
」
す
る
メ
リ
ッ
ト
を
説
く
見
解
も
あ
る
が
、
そ
こ
で
も
一
定
の
限
界
や
条

件
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
反
対
に
こ
れ
を
「
異
文
化
」
の
制
度
と
し
て
排
斥
す
る
見
解
が
内
外
に
強
い
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
と

ど
の
つ
ま
り
、
日
本
企
業
と
の
接
触
そ
の
も
の
の
忌
避
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
労
使
関
係
改

（
４
）

善
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
国
際
社
会
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
集
団
主
義
的
エ
ト
ス
が
企
業
の
成
員
と
し
て
の
労
働
者
の
〈
口
意

性
Ⅱ
契
約
性
Ⅱ
権
利
性
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
、
両
者
が
両
立
し
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
理
お
よ
び
実
証
の
両
面
に
お
い
て
納
得
的

に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
労
働
法
学
の
分
野
に
お
け
る
労
働
契
約
論
も
、
「
合
意
擬
制
論
」
と
い
う
よ
う
な
超
時
代
的
観
念
論
を
離
れ

て
、
実
証
的
機
能
の
検
証
の
観
点
か
ら
総
合
科
学
と
し
て
の
途
に
進
む
べ
き
だ
と
考
え
る
。

蜆
汪（
１
）
労
働
関
係
以
外
の
一
般
的
取
引
契
約
に
お
い
て
も
契
約
書
を
作
成
し
な
い
場
合
が
少
く
な
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
当
事
者
間
の
継
続

的
関
係
等
か
ら
書
式
に
よ
る
包
括
的
、
ま
た
は
明
確
な
取
決
め
を
す
る
の
が
却
っ
て
デ
メ
リ
ッ
ト
に
な
る
こ
と
、
そ
う
し
な
い
こ
と
が
む
し

ろ
事
情
に
即
し
た
弾
力
性
を
も
た
せ
る
メ
リ
ッ
ト
を
も
つ
こ
と
、
交
渉
力
に
差
が
あ
る
当
事
者
間
で
は
、
弱
者
は
自
己
の
弱
い
立
場
を
契
約

課
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
を
欲
せ
ず
、
諭
稀
は
契
約
書
に
よ
る
束
縛
を
好
ま
な
い
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
太
川
知
行
「
交
換
過
栂
に
お

け
る
契
約
の
役
割
ｌ
日
米
の
比
較
を
中
心
に
し
て
」
藤
倉
・
長
尾
編
「
国
際
摩
擦
ｌ
そ
の
法
文
化
的
背
景
」
一
九
八
九
年
、
六
本
佳
平

「
契
約
の
日
米
比
較
ｌ
日
本
の
法
文
化
③
」
（
法
学
教
室
二
号
一
九
八
九
参
照
）
。
こ
れ
ら
の
事
情
は
、
雇
用
契
約
に
お
い
て
契
約
書
が
用

い
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
あ
る
程
度
、
あ
て
は
ま
る
が
、
後
者
の
場
合
に
は
、
と
り
わ
け
契
約
内
容
が
画
一
化
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
個
別
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三1本的慣行と労働契約（三）
契
約
聾
の
形
式
性
Ｉ
有
名
無
実
化
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。

（
２
）
こ
の
こ
と
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
た
の
は
、
さ
き
に
挙
げ
た
「
時
間
外
労
働
の
義
務
」
に
関
す
る
最
商
戦
の
判
決
（
平
三
・
一
一
・
二

△
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
経
営
の
必
要
性
に
よ
る
時
間
外
労
働
は
労
働
者
本
人
の
同
意
を
得
て
行
な
う
、
と
い
う
の
が
、
労
働
の
あ
り
方
か

ら
い
っ
て
最
も
自
然
な
形
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
時
間
外
労
働
が
恒
常
化
し
た
日
本
的
雇
用
慣
行
の
下
で
は
、
そ
れ

が
就
業
規
則
上
の
業
務
命
令
と
い
う
規
範
に
な
っ
て
い
る
。
同
事
件
で
は
こ
れ
を
「
合
理
性
の
あ
る
」
法
的
規
範
と
み
て
し
ま
う
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
中
嶋
士
元
也
同
判
決
評
釈
ジ
ュ
リ
ス
ト
九
九
五
号
九
八
頁
参
照
。

（
３
）
駒
井
洋
「
日
本
的
経
営
と
異
文
化
の
労
働
者
」
昭
和
六
二
年
は
、
日
本
的
経
営
が
労
働
の
人
間
化
を
無
視
し
な
が
ら
、
商
い
生
産
性
を
維

持
さ
せ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
、
お
よ
び
東
南
ア
ジ
ア
の
デ
ー
タ
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
４
）
わ
が
国
企
業
に
お
け
る
職
務
分
類
や
職
務
評
価
が
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
で
抽
象
的
な
た
め
個
別
契
約
の
内
容
に
移
し
変
え
雑
い
と
い
う
こ
と
は
、

い
わ
ゆ
る
差
別
取
扱
訴
訟
に
お
け
る
原
告
側
の
主
扱
、
立
証
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
こ
の
間
脳
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
主
と
し

て
昇
給
、
昇
給
差
別
を
め
ぐ
る
不
当
労
働
行
為
事
件
や
昇
格
性
別
差
別
民
事
事
件
に
反
映
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
人
孤
、

性
別
、
カ
ラ
ー
、
年
齢
、
組
合
運
動
等
を
理
由
と
す
る
募
集
か
ら
解
雇
ま
で
の
広
い
範
囲
の
雇
用
差
別
が
厳
し
く
問
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
カ

に
お
い
て
と
り
わ
け
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
よ
う
と
し
た
日
系
企
業
が
当
面
し
た
訴
訟
事
件
（
矢
部
武
「
日
本
企
業
は

差
別
す
る
！
」
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
一
九
九
一
年
参
照
）
を
見
る
と
、
や
が
て
わ
が
国
に
お
い
て
も
立
法
や
訴
訟
の
あ
り
か
た
が
問
わ
れ
る
こ

と
に
な
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
。
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