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労
働
契
約
の
合
意
解
約
と
「
状
況
の
濫
用
」（
下
）

内

山

敏

和

Ⅲ

比
較
法
的
考
察

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
一
九
九
〇
年
代
を
中
心
と
し
て
労
働
契
約
の
合
意
解
約
を
め
ぐ
る
判
例
及
び
学
説
の
議
論
が
活
発
に
な

58る
。
そ
こ

で
は
、
労
働
者
の
救
済
を
図
る
た
め
様
々
な
法
的
構
成
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
結
論
か
ら
い
え
ば
、
現
在
の
ド
イ
ツ
労
働
法
は
、

こ
の
問
題
の
解
決
を
か
な
り
広
範
な
形
で
契
約
自
由
に
委
ね
て
い
る
。
Ｂ
Ｇ
Ｂ
六
二
三
条
に
よ
る
書
面
方
式
の
要
求
を
除
け
ば
、
こ
れ
と

い
っ
た
立
法
上
の
規
制
を
設
け
て
は
い
な

59い
。
と
は
い
え
、
こ
の
間
に
議
論
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
本
稿
の
課
題
を
考
え
る
上
で
大
変
示

唆
的
で
有
益
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
ま
ず
、
労
働
契
約
の
合
意
解
約
（
ド
イ
ツ
で
は
「
労
働
関
係
の
解
消
契
約
〔A

u
fh
eb
u
n
g
sv
er-

tra
g

〕」
と
呼
ぶ
の
で
、
以
下
、
こ
れ
を
「
解
消
契
約
」
と
呼
ぶ
。）
の
有
効
性
を
巡
る
議
論
に
つ
い
て
概
観
す
る
こ
と
と
す
る
（
１
及
び
２
）。
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次
い
で
、
本
稿
の
中
心
的
課
題
へ
と
検
討
の
歩
み
を
進
め
た
い（
３
）。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
を
補
充
す
る
意
味
で
、
オ
ラ
ン
ダ
法

を
簡
単
に
紹
介
す
る
（
４
）。

１

伝
統
的
理
論
枠
組
み
に
よ
る
解
決
手
段

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
労
働
関
係
の
解
消
契
約
に
つ
い
て
労
働
法
上
の
規
律
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
生
じ

る
問
題
は
、
一
般
法
で
あ
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
伝
統
的
な
理
論
枠
組
み

に
よ
る
解
決
の
幾
つ
か
を
み
て
お
く
こ
と
に
し
よ

60う
。

⑴

意
思
表
示
の
真
意
性

ド
イ
ツ
で
も
（
我
が
国
で
い
う
）
心
裡
留
保
が
問
題
と
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、
労
働
者
に
よ
る
意
思
表
示
に
は
真
意
性
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
要
件
が
欠
け
る
の
は
、
契
約
当
事
者
の
一
方
が
た
と
え
ば
興
奮
の
た
め
明
ら
か
に
真
意
で
な
い
意
思
表
示
を
な
す
場
合
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
激
し
い
言
い
争
い
が
意
思
表
示
の
前
に
な
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
意
思
表
示
が
法
的
な
拘
束
力
の
発
生
を
意
図
し
た
も
の
だ
と

み
る
べ
き
で
は
な
い
。
労
働
者
が
た
と
え
ば
使
用
者
と
の
会
話
の
中
で
「
…
そ
れ
で
は
、
私
は
や
め
ま
す
…
」
と
い
い
、
相
手
は
そ
れ
が

本
気
で
な
い
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
場
合
、
そ
も
そ
も
意
思
表
示
が
欠
け
て
い
る
。
使
用
者
が
労
働
者
の
予
期
に
反
し
て
意
思
表
示
に
真

意
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
労
働
者
の
意
思
表
示
は
、
諧
謔
表
示
に
あ
た
り
無
効
で
あ
る
（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一

八
条
）。
と
り
わ
け
こ
れ
に
あ
た
る
の
は
、
労
働
者
が
そ
の
あ
と
す
ぐ
に
自
分
の
仕
事
を
変
わ
る
こ
と
な
く
続
け
た
場
合
で
あ
る
。
も
っ
と

も
、
無
効
を
主
張
す
る
者
は
、
自
己
の
意
思
表
示
に
真
意
が
欠
け
て
い
る
こ
と
が
相
手
方
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
期
し
て
い
た
こ

と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
使
用
者
が
解
消
の
申
込
み
に
承
諾
を
与
え
る
な
ど
し
て
、
使
用
者
が
そ
の
申
込
み
を
真
面
目
に
受
け

論 説
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取
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ
る
場
合
、
労
働
者
は
遅
滞
な
く
弁
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
二
条
に
よ
り
無
効

の
主
張
が
認
め
ら
れ
な
く
な
る
。
と
は
い
え
、
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
た
ば
か
り
の
者
が
、
今
に
な
っ
て
、
そ
の
憎
た
ら
し
い
相
手
に
「
全
部

本
気
で
言
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
」
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
は
、
高
い
心
理
的
障
壁
が
存
在
し
得
る
。
真
意
に
よ
ら
な

い
解
消
の
申
込
み
を
、
相
手
は
ま
と
も
に
受
け
取
る
だ
ろ
う
と
い
う
見
込
み
で
行
な
っ
た
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
六
条
の
心
裡
留
保
が
問
題

と
な
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
相
手
方
に
お
い
て
表
意
者
が
真
意
な
ら
ざ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
の
み
、
意
思
表
示
は
無
効
で
あ

61る
。

E
rn
st

の
叙
述
を
見
る
限
り
、
地
方
労
働
裁
判
所
の
判
決
を
中
心
に
、
以
上
の
よ
う
な
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
概
ね
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
規
定
通

り
の
扱
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
我
が
国
に
お
け
る
九
三
条
但
書
の
実
際
上
の
適
用
範
囲
よ
り
も
広
く
活
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
た
だ
、E

rn
st

も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
言
い
争
い
の
際
に
な
さ
れ
た
解
消
契
約
の
申
込
み
の
意
思
表
示
に
つ
い
て
一
般
的
に
そ
の
法
的

効
果
を
否
認
す
る
の
は
、
行
き
過
ぎ
で
あ
る
。
そ
れ
を
超
え
て
、
相
手
方
の
興
奮
状
態
を
利
用
し
て
締
結
さ
れ
た
解
消
契
約
が
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ

一
三
八
条
二
項
の
暴
利
行
為
と
し
て
良
俗
違
反
と
な
る
の
か
は
、
別
途
問
題
と
な
り
得

62る
。

⑵

錯
誤

我
が
国
の
裁
判
例
で
は
、
合
意
解
約
の
錯
誤
無
効
が
問
題
と
な
り
、
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
ど
う
な
の
だ

ろ
う
か
。

周
知
の
通
り
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
に
お
け
る
錯
誤
規
定
は
、
日
本
民
法
九
五
条
と
は
構
造
を
異
に
す
る
。
民
法
九
五
条
が
条
文
上
の
要
件
を
「
法

律
行
為
の
要
素
に
錯
誤
が
あ
る
」と
い
う
一
点
に
集
約
し
て
い
る
の
と
は
違
っ
て
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
は
、
意
思
欠
缺
と
し
て
の
錯
誤
の
他
は
、「
取

引
上
本
質
的
な
」
目
的
物
又
は
人
の
性
質
の
錯
誤
を
例
外
的
に
問
題
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
解
消
契
約
で
は
、
内
容
の
錯

63誤
も
目
的

物
や
人
に
つ
い
て
の
性
質
の
錯

64誤
も
問
題
と
な
り
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
錯
誤
に
関
す
る
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
の
適
用
を
考
え
る
こ
と
は
難
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し
い
。
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
錯
誤
取
消
し
が
こ
の
問
題
に
対
し
て
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
乏
し
い
。

⑶

詐
欺
・
強
迫

a)

解
消
契
約
の
交
渉
に
際
し
て
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
一
定
の
開
示
義
務
を
負
う
こ
と
が
あ

65る
。
こ
の
よ
う
な
開
示
義
務
を

故
意
に
違
反
し
た
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
に
お
け
る
詐
欺
に
あ
た
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
際
に
大
き
な
障
害
と
な
る
の
は
、
故
意
要
件

で
あ
る
。
実
際
こ
の
問
題
が
あ
る
た
め
、
詐
欺
の
活
用
可
能
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
い
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な

66い
。

b)

強
迫
に
つ
い
て
は
従
来
か
ら
活
発
な
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
主
と
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
強
迫
の
違
法
性
要
件
で
あ

67る
。
具
体
的
に
は
、
解
雇
の
脅
し
が
違
法
な
強
迫
と
な
る
基
準
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
で
あ

68る
。

当
初
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
内
部
で
も
見
解
の
相
違
が
み
ら
れ
た
。
ま
ず
、
第
三
部
は
、
一
九
六
〇
年
三
月
三
〇
日
判
決
に
お
い
て
、

解
雇
に
よ
る
脅
し
の
場
合
、
違
法
性
の
判
断
に
お
け
る
手
段
と
目
的
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
お
り
、
両
者
は
一
体
と
し
て
見

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、次
の
よ
う
な
基
準
を
提
示
し
た：

「
合
理
的
な
使
用
者
が
同
じ
状
況
に
お
い
て
告
知
を
持
ち
出
し
た
で
あ
ろ

う
場
合
に
は
」、
告
知
に
よ
る
強
迫
は
、
違
法
で
な

69い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
二
部
は
、
一
九
六
〇
年
七
月
一
四
日
判
決
に
お
い
て
、
手
段

と
目
的
の
区
別
を
堅
持
し
て
、
告
知
が
法
律
上
不
可
能
な
場
合
に
は
、
告
知
を
伴
う
強
迫
が
違
法
で
あ
る
と
の
立
場
を
採
っ

70た
。
と
こ
ろ

が
、
第
二
部
は
、
一
九
六
九
年
一
一
月
二
〇
日
の
判
決
に
お
い
て
、
自
ら
の
判
例
を
放
棄
し
、
判
例
の
統
一
が
実
現
し

71た
。
た
だ
、
一
定

の
修
正
を
加
え
て
お
り
、
使
用
者
が
強
迫
の
時
点
で
の
彼
の
知
っ
て
い
る
附
随
事
情
に
よ
れ
ば
告
知
を
真
剣
に
考
慮
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
か
ど
う
か

が
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
と
す
る
。

学
説
に
よ
る
批
判
が
あ
る
と
は
い
え
、
現
在
で
は
、
合
理
的
使
用
者
基
準
が
確
立
し
た
判
例
と
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
連
邦
労
働

裁
判
所
二
〇
〇
七
年
一
一
月
二
八
日
判
決B

A
G
E
 
125,

70,R
n
.48

は
、
違
法
性
判
断
に
お
け
る
目
的
と
手
段
の
区
別
を
明
言
し
つ
つ
も
、
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合
理
的
使
用
者
基
準
を
堅
持
し
て
い

72る
。

⑷

強
迫
に
お
け
る
「
時
間
的
圧
迫
」

a)

以
上
の
議
論
に
対
し
て
、K

la
u
s P

o
p
p

は
、
強
迫
の
違
法
性
基
準
と
し
て
解
雇
の
適
法
性
の
み
に
傾
注
す
る
点
が
不
適
当
で
あ
る

と
す
る
。
合
理
的
使
用
者
基
準
に
よ
る
見
解
で
あ
れ
か
つ
て
の
連
邦
労
働
裁
判
所
第
二
部
の
見
解
で
あ
れ
、
解
雇
自
体
は
有
効
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
場
合
に
は
、
違
法
性
が
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
取
消
プ
ロ
セ
ス
が
本
来
問
題
と
し
て
い
る
意
思
形
成
の
瑕

疵
と
い
う
点
か
ら
逸
れ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
む
し
ろ
着
目
す
べ
き
は
、
労
働
者
の
意
思
決
定
の
環
境
の
不
当
性
だ
とP

o
p
p

は
指
摘
す
る
。

そ
こ
で
、
彼
は
、
解
雇
に
よ
る
威
迫
が
個
別
事
例
の
す
べ
て
の
事
情
を
考
慮
し
且
つ
合
理
的
な
労
働
関
係
当
事
者
の
観
点
か
ら
見
て
法
的

に
認
め
ら
れ
な
い
仕
方
で
労
働
者
の
法
律
行
為
に
お
け
る
決
定
自
由
に
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
、
違
法
で
あ
る
と
す
る
。
と
り
わ
け
時
間
的

圧
迫
が
存
在
す
る
場
合
、
そ
の
こ
と
が
決
定
自
由
に
影
響
を
与
え
る
要
素
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な

73る
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
、
労
働

者
が
考
え
る
時
間
を
要
求
し
た
場
合
に
限
ら
れ
、
そ
の
時
間
と
い
う
の
も
、
即
時
解
雇
の
場
合
に
お
け
る
排
除
期
間
等
に
鑑
み
て
一
、
二

日
と
い
う
短
い
期
間
で
よ
い
と
い

74う
。

b)

ま
た
、
最
近
で
もM
a
rtin

a B
en
eck

e

が
強
迫
の
違
法
性
判
断
に
お
い
て
意
思
形
成
過
程
へ
の
不
当
な
影
響
の
仕
方
を
問
題
に
す

る
。B

en
eck

e

は
、
仮
定
的
解
雇
の
適
法
性
を
基
準
と
す
る
判
例
・
有
力
説
の
態
度
を
退
け
、
次
の
よ
う
な
定
式
を
提
案
す
る：

労
働
関
係

の
終
了
を
目
的
と
し
た
解
雇
を
も
っ
て
す
る
威
迫
行
為
が
違
法
で
あ
る
の
は
、
労
働
者
が
そ
れ
に
よ
っ
て
軽
率
な
決
定
を
強
い
ら
れ
る
場

合
で
あ
る
、
と
。
こ
の
定
式
の
利
点
と
し
て
彼
女
は
二
つ
の
点
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
こ
の
定
式
に
よ
っ
て
威
迫
行
為
の
附
随
状
況
を
合

わ
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
軽
率
な
決
定
と
は
具
体
的
に
は
、
労
働
者
に
と
っ
て
解
雇
と
解
消
契
約
の
得
失
に
つ
い
て
虚
心

に
衡
量
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
い
う
が
、
時
間
的
圧
迫
は
し
ば
し
ば
そ
の
原
因
と
な
る
。
第
二
は
、
こ
の
定
式
が
、
解
雇
の
有
効
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性
の
見
込
み
と
平
均
的
使
用
者
に
よ
る
衡
量
を
ヨ
リ
柔
軟
に
顧
慮
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、（
違
法
な
）解
雇
の
可
能
性
が
持
ち
だ

さ
れ
た
場
合
、
軽
率
な
決
定
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
、
労
働
者
が
じ
っ
く
り
と
虚
心
に
熟
慮
し
た
結
果
決
定
し
た
場
合

に
は
、
違
法
な
強
迫
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
方
法
に
よ
る
ほ
う
が
、
合
理
的
使
用
者
と
い
う
両
当
事
者
と
は
別
の

人
格
に
依
拠
す
る
よ
り
も
利
益
状
況
を
よ
り
良
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ

75る
。

c)

い
ず
れ
の
説
も
違
法
性
判
断
に
お
け
る
手
段
の
不
相
当
性
に
お
い
て
ヨ
リ
具
体
的
な
行
為
態
様
の
不
当
性
を
問
題
と
し
て
い
る
点

で
、
従
来
の
見
解
に
比
べ
た
場
合
に
柔
軟
な
判
断
を
志
向
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
強
迫
と
時
間
的
圧
迫
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
こ
れ
は
、

判
例
の
見
解
と
は
相
容
れ
な
い
立
場
で
あ
ろ
う
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
一
九
八
三
年
二
月
一
六
日
の
判
決
で
、
時
間
的
圧
迫
は
「
威
迫

行
為
」、
す
な
わ
ち
害
悪
の
予
告
に
は
あ
た
ら
な
い
と
し
て
、
時
間
的
圧
迫
が
強
迫
に
よ
る
取
消
し
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
は
な
い
と
し
て
い

76る
。
ま
た
、
前
掲
・
連
邦
労
働
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
判
決
は
、
使
用
者
が
労
働
者
に
考
え
る
時
間
を
与
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
当
然
に
強

迫
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
す

77る
。
考
え
る
時
間
を
与
え
た
か
ら
と
い
っ
て
解
雇
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、

そ
も
そ
も
威
迫
行
為
の
内
容
に
影
響
を
与
え
な
い
事
情
は
違
法
性
判
断
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ

78る
。
も
ち
ろ
ん
、

P
o
p
p

ら
に
お
い
て
も
、
時
間
的
圧
迫
の
有
無
は
違
法
性
判
断
の
代
表
的
な
一
要
素
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
有
無
が
違
法
性
の
有
無

に
直
結
す
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
判
例
は
、
基
本
的
に
強
迫
の
違
法
性
は
「
合
理
的
使
用
者
と
し
て
労
働
関
係
の

継
続
が
期
待
不
能
で
あ
り
そ
れ
ゆ
え
解
雇
が
正
当
化
さ
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
」
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
労
働
者

も
こ
れ
を
主
張
・
立
証
す
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
強
迫
の
違
法
性
判
断
に
お
い
て
意
思
形
成
に
影
響
を
及
ぼ
し
得

る
多
様
な
要
素
を
考
慮
し
よ
う
と
い
う
立
場
は
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
現
在
の
判
例
と
の
間
に
あ
る
種
の
断
層
が
存
在
す
る
の
も
確
か
で

あ
る
。

と
は
い
え
、P

o
p
p

ら
の
見
解
自
体
は
、
労
働
者
の
意
思
形
成
過
程
に
お
け
る
決
定
環
境
と
し
て
の
「
時
間
」
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
点
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で
、
注
目
す
べ
き
見
解
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
自
体
は
、
次
に
検
討
す
る
解
決
手
段
を
見
て
い
く
上
で
重
要
と
な
る
。

２

新
し
い
枠
組
み
に
よ
る
解
決
手
段

上
述
の
よ
う
に
、
伝
統
的
な
枠
組
み
で
は
解
消
契
約
の
問
題
性
は
十
分
に
解
消
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
新
し
い
枠
組

み
を
用
い
て
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
見
解
が
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
交
渉
力

の
構
造
的
不
均
衡
法
理
に
つ
い
て
紹
介
し
、
そ
れ
ら
の
主
張
内
容
と
限
界
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

⑴

ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ

ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
、
解
消
契
約
が
労
働
者
に
よ
る
十
分
な
熟
慮
を
経
ず
に
締
結
さ
れ
て
し
ま
う
弊
害
が
意
識
さ
れ
て
か
、
解
消
契
約

に
お
け
る
労
働
者
保
護
の
手
段
の
一
つ
と
し
て
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
（
消
費
者
保
護
撤
回
権
）
の
利
用
が
論
じ
ら
れ
て
い

79る
。
こ
の
議
論

に
関
し
て
は
、
ふ
た
つ
の
問
題
を
分
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
法
解
釈
と
し
て
解
消
契
約
に
撤
回
権
が
認
め
ら
れ
る
か
、

②
解
消
契
約
に
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
を
認
め
る
こ
と
は
、（
解
釈
の
問
題
は
別
と
し
て
）理
論
上
可
能
、
あ
る
い
は
妥
当
な
の
か
、
で
あ
る
。

ま
ず
、
①
に
関
し
て
は
、
多
く
の
論
者
は
、
こ
れ
を
否
定
的
に
解
す

80る
。
労
働
関
係
の
解
消
契
約
に
お
い
て
問
題
と
な
る
ク
ー
リ
ン
グ
・

オ
フ
は
、
訪
問
販
売
取
引
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
撤
回
権
は
、
当
初
、
訪
問
販
売
法
に
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
在
で
は
、
二
〇

〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
に
伴
い
Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
二
年
以
前
か
ら
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
解
消
契
約
に

撤
回
権
を
認
め
る
こ
と
に
は
否
定
的
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
二
年
以
降
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
認
め
な
い
立
場
を
維
持
し
た
。
学
説
は
、

概
ね
こ
の
立
場
を
支
持
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
②
に
関
し
て
は
、
肯
定
的
な
見
解
が
多
く
な
る
。
現
に
、
①
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
連
邦
労
働
裁
判
所
や
学
説
の
一
部
も
、
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こ
れ
に
は
好
意
的
で
あ
る
。
特
に
、
法
曹
大
会
に
お
い
て
労
働
契
約
法
典
の
一
部
と
し
て
解
消
契
約
に
お
け
る
撤
回
権
が
提
案
さ
れ
、
そ

の
法
政
策
的
妥
当
性
が
主
張
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
局
は
、
法
曹
大
会
に
お
い
て
も
こ
の
提
案
は
否
決
さ
れ
た
し
、
撤
回
権

の
付
与
に
反
対
す
る
見
解
も
多

81い
。
ま
た
、
二
〇
〇
一
年
以
降
の
連
邦
労
働
裁
判
所
判
決
も
、
撤
回
権
の
付
与
よ
り
は
、
使
用
者
側
の
具

体
的
行
為
態
様
を
問
題
と
す
る
形
で
の
問
題
解
決
を
示
唆
し
て
い

82る
。
も
っ
と
も
、
注
意
が
必
要
な
の
は
、
反
対
論
拠
の
多
く
は
、
労
働

者
は
消
費
者
で
は
な
い
か
ら
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
な
判
断
で
は

83
84

な
く
、
私
的
自
治
の
相
関
観
念
と
し
て
の
自
己
責
任
原
理
と
の
緊
張
関

85係
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
保
護
の
必
要
性
の
要
否
、
さ
ら
に
は
消
費
者
保
護
撤
回
権
の
定
型
性
か
ら
生
じ
る
保
護
の
過

86少
と
い
っ
た
観
点

に
基
づ
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
い
う
消
費
者
保
護
的
制
度
が
こ
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
議
論
の
俎
上
に
登
り
得
る
も
の
で
あ

る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
に
関
す
る
上
述
の
我
が
国
の
消

極
的
議
論
が
十
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
。
他
方
で
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
の
み
に
よ
っ
て
問
題
が
充
分
に
解
決
で

き
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
期
間
の
満
了
後
に
漸
く
自
由
な
自
己
決

定
が
可
能
と
な
る
場
合
も
あ
り

87得
、
そ
の
と
き
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
と
い
う
法
形
象
で
は
十
分
で
な
い
。

⑵

「
交
渉
力
の
構
造
的
不
均
衡
」
に
基
づ
く
契
約
規
制

a)

一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
ド
イ
ツ
契
約
法
の
ホ
ッ
ト
・
イ
シ
ュ
ー
は
、
近
親
者
に
よ
る
保
証
契
約
の
有
効
性
を
巡
る
議
論
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
一
九
九
三
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
決
定
に
お
い
て
、
頂
点
を
迎
え
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
事
者
間
に
構
造
的
な
交
渉
力

の
不
均
衡
が
明
白
に
存
在
し
実
質
的
契
約
自
由
が
担
保
さ
れ
な
い
場
合
で
、
そ
の
契
約
に
よ
っ
て
劣
位
当
事
者
に
過
大
な
負
担
が
生
じ
る

と
き
に
は
、
そ
の
契
約
の
拘
束
力
に
否
定
的
な
評
価
を
下
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
基
本
法
上
保
障
さ
れ
た
私
的
自
治
及
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び
社
会
国
家
の
原
理
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
裁
判
所
に
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
修
正
す
べ
く
民
法
を
適
用
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う

立
場
を
示
し

88た
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
古
典
的
な
形
式
的
私
的
自
治
観
に
立
っ
た
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
価
値
体
系
か
ら
実
質
的
私
的

自
治
観
に
基
づ
く
価
値
体
系
へ
の
変
遷
が
憲
法
上
正
当
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

89る
。

こ
の
よ
う
な
Ｂ
Ｇ
Ｂ
の
価
値
体
系
の
変
遷
が
労
働
法
上
の
こ
の
問
題
に
無
縁
な
も
の
で
あ
り
続
け
る
は
ず
が
な
い
。
そ
の
よ
う
に
考
え

た
の
が
、B

ertra
m
 
Z
w
a
n
zig
er

で
あ

90る
。
彼
に
よ
る
と
、
解
消
契
約
が
相
当
な
利
益
調
整
と
言
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
且
つ

そ
れ
が
交
渉
力
の
構
造
的
不
均
衡
の
結
果
で
あ
る
場
合
、
そ
の
解
消
契
約
は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
三
八
条
一
項
に
基
づ
い
て
無
効
と
な
る
。
解
消

契
約
に
よ
っ
て
相
当
な
利
益
調
整
が
実
現
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
合
理
的
使
用
者
基
準
が
用

い
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
理
的
な
使
用
者
が
労
働
関
係
の
解
消
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
場
合
に
は
、
相
当
な
利
益
調
整
が

存
在
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
だ
と
さ
れ
る
。
次
に
、
解
消
契
約
が
使
用
者
の
構
造
的
な
交
渉
力
の
優
位
の
結
果
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
、

使
用
者
が
指
揮
命
令
権
に
よ
っ
て
交
渉
状
況
や
交
渉
手
続
き
に
影
響
を
与
え
る
力
を
持
っ
て
い
る
点
に
着
目
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働

者
の
思
慮
に
よ
る
自
立
し
た
決
定
が
不
可
能
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
そ
こ
に
構
造
的
優
位
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
構
造
的
優
位
は
、
労
働

者
が
予
め
の
警
告
な
し
に
使
用
者
に
呼
び
出
さ
れ
、
考
え
る
時
間
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
解
消
契
約
を
締
結
す
る
ま
で
、
そ
の
締
結

を
強
く
勧
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
存
在
が
推
認
さ
れ

91る
。

b)

し
か
し
、
こ
の
見
解
に
対
し
て
は
、P

eter B
en
g
elsd

o
rf

が
、
詳
細
な
批
判
を
加
え

92る
。
ま
ず
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
使
用
者
の

構
造
的
優
位
と
は
、「
使
用
者
の
経
済
的
な
強
度
」
と
か
「
労
働
者
の
一
般
的
要
保
護
性
」、「
労
働
者
の
経
済
的
・
知
的
劣
位
」
と
い
っ
た

一
般
的
定
式
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な

93い
。
む
し
ろ
、
解
消
契
約
が
締
結
さ
れ
る
状
況
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
題
と

な
る
。
そ
し
て
、
労
使
の
状
況
は
、
労
働
関
係
に
入
ろ
う
と
す
る
際
と
解
消
契
約
に
つ
い
て
交
渉
し
締
結
す
る
際
で
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ

て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
後
者
に
お
い
て
労
働
者
は
、
解
消
契
約
締
結
の
有
無
、
内
容
そ
し
て
時
期
に
つ
い
て
を
自
ら
の
同
意
に
係
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ら
し
め
る
可
能
性
を
有
し
て
お
り
、
前
者
よ
り
も
恵
ま
れ
た
交
渉
上
の
地
位
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
は
、
使
用
者
に
対
し
て
対
等
な

交
渉
力
を
有
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、B

en
g
ersd

o
rf

は
、Z

w
a
n
zig
er

が
指
揮
命
令
権
か
ら
使
用
者
の
構
造
的
な
交
渉
力
の
優

位
を
引
き
出
す
点
を
、
法
的
に
も
事
実
的
に
も
誤
解
に
基
づ
く
と
批
判
す
る
。
第
一
に
、
指
揮
命
令
権
は
、
労
働
関
係
上
既
に
存
在
す
る

労
働
者
の
義
務
を
具
体
化
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労
働
者
に
対
し
て
労
働
関
係
の
解
消
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制

す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
労
働
者
は
、
そ
の
よ
う
な
話
し
合
い
へ
の
要
請
に
従
う
必
要
は
な
い
。
第
二
に
、Zw

a
n
zig
er

の
事
実
認
識
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
予
断
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
も
い
う
。
つ
ま
り
、
労
働
者
が
使
用
者
に
い
き
な
り
呼
び
つ
け
ら
れ
、
解

消
契
約
を
締
結
し
な
い
限
り
契
約
締
結
を
強
く
勧
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
事
実
無
根
だ
と
い
う
。
ま
た
、
呼
び
出
し
を
受
け
た
労
働
者

が
突
然
不
意
に
離
職
を
切
り
出
さ
れ
る
と
い
う
の
も
、
経
験
則
に
反
す
る
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
至
る
事
情
を
労
働
者
も
知
っ
て
い
る
だ

ろ
う
か
ら
、
呼
び
出
さ
れ
た
趣
旨
を
感
づ
く
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ

94る
。
結
局
、
労
働
者
は
、
解
消
契
約
が
嫌
な
ら
、
拒
否
す
れ
ば
よ
い

の
で
あ
り
、
現
に
交
渉
に
お
い
て
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
解
消
契
約
の
局
面
に
お
い
て
は
、
労
働
者
が
使
用
者
に
対

し
て
構
造
的
劣
位
に
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
は
、
上
記
の
判
例
法
理
の
適
用
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

c)

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
論
拠
に
対
し
て
は
、G

erh
a
rd R

ein
eck

e

が
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
。
つ
ま
り
、
ノ
ー
と
い
う
だ
け
な
ら
、

Ｂ
Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
の
場
面
に
お
け
る
消
費
者
に
と
っ
て
も
可
能
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
消
費
者
は
玄
関
を
閉
め
て
、
販
売
の
勧
誘
か
ら
離
脱

す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
、
上
司
に
呼
ば
れ
て
話
を
聞
く
の
は
、
職
務
上
の
義
務
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
使
用
者

は
、
自
ら
の
指
揮
命
令
権
に
よ
り
、
解
消
契
約
が
成
立
す
る
状
況
、
場
所
、
時
間
及
び
期
間
、
参
加
す
る
人
物
、
さ
ら
に
は
話
合
い
の『
雰

囲
気
』
す
ら
作
り
出
す
の
で
あ
る
。」、

95と
。
労
働
関
係
に
お
け
る
人
的
従
属
性
の
存
在
に
よ
っ
て
、
解
消
契
約
に
つ
い
て
の
交
渉
は
、
消

費
者
契
約
に
お
け
る
交
渉
以
上
に
、
自
由
な
意
思
形
成
が
困
難
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ

96る
。

し
か
し
、
連
邦
労
働
裁
判
所
も
、B

en
g
elsd

o
rf

と
同
様
に
、Z

w
a
n
zig
er

の
見
解
を
否
定
し

97た：

北研 49(1・ )144 144

論 説



「
被
用
者
は
使
用
者
の
無
理
な
要
求
に
対
し
て
は
必
要
と
あ
ら
ば
単
に
『
ノ
ー
』
と
い
っ
て
対
抗
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
の
よ

う
な
被
用
者
が
『
自
ら
の
正
当
な
利
益
を
観
点
す
る
た
め
に
必
要
な
交
渉
力
を
有
し
て
い
な
い
と
は
判
断
さ
れ
』
得
ず
、
む
し
ろ
被

用
者
は
『
契
約
終
了
の
『
有
無
』
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
『
態
様
』
及
び
『
時
期
』
に
つ
い
て
も
自
ら
の
完
全
な
同
意
に
掛
か
ら
し
め

る
可
能
性
』
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
内
容
規
制
の
前
提
と
し
て

の
交
渉
上
の
強
さ
の
構
造
的
な
不
均
衡
は
、
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
。」

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
立
場
が
当
を
得
て
い
な
い
こ
と
は
、
上
述
のR

ein
eck

e

の
再
反
論
か
ら
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
連

邦
労
働
裁
判
所
が
こ
の
よ
う
に
解
す
る
以
上
、
こ
れ
に
反
す
る
見
解
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
影
響
力
も
限
定
的
な
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
て
見
て
い
っ
た
場
合
、
連
邦
労
働
裁
判
所
と
こ
れ
に
反
対
す
る
学
説
の
間
に
は
、
価
値
判
断
の
前
提
と
な
る
現
状

に
対
す
る
見
方
の
相
違
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
ず
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
労
働
関
係
の
解
消
契
約
が
締
結
さ
れ
る
状
況
を
形

式
的
契
約
自
由
の
回
復
局
面
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
実
質
的
契
約
自
由
の
保
障
と
い
っ
た
こ
と
を
特
に
講
じ
な
く
て
も
、
労
使
双
方
が
自

由
に
瑕
疵
な
く
意
思
決
定
で
き
る
と
考
え
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
価
値
判
断
の
帰
結
と
し
て

労
働
者
に
つ
い
て
は
消
費
者
並
み

の
意
思
形
成
過
程
の
保
護
は
必
要
な
い

と
い
う
立
場
を
採
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い

98る
。
こ
れ
に
反
対
す
る
学
説
は
、

逆
に
、
労
働
者
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
は
、
消
費
者
よ
り
も
悪
い
と
い
う
。
法
的
に
見
て
も
現
実
的
に
見
て
も
労
働
関
係
の
内
部
に
お
け

る
労
働
者
の
決
定
に
対
し
て
使
用
者
側
は
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
関
係
の
現
実
的
状
況
を
見
れ
ば
、
労
働
者
側

の
実
質
的
契
約
自
由
の
保
障
を
図
ら
な
け
れ
ば
、
労
働
者
自
身
の
自
己
決
定
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
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３

契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
基
づ
く
契
約
解
消

現
行
の
判
例
法
理
を
前
提
と
す
る
限
り
、
解
消
契
約
の
有
効
性
を
判
断
す
る
に
あ
た
り
、
契
約
締
結
の
際
に
労
働
者
側
に
加
え
ら
れ
る

圧
力
を
考
慮
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
提
案
さ
れ
て
お
り
、
連
邦
労
働
裁
判
所
自
身
も
一
定
の
評
価
を
し

て
い
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
不
当
威
圧
あ
る
い
は
交
渉
に
お
け
る
誠
実
な
振
る
舞
い
の
要
請
で
あ

99る
。

こ
の
理
論
は
、S

tep
h
a
n L

o
ren

z

が
、
そ
の
嚆
矢
と
な
っ

100た
。L

o
ren

z

は
、
解
消
契
約
に
つ
い
て
訪
問
販
売
法
一
条
一
項（
現
在
の
Ｂ

Ｇ
Ｂ
三
一
二
条
）
の
適
用
を
肯
定
し
た
う
え
で
、
そ
れ
で
も
不
十
分
な
救
済
に
つ
い
て
、
英
米
法
に
お
け
る
不
当
威
圧
の
法
理
を
参
考
に

し
て
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
よ
る
解
決
を
主
張
す
る
。
す
な
わ
ち
、L

o
ren

z

は
、O

d
orizzi v.

B
loom

field
 
S
ch
ool D

istrict
 

54 C
a
l.
R
p
tr.
533

(C
t.
A
p
p
.
1966)

に
お
け
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
地
区
控
訴
裁
判
所
（D

istrict C
o
u
rt o

f A
p
p
ea
l

）
判

101決
を
基
礎

と
し
て
、
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
無
理
強
い
（o

v
erp

ersu
a
sio
n

）と
し
て
不
当
と
判
断
さ
れ
る
行
為
を
特
徴
づ
け
る
行
為

の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
①
普
通
で
な
い
、
あ
る
い
は
そ
ぐ
わ
な
い
時
間
や
場
所
で
の
契
約
交
渉
、
②
時
間
的
圧
迫
、
③
一
方
の
交
渉
側
に

複
数
の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
④
他
方
の
交
渉
側
に
助
言
を
受
け
る
機
会
が
存
在
し
な
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
相
互
作

用
に
よ
っ
て
不
当
威
圧
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
あ
る
種
の
動
的
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
不

当
威
圧
の
制
度
が
契
約
締
結
上
の
過
失
法

102理
を
通
じ
て
実
現
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
彼
は
、
契
約
準
備
行
為
の
契
約

前
の
債
務
関
係
に
基
づ
き
、
契
約
当
事
者
は
、
相
手
方
の
自
由
な
意
思
決
定
を
心
理
的
圧
迫
や
脆
弱
性
の
利
用
に
よ
っ
て
妨
害
し
な
い
よ

う
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
る
。
特
に
労
働
法
上
の
解
消
契
約
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
契
約
前
の
行
為
義
務
だ
け
で

な
く
、
労
働
関
係
に
基
づ
い
て
使
用
者
に
は
よ
り
強
い
労
働
法
上
の
配
慮
義
務
が
存
在
し
て
い
る
た
め
、
そ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
妥
当
す

る
、
と
指
摘
し
て
い

103る
。

G
reg

o
r T

h
u
sin
g

も
、
労
働
者
は
消
費
者
と
は
異
な
り
使
用
者
と
の
交
渉
か
ら
逃
れ
よ
う
に
も
逃
れ
ら
れ
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
契
約
対
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象
の
特
殊
性
（「
電
気
毛
布
の
売
買
以
上
の
も
の
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
」）
を
指
摘
し
て
、
消
費
者
以
上
に
要
保
護
性
は
強
い
、
と
述
べ

る
。
そ
し
て
、L

o
ren

z

の
見
解
を
受
け
入
れ
つ
つ
、
不
当
威
圧
の
判
断
の
不
明
確
性
は
、
保
証
判
決
の
閾
値
に
基
づ
い
て
事
例
群
を
形
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
緩
和
さ
れ
る
と
す
る
。
そ
の
具
体
的
な
事
例
群
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
労
働
裁
判
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
他
の
一

般
条
項
同
様
に
、
実
務
に
と
っ
て
有
意
義
な
大
ま
か
な
基
準
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
信
頼
す
べ
き
だ
と
す

104る
。
ま
た
、G

erh
a
rd R

ein
eck

e

も
、
こ
の
見
解
を
支
持
し
た
う
え
で
、
動
的
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
会
話
の
流
れ
（G

esp
ra
ch
sfu
h
ru
n
g

）
を
さ
ら
に
考
慮
す

べ
き
と
す
る
。
つ
ま
り
、
使
用
者
は
、
労
働
者
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
た
リ
ス
ク
、
た
と
え
ば
失
業
給
付
の
給
付
遮
断
期
間（

105

S
p
errzeit

）
に

つ
い
て
の
リ
ス
ク
を
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
彼
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
金
融
機
関
が
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ

て
、
リ
ス
ク
に
つ
い
て
の
担
保
供
与
者
の
錯
誤
を
認
識
可
能
な
形
で
惹
起
し
、
あ
る
い
は
こ
の
リ
ス
ク
を
意
識
的
に
無
視
す
る
場
合
、
義

務
違
反
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
に
基
づ
く
原
状
回
復
が
命
じ
ら
れ
る

と
い
う
判

106例
を
挙
げ
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
彼
は
、
労
働
者
が
そ
こ
で
課
さ
れ
る
証
明
責
任
を
果
た
す
の
は
、
困
難
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

107る
。

理
論
構
成
は
上
記
の
も
の
と
異
な
る
が
、F

ra
n
k W

eiler

は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
類
推
に
よ
る
取
消
権
の
付
与
に
よ
っ
て
不
当
威
圧
の

問
題
を
扱
っ
て
お
り
、
労
働
関
係
の
解
消
契
約
に
つ
い
て
も
論
じ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
問
題
を
不
当
威
圧
の
一
類
型
と
し
て
の
時
間
的

圧
迫
の
例
と
し
て
検
討
し
て
い
る
。
時
間
的
圧
迫
が
害
悪
の
告
知
を
伴
わ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
解
雇
に
よ
る
脅
し
の
場
合
に
解
雇
要
件

が
充
足
さ
れ
て
い
る
場
合
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
強
迫
は
問
題
と
な
ら
ず
、
同
条
の
類
推
と
し
て
の
時
間
的
圧
迫
が
問
題
と
な
る
。
労
働

関
係
の
解
消
契
約
の
場
合
、
告
知
と
解
消
契
約
に
結
び
つ
い
て
い
る
様
々
な
不
利
益
に
つ
い
て
自
ら
の
決
定
に
お
い
て
考
慮
す
る
た
め
の

時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
き
に
は
、
労
働
者
に
本
来
あ
る
拒
絶
可
能
性
が
現
実
的
な
選
択
肢
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
取
消
し
を
肯
定
す
る
た
め
に
は
、
使
用
者
に
即
座
の
契
約
締
結
に
対
す
る
利
益
が
存
在
し
な
い
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
早
急
に
解
消
契
約
の
締
結
を
迫
る
こ
と
は
、
時
間
的
圧
迫
と
し
て
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
類
推
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に
よ
り
労
働
者
に
取
消
権
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

108る
。
な
お
、W

eiler

自
身
は
、
不
当
威
圧
の
類
型
と
し
て
の
時
間
的
圧
迫
の
ほ
か
に

（
狭
義
の
）
不
意
打
ち
及
び
精
神
的
威
圧
（S

eelisch
e Z

w
a
n
g
sla
g
e

）
を
挙
げ
て
い

109る
。

以
上
、
現
在
で
は
、
実
務
上
、
有
望
な
解
決
手
段
は
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
活
用
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ

ば
、
交
渉
上
の
使
用
者
側
の
行
為
態
様
を
解
消
契
約
の
有
効
性
に
反
映
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
交
渉

上
ど
の
よ
う
な
要
素
が
あ
れ
ば
、
解
消
契
約
の
有
効
性
に
影
響
が
生
じ
る
の
か
、
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
ド
イ
ツ
に
お
い

て
こ
の
点
を
具
体
的
に
展
開
し
た
判
例
は
登
場
し
て
い
な
い
よ
う
で
あ

110る
。
そ
こ
で
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討
を
補
充
す
る
意
味
で
、
当
該
問

題
を
「
状
況
の
濫
用
」
法
理
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
す
る
オ
ラ
ン
ダ
法
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
い
。

４

状
況
の
濫
用
法
理
に
よ
る
救
済
｜

オ
ラ
ン
ダ
法

⑴

オ
ラ
ン
ダ
労
働
法
概
説

当
該
問
題
に
関
す
る
オ
ラ
ン
ダ
法
を
概
観
す
る
前
に
、
オ
ラ
ン
ダ
労
働
法
（a

rb
eid
srech

t

）
の
基
本
的
な
骨
格
を
簡
単
に
提
示
し
て
お

き
た
い
。

オ
ラ
ン
ダ
に
も
統
一
的
な
労
働
法
典
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
の
労
働
法
も
幾
つ
か
の
重
要
な
法
律
を
中
心
と
し
て
構
成
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
大
ま
か
な
内
容
を
オ
ラ
ン
ダ
の
代
表
的
な
労
働
法
の
概
説

111書
に
拠
り
つ
つ
紹
介
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ま
ず
、
①
労
働
時
間
法
（a

rb
eid
tijd

en
w
et

）
と
労
働
環
境
法
（a

rb
eid
d
o
m
sta
n
d
ig
h
ed
en
w
et

）
を
中
心
に
構
成
さ
れ
る
労
働
環
境

法
（a

rb
eid
so
m
sta
n
d
ig
h
ed
en
rech

t

）＝

労
働
保
護
法
の
分
野
が
あ
る
。
②
次
に
個
別
的
労
働
法
の
中
心
を
な
す
労
働
契
約
法
（a

rb
eid
-

so
v
ereen

k
o
m
sten

rech
t

）
が
く
る
。
単
行
法
と
し
て
は
一
九
〇
七
年
に
労
働
契
約
法
（W

et o
p d
e a
rb
eid
so
v
ereen

k
o
m
st

）
が
制

定
さ
れ
た
が
、
現
在
で
は
、
そ
の
規
定
は
、
新
民
法
典
第
七
編
第
一
〇
章
に
各
種
契
約
の
一
類
型
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
労

北研49(1・ )148 148

論 説



働
契
約
に
関
し
て
は
、
民
法
典
第
七
編
第
一
〇
章
の
規
定
の
他
に
、
財
産
法
及
び
契
約
法
の
一
般
規
定
で
あ
る
第
三
編
及
び
第
六
編
の
適

用
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
オ
ラ
ン
ダ
の
個
別
的
労
働
法
は
、
各
種
の
特
別
法
や
特
別
規
定
に
よ
る
修
正
を
前
提
と
し
つ
つ
一
般
の
民
法
理
論

が
そ
の
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
最
低
賃
金
の
問
題
も
こ
の
分
野
で
扱
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
③
い
わ
ゆ
る
ポ
ル
ダ
ー
・
モ
デ
ル
の
名
前
で
知
ら
れ
て
い
る
使
用
者
と
労
働
者
の
間
の
共
働
に
よ
る
政
策
決
定
プ
ロ
セ
ス
の

制
度
的
側
面
も
、
オ
ラ
ン
ダ
労
働
法
の
重
要
な
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
④
集
団
的
労
働
契
約（
Ｃ
Ａ
Ｏ
）に
関
す
る
集
団
的
労
働
法（co

llec-

tief a
rb
eid
srech

t

）が
あ
る
。
労
働
争
議
の
法
も
こ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
⑤
さ
ら
に
、
経
営
参
加
法（m

ed
ezeg

g
en
sch

a
p
srech

t

）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
労
働
者
に
は
、
事
業
所
委
員
会
（o

n
d
ern

em
in
g
sra

d
en

）
を
通
じ
た
経
営
参
加
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

代
表
を
通
じ
た
間
接
的
経
営
参
加
以
外
に
、
直
接
的
経
営
参
加
の
途
も
用
意
さ
れ
て
い
る
。
⑥
労
働
市
場
政
策
に
関
し
て
も
重
要
な
特
別

法
が
存
在
し
て
お
り
、
さ
ら
に
⑦
社
会
的
な
労
働
者
保
障
も
労
働
法
の
重
要
な
一
部
を
な
し
て
い
る
。
⑧
国
際
労
働
法
も
重
要
で
あ
る
。

解
雇
な
ど
の
労
働
関
係
の
終
了
に
関
し
て
は
、
②
労
働
契
約
法
の
分
野
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
政
策
決
定
と

い
う
マ
ク
ロ
的
局
面
に
お
い
て
も
、
経
営
参
加
と
い
う
ミ
ク
ロ
的
局
面
に
お
い
て
も
、
労
働
者
側
の
参
加
を
重
視
し
て
い
る
点
は
、
労
働

政
策
の
重
厚
さ
・
手
厚
さ
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ

112う
。

⑵

合
意
解
約
に
お
け
る
意
思
表
示
の
瑕
疵

オ
ラ
ン
ダ
労
働
法
で
は
労
働
契
約
の
解
消
原
因
と
し
て
次
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い

113る
。
比
較
の
際
の
参
考
と
し
て
以
下
概
観
し
て
お

く
。ま

ず
代
表
的
な
の
が
、
解
約
告
知
（o

p
zeg

g
in
g

）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
た
使
用
者
又
は
労

働
者
の
意
思
表
示
で
あ
る
。
使
用
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
各
種
の
法
律
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
点
は
、
他
の
諸
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国
と
共
通
で
あ
る
。
こ
の
規
制
の
全
体
は
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
は
、
ご
く
単
純
化
し
た
概
略
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
す

な
わ
ち
、
使
用
者
は
、
労
働
者
を
解
雇
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
事
前
に
労
働
者
保
障
実
施
機
構
（U

itv
o
erin

g
sin
stitu

u
t w

erk
n
em
er-

sv
erzek

erin
g
en
：
U
W
V

）
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
労
働
関
係
特
別
勅
令
〔B

u
iten

g
ew
o
o
n
 
B
eslu

it
 
A
rb
eid
sv
er-

h
o
u
d
in
g
en
：
B
B
A

〕
六
条
）。
こ
の
Ｕ
Ｗ
Ｖ
に
よ
る
同
意
の
基
準
は
、
解
雇
が
合
理
的
か
ど
う
か
で
あ
り
（
雇
用
終
了
令
〔O

n
tsla

g
b
e-

slu
it

〕
三：

一
条
）、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
使
用
者
の
経
営
不
振
等
を
理
由
と
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
雇
用
終
了
令
四：

一
条
以
下
に
、

そ
れ
以
外
の
理
由
の
場
合
に
つ
い
て
は
五：

一
条
以
下
に
具
体
的
な
基
準
が
定
め
ら
れ
て
い

114る
。
こ
の
Ｕ
Ｗ
Ｖ
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く

解
雇
を
行
な
っ
た
場
合
、
当
該
解
雇
は
取
消
し
可
能
と
な
る
。
こ
の
Ｂ
Ｂ
Ａ
に
よ
る
解
雇
規
制
は
、
一
定
の
例
外
を
除
く
一
般
的
な
規
制

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
特
定
の
解
雇
類
型
に
つ
い
て
は
特
殊
の
解
雇
規
制
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、
Ｂ
Ｂ
Ａ
に
よ
る
規
制
対
象
か
否

か
、
あ
る
い
は
Ｕ
Ｗ
Ｖ
の
同
意
を
得
た
か
否
か
に
関
わ
り
な
く
適
用
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
民
法
典
七：

六
七
〇
条
一
項
は
、
労
働
者
が

特
定
期
間
内
の
疾
病
中
の
解
雇
を
禁
止
し
て
い
る
な
ど
、
一
定
の
状
況
の
労
働
者
の
解
雇
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
平
等
取
扱
立
法

に
お
け
る
解
雇
禁
止
規
定
も
存
在
す
る（
民
法
典
七：

六
四
六
条
以
下
、
Ａ
Ｗ
Ｇ
Ｂ
等
の
特
別
法
）。
こ
れ
ら
の
解
雇
規
制
が
ど
の
程
度
解

雇
の
自
由
を
拘
束
し
て
い
る
か
の
評
価
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
た
だ
、
現
在
で
は
経
済
的
理
由
に
よ
る
解
雇
が
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
も
な

い
反
面
で
、
重
層
的
な
解
雇
規
制
が
存
在
す
る
た
め
使
用
者
の
解
雇
の
自
由
が
広
範
に
存
在
す
る
と
も
い
え
な
い
こ
と
も
確
か
だ
ろ

115う
。

民
法
七：

六
八
五
条
は
、
重
大
事
由
を
理
由
と
す
る
裁
判
官
に
よ
る
解
除
（o

n
tb
in
d
in
g

）
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
使
用
者
又
は
労

働
者
は
、
い
つ
で
も
（
区
裁
判
所
の
）
裁
判
官
に
対
し
て
労
働
契
約
の
解
除
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
裁
判
官
は
こ
れ
に
対
し
て
労
働

契
約
を
申
請
の
認
可
の
時
点
に
お
い
て
解
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
使
用
者
は
、
解
雇
を
正
当
化
す
る
差
し
迫
っ
た
理
由
が
あ
る
場
合
に

も
、
解
雇
手
続
き
で
は
な
く
、
裁
判
に
よ
る
解
除
手
続
き
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
信
義
則
上
労
働
契
約
を
直
ち
に
又
は
短

期
間
に
終
了
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
状
況
の
変
化
が
生
じ
た
場
合
に
も
、
重
大
事
由
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
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労
働
関
係
の
障
碍
や
経
済
的
変
化
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
裁
判
官
は
、
当
事
者
の
一
方
に
対
し
て
補
償
金
の
支
払
い
を
命
じ
る

こ
と
も
で
き
る
。
重
大
事
由
に
よ
る
解
除
手
続
き
は
、
そ
の
要
件
が
解
雇
の
場
合
と
重
複
す
る
面
が
多
い
が
、
裁
判
官
の
判
断
が
Ｕ
Ｗ
Ｖ

の
判
断
と
異
な
り
う
る
こ
と
な
ど
か
ら
独
自
の
意
義
を
有
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
七：

六
八
六
条
は
、
債
務
不
履
行
を
理
由

と
す
る
解
除
も
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
六：

二
六
五
条
以
下
の
債
務
不
履
行
解
除
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
労
働
者
保
護
の
た
め

に
こ
の
解
除
は
判
決
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
っ
て
い

116る
。

こ
の
ほ
か
に
法
律
上
当
然
に
労
働
契
約
が
終
了
す
る
原
因
と
し
て
、
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約
に
お
け
る
期
間
の
満
了
や
解
除
条

件
の
あ
る
労
働
契
約
に
お
け
る
条
件
の
成
就
が
挙
げ
ら
れ
る
。
労
働
者
の
死
亡
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
使
用
者
の
死
亡
は
、
当
然
に

は
労
働
契
約
を
終
了
さ
せ
な
い
。

我
が
国
の
合
意
解
約
に
あ
た
る
終
了
契
約
（b

eein
d
ig
in
g
so
v
ereen

k
o
m
st

）
も
、
労
働
契
約
の
終
了
原
因
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
た

だ
、
解
雇
等
に
つ
い
て
は
民
法
典
に
規
定
が
あ
る
が
、
終
了
契
約
は
、
そ
の
よ
う
な
規
定
が
な
い
。
そ
の
成
否
・
効
果
に
つ
い
て
は
、
も
っ

ぱ
ら
一
般
財
産
法
の
適
用
を
受
け

117る
。
し
た
が
っ
て
、
通
常
の
契
約
と
同
様
、
そ
の
意
思
形
成
過
程
に
瑕
疵
が
あ
る
等
の
取
消
原
因
が
あ

り
、
あ
る
い
は
公
序
良
俗
等
に
反
す
る
等
の
無
効
原
因
が
あ
る
場
合
を
除
け
ば
、
こ
の
よ
う
な
契
約
は
有
効
で
あ

118る
。
そ
こ
で
、
主
と
し

て
問
題
と
な
る
の
は
、
意
思
形
成
過
程
の
瑕
疵
の
有

119無
、
と
り
わ
け
錯
誤
取
消
し
の
可
否
で
あ
る
。
こ
の
取
消
し
は
、
使
用
者
側
の
不
実

表
示
や
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
適
用
領
域
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
錯
誤
や
詐
欺
な
ど
よ
り
も
広
範
で

あ
120る

。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は
本
稿
の
所
期
の
問
題
意
識
に
鑑
み
て
、
終
了
契
約
に
お
け
る
使
用
者
側
の
状
況
の
濫
用
が
問
題
と
な
っ
た

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
を
紹
介
す

121る
。
オ
ラ
ン
ダ
で
は
、
民
法
典
三：
四
四
条
で
詐
欺
・
強
迫
と
並
ん
で
「
状
況
の
濫
用
」
が
法
律
行

為
の
取
消
原
因
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い

122る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
状
況
の
濫
用
は
、
①「
特
別
な
状
況
」に
よ
り
表
意
者
が
法
律
行
為
を
な
す

よ
う
に
誘
引
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
②
相
手
方
が
知
り
又
は
知
り
得
べ
き
事
情
に
鑑
み
る
と
、
相
手
方
が
当
該
表
意
者
と
の
間
の
法
律
行
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為
を
控
え
る
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
行
為
を
行
な
っ
た
と
き
に
、
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
終
了
契
約
が
ど
の
よ

う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
は
、
我
々
の
課
題
に
と
っ
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

H
R
 
5 feb

ru
a
ri 1999,

N
J 1999,

652 m
.n
t.
P
A
S
(A
m
ev
a
/V
a
n

123

V
en
ro
o
y
)

【
事
案
の
概
要
】V

a
n V

en
ro
o
y

（
Ｙ
）
は
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月
一
日
以
来
、A

m
ev
a

社
（
Ｘ
）
で
月
総
額
四
四
五
〇
ギ
ル
ダ
ー

の
賃
金
で
現
場
監
督
と
し
て
働
い
て
い
た
。
一
九
九
三
年
一
一
月
三
〇
日
、
Ｘ
の
オ
フ
ィ
ス
で
同
社
の
代
表
者
三
名
と
Ｙ
と
の
間
で

話
し
合
い
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
こ
で
Ｙ
は
、
雇
用
関
係
を
終
了
さ
せ
た
い
旨
を
告
げ
ら
れ
た
。
こ
の
話
合
い
の
結
果
、
Ｙ
は
、
労
働

契
約
の
終
了
に
つ
い
て
同
意
し
、
そ
れ
と
引
換
え
に
一
九
九
四
年
一
月
ま
で
の
賃
金
の
支
払
い
と
四
五
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
の
超
過
額
の

支
払
い
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
後
日
、
Ｙ
が
、
労
働
関
係
の
終
了
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
た
た
め
、
Ｘ
は
、
セ
ル
ト
ー

ヘ
ン
ボ
ス
区
裁
判
所
に
、
本
件
労
働
契
約
を
、
今
な
お
存
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
解
除
す
る
よ
う
求
め
た
。
区
裁
判
所
は
、

一
九
九
四
年
三
月
三
〇
日
の
決
定
（b

esch
ik
k
in
g

）
に
お
い
て
、
本
件
労
働
契
約
を
、
今
な
お
存
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
一

九
九
四
年
四
月
一
五
日
を
も
っ
て
解
除

124し
、
且
つ
Ｙ
に
一
二
、五
〇
〇
ギ
ル
ダ
ー
の
補
償
（v

erg
o
ed
in
g

）
を
認
め
た
。
こ
の
手
続
き

に
お
い
て
、
Ｙ
は
、
労
働
契
約
の
終
了
に
対
す
る
同
意
が
自
ら
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
主
張
し
、
一
九

九
四
年
二
月
一
日
か
ら
一
九
九
四
年
四
月
一
五
日
ま
で
の
賃
金
等
の
支
払
い
を
求
め
た
。
第
一
審
及
び
控
訴
審
（
同
地
方
裁
判
所

〔R
ech

tb
a
n
k

〕）
と
も
に
Ｙ
の
請
求
を
認
め
た
た
め
、
Ｘ
が
上
告
し
た
。

【
法
務
官
意
見
】
法
務
官
（a

v
o
ca
a
t g
en
ra
a
l

）S
trik

w
erd

a

も
、
原
審
の
判
断
を
是
認
す
る
意
見
を
出
し
て
い
る
。S

trik
w
erd

a

は
、
Ｘ
の
上
告
理
由
の
う
ち
状
況
の
濫
用
に
関
す
る
も
の
を
次
の
三
点
に
要
約
し
、
地
裁
の
判
断
を
検
討
し
て
い
る
。

第
一
に
、
地
裁
が
考
慮
し
て
い
た
「
状
況
」
は
、
そ
れ
自
体
よ
く
あ
る
も
の
で
、
何
ら
「
特
別
な
状
況
」
で
は
な
い
、
と
い
う
点
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で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
具
体
的
事
件
に
お
い
て
、
問
題
の
交
渉
の
際
に
、
使
用
者

で
あ
る
Ｘ
が
労
働
者
で
あ
る
Ｙ
よ
り
も
明
ら
か
に
紛
れ
も
な
く
優
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
な
お
か
つ
Ｙ
は
、
自
ら
の
立
場
の
不
均

衡
を
是
正
す
る
機
会
を
与
え
ら
れ
る
立
場
に
な
か
っ
た
と
い
う
結
論
が
当
該
状
況
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

次
に
、
上
告
理
由
で
は
Ｙ
が
被
っ
た
損
失
に
つ
い
て
論
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
状
況
の
濫
用
に
お
い
て
表
意
者
の
損
失
が
要

件
と
な
る
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
地
裁
が
、
解
除
手
続
き
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
補
償
金
が
終
了
契
約
に
お
い
て
提
示
さ
れ
た
補

償
金
よ
り
も
高
額
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
Ｙ
が
終
了
契
約
の
締
結
に
よ
っ
て
損
失
を
被
っ
た
と
推
認
し
た
こ
と
は
、
不

当
で
は
な
い
、
とS

trik
w
erd

a

は
結
論
づ
け
て
い
る
。

最
後
に
、
上
告
理
由
は
、
Ｘ
が
状
況
を
濫
用
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
地
裁
の
判
決
を
批
判
す
る
。S

trik
w
erd

a

は
、

こ
の
点
に
つ
い
て
の
地
裁
の
判
断
を
、
Ｙ
が
不
利
な
立
場
と
な
る
特
別
な
状
況
に
つ
い
て
の
認
識
及
び
Ｙ
が
完
全
に
自
由
に
行
動
し

て
い
た
な
ら
ば
Ｘ
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
約
定
に
同
意
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
え
る
理
由
に
つ
い
て
の
認
識
を
問
題
と
し
て
い

る
。
特
に
、
後
者
は
、
Ｙ
の
被
っ
た
損
失
の
認
識
に
帰
着
す
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
地
裁
が
こ
の
二
つ
の
側
面
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
注
意
を
払
っ
た
こ
と
を
妥
当
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
前
者
の
認
識
に
関
し
て
は
、
Ｙ
が
労
働
者
と
し
て
雇
用
の
継
続
に
大
き

な
利
害
を
有
し
て
い
た
こ
と
及
び
そ
れ
故
雇
用
の
終
了
に
関
す
る
決
定
は
彼
に
と
っ
て
重
大
な
出
来
事
で
あ
っ
た
こ
と
に
基
づ
い

て
、
地
裁
は
、
Ｙ
が
そ
の
経
験
不
足
に
よ
り
、
同
様
の
場
合
に
お
い
て
行
な
う
よ
う
な
熟
知
に
基
づ
く
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に
決
定
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
ま
た
、
後
者
の
認
識
に
つ
い
て
は
、
Ｘ
は
、
Ｙ
が
ヨ
リ
長
く
Ｘ
の
提

案
を
熟
考
す
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、
Ｘ
が
提
示
し
た
約
定
で
Ｙ
が
同
意
す
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
っ
た
と
判

断
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、S

trik
w
erd

a

は
、
上
告
理
由
が
、
状
況
の
濫
用
の
有
無
に
関
し
て
、
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
十
分
な
理
由
を
有
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し
て
い
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

【
判
旨
】
最
高
裁
（H

o
g
e R

a
a
d

）
は
、S

trik
w
erd

a

の
意
見
と
同
様
に
、
地
裁
の
判
決
を
正
当
と
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
以
下

で
は
、
Ｘ
の
上
告
理
由
の
う
ち
、
状
況
の
濫
用
の
成
否
に
か
か
わ
る
部
分
の
み
を
紹
介
す
る
。

①
最
高
裁
は
、
地
裁
の
判
断
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る：

Ｙ
は
話
合
い
を
準
備
な
し
に
始
め
た
こ
と；

Ｘ
は
、
Ｙ
に
対
し
て
、
終
了
提
案
が
な
さ
れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
直
ち
に
話
す
よ

う
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
告
げ
て
い
な
か
っ
た
こ
と；

Ｙ
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
の
交
渉
者
で
な
か
っ
た
し
、

雇
用
関
係
の
終
了
に
関
し
て
専
門
知
識
も
有
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と；

Ｘ
は
、
優
位
な
立
場
に
あ
り
、
且
つ
終
了
に
つ
い
て
三

つ
の
可
能
性
の
帰
結
〔
判
決
文
か
ら
は
こ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
の
か
今
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
お
そ
ら
く
原
審
に
お
い

て
Ｙ
が
主
張
し
て
い
た
事
実
、
す
な
わ
ち

こ
こ
で
雇
用
関
係
の
終
了
に
同
意
し
て
お
か
な
い
と
後
で
面
倒
な
法
的
手
続
き
が

取
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
Ｙ
に
と
っ
て
も
か
な
り
の
経
済
的
負
担
と
な
る

と
い
う
Ｘ
側
の
説
明
や
失
業
給
付
に
関
す

る
説
明
が
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。〕
に
つ
い
て
不
正
確
な
説
明
を
行
な
っ
た
こ
と；

当
事
者
間
の
地
位
の
不
均
衡

が
、
同
種
の
決
定
に
と
っ
て
通
常
で
あ
る
と
見
る
べ
き
準
備
を
す
れ
ば
な
さ
な
か
っ
た
よ
う
な
不
利
な
決
定
を
Ｙ
が
し
た
こ
と

を
も
た
ら
し
た
こ
と
。

②
こ
の
よ
う
な
状
況
が
実
際
に
は
頻
繁
に
起
き
て
お
り
、
そ
の
点
で
「
特
別
」
と
は
言
い
難
い
と
推
認
さ
れ
る
べ
き
場
合
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
具
体
的
な
事
例
に
お
い
て
状
況
の
濫
用
を
認
め
る
判
断
の
障
害
と
は
な
ら
な
い
。

③
三：

四
四
条
が
、
当
該
法
律
行
為
の
内
容
が
表
意
者
に
損
失
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
要
件
と
し
て
い
な
い
の
は
と

も
か
く
と
し
て
、
地
裁
は
、
解
除
手
続
き
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
補
償
金
が
終
了
の
意
思
表
示
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
補

償
金
よ
り
も
高
額
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
損
失
が
推
認
さ
れ
る
と
考
え
た
。
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④
雇
用
関
係
の
継
続
に
大
き
な
利
益
が
あ
る
場
合
、
Ｙ
が
直
ち
に
決
定
す
る
と
い
う
結
論
は
、
彼
の
未
経
験
の
結
果
で
あ
る
こ
と

を
、
Ｘ
は
、
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

⑤
Ｙ
が
熟
慮
し
ア
ド
バ
イ
ス
を
得
る
時
間
を
得
て
い
れ
ば
、
彼
が
提
案
に
同
意
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
よ
り
良
い
結
果
に

達
成
し
え
た
こ
と
を
、
Ｘ
は
、
知
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
地
裁
も
そ
の
よ
う
に
認
定
し
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

本
判
決
で
は
、
状
況
の
濫
用
に
お
い
て
問
題
と
な
る
「
特
別
な
状
況
」
と
い
う
の
が
、
当
事
者
間
の
格
差
を
前
提
と
し
て
、
広
く
捉
え

ら
れ
て
お
り
、
不
意
打
ち
状
況
に
つ
い
て
も
そ
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
、
と
い
え
る（
上
記
判
旨
①
②
）。
つ
ま
り
、
今

我
々
が
問
題
に
し
て
い
る
事
案
が
オ
ラ
ン
ダ
で
は
「
状
況
の
濫
用
」
の
対
象
と
な
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
オ
ラ
ン
ダ
法
は
、

前
に
見
た
ド
イ
ツ
法
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
解
決
を
先
ん
じ
て
実
践
し
て
お
り
、
解
決
方
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
状
況
の
濫
用
」
の

有
用
性
を
実
証
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
最
高
裁
の
判
決
は
、S

trik
w
erd

a

意
見
を
下
敷
き
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
判
断
構
造
を
前
提
と
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
ま
ず
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
「
特
別
な
状
況
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
表
意
者
が
不
本
意
な
意
思
表
示
を
な
す
よ
う

仕
向
け
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
不
意
打
ち
的
状
況
と
当
事
者
間
の
不
均
衡
、
そ
し
て
そ
の
是
正
の
機
会
が
Ｙ
に
与
え
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
そ
れ
を
基
礎
付
け
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
Ｘ
は
、
Ｙ
の
意
思
決
定
が
当
該
状
況
に
よ
っ
て
阻
害
さ
れ

な
い
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
立
場
に
任
ぜ
ら
れ
る
、
つ
ま
り
は
Ｙ
の
意
思
形
成
上
の
弱
点
を
利
用
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
立
場
と
な
っ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
な
る
状
況
の
「
濫
用
」
の
有
無
で
は
、
こ
の
立
場
に
基
づ
く
具
体
的
な
義
務
の
違
反
が
問
題
と
な
る
。
具
体

的
に
は
、
次
の
二
点
に
つ
い
て
の
認
識
可
能
性
が
あ
れ
ば
、
Ｘ
は
、
契
約
締
結
を
控
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
①

当
該
契
約
内
容
が
Ｙ
に
と
っ
て
重
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
こ
の
種
の
判
断
に
つ
い
て
の
Ｙ
の
経
験
不
足
で
あ
る
。
ま
た
、
②
Ｙ
に
十
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分
な
時
間
が
与
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、
Ｘ
の
提
案
に
同
意
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
両
者

が
置
か
れ
て
い
る
関
係
か
ら
相
手
方
に
表
意
者
の
自
由
な
意
思
形
成
を
保
護
す
べ
き
義
務
が
生
じ
、
表
意
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
契
約
と

な
る
こ
と
を
相
手
方
が
認
識
可
能
で
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
法
律
行
為
を
締
結
す
る
こ
と
は
、
状
況
の
濫
用
に
当
た

る
、
と
い
う
判
断
構
造
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

125る
。

さ
ら
に
、
労
働
関
係
の
終
了
契
約
を
状
況
の
濫
用
に
基
づ
い
て
取
消
す
際
の
考
慮
要
素
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、（
i
）交
渉

の
不
意
打
ち
性
、（
ii
）
当
事
者
の
専
門
性
の
有
無
、（
iii
）
相
手
方
の
交
渉
上
の
優
位
、（
iv
）
相
手
方
に
よ
る
交
渉
の
帰
結
に
つ
い
て
の

不
正
確
な
説
明
、（
v
）
終
了
契
約
に
同
意
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
損
失
の
有
無
、（
vi
）
熟
慮
の
た
め
の
時
間
が
あ
れ
ば
当
該
合
意
を
し

な
か
っ
た
と
い
え
る
こ
と
、
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
興
味
深
い
の
は
、
最
後
の
点
に
お
い
て
、
実
質
的
に
「
時
間
的
圧
迫
」
の
要
素
が
顧

慮
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

Ⅳ

結
論

１

伝
統
的
手
段
に
よ
る
保
護

前
節
で
の
検
討
は
、「
状
況
の
濫
用
に
基
づ
く
契
約
の
効
力
の
否
定
」と
い
う
本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
の
示
唆
の
ほ
か
に
、
伝
統
的
手
段

に
よ
る
保
護
に
関
し
て
も
幾
つ
か
の
示
唆
が
得
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
た

い
。ま

ず
、
我
が
国
に
お
い
て
も
労
働
者
の
効
果
意
思
の
真
意
性
を
今
以
上
に
慎
重
に
検
討
す
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
点
、
既
に
裁
判
例
の
一

部
や
三
井
教
授
に
よ
っ
て
真
意
性
の
重
視
が
と
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
裁
判
例
に
お
い
て
心
裡
留
保
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
ご
く
僅
か

で
あ
る
し
、
三
井
教
授
の
見
解
は
、
効
果
意
思
を
過
度
に
規
範
化
し
て
い
る
嫌
い
が
あ
る
。
と
は
い
え
、「
効
果
意
思
」な
る
も
の
が
心
理
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学
的
に
存
在
す
る
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
実
際
に
は
或
る
時
点
で
の
表
意
者
の
心
理
状
態
が
法
学
的
、
か
つ
回
顧
的
に
「
効
果
意
思
」
と

し
て
認
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
あ
る
挙
動
（
辞
表
の
提
出
で
あ
る
と
か
、「
や
め
て
や
る
」
と
い
っ
た
発
言
）
が
な

さ
れ
た
文
脈
や
状
況
か
ら
判
断
し
て
、「
確
定
的
に
労
働
契
約
の
終
了
と
い
う
法
的
効
果
の
発
生
を
意
図
し
て
い
た
」と
判
断
さ
れ
る
べ
き

か
は
、
慎
重
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
言
い
争
い
な
ど
に
お
い
て
カ
ッ
と
な
っ
て
な
さ
れ
る
発
言
は
、
相
手
方
の
反
省

な
ど
を
促
す
趣
旨
で
あ
っ
て
、
発
言
が
額
面
ど
お
り
の
効
果
意
思
を
持
つ
も
の
と
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
ま

た
、
九
三
条
但
書
に
お
け
る
過
失
要
件
と
の
関
係
で
は
、
感
情
的
な
遣
り
取
り
が
な
さ
れ
る
原
因
を
作
っ
た
の
が
、
使
用
者
側
で
あ
る
場

合
に
は
、
使
用
者
側
に
労
働
者
の
真
意
を
確
か
め
る
べ
き
義
務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
は
な
い

126か
。
こ
れ
を
怠
れ
ば
、
同
条
但
書
に
い
う

過
失
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
も
仕
方
な
い
こ
と
に
な

127る
。

強
迫
に
関
し
て
は
、
客
観
的
に
見
て
正
当
化
で
き
な
い
解
雇
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
り
退
職
を
迫
る
の
は
、
や
は
り
妥
当
で
な
い
だ
ろ

う
。
と
は
い
え
、
解
雇
事
由
の
有
無
を
強
迫
の
違
法
性
判
断
に
直
結
さ
せ
る
の
も
妥
当
で
は
な
く
、
付
随
的
事
情
と
の
総
合
的
な
判
断
が

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ハ
ー
ド
な
退
職
強
要
の
事
案
に
つ
い
て
は
、
強
迫
の
拡
張
を
説
く
森
戸
教
授
の
見
解
が
よ

り
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
い
わ
ば
ソ
フ
ト
な
退
職
強
要
の
事
案
の
存
在
に
着
目
し
て
検
討
を
進
め
て
お
り
、
ド
イ
ツ

や
オ
ラ
ン
ダ
の
議
論
も
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
事
案
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
と
の
均
衡
で
い
え
ば
、

労
働
者
の
人
格
否
定
を
伴
う
よ
う
な
事
案
は
、
よ
り
強
い
否
定
的
評
価
を
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
で
の
強
迫
の
活

用
可
能
性
は
、
我
が
国
に
お
け
る
紛
争
の
出
現
の
仕
方
に
由
来
す
る
も
の
と
い
え
る
。
後
述
す
る
状
況
の
濫
用
法
理
と
の
関
係
が
問
題
と

な
る
が
、
「
状
況
」
を
「
濫
用
」
す
る

と
い
う
状
態
を
凌
駕
す
る
実
態
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
使
用
者
に
よ
る
強
迫
が
あ
っ
た
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。

他
方
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
錯
誤
法
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
は
少
な
か
っ
た
。
我
が
国
で
も
（
ド
イ
ツ
ほ
ど
に
は
錯
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誤
無
効
の
要
件
が
厳
格
で
な
い
に
せ
よ
）
錯
誤
に
よ
っ
て
安
定
的
に
問
題
の
解
決
を
図
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ

ラ
ン
ダ
法
で
は
不
実
表
示
取
消
し
と
し
て
機
能
し
て
い
る
錯
誤
法
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
我
が
国
の
錯
誤
法
理
の

在
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
う
ま
く
再
構
成
さ
れ
れ
ば
、
退
職
強
要
の
問
題
に
お
い
て
も
有
効
な
救
済
手
段
と
な
り
う

128る
。

と
は
い
え
、

に
お
い
て
み
た
よ
う
に
、
以
上
の
手
段
に
よ
っ
て
も
、
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
、
不

当
威
圧
、
あ
る
い
は
状
況
の
濫
用
に
基
づ
く
問
題
の
解
決
の
在
り
方
を
検
討
し
た
い
。

２

威
圧
型
不
当
勧
誘
に
よ
る
合
意
解
約
の
有
効
性
｜

状
況
の
濫
用
法
理

前
述
の
と
お
り
、
我
が
国
の
有
力
な
学
説
は
、
労
働
関
係
の
存
続
保
護
を
、
基
本
的
に
当
事
者
の
意
思
形
成
の
自
由
と
い
う
枠
内
で
図

る
と
い
う
方
向
で
の
議
論
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
性
は
、
ド
イ
ツ
法
や
オ
ラ
ン
ダ
法
の
観
点
と
も
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
、
そ
れ
を
実
現
す
る
の
か
が
、
問
題
で
あ
る
。

詐
欺
・
強
迫
の
規
定
に
よ
る
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
見
解
は
、
使
用
者
側
の
行
為
に
よ
っ
て
労
働
者
が
退
職
意
思
を
形
成
す
る
過
程
に

瑕
疵
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
問
題
性
を
正
面
か
ら
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現・
在・
の・
九
六
条
の
解
釈
論
で
は
、
十
分
な
対
応
は
、

不
可
能
で
あ
る
。
こ
の
状
況
は
、
基
本
的
に
ド
イ
ツ
で
も
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
契
約
締
結
上
の
過
失
法
理
を
用
い
た
解
決
が
提
唱
さ

れ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
ド
イ
ツ
で
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
必
要
十
分
な
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
期
待
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
我
が
国
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
解
決
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
給
付
障
害
に
基
づ
く
損

害
賠
償
の
効
果
と
し
て
原
状
回
復
、
す
な
わ
ち
「
義
務
違
反
な
か
り
せ
ば
在
り
た
る
状
態
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

な
の
で
あ
り（
Ｂ
Ｇ
Ｂ
二
四
九
条
）、
具
体
的
に
は
、
義
務
違
反
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
合
意
解
約
を
排
除
す
る
、
つ
ま
り
労
働
関
係
を

存
続
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
効
果
は
、
我
が
国
の
不
法
行
為
あ
る
い
は
債
務
不
履
行
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
効
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果
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
合
意
解
約
を
債
務
不
履
行
に
基
づ
い
て
解
除
す
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

129る
。
た
だ
、

こ
こ
で
の
義
務
違
反
は
、
合
意
解
約
と
い
う
契
約
の
履
行
過
程
で
の
無
価
値
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
契
約
締
結

に
至
る
意
思
形
成
の
瑕
疵
を
問
題
と
し
て
い
る
。
や
は
り
、
法
律
行
為
の
無
効
・
取
消
し
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ド
イ
ツ
法
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
検
討
か
ら
も
、
合
意
解
約
の
有
効
性
を
問
題
と
す
る
場
合
、
使
用
者
に
よ
る
状
況
の
濫
用
が
認
め
ら
れ
る

と
き
に
は
、
契
約
の
無
効
又
は
取
消
し
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
退
職
強
要
の
問
題
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
に
こ
の
よ
う
な
解
決
が
妥
当
だ
と
考
え
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
状
況
の
濫
用
が
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。

以
下
で
は
、
比
較
法
的
検
討
を
も
と
に
、
本
稿
の
課
題
で
あ
る
合
意
解
約
に
お
け
る
状
況
の
濫
用
の
判
断
要
素
を
提
示
す
る
こ
と
と
し
た

い
。

３

義
務
違
反
の
判
断
要
素
に
つ
い
て

労
働
契
約
の
合
意
解
約
に
お
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
状
況
の
濫
用
が
認
め
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
、
い
か
な
る
場
合
に
、
使
用
者
が

労
働
者
に
対
し
て
交
渉
上
負
う
べ
き
義
務
に
違
反
し
た
と
い
え
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
義

務
違
反
の
判
断
を
行
な
う
際
の
判
断
要
素
と
し
て
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
ま
ず

に
お
い
て
行
な
っ
た
比
較
法
的
検

討
か
ら
一
定
の
示
唆
を
得
て
（
⑴
）、
こ
れ
ら
の
判
断
要
素
が
日
本
法
に
お
い
て
も
考
慮
可
能
な
要
素
と
認
め
う
る
の
か
を
検
討
し
た
い

（
⑵
）。
こ
れ
ら
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
⑶
で
は
、
合
意
解
約
に
お
け
る
状
況
の
濫
用
の
判
断
構
造
を
ま
と
め
る
こ
と
と
す
る
。

⑴

比
較
法
的
検
討
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
判
断
要
素

比
較
法
的
検
討
に
基
づ
く
と
、
合
意
解
約
の
有
効
性
に
影
響
が
生
じ
る
交
渉
上
の
諸
要
素
と
し
て
、
次
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
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際
、
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
の
活
用
を
主
張
す
る
見
解
以
外
の
、
連
邦
労
働
裁
判
所
に
て
否
定
的
に
解
さ
れ
た
見
解
に
つ
い
て
も
、
採

り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
交
渉
が
ど
の
よ
う
な
場
所
で
行
な
わ
れ
た
の
か
と
い
う
点
は
、
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
交
渉
の
不

意
打
ち
性
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
労
働
者
が
予
期
し
な
い
形
で
話
し
合
い
が
な
さ
れ
た
場
合
に
、
契
約
の
有
効
性
が
問
題
と
さ
れ
る
の

は
、
ド
イ
ツ
で
も
オ
ラ
ン
ダ
で
も
共
通
で
あ
る
。
不
意
打
ち
的
に
交
渉
が
行
な
わ
れ
る
場
合
に
は
、
情
報
的
に
も
心
理
的
に
も
交
渉
の
た

め
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
情
報
力
及
び
交
渉
力
の
格
差
が
際
立
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
使
用
者
側
の
交
渉
者
が
複

数
お
り
、
労
働
者
が
こ
れ
に
一
人
で
対
峙
し
て
い
る
場
合
、
心
理
的
な
圧
迫
が
働
き
、
労
働
者
の
自
由
な
意
思
形
成
に
影
響
が
あ
っ
た
と

考
え
や
す
い（L

o
ren

z

、
オ
ラ
ン
ダ
法
）。
交
渉
場
所
が
外
部
か
ら
遮
蔽
さ
れ
た
部
屋
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
対
複
数
で
の
交
渉
に
は
心
理

的
圧
迫
が
生
じ
る
危
険
性
が
高
く
な
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
合
意
解
約
の
交
渉
場
所
は
、

一
般
的
に
使
用
者
側
の
支
配
に
あ
り
、
そ
れ
と
の
関
連
で
、
労
働
者
側
か
ら
の
交
渉
の
打
ち
切
り
も
困
難
と
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
交
渉
に
お
い
て
労
働
者
に
与
え
ら
れ
た
時
間
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
に
は
、
冷
静
に
熟
慮
し
、
助
言
を
得
る
機
会

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
で
も
時
間
的
圧
迫
の
有
無
が
重
視
さ
れ
て
お
り
、
オ
ラ
ン
ダ
最
高
裁
も
こ
の
点
を
判
断
の
決
め
手
と
し

て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
相
手
方
が
有
す
る
契
約
の
早
期
締
結
へ
の
利
益
を
全
く
無
視
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な

130い
。

し
た
が
っ
て
、
合
意
解
約
の
早
期
締
結
に
つ
き
使
用
者
に
正
当
な
必
要
性
が
存
す
る
場
合
に
は
、
時
間
的
圧
迫
の
要
素
は
、
そ
れ
ほ
ど
重

視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（W

eiler

）。
も
っ
と
も
、
そ
の
よ
う
な
判
断
自
体
、
慎
重
に
行
な
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
具
体
的
行
為
態
様
が
労
働
者
の
意
思
形
成
に
影
響
を
与
え
る
程
度
を
強
め
る
要
因
と
な
る
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
行
為
態
様

に
対
す
る
労
働
者
の
防
御
力
を
弱
め
る
要
因
と
な
る
の
が
、
当
事
者
間
の
関
係
の
特
殊
性
で
あ
る
。
合
意
解
約
の
交
渉
は
、
こ
れ
に
先
立
っ

て
成
立
し
て
い
る
労
働
関
係
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
中
で
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
交
渉
が
前
提
と
な
っ
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て
い
る
労
働
関
係
の
性
質
か
ら
影
響
を
受
け
る
の
は
、
当
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
労
働
者
は
、
こ
の
種
の
交
渉
に
つ

い
て
専
門
知
識
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
事
者
間
に
は
一
定
の
情
報
格
差
も
存
在
す
る（R

ein
eck

e

、
オ
ラ
ン
ダ
判
例
）。
さ

ら
に
、
合
意
解
約
の
付
随
的
帰
結
に
つ
い
て
の
不
正
確
な
説
明
も
状
況
の
濫
用
を
考
慮
す
る
際
の
要
素
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が

（R
ein
eck

e

、
オ
ラ
ン
ダ
判
例
）、
こ
れ
も
、
労
働
者
が
不
慣
れ
な
交
渉
を
行
な
わ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
説
明
の
不
正
確

性
の
リ
ス
ク
は
、
使
用
者
が
負
う
べ
き
で
あ
る
と
い
え

131る
。

さ
ら
に
、
金
銭
の
支
払
い
が
あ
る
場
合
の
支
払
額
の
よ
う
な
条
件
や
当
該
解
消
契
約
の
現
実
的
な
帰
結
な
ど
と
い
っ
た
内
容
面
で
の
不

利
益
性
も
考
慮
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
点
が
明
確
な
の
は
、Zw

a
n
zig
er

説
の
ほ
か
、
オ
ラ
ン
ダ
の
判
例
の
立
場
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、

合
意
解
約
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
手
段
（
解
雇
等
）
と
の
比
較
が
重
要
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
内
容
面
で
の
不
利
益
性

は
、
交
渉
上
の
不
当
性
要
素
の
存
在
及
び
そ
れ
が
労
働
者
の
意
思
決
定
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
要
素
と
し
て
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
内
容
の
不
利
益
性
と
は
、
労
働
者
が
冷
静
に
熟
慮
し
助
言
を
得
る
機
会
が
あ
れ
ば
、
受
け
入
れ
な
い
よ
う
な
契
約

で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
合
意
解
約
の
労
働
者
に
と
っ
て
の
不
利
益
性
は
、
そ
れ
が
大
き
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
義
務
違
反
を
認
定
し

や
す
く
な
る
が
、
不
利
益
が
小
さ
い
か
ら
と
い
っ
て
義
務
違
反
が
一
概
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
も
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
不
利
益
性
を
考
慮
す
る
場
合
に
も
金
銭
的
損
失
と
し
て
厳
密
に
評
価
す
る
必
然
性
は
な

132い
。
と
り
わ
け
、
労
働

者
の
主
観
的
損
失
に
も
一
定
の
役
割
を
与
え
る
べ
き
で
あ

133る
。

⑵

日
本
法
に
お
け
る
不
当
勧
誘
の
判
断
要
素

以
上
の
よ
う
な
判
断
要
素
に
基
づ
く
場
合
、
ソ
フ
ト
な
退
職
強
要
に
つ
い
て
も
そ
の
違
法
性
を
認
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
適
切
な
救
済

を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
従
来
の
我
が
国
の
判
例
・
裁
判
例
よ
り
も
広
範
に
合
意
解
約
の
有
効
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
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134る
。
で
は
、
日
本
法
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
判
断
要
素
に
基
づ
く
交
渉
過
程
に
お
け
る
違
法
性
の
判
断
が
正
当
化
で
き
る
の
か
。

a)

ま
ず
、
ど
の
よ
う
な
行
為
義
務
を
観
念
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
我
が
国
の
法
的
価
値
判
断
も
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
だ
ろ

135う
。

そ
こ
で
最
初
に
取
り
上
げ
る
べ
き
は
、
合
意
解
約
の
問
題
に
関
連
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
職
場
環
境
整
備
義
務
で
あ
る
。
こ
の
義
務
の

存
在
を
認
め
た
【
20
】
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る：

「
労
働
契
約
関
係
に
お
い
て
、
使
用
者
は
労
働
者
に
対
し
、
労
働
者
が
そ
の
意
に

反
し
て
退
職
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
職
場
環
境
を
整
備
す
る
義
務
を
負
い
、
ま
た
、
労
働
者
の
人
格
権
を
侵
害
す
る
等
違
法
・
不
当
な

目
的
・
態
様
で
の
人
事
権
の
行
使
を
行
わ
な
い
義
務
を
負
っ
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
な
義
務
が
労
働
契
約
上
の
附
随
義
務
と
し
て
認
め
ら
れ

る
素
地
は
、「
あ
る
法
律
関
係
に
基
づ
い
て
特
別
な
社
会
的
接
触
の
関
係
に
入
っ
た
当
事
者
間
」に
お
い
て
、
当
事
者
が
当
該
法
律
関
係
の

付
随
義
務
と
し
て
、
信
義
則
上
、
相
手
方
の
生
命
と
健
康
に
配
慮
す
べ
き
義
務
を
負
う
と
こ

136ろ
、「『
人
た
る
に
値
す
る
』
労
働
と
は
、
単

に
労
働
者
の
生
命
・
健
康
が
保
持
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
職
場
に
お
い
て
労
働
者
が
人
間
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
こ
と
を
含
む
と
解
さ
れ
る

か
ら
、
使
用
者
の
安
全
配
慮
義
務
が
、
労
働
者
が
快
適
に
働
け
る
よ
う
職
場
環
境
を
整
え
る
義
務
に
ま
で
拡
大
さ
れ
る
の
は
当

137
然
」
だ
と

い
う
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
交
渉
関
係
そ
れ
自
体
の
目
的
と
い
う
の
は
両
当
事
者
に
と
っ
て
納
得
可
能
な
結
論
の
到
達
で
あ
る
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
、
そ
の

よ
う
な
交
渉
関
係
の
目
的
達
成
の
促
進
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
使
用
者
が
労
働
者
の
自
由
な
意
思
決
定
に
不
当
な
影
響
を
与
え
な
い
よ
う

な
環
境
を
整
え
る
べ
く
配
慮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
し
か
も
、
合
意
解
約
に
つ
い
て
の
交
渉
の
よ
う
な
特
殊
な
交
渉
関
係
に
お
い
て

は
、
交
渉
当
事
者
が
不
本
意
な
意
思
表
示
を
行
な
う
危
険
が
増
大
し
て
お
り
、
且
つ
使
用
者
は
、
そ
の
よ
う
な
危
険
を
減
少
す
べ
く
労
働

者
か
ら
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
期
待
は
正
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
使
用
者
は
、
従
前
の
労
働
関
係
の
中
で
、
労
働
者
と
交

渉
す
る
際
の
場
所
の
設
定
等
に
つ
い
て
主
導
権
を
握
る
こ
と
が
出
来
る
立
場
に
あ
り
、
労
働
者
の
意
思
形
成
過
程
に
対
し
て
支
配
的
な
影
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響
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
な
交
渉
上
の
不
均
衡
が
存
在
す
る
中
で
、
使
用
者
が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
利

用
し
て
相
手
方
に
不
利
益
と
な
る
合
意
解
約
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
。
こ
の
よ
う
な
弱
肉
強
食
的
な
交
渉
関
係
は
、
労
働
関

係
の
特
質
に
鑑
み
る
と
、
と
り
わ
け
労
働
者
の
正
当
な
信
頼
を
害
す
る
も
の
と
い
え
る
だ
ろ

138う
。
こ
の
よ
う
に
、
使
用
者
は
、
交
渉
関
係

そ
れ
自
体
に
基
づ
い
て
一
定
の
配
慮
義
務
を
負
う
と
い
え

139る
。

b)

さ
ら
に
、
ど
の
よ
う
な
交
渉
態
度
が
消
極
的
評
価
を
受
け
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
各
種
の
消
費
者
保
護
法
規
が
一
定
の
価
値
判

断
を
提
示
し
て
い
る
。

ま
ず
、
交
渉
の
場
所
の
問
題
に
関
し
て
、
消
費
者
契
約

140法
四
条
三
項
は
、
事
業
者
が
住
居
等
か
ら
退
去
し
な
い
こ
と
又
は
交
渉
場
所
か

ら
の
消
費
者
の
退
去
を
妨
害
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
消
費
者
が
困
惑
し
て
消
費
者
契
約
を
締
結
し
た
場
合
、
当
該
消
費
者
に
当
該
消
費
者
契

約
の
取
消
権
を
与
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
閉
鎖
的
な
交
渉
空
間
に
お
い
て
当
該
交
渉
か
ら
「
逃
れ
る
」
た
め
に
契
約
締
結
を
強
い
ら
れ
る

と
い
う
状
況
が
空
間
的
に
作
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
そ
の
よ
う
な
行
為
態
様
が
事
業
者
側
の
違
法
性
を
基
礎
づ
け
て
い

141る
。
ま
た
、
特

定
商
取
引

142法
六
条
四
項
は
、
勧
誘
目
的
を
告
げ
ず
に
交
渉
場
所
に
同
行
さ
せ
て
勧
誘
を
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

143る
。
ま
た
、
訪
問
販
売
取

引
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
は
、
不
意
打
ち
的
な
対
面
勧
誘
に
つ
き
意
思
決
定
の
自
由
へ
の
消
極
的
影
響
が
存
在
し
て
お
り
、
こ
れ

が
契
約
の
有
効
性
に
否
定
的
作
用
を
及
ぼ
す
こ
と
を
示
し
て
い

144る
。
こ
の
よ
う
に
既
に
日
本
法
に
お
い
て
も
一
定
の
交
渉
格
差
の
あ
る
当

事
者
間
の
取
引
に
お
い
て
、
交
渉
が
行
な
わ
れ
る
環
境
、
特
に
不
意
打
ち
的
状
況
が
劣
位
当
事
者
の
意
思
形
成
に
消
極
的
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
に
対
し
て
否
定
的
な
評
価
を
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
に
、
合
意
解
約
に
応
じ
な
い
限
り
使
用
者
側
と
の
交
渉
か
ら

逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
状
況
が
作
出
さ
れ
た
場
合
、
消
費
者
契
約
法
四
条
三
項
の
前
提
と
し
て
い
る
評
価
に
よ
れ
ば
、
そ
こ
で

の
合
意
に
法
的
拘
束
力
を
与
え
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、
時
間
的
圧
迫
の
要
素
に
関
し
て
は
、
以
前
別

145稿
に
て
や
や
詳
し
く
論
じ
た
が
、
そ
も
そ
も
民
法
典
は
、
法
主
体
の
判
断
に
は
一
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定
の
時
間
的
環
境
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
点
は
、
契
約
承
諾
の
意
思
表
示
の
た
め
の
期
間
（
五
二
四
条
）
や
催
告
に
対
す

る
確
答
の
た
め
の
期
間
（
二
〇
条
な
ど
）
に
現
れ
て
い
る
。
ま
た
、
特
定
商
品
取
引
法
に
お
け
る
連
鎖
販
売
取
引
や
特
定
継
続
的
役
務
提

供
は
、
契
約
対
象
の
複
雑
性
や
契
約
期
間
の
長
さ
に
鑑
み
て
消
費
者
の
意
思
決
定
に
対
す
る
時
間
的
環
境
を
契
約
の
拘
束
力
に
顧
慮
し
て

い
る
。
具
体
的
に
は
、「
消
費
者
に
と
っ
て
『
不
慣
れ
』
で
、
一
般
的
に
も
そ
の
即
座
の
理
解
が
不
可
能
な
ほ
ど
、
複
雑
な
契
約
構
造
を
有

し
て
お
り
、
あ
る
い
は
契
約
期
間
が
長
期
に
亘
る
た
め
、
そ
の
契
約
が
自
ら
の
契
約
目
的
に
と
っ
て
適
合
的
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、

速
や
か
な
判
断
が
困
難
な
も
の
で
あ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
困
難
な
承
諾
期
間
を
設
定
す
る
行
為
は
、
原
則
と
し
て
違
法
」
と
考

え
て
、
差
し
支
え
な

146い
。
合
意
解
約
に
お
け
る
労
働
者
と
使
用
者
と
の
関
係
は
、
消
費
者
契
約
に
お
け
る
消
費
者
と
事
業
者
の
関
係
に
対

比
可
能
で
あ
り
、
且
つ
合
意
解
約
と
い
う
契
約
は
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
な
契
約
構
造
を
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
の
効
果
は
、

長
期
に
亘
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
利
害
得
失
の
判
断
を
速
や
か
に
行
な
う
こ
と
が
困
難
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

関
係
の
特
殊
性
、
と
り
わ
け
専
門
知
識
の
寡
多
を
代
表
と
す
る
情
報
格
差
に
つ
い
て
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
消
費
者

契
約
法
及
び
特
定
商
取
引
法
、
割
賦
販
売
法
が
、
こ
れ
に
着
目
し
た
規
律
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
、
労
働
基
準
法
の
各
種
の
規
制

は
、
労
使
間
の
合
意
形
成
空
間
が
特
殊
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ

147り
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
及
ば
な
い
場
面
に
お
い
て

も
、
可
及
的
に
公
正
な
合
意
形
成
が
な
さ
れ
る
よ
う
法
が
支
援
す
べ
き
だ
と
考
え
る
の
は
、
当
然
で
あ
ろ

148う
。

以
上
の
よ
う
に
、
合
意
解
約
の
有
効
性
に
影
響
を
与
え
る
交
渉
上
の
要
素
と
し
て
導
き
出
し
た
諸
要
素
は
、
と
り
わ
け
消
費
者
法
を
中

心
と
し
て
既
に
我
が
国
で
も
交
渉
上
の
不
当
性
を
基
礎
づ
け
る
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
労
働
契
約
の
特
殊
性
と
併
せ
て

考
え
る
な
ら
ば
、
我
が
国
に
お
い
て
も
、
合
意
解
約
の
交
渉
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
要
素
が
存
在
す
る
場
合
、
使
用
者
は
、
労
働
者
が
合
意

解
約
に
つ
い
て
自
由
な
意
思
決
定
が
可
能
と
な
る
よ
う
配
慮
す
べ
き
義
務
を
怠
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
労
働
者
の
自
由

な
意
思
決
定
が
不
当
に
害
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
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⑶

違
法
性
判
断
の
構
造

以
上
の
点
か
ら
、
合
意
解
約
に
お
け
る
状
況
の
濫
用
の
判
断
構

149造
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ

150る
。

ま
ず
、
労
働
者
の
正
常
な
意
思
形
成
が
困
難
と
な
る
「
状
況
」
の
存
在
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
状
況
を
基
礎
づ
け
る
要
素
と
し
て
、
こ

の
場
合
、
交
渉
場
所
の
要
素
と
労
働
者
に
与
え
ら
れ
た
意
思
決
定
の
た
め
の
時
間
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
不
意
打
ち
性
が
強
い
場
合

や
交
渉
で
の
人
的
な
圧
迫
が
強
い
場
合
（
た
と
え
ば
、
役
員
ら
が
出
席
し
て
い
る
な
ど
し
て
、
過
度
に
断
り
に
く
い
環
境
に
な
っ
て
い
る

場
合
〔【
１
】
や
【
16
】
で
は
そ
の
よ
う
な
事
情
が
存
在
し
て
い
る
。〕）
に
は
、
正
常
な
意
思
形
成
が
困
難
と
な
る
状
況
が
存
在
し
て
い
る

と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
要
素
が
低
い
場
合
で
も
時
間
的
不
当
性
を
併
せ
て
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
正
常
な
意
思
形
成
が
困
難
で

あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
交
渉
場
所
の
要
素
に
問
題
が
な
い
と
し
て
も
、
労
働
者
の
た
め
の
時
間
的
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い
な
い
場
合

に
も
、
労
働
者
の
意
思
形
成
環
境
が
正
常
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
た
と
え
ば
、【
14
】
で
は
、
裁
判
所
自
身
が
「
退
職
の
申
出
は
事
後
的

に
み
れ
ば
や
や
軽
率
に
な
さ
れ
た
」
こ
と
認
め
た
上
で
、「
そ
の
原
因
の
一
端
が
早
期
の
決
断
を
迫
っ
た
被
告
役
員
ら
に
あ
る
」
と
し
て
お

り
、
状
況
の
濫
用
を
認
め
る
余
地
は
十
分
に
有
り
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
時
間
的
不
当
性
を
考
慮
す
る
場
合
に
は
、
当
事
者
間
の
情
報
格
差

と
い
っ
た
事
情
が
加
味
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
単
独
で
説
明
義
務
違
反
を
基
礎
づ
け
る
に
は
十
分
で
な
い
交
渉
上
の
態
度
で
あ
っ
て
も
時

間
的
要
素
と
併
せ
て
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
労
働
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
濫
用
し
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
進
ん
で
、

労
働
者
の
無
知
を
利
用
し
た
も
の
と
い
え
る
場
合
も
、「
状
況
」の
存
在
を
肯
定
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
錯
誤
無
効
が
否
定

さ
れ
た
【
９
】
や
【
10
】
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
て
よ
い
。

次
に
、
こ
の
よ
う
な
状
況
を
使
用
者
側
が
濫
用
し
た
と
い
え
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
注
目
す
べ
き
点
は
、
合
意
解
約
の
交
渉

は
あ
く
ま
で
既
存
の
労
働
関
係
を
前
提
と
し
て
、
そ
の
中
で
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
す
る
と
、
義
務
違

反
の
判
断
に
お
け
る
信
頼
的
要
素
と
し
て
既
存
の
労
働
関
係
下
に
お
け
る
使
用
者
側
の
態
度
も
上
記
要
素
と
併
せ
て
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
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が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
上
記
の
状
況
が
存
在
し
て
お
り
、
労
働
者
の
正
常
な
意
思
形
成
が
困
難
で
あ
る
場
合
に
、
こ
れ
を
知
り
又
は
知
る

べ
き
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
点
に
配
慮
す
る
こ
と
な
く
、
合
意
解
約
を
締
結
し
た
使
用
者
は
、
労
働
者
に
対
す
る
配
慮
義
務

に
違
反
し
て
お
り
、
当
該
状
況
を
濫
用
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
比
較
的
強
度
の
義
務
が
使
用
者
に
課
せ
ら
れ
る
の

は
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
基
づ
く
と
い
え
る
。

ま
た
、
当
該
合
意
解
約
が
労
働
者
に
と
っ
て
内
容
的
に
不
利
益
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
使
用
者
側
が
知
り
又
は
認
識
可
能
で
あ
っ
た
場

合
、労
働
者
が
不
意
打
ち
又
は
心
理
的
若
し
く
は
時
間
的
圧
迫
に
よ
っ
て
正
常
な
意
思
決
定
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

合
意
解
約
の
交
渉
を
行
な
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
原
則
と
し
て
、
状
況
の
濫
用
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
合
意
解
約
に

承
諾
し
な
い
限
り
は
、
交
渉
が
終
了
し
な
い
旨
を
告
げ
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
認
識
を
抱
か
せ
る
行
為
は
、
当
然
に
状
況
の
濫
用
に
当

た
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。【
16
】で
は
、
退
職
届
を
書
く
ま
で
は
帰
さ
な
い
な
ど
と
怒
鳴
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
点
で
も
、

使
用
者
側
の
交
渉
態
様
の
違
法
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
ま
た
、【
17
】で
は
、
原
審
は
、
退
職
勧
奨
が
執
拗
に
繰
り
返
さ

れ
る
等
し
て
心
理
的
な
圧
迫
が
加
え
ら
れ
た
点
を
重
視
し
て
、
当
該
退
職
勧
奨
に
つ
き
限
度
を
超
え
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
て

い
る
。む

す
び
に

徒
に
紙
幅
を
費
や
し
た
割
に
さ
ほ
ど
目
新
し
い
こ
と
を
指
摘
で
き
な
か
っ
た
が
、
と
り
あ
え
ず
本
稿
の
結
論
を
手
短
に
ま
と
め
て
お
こ

う
。労

働
者
に
と
っ
て
不
本
意
な
合
意
解
約
か
ら
の
救
済
に
つ
い
て
は
、
ハ
ー
ド
な
追
出
し
型
の
事
案
だ
け
で
な
く
、
ソ
フ
ト
な
態
様
の
事

案
に
つ
い
て
も
対
応
可
能
な
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
従
来
の
法
形
象
（
た
と
え
ば
、
錯
誤
、
詐
欺
・
強
迫
）
で
は
不
十
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分
な
面
が
残
る
。
本
稿
で
は
、
労
働
者
が
不
本
意
な
退
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
と
い
う
面（
つ
ま
り
、
労
働
者
の
意
思
形
成
の
瑕
疵
）

と
そ
の
原
因
に
あ
る
使
用
者
の
行
為
態
様
を
総
合
し
て
観
察
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
手
段
と
し
て
、
使
用
者

の
不
当
威
圧
ま
た
は
状
況
の
濫
用
を
問
題
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
合
意
解
約
を
取
消
し
可
能
な
も
の
と
評
価
す
る
、
と
い

う
立
場
を
示
し
た
。
そ
こ
で
は
、
使
用
者
の
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
の
判
断
要
素
と
し
て
、
労
働
者
の
心
理
的
圧
迫
を
も
た
ら

す
交
渉
場
所
の
状
態
（
不
意
打
ち
性
や
交
渉
相
手
）、
労
働
者
に
と
っ
て
の
十
分
な
熟
慮
時
間
の
有
無
、
情
報
・
専
門
性
等
と
い
っ
た
交
渉

上
の
不
均
衡
、
内
容
面
で
の
不
利
益
性
と
い
っ
た
諸
要
素
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

151た
。
そ
の
際
、
責
任
を
も
っ
て
自
己
決
定
を

す
る
独
立
し
た
法
主
体
で
あ
る
労
働
者
の
意
思
形
成
を
他
者
で
あ
る
使
用
者
が
支
援
し
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
り
、

そ
う
す
べ
き
場
合
と
は
ど
の
よ
う
な
場
合
な
の
か
と
い
う
観
点
が
厳
し
く
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
が
本
稿
の
結
論
で
あ
る
が
、
こ
の
見
解
に
お
い
て
キ
ー
と
な
る
の
は
、「
状
況
の
濫
用
」法
理
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
を
日
本
法

に
導
入
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
検
討
が
不
十
分
な
こ
と
も
あ
り
、
法
律
構
成
等
に
つ
い
て
確
定
的
な
見
解
を
示
す

こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
点
が
今
後
の
課
題
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
本
稿
の
検
討
は
、
民
法
と
労
働
法
の
関
係

が
、
市
民
法
と
社
会
法
の
対
比
・
対
立
と
い
っ
た
図
式
で
は
説
明
で
き
な
い
、
共
鳴
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
民
法
学
の
側
か
ら
の
一
層
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
特
に
こ
の
点
は
、
こ
れ
か
ら
の
民
法
像
を
考
え
る
上
で

も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

注58

そ
の
た
め
、
こ
の
点
に
関
連
す
る
判
例
・
裁
判
例
、
論
文
・
著
作
は
、
か
な
り
の
数
に
上
る
。
こ
こ
で
は
、
筆
者
の
能
力
と
関
心
の
都
合
に
よ
り
、
そ
の
中

で
も
ご
く
一
部
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
に
す
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
よ
う
な
恣
意
的
な
選
択
に
よ
っ
て
も
、
彼
の
地
に
お
け
る
議
論
状
況
の
外
観
と
し
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て
は
大
過
な
い
も
の
と
考
え
、
そ
の
よ
う
に
期
待
し
て
い
る
。

59

た
だ
し
、
彼
此
の
比
較
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
は
、
ド
イ
ツ
の
事
業
所
構
成
法
（B

etrV
G

）
の
存
在
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
定
の
経
営
判
断
事
項
に
つ
い

て
事
業
所
委
員
会
（B

etrieb
sra

t

）
の
関
与
を
要
求
し
て
い
る
点
は
、
解
消
契
約
の
締
結
に
も
直
接
か
か
わ
る
場
合
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
解
雇
に
つ
い
て

聴
聞
権
が
規
定
さ
れ
（
一
〇
二
条
一
項
一
文
）、
あ
る
い
は
事
業
所
改
変
（B

etrieb
sa
n
d
eru

n
g
en

）
の
場
合
の
大
量
離
職
の
場
合
に
お
け
る
事
前
通
知
等
が

要
求
さ
れ
て
い
る（
一
一
一
条
以
下
）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
規
定
で
は
、
解
消
契
約
が
問
題
と
な
る
場
面
の
一
部
に
つ
い
て
弱
い
形
で
の
関
与
が
認
め
ら

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
事
業
所
委
員
会
が
事
業
所
環
境
の
保
全
に
果
た
す
役
割
な
ど
も
併
せ
て
加
味
す
れ
ば
、
退
職
強
要
事
例
が
現

象
と
し
て
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
の
か
、
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
業
所
委
員
会
が
解
雇
の
場
面
に
お
い
て
果
た
す
役
割
に

つ
い
て
は
、
高
橋
賢
司
『
解
雇
の
研
究
｜

規
制
緩
和
と
解
雇
法
理
の
批
判
的
考
察
』（
法
律
文
化
社
、
二
〇
一
一
年
）
一
〇
六
頁
以
下
、
一
三
〇
頁
以
下
。

60

以
下
の
記
述
は
、
基
本
的
にF

alk E
rn
st,

A
u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
e zu

r B
een

d
ig
u
n
g v

o
n A

rb
eitsv

erh
a
ltn
issen

,
K
o
ln

﹇u
.a
.

﹈1993;
W
olfgan

g
 

D
au
bler,

D
a
s A

rb
eitsrech

t 2 －
D
a
s A

rb
eitsv

erh
a
ltn
is:

R
ech

te u
n
d P

flich
ten

,
K
u
n
d
ig
u
n
g
ssch

u
tz,

12.
A
u
fl.,

H
a
m
b
u
rg
 2009,

R
n
.

1231ff.

に
基
づ
く
。

61

E
rn
st,

a
.a
.O
.
(F
n
.
60),

S
.
65f.

62

E
rn
st,

a
.a
.O
.
(F
n
.
60),

S
.
67.

給
付
の
不
均
衡
を
理
由
と
す
る
良
俗
違
反
に
つ
い
て
は
、a

.a
.O
.
S
.
160ff.

た
だ
し
、
現
在
で
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ

う
な
議
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

63

こ
の
よ
う
な
中
、
外
国
人
労
働
者
に
よ
る
契
約
締
結
が
問
題
と
な
っ
たL

A
G
 
D
u
sseld

orf
,
N
A
Z
-R
R
 
2002,

12

は
例
外
に
あ
た
る
。

64

人
の
性
質
に
つ
い
て
の
錯
誤
が
問
題
と
な
る
事
例
と
し
て
は
、
自
己
の
妊
娠
の
事
実
に
気
付
か
ず
に
解
消
契
約
を
締
結
し
た
労
働
者
が
問
題
と
な
っ
た
が
、

連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
こ
の
種
の
事
案
に
つ
い
て
「
取
引
上
本
質
的
な
性
質
」
に
つ
い
て
の
錯
誤
を
認
め
な
い
（
た
と
え
ば
、B

A
G
,
A
P B

G
B

123 N
r.

22

）。
そ
の
た
め
、D
au
bler

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
60),

R
n
.
1231b

は
、
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
一
九
条
二
項
の
性
質
の
錯
誤
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、「
極
め
て
例
外
的
な
現
象
」

だ
と
す
る
。

65

詳
し
く
は
、
根
本
・
前
掲
注
（
５
）
七
一
頁
以
下
。

66

た
だ
し
、
内
山
敏
和
「
情
報
格
差
と
詐
欺
の
実
相
（
７
・
完
）」（
早
稲
田
大
学
）
法
研
論
集
一
一
九
号
（
二
〇
〇
六
年
）
六
頁
以
下
は
、
ド
イ
ツ
法
の
検
討

を
通
じ
、
詐
欺
一
般
の
活
用
可
能
性
は
、
考
え
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
に
は
低
く
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

67

以
下
の
叙
述
は
、E

rn
st,

a
.a
.O
.
(F
n
.
60),

S
.
209ff.

に
拠
る
が
、
根
本
・
前
掲
注
（
５
）
六
七
頁
も
参
照
。

な
お
、
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
も
我
が
国
と
同
様
、
強
迫
の
違
法
性
は
、
手
段
と
目
的
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
決
せ
さ
れ
る
（z.

B
.K
arl L

aren
z
/
M
an
fred
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W
olf

,
A
llg
em
ein
er T

eil d
es B

u
rg
erlich

en
 
R
ech

ts,
9.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en
 
2004,

37
 
R
n
.
32ff.,

S
.
691ff.;

H
elm

u
t K

oh
ler
,
B
G
B

 
A
llg
em
ein
er T

eil,
31.

A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 2007,

7 R
n
.
54ff.,

S
.
85f.;

S
ta
u
d
in
g
er /R

ein
h
ard

 
S
in
ger

/B
arbara von

 F
in
cken

stein
,

﹇2004

﹈

123 R
n
.
67ff.

）。
手
段
あ
る
い
は
目
的
に
違
法
性
が
な
い
と
し
て
も
、
手
段
が
目
的
に
対
し
て
不
相
当
な
場
合
に
は
、
違
法
な
強
迫
と
な
る
。

68

そ
の
他
の
事
案
類
型
に
つ
い
て
は
、C

h
ristoph

er
 
M
u
ller

,
A
rb
eitsrech

tlich
e
 
A
u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
e －

M
o
g
lich

k
eiten

 
u
n
d
 
G
ren

zen
 
d
er

 
ein
v
er n

eh
m
lich

en B
eein

g
ig
u
n
g v

o
n A

rb
eitsv

erh
a
ltn
issen

,
B
a
d
en
-B
a
d
en 1991,

S
.
134f.

69

A
P

123 B
G
B
 
N
r.
8 m

.A
n
m
.
A
.
H
u
eck

.

70

A
P

123 B
G
B
 
N
r.
13 m

.A
n
m
.
A
.
H
u
eck

.

71

A
P

123 B
G
B
 
N
r.
16 m

.A
n
m
.
H
ersch

el ＝
N
JW
 
1970,

775.

72

本
件
は
、
弁
護
士
で
あ
る
労
働
者
の
弁
護
士
法
人
か
ら
の
退
職
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
あ
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
角
田
美
穂
子
「
消
費
者
契
約
法
一

条
の
私
法
体
系
上
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
覚
書
｜

ド
イ
ツ
連
邦
労
働
裁
判
所
の
労
働
関
係
の
合
意
解
約
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
か
ら
の
示
唆
」
津
谷
裕
貴

弁
護
士
追
悼
論
文
集
刊
行
委
員
会
﹇
編
﹈『
消
費
者
取
引
と
法

津
谷
裕
貴
弁
護
士
追
悼
論
文
集
』（
民
事
法
研
究
会
、
二
〇
一
一
年
）
一
二
七
頁
以
下
が
紹

介
し
て
い
る
。

73

K
lau
s P

opp
,
A
n
fech

tu
n
g d

er a
u
f G

ru
n
d K

u
n
d
ig
u
n
g
sd
ro
h
u
n
g d

es A
rb
eitg

eb
ers a

u
sg
esp

o
ch
en
en E

ig
en
k
u
n
d
ig
u
n
g d

es A
rb
eitn

eh
-

m
ers,

B
lS
tS
o
zA
rb
R
 
1981,

17,
20f.

74

P
opp

,
B
lS
tS
o
zA
rb
R
 
1981,

17,
21.

A
u
ch M

u
ller

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
68),

S
.
128f.;

Jobst-H
u
bertu

s B
au
er
,
A
rb
eitsrech

tlich
e A

u
fh
eb
u
n
g
sv
er-

tra
g
e,
4.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 1995,

R
n
.
101;

M
o
ll /B

en
gelsd

orf
,
M
u
n
ch
en
er A

n
w
a
ltsh

a
n
d
b
u
ch
-
A
rb
eitsrech

t,
2.
A
u
fl.,

M
u
n
ch
en 2009,

46 R
n
.
332.

75

M
artin

a
 
B
en
ecke

,
D
er v

ersta
n
d
ig
e A

rb
eitg

eb
er
-
A
n
fech

tu
n
g a

rb
eitsrech

tlich
er A

u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
e w

eg
en
 
w
id
errech

tlich
er

 
D
ro
h
u
n
g
,
R
d
A
 
2004,

147,
150ff.

76

B
A
G
,
N
JW
 
1983,

2958 ＝
A
P B

G
B

123 N
r.
22 m

.
A
n
m
.
H
ersch

el.

こ
こ
で
は
さ
ら
に
Ｂ
Ｇ
Ｂ
一
二
三
条
の
類
推
適
用
も
否
定
し
て
い
る：

「
法

律
上
の
規
律
に
よ
れ
ば
法
律
行
為
に
お
け
る
個
人
の
決
定
自
由
は
、
あ
ら
ゆ
る
仕
方
の
影
響
か
ら
一
般
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
重
大

な
障
害
に
対
し
て
の
み
保
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
類
推
が
肯
定
さ
れ
う
る
の
は
、
法
律
行
為
に
お
け
る
決
定
自
由
へ
の
侵

害
が
詐
欺
又
は
強
迫
の
強
度
に
比
肩
し
う
る
場
合
で
あ
る
。」D

a
zu
 
a
u
ch
 
E
h
rich

 
W
eber

,
A
n
fech

tu
n
g
 
ein
es
 
A
u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
es
－
d
er

 
v
ers ta

n
d
ig d

en
k
en
d
e A

rb
eitg

eb
er,

N
A
Z 1997,

414,
417f.
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77

同
判
決
は
、
熟
慮
期
間
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
強
迫
の
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
る
と
主
張
す
るB

a
u
er

やB
en
g
elsd

o
rf

ら
の
見
解
を
退
け
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、M

o
ll /B

en
gelsd

orf
,
a
.a
.O
.
(F
n
.
74)

は
、
現
在
で
も
こ
の
見
解
を
維
持
し
て
い
る
。

78

た
だ
し
、
熟
慮
期
間
の
存
在
は
、
本
件
の
よ
う
な
事
案
に
お
い
て
は
、
因
果
関
係
要
件
の
充
足
に
大
き
な
影
響
を
与
え
得
る
こ
と
は
認
め
て
い
る（R

n
.
59-V

.

4.
b

）。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
角
田
・
前
掲
注
（
72
）
一
二
八
頁
以
下
。

79

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ク
ー
リ
ン
グ
・
オ
フ
論
を
検
討
し
た
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
一
号
五
一
頁
以
下
に
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
文
献
等
の
引
用
も
基
本
的
に
は
そ
ち
ら
に
譲
る
。

80

自
ら
否
定
説
に
立
つM

an
fred

 
H
erbert /Jorg-D

ieter
 
O
berrath

,
A
rb
eitsrech

t n
a
ch
 
d
er
 
S
ch
u
ld
rech

tsrefo
rm

－
ein
e
 
Z
w
isch

en
b
ila
n
z,

N
JW
 
2005,

3745,
3752

は
、
肯
定
説
が
通
説
で
あ
る
と
述
べ
る
が
、
筆
者
自
身
が
文
献
を
見
る
限
り
そ
の
よ
う
に
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
文
献
上
に
現
れ

な
い
と
こ
ろ
で
、
肯
定
説
に
対
す
る
好
意
的
な
態
度
が
そ
れ
な
り
に
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
明
示
的
な
肯
定
説
と
し
て
は
、
丸
山
絵
美
子
「
労

働
者
は
消
費
者
か
？
｜

消
費
者
契
約
規
制
と
労
働
契
約
と
の
関
係
に
関
す
る
一
考
察
｜

」
青
柳
幸
一
﹇
編
﹈『
融
合
す
る
法
律
学
（
上
）
｜

筑
波
大
学
法

科
大
学
院
創
設
記
念
・
企
業
法
専
攻
創
設
記
念
｜

』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
二
五
九
頁
所
引
の
見
解
の
ほ
か
、E

in
iko B

.
F
ran

z
,A
u
fh
eb
u
n
g
-
u
n
d

 
Ä
n
d
eru

n
g
sv
ertra

g
e a

ls V
ertra

g
e u

b
er ein

e en
tg
eltlich

e L
eistu

n
g i.S

.
d
es

312 B
G
B
,
Ju
S
 2007,

14ff.

が
あ
る
。

81

た
と
え
ば
、B

en
gelsd

orf
,
Z
fA
 
1995,

229,
250.

82

W
olfgan

g
 
D
au
bler

,
D
ie A

u
sw
irk
u
n
g
en d

er S
ch
u
ld
rech

tsm
o
d
ern

isieru
n
g
 
a
u
f d

a
s A

rb
eitsrech

t,
N
Z
A
 
2002,

1329,
1334;

M
artin

 
H
en
ssler

,
A
rb
eitsrech

t u
n
d S

ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
,
R
d
A
 
2002,

129,
135.

83

労
働
者
の
消
費
者
性
に
つ
い
て
は
、
丸
山
・
前
掲
注
（
80
）
二
五
二
頁
以
下
。

84

た
だ
し
、
Ｂ
Ａ
Ｇ
は
、
人
的
範
疇
の
観
点
で
は
な
く
、
特
殊
な
販
売
取
引
へ
の
該
当
性
と
い
う
契
約
類
型
的
な
観
点
か
ら
、
や
や
カ
テ
ゴ
リ
カ
ル
と
も
い
え

る
判
断
を
下
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
一
号
五
四
頁
以
下
。

85

D
ieter R

eu
ter
,
D
ie In

teg
ra
tio
n d

es V
erb

ra
u
ch
ersch

u
tzrech

ts in d
a
s B

G
B
,
in
:
E
ck
a
rt /D

elb
ru
ck
 
R
efo

rm
 
d
es d

eu
tsch

en S
ch
u
ld
-

rech
ts B

a
d
en
-B
a
d
en 2003,

S
.
99,

110.

詳
し
く
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
一
号
五
六
頁
。

86

S
teph

an
 
L
oren

z
,
D
er
 
S
ch
u
tz
 
v
o
r
 
d
em
 
u
n
erw

u
n
sch

ten
 
V
ertra

g
:
ein
e
 
U
n
tersu

ch
u
n
g
 
v
o
n
 
M
o
g
lich

k
eiten

 
u
n
d
 
G
ren

zen
 
d
er

 
A
b
sch

lu
ssk

o
n
tro
lle im

 
g
elten

d
en R

ech
t,
M
u
n
ch
en 1997,

S
.
169f.

こ
の
点
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
五
巻
三
号
五
五
九
頁
。

87

ド
イ
ツ
に
お
い
て
撤
回
権
の
主
張
が
訴
訟
上
有
力
に
な
さ
れ
て
き
た
の
は
、
撤
回
権
の
教
示
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
そ
の
期
間
が
経
過
し
な
い
こ
と
を

前
提
に
、
現
状
で
は
、
解
消
契
約
へ
の
撤
回
権
の
適
用
が
確
立
し
て
い
な
い
た
め
に
使
用
者
が
撤
回
権
の
教
示
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
撤
回
権
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が
労
働
者
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
確
立
す
れ
ば
、
撤
回
権
付
与
に
よ
っ
て
解
決
す
る
問
題
は
、
減
る
だ
ろ
う
。

88

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
児
玉
寛
「
無
資
力
近
親
者
に
よ
る
共
同
責
任
を
め
ぐ
る
判
例
の
展
開
｜

現
代
ド
イ
ツ
的
私
的
自
治
論
の
諸
相
・
第
一
」
法
雑
四
一

巻
四
号
（
一
九
九
五
年
）
六
九
三
頁
以
下
、
小
山
剛
『
基
本
権
保
護
の
法
理
』（
成
文
堂
、
一
九
九
八
年
〔
初
出：

一
九
九
五
年
〕）
二
八
七
頁
以
下
、
潮
見

佳
男
「
ド
イ
ツ
情
報
提
供
義
務
論
の
展
開
」
同
『
契
約
法
理
の
現
代
化
』（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
四
年
〔
初
出：

一
九
九
九
年
〕）
一
八
七
頁
以
下
、
原
田
昌
和

「
巨
額
な
共
同
責
任
の
反
良
俗
性
⑴
｜

ド
イ
ツ
良
俗
則
の
最
近
の
展
開
」
論
叢
一
四
七
巻
一
号
（
一
九
九
九
年
）
四
〇
頁
以
下
、
齋
藤
由
起
「
近
親
者
保
証

の
実
質
的
機
能
と
保
証
人
の
保
護
⑵
ド
イ
ツ
法
の
分
析
を
中
心
に
」
北
法
五
五
巻
二
号
（
二
〇
〇
四
年
）
六
五
八
頁
以
下
な
ど
多
く
の
文
献
が
あ
る
。

89

V
g
l.
Josef D

rexl,
D
ie w

irtsch
a
ftlich

e S
elb
stb
estim

m
u
n
g d

es V
erb

ra
u
ch
ers:

E
in
e S

tu
d
ie zu

m
 
P
riv
a
t-
u
n
d W

irtsch
a
ftsrech

t u
n
ter

 
B
eru

ck
sich

tig
u
n
g g

em
ein
sch

a
ftsrech

tlich
er B

ezu
g
e,
T
u
b
in
g
en 1998,

S
.
263ff.

90

Z
w
an
ziger

,
A
rb
eitsrech

tlich
e A

u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
e u

n
d
 
V
ertra

g
sfreih

eit
-
Z
u
g
leich

 
A
n
m
erk

u
n
g
 
zu
m
 
B
A
G
-U
rteil v

o
m
 
30.

9.

1993 －
2 A

Z
R
 
268 /93,

D
B
 
1994 S

.
279 －

,
D
B
 
1994,

982,
983f.

V
g
l.
a
u
ch T

h
om
as D

ieterich
,
G
ru
n
d
g
esetz u

n
d P

riv
a
ta
u
to
n
o
m
ie im

 
A
rb
eitsrech

t,
R
d
A
 
1995,

129,
135f.

91

解
消
契
約
に
お
い
て
、
解
決
金
が
労
働
者
に
支
払
わ
れ
る
場
合
に
は
、
事
情
は
変
わ
っ
て
く
る
。
こ
の
場
合
、
明
ら
か
に
不
相
当
で
あ
る
こ
と
が
推
認
さ
れ

う
る
の
は
、
解
決
金
も
全
く
明
ら
か
に
不
相
当
な
ほ
ど
僅
か
な
場
合
で
あ
る
。

92

B
en
gersd

orf
,
Z
fA
 
1995,

229.

93

も
っ
と
も
、
こ
れ
自
体
はZ

w
a
n
zig
er

も
認
め
て
い
る
。

94

た
だ
し
、
こ
の
批
判
は
特
に
戴
け
な
い
。B

en
g
ersd

o
rf

の
事
実
認
識
こ
そ
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
可
能
で
あ
る
（v

g
l.
G
erh

ard R
ein
ecke

,
Z
u
r

 
K
o
n
tro
lle v

o
n A

u
fh
eb
u
n
g
sv
ertra

g
en n

a
ch d

er S
ch
u
ld
rech

tsrefo
rm
,
in
:
P
erso

n
a
lrech

t im
 
W
a
n
d
el －

A
rb
eitrech

t L
o
h
n
steu

errech
t

 
S
o
zia
lv
ersich

eru
n
g
srech

t:
F
estsch

r.
f.
W
o
lfd
ieter K

u
ttn
er zu

m
 
70.

G
e
rtsta

g
,
M
u
n
ch
en 2006,

S
.
327,

328

）。
だ
と
す
る
と
、
ま
さ
に
水

掛
け
論
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

95

R
ein
ecke

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
94),

S
.
329.

96

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、R

ein
h
ard

 
S
in
ger

,
A
rb
eitsv

ertra
g
sg
esta

ltu
n
g n

a
ch d

er R
efo

rm
 
d
es B

G
B
,
R
d
A
 
2003,

194,
196.

97

B
A
G
,
N
JW
 
1996,

2593.

本
判
旨
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
一
号
五
三
頁
以
下
参
照
。

98

V
g
l.
D
au
bler

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
60),

R
n
.
1230.

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
価
値
判
断
は
、
使
用
者
の
情
報
提
供
義
務
の
有
無
を
考
え
る
際
に
も
影
響
を
与
え

る
。
つ
ま
り
、
下
級
審
の
一
部
に
は
消
費
者
法
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
基
準
に
強
く
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
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は
、
ヨ
リ
抑
制
的
な
立
場
を
採
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
（a

.a
.O
.
R
n
.
1232a

）。

99

こ
の
ほ
か
に
情
報
提
供
義
務
違
反
に
基
づ
く
契
約
締
結
上
の
過
失
責
任
を
通
じ
た
契
約
解
消
が
じ
ゅ
う
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
詐
欺
に
お
い
て
問
題
と

な
っ
て
い
る
情
報
提
供
義
務
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
義
務
に
対
す
る
連
邦
労
働
裁
判
所
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
前

掲
注
（
98
）
参
照
。

100

L
oren

z
,
JZ 1998,

277.

101

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
小
宮
・
前
掲
注
（
30
）「
英
米
解
雇
法
制
」
一
七
頁
以
下
に
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
小
学
校
教
師
が
同
性
愛
行
為
の

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
、
そ
の
際
に
退
職
届
を
出
し
た
も
の
だ
が
、
後
に
こ
の
退
職
届
が
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
提
訴
し
た
事
件
で
あ
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア

州
控
訴
裁
判
所
は
、
強
迫
や
詐
欺
な
ど
の
主
張
を
認
め
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
不
当
威
圧
に
つ
い
て
は
認
め
る
判
断
を
し
た
。
し
か
し
、
小
宮
・
前
掲
同

所
に
よ
る
と
、
そ
の
後
の
判
例
は
、
こ
の
不
当
威
圧
法
理
の
活
用
よ
り
は
、
被
用
者
に
よ
る
辞
職
を
法
的
に
解
雇
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
扱
う
方
向
で
展

開
し
、「
準
解
雇
」
法
理
が
形
成
さ
れ
る
に
至
る
と
い
う
。

102

こ
の
法
律
構
成
の
活
用
可
能
性
は
、
二
〇
〇
二
年
の
債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
確
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
従
来
は
、
表
意
者
の
決
定
自
由
を
保
護
法
益
と

す
る
こ
と
に
は
、
懐
疑
的
な
見
解
も
多
く
、
連
邦
通
常
裁
判
所
も
、
こ
れ
に
否
定
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
債
務
法
現
代
化
に
よ
っ
て
立
法
上
肯
定
的
な
立

場
が
採
用
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
53
）『
藤
岡
古
稀
記
念
』
四
〇
八
頁
以
下
及
び
同
稿
注
26
所
掲
の
文
献
参

照
。

103

L
oren

z
,
JZ 1998,

277,
281f.

104

A
n
g
em
essen

h
eit d

u
rch K

o
n
sen

s
－
Z
u d

en G
ren

zen d
er R

ich
tig
k
eitsg

ew
a
h
r a
rb
eitsv

ertra
g
lich

er V
erein

b
eru

n
g
en
,
R
d
A
 
2005,

257,

269f.

105

ド
イ
ツ
で
は
、
社
会
法
典
第
三
部
一
四
四
条
一
項
二
文
一
号
前
段
に
お
い
て「
当
該
失
業
者
が
就
労
関
係
を
解
消
し
」「
そ
れ
に
よ
っ
て
故
意
又
は
重
大
な
過

失
に
よ
り
失
業
を
も
た
ら
し
た
」
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
重
大
な
理
由
が
な
け
れ
ば
、
保
険
違
反
行
為
が
あ
っ
た
と
し
て
、
遮
断
期
間
の
間
の
給
付
が
停

止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
解
消
契
約
に
あ
た
っ
て
被
用
者
は
こ
の
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
りW

olfgan
g

 
S
pellbrin

k
,
D
er E

in
tritt ein

er S
p
errzeit g

em
.

144 A
b
s.
1 S

a
tz 2 N

r.
1 A

lt.
1 S

G
B
 
III b

ei ein
v
ern

eh
m
lich

er B
een

d
ig
u
n
g d

es
 

B
esch

a
ftig

u
n
g
sv
erh

a
ltn
isses,

B
B
 
2006,

1274.

ま
た
、
ド
イ
ツ
で
開
示
義
務
違
反
が
問
題
と
な
る
例
の
多
く
は
、
解
消
契
約
を
締
結
し
た
場
合
に
生

じ
る
社
会
法
的
効
果
に
つ
い
て
の
不
告
知
で
あ
り
、
こ
の
問
題
の
重
要
さ
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

106

彼
が
挙
げ
る
の
は
、B

G
H
,
Z
IP
 
2006,

363,
365 ＝

N
JW
 
2006,

845,
847,

R
n
.
21

で
あ
る
。
こ
の
判
決
は
、
担
保
供
与
に
か
か
る
契
約
書
を
眼
鏡
を
忘
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れ
た
た
め
に
読
め
な
い
と
い
う
原
告
が
、
被
告
銀
行
の
従
業
員
に
対
し
て
、
契
約
書
に
署
名
し
て
も
大
丈
夫
か
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
そ
の
従
業
員
が
、
大
丈

夫
だ
し
署
名
も
す
べ
き
だ
と
答
え
た
こ
と
が
、
義
務
違
反
に
当
た
る
と
し
て
い
る
。

107

R
ein
ecke

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
94),

S
.
334f.

108

F
ran

k
 
W
eiler

,
D
ie b

eein
flu
ß
te W

illen
serk

la
ru
n
g
:
E
in
e U

n
tersu

ch
u
n
g d

er rech
tlich

en A
u
sw
irk
u
n
g
en frem

d
er E

in
flu
sse a

u
f d
ie

 
rech

tsg
esch

a
ftlich

e W
illen

serk
la
ru
n
g
,
B
ielefeld

,
2002,

S
.
635ff.

W
eiler

の
見
解
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
二
号
四

三
四
頁
以
下
、
時
間
的
圧
迫
に
関
し
て
は
他
に
同
「
消
費
者
取
引
に
お
け
る
時
間
的
圧
迫
か
ら
の
不
法
行
為
法
的
救
済
」（
早
稲
田
大
学
）
法
研
論
集
一
二
三

号
（
二
〇
〇
七
年
）
五
四
頁
以
下
。

109

W
eiler

,
a
.a
.O
.
(F
n
.
108),

S
.
632ff.

110

角
田
・
前
掲
注
（
72
）
一
三
五
頁
以
下
は
、
前
掲
・
連
邦
労
働
裁
判
所
二
〇
〇
七
年
判
決
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
が
、
前
述
の
と
お
り
、
同
判

決
は
、
あ
く
ま
で
強
迫
の
構
成
要
件
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
理
の
具
体
的
展
開
と
見
る
の
は
や
や
困
難
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

111

H
.
L
.
B
a
k
els /I.

P
.
A
ssch

er-V
o
n
k
/W

.
H
.
A
.
C
.
M
.
B
o
u
w
en
s,
S
ch
ets v

a
n h

et N
ed
erla

n
d
se a

rb
eid
d
rech

t,
20e d

ru
k
,
D
ev
en
ter 2009.

オ
ラ
ン
ダ
労
働
法
に
お
け
る
普
遍
的
な
分
類
か
と
ど
う
か
は
、
確
言
で
き
な
い
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
だ
い
た
い
の
内
容
は
掴
め
る
だ
ろ
う
。

112

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
59
）
も
参
照
。

113

B
a
k
els /A

ssch
er-V

o
n
k
/B
o
u
w
en
s,
t.a
.p
.
(111),p

.124 e.v
.

オ
ラ
ン
ダ
で
は
一
九
九
九
年
に
解
雇
法
制
に
も
関
係
す
る
「
柔
軟
性
と
保
障
」
法
（W

et
 

F
lex

ib
iliteit en Z

ek
erh

eid

）
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
同
法
に
つ
い
て
は
、
大
和
田
敢
太
「
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
労
働
市
場
の
規
制
緩
和
と
労
働
者
の
地

位
の
保
護
｜
『
柔
軟
性
と
保
障
法
』（
一
九
九
九
年
一
月
一
日
法
）
の
紹
介
」
彦
根
論
叢
三
三
一
号
（
二
〇
〇
一
年
）
二
四
六
頁
以
下
、
特
に
解
雇
規
制
に

つ
い
て
二
四
九
頁
、
二
五
二
頁
以
下
。
ま
た
、
以
下
の
叙
述
は
基
本
的
に
期
間
を
定
め
な
い
雇
用
関
係
を
前
提
と
し
て
お
り
、
有
期
労
働
契
約
や
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
者
に
つ
い
て
別
に
詳
細
な
規
定
が
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
大
和
田
・
前
掲
論
文
及
び
本
庄
淳
志
「
短
期
雇
用
法
制
の
国
際
比
較
｜

有
期

雇
用
と
労
働
者
派
遣
法
制
を
め
ぐ
る
、
ア
メ
リ
カ
法
、
ド
イ
ツ
法
、
オ
ラ
ン
ダ
法
の
状
況
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
六
一
〇
号
（
二
〇
一
一
年
）
七
九
頁
以
下

参
照
。

114

こ
れ
に
つ
い
て
は
、W

.
H
.
A
.
C
.
M
.
B
o
u
w
en
s /R

.
A
.
A
.
D
u
k
,
V
a
n d

er G
rin
ten A

rb
eid
so
v
ereen

k
o
m
sten

rech
t,
23e d

ru
k
,
D
ev
en
ter

 
2011,

p
.
349 e.v

.

115

ち
な
み
に
日
蘭
の
解
雇
法
制
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
研
究
と
し
て
は
、
す
で
にG

.
J.
J.
H
eerm

a v
a
n V

o
ss,
O
n
tsla

g
rech

t in N
ed
erla

n
d en Ja

p
a
n
,

1992

が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
柔
軟
性
と
保
障
」法
以
前
の
考
察
で
あ
る
が
、
日
本
の
解
雇
法
を
オ
ラ
ン
ダ
の
そ
れ
よ
り
も
柔
軟
性
の
あ
る
も
の
と
し
て
紹
介
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し
て
い
る
。

116

一
般
的
に
は
、
解
除
は
、
判
決
に
よ
る
必
要
は
な
く
、
解
除
権
者
に
よ
る
解
除
の
意
思
表
示
で
足
り
る
。

117

B
a
k
els /A

ssch
er-V

o
n
k
/B
o
u
w
en
s,
t.a
.p
.
(111),

p
.128.

118

こ
の
点
に
関
し
て
、C

h
.
G
.
A
.
v
a
n R

ijck
ev
o
rsel,

W
ilsg

eb
rek en w

ilsd
efect b

ij b
eein

d
ig
in
g v

a
n d

e a
rb
eid
so
v
ereen

k
o
m
st,

A
rb
eid
s-

R
ech

t 1996,
45.

119

こ
の
点
は
、B

a
k
els /A

ssch
er-V

o
n
k
/B
o
u
w
en
s,
t.a
.p
.
(111),

p
.130,

n
.306.

120

オ
ラ
ン
ダ
錯
誤
法
に
つ
い
て
は
、
内
山
敏
和
「
オ
ラ
ン
ダ
民
法
典
に
お
け
る
法
律
行
為
法
の
現
代
化
」
早
誌
五
八
巻
二
号
（
二
〇
〇
八
年
）
一
一
三
頁
以
下

が
大
ま
か
な
が
ら
紹
介
し
て
い
る
。

121

V
a
n d

er G
rin
ten

/B
o
u
w
en
s /D

u
k
,
t.a
.p
.
(114),

p
.315,

n
.9

に
拠
れ
ば
、
本
判
決
以
降
、
下
級
審
を
中
心
に
事
案
の
蓄
積
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

122

状
況
の
濫
用
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（

）
一
二
三
頁
以
下
。

123

筆
者
が
参
照
し
た
の
は
、T

.
A
.
W
.
S
terk

(v
erz.),

A
rresten b

u
rg
erlijk rech

t,
m
et a

n
n
o
ta
ties,

ed
itie 2009,

D
ev
en
ter,

p
.939 e.v

.

に
再
録

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
本
判
決
が
、
状
況
の
濫
用
法
理
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
検
討
の
予
定
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
論
し
な

い
。

124

こ
の
解
除
の
法
的
根
拠
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
報
告
さ
れ
て
い
る
最
高
裁
の
判
決
文
を
み
る
限
り
で
は
、
Ｙ
は
、
こ
の
契
約
解
除
自
体
は

争
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
り
、
む
し
ろ
こ
の
解
除
を
前
提
に
解
除
前
ま
で
の
賃
金
の
支
払
い
を
求
め
て
い
る
。

125

状
況
の
濫
用
の
存
否
が
ど
の
よ
う
に
判
断
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
本
判
決
の
検
討
だ
け
で
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
法

理
全
体
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

126

使
用
者
に
は
い
わ
ば
「
慰
留
義
務
」
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
後
述
の
よ
う
に
、
使
用
者
に
は
冷
静
で
合
理
的
な
交
渉
環
境
を
積
極
的
に
作
り
出

す
義
務
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
配
慮
義
務
は
、
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
退
職
の
意
思
表
示
等
が
突
発
的
に
な

さ
れ
た
場
合
や
感
情
的
遣
り
取
り
の
原
因
が
労
働
者
に
あ
る
場
合
に
は
、
一
般
常
識
と
し
て
は
と
も
か
く
、
法
的
に
は
慰
留
義
務
の
よ
う
な
も
の
を
課
す
の

は
、
適
当
で
な
い
だ
ろ
う
。
労
働
者
に
は
「
辞
め
る
自
由
」
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
慰
留
義
務
を
一
般
的
に
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
、
こ
の
自
由
を
却
っ
て

制
限
し
か
ね
な
い
。
退
職
の
自
由
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
西
谷
敏
『
労
働
法
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
七
三
頁
、
四
〇
七
頁
以
下
。

127

以
上
の
こ
と
は
、
他
方
で
は
、
九
三
条
但
書
に
よ
る
無
効
と
状
況
の
濫
用
法
理
が
機
能
的
に
連
続
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
示
唆
す
る
。
た
と
え
ば
、

東
京
地
判
昭
和
五
三
年
（
一
九
七
八
年
）
七
月
一
九
日
判
時
九
〇
四
号
七
〇
頁
は
、
自
己
の
不
倫
相
手
Ｙ
が
翌
日
に
あ
る
結
婚
式
の
た
め
福
岡
市
か
ら
北
九
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州
市
に
出
発
す
る
直
前
に
、
Ｘ
が
取
り
す
が
る
な
ど
し
て
出
発
さ
せ
な
い
た
め
、
Ｙ
が
こ
れ
を
宥
め
る
た
め
に
一
〇
〇
〇
万
円
の
慰
謝
料
の
支
払
い
を
約
す

る
書
面
を
作
成
し
た
と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
九
三
条
但
書
の
適
用
に
よ
り
、
当
該
意
思
表
示
を
無
効
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
状
況
の
濫
用
法
理
を
用

い
て
も
解
決
可
能
で
あ
る
（
ま
た
、
安
井
宏
「
本
件
判
批
」
判
タ
三
九
〇
号
〔
一
九
七
九
年
〕
四
頁
が
紹
介
す
る
福
岡
高
判
昭
和
三
九
年
〔
一
九
六
四
年
〕

七
月
九
日
訟
月
一
〇
巻
一
〇
号
一
三
六
六
頁
も
同
様
）。
も
ち
ろ
ん
、
常
に
両
者
が
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
連
続
性
が
あ
る
こ
と
を
意
識
す
れ
ば
、
九

三
条
但
書
の
解
釈
に
と
っ
て
も
あ
る
程
度
の
指
針
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

128

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
本
年
二
月
二
六
日
に
決
定
さ
れ
た
「
民
法
（
債
権
関
係
）
の
改
正
に
関
す
る
中
間
試
案
」
の
「
第
３

意
思
表
示

１

錯
誤
（
民

法
第
95
条
関
連
）

⑵
イ
」
で
は
、
不
実
表
示
を
錯
誤
法
に
取
り
込
む
提
案
が
さ
れ
て
、
興
味
深
い
。
た
だ
し
、
こ
の
提
案
が
、
オ
ラ
ン
ダ
錯
誤
法
と
同
じ

よ
う
な
効
果
を
発
揮
で
き
る
か
は
、
な
お
詳
細
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

129

た
だ
し
、
最
判
平
成
二
三
年
（
二
〇
一
一
年
）
四
月
二
二
日
民
集
六
五
巻
三
号
一
四
〇
五
頁
は
、
説
明
義
務
違
反
の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
契
約
締
結
上
の

過
失
責
任
と
し
て
は
、
不
法
行
為
責
任
の
み
が
発
生
す
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
説
明
義
務
違
反
に
基
づ
く
解
除
は
、
認
め

ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

130

内
山
・
前
掲
注
（
108
）
六
〇
頁
以
下
。

131

オ
ラ
ン
ダ
の
よ
う
に
実
質
的
な
不
実
表
示
取
消
し
が
存
在
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
合
意
解
約
の
取
消
し
を
基
礎
づ
け
る
に
は
な
お
十
分
で
な
い
と
考
え
ら

れ
る
と
き
に
は
、
状
況
の
濫
用
を
基
礎
付
け
る
要
素
の
ひ
と
つ
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
が
国
で
も
【
11
】
な
ど
は
そ
の
よ
う

な
観
点
か
ら
再
検
討
さ
れ
て
良
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

132

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
で
は
、R

o
y
a
l B

a
n
k o

f S
co
tla
n
d v

.
E
trid

g
e
(N
o
.
2),

﹇2002

﹈2 A
.C
.
773.

に
お
い
て
、
推
定
さ
れ
た
不
当
威
圧
の
要
件
の
一
つ
と

し
て
、
当
該
取
引
が
「
説
明
を
必
要
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
明
白
な
不
利
益
」
を
も
た
ら
す
取
引
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し

て
い
た
そ
れ
ま
で
の
判
例
を
緩
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
要
求
さ
れ
る
不
利
益
は
、
そ
の
程
度
で
構
わ
な
い
だ
ろ
う
。

133

た
と
え
ば
、
当
該
労
働
者
に
と
っ
て
の
当
該
職
場
や
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
愛
着
の
よ
う
な
主
観
的
利
益
に
つ
い
て
も
考
慮
の
対
象
と
な
る
。
オ
ラ
ン
ダ
法
に

お
け
る
状
況
の
濫
用
に
お
い
て
は
、
主
観
的
損
失
も
濫
用
性
判
断
の
要
素
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

134

ド
イ
ツ
法
に
関
し
て
言
え
ば
、
以
上
の
検
討
は
、
主
と
し
て
学
説
の
見
解
に
依
拠
し
て
お
り
、
連
邦
労
働
裁
判
所
自
身
は
、
ソ
フ
ト
な
退
職
強
要
に
対
し
て

労
働
者
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
判
例
及
び
こ
れ
を
支
持
す
る
学
説
よ
り
も
こ
れ
に
批
判
的
な
学
説
の
ほ
う
が
説
得

的
で
あ
っ
た
し
、
オ
ラ
ン
ダ
に
お
い
て
は
、
上
記
検
討
か
ら
導
か
れ
る
判
断
要
素
は
、
判
例
も
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、
上
記
判
断
要
素
を

受
け
入
れ
る
素
地
が
日
本
法
に
あ
る
か
を
主
と
し
て
法
体
系
に
よ
る
既
存
の
価
値
判
断
に
即
し
て
検
討
し
て
く
が
、
こ
れ
と
は
別
に
労
働
政
策
的
な
考
慮
も
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当
然
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
解
雇
の
自
由
度
と
の
関
係
と
い
っ
た
制
度
的
整
合
性
や
退
職
後
の
再
就
職
の
難
易
度
と
い
っ
た
社
会
経
済
的
な
状
況
が
顧
慮

さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
労
働
経
済
学
等
か
ら
の
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
本
稿
で
は
、
残
念
で
あ
る
が
、
も
っ
ぱ
ら

筆
者
の
能
力
の
都
合
上
断
念
し
て
い
る
。

135

内
山
・
前
掲
注
（
53
）『
藤
岡
古
稀
記
念
』
四
一
九
頁
以
下
。

136

こ
の
点
は
、
最
判
昭
和
五
〇
年
（
一
九
七
五
年
）
二
月
二
五
日
民
集
二
九
巻
二
号
一
四
三
頁
。

137

西
谷
・
前
掲
注
（
126
）
三
七
五
頁
。

138

た
だ
し
、
当
事
者
間
に
信
頼
関
係
を
語
り
う
る
に
し
て
も
、「
当
事
者
が
そ
れ
ぞ
れ
主
体
的
な
人
格
と
し
て
対
立
し
対
抗
し
あ
う
と
こ
ろ
の
、『
権
利
』・『
義

務
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ザ
ッ
ハ
リ
ッ
ヒ
な
関
係
」（
広
中
俊
雄
『
債
権
各
論
講
義
』〔
有
斐
閣
、
第
六
版
、
一
九
九
四
年
〕
二
四
六
頁
以

下
）
に
お
け
る
、
主
体
間
の
信
頼
で
あ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

139

以
上
の
観
点
に
つ
い
て
も
、
内
山
・
前
掲
注
（
53
）『
藤
岡
古
稀
記
念
』
四
一
六
頁
以
下
。

140

平
成
一
二
年
（
二
〇
〇
〇
年
）
法
律
第
六
一
号
。

141

民
法
（
債
権
法
）
改
正
検
討
委
員
会
﹇
編
﹈
前
掲
注
（
42
）
一
五
八
頁
以
下
及
び
内
山
敏
和
「
オ
ラ
ン
ダ
法
に
お
け
る
状
況
の
濫
用
⑴
｜

我
が
国
に
お
け

る
威
圧
型
不
当
勧
誘
論
の
た
め
に
｜

」
本
誌
四
五
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
年
）
四
六
〇
頁
以
下
で
紹
介
し
た
山
本
敬
三
教
授
の
見
解
参
照
。

142

昭
和
五
一
年
（
一
九
七
六
年
）
法
律
第
五
七
号
。

143

こ
の
違
反
に
対
し
て
は
、
主
務
大
臣
が
事
業
者
に
対
し
て
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
く
指
示
す
る
こ
と
が
で
き（
同
法
七
条
）、
顧
客
の
利
益
を
著
し
く
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
業
務
の
停
止
を
命
じ
る
こ
と
が
で
き
る
（
同
法
八
条
）。

144

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
50
）
本
誌
四
六
巻
四
号
七
六
九
頁
以
下
。

145

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
内
山
・
前
掲
注
（
108
）
六
〇
頁
以
下
。

146

内
山
・
前
掲
注
（
108
）
六
一
頁
。

147

た
と
え
ば
、
西
谷
敏
ほ
か
﹇
編
﹈『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル

労
働
基
準
法
・
労
働
契
約
法
』（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
二
〇
号
、
二
〇
一
二
年
）
二
頁

〔
西
谷
敏
執
筆
〕、
西
谷
・
前
掲
注
（
126
）
三
九
七
頁
以
下
。

148

こ
の
点
は
、
特
に
西
谷
・
前
掲
注
（
126
）
三
六
〇
頁
以
下
。

149

こ
こ
で
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
状
況
の
濫
用
を
参
考
に
し
て
そ
の
判
断
構
造
を
示
す
こ
と
に
す
る
。
こ
の
他
に
、S

tep
h
en L

o
ren

z

ら
が
示
し
た
よ
う
な
動
的
シ

ス
テ
ム
論
に
依
拠
す
る
考
え
方
も
存
在
す
る
。
両
者
は
、
説
明
の
仕
方
の
違
い
に
帰
着
す
る
恐
れ
も
あ
る
が
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
検
討
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す
る
こ
と
と
し
た
い
。

150

こ
こ
で
は
、
退
職
強
要
型
の
事
案
（
本
誌
四
八
巻
一
号
五
〇
頁
参
照
）
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
が
、
突
発
辞
表
型
の
事
案
に
つ
い
て
も
、
心
裡
留
保
に
よ
る

解
決
が
で
き
な
い
場
合
に
使
用
者
の
状
況
の
濫
用
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、【
３
】の
原
審
及
び
第
一
審
は
、
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
評
価

し
直
す
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

151

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
排
他
的
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
他
に
こ
れ
ら
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
要
素
が
あ
り
得
る
こ
と
は
、
否
定
し
な
い
。

（
付
記
）
本
稿
の
前
半
部
分
で
あ
る
拙
稿
「
労
働
契
約
の
合
意
解
約
と
『
状
況
の
濫
用
』（
上
）」
本
誌
四
八
巻
一
号
三
九
頁
は
、
ち
ょ
う
ど

一
年
前
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
、
す
で
に
あ
れ
こ
れ
と
書
き
直
し
た
く
な
る
表
現
等
が
散
見
さ
れ
ま
す
が
、
本
文
等
に
お
い
て
訂

正
を
要
す
る
誤
字
脱
字
の
類
が
幾
つ
か
見
つ
か
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
、
訂
正
し
て
お
詫
び
い
た
し
ま
す
。
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第
四
八
巻
第
一
号

正
誤
表

・
四
五
頁
最
終
行

誤
）
…
…
言
い
難
い
裁
判
例
も
多
い
【
14
】、【
16
】。
…
…

正
）
…
…
言
い
難
い
裁
判
例
も
多
い
（【
14
】、【
16
】）。
…
…

・
四
八
頁
一
一
行
目

誤
）
…
…
合
意
解
除
の
適
正
さ
が
…
…

正
）
…
…
合
意
解
約
の
適
正
さ
が
…
…

・
五
〇
頁
一
六
行
目

誤
）
検
討
を
す
る
と
こ
ろ
…
…

正
）
検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
…
…

・
七
一
頁
注
（
53
）
四
行
目

誤
）
…
…
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
祈
念
論
文
集
』
…
…
…

正
）
…
…
藤
岡
康
宏
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』
…
…
…
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