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〔
労
働
法
　
一
三
〕
　
臨
時
工
の
契
約
更
新
拒
否

（
難
臨
鍾
鞭
叢
謙
欄
諜
）

　
【
判
示
事
項
】
　
一
、
臨
時
工
は
所
定
契
約
期
間
満
了
に
よ
り
．
新
契
約
締
結

に
つ
き
如
何
な
る
地
位
を
有
す
る
か
。

　
二
、
臨
時
工
の
所
定
契
約
期
間
満
了
に
よ
る
労
働
関
係
の
終
了
は
解
雇
と
み

る
べ
き
で
は
な
い
．

　
三
、
契
約
更
新
拒
否
に
つ
き
正
当
事
由
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
か
。

　
【
参
照
条
文
】
　
労
働
基
準
法
第
二
〇
条
、
第
一
二
条

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

　
【
事
実
】
　
被
申
請
人
愛
三
工
業
株
式
会
社
は
ト
ヨ
タ
自
動
車
の
下
請
工
場
で

あ
つ
て
、
そ
の
従
業
員
は
職
員
工
員
を
含
め
て
約
六
一
〇
名
あ
り
、
そ
の
う
ち

一
八
○
名
位
が
臨
時
工
で
あ
る
。
会
社
が
臨
時
工
を
採
用
す
る
よ
う
に
な
つ
た

の
は
、
昭
和
三
四
年
五
月
ご
ろ
か
ら
親
会
社
よ
り
の
受
註
が
激
増
し
た
こ
と
が

原
因
で
、
そ
の
後
三
五
年
五
月
下
旬
ご
ろ
再
び
受
註
が
あ
り
、
求
人
時
期
が
学

校
卒
業
期
と
時
期
的
に
ず
れ
て
い
た
の
で
臨
時
工
を
以
て
充
足
す
る
こ
と
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
　
　
　
（
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八
三
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

り
、
毎
月
数
名
な
い
し
数
十
名
を
臨
時
工
と
し
て
新
規
採
用
し
て
い
た
。

　
臨
時
工
の
契
約
期
間
は
敦
れ
も
一
ヵ
月
契
約
と
し
契
約
期
問
が
満
了
し
て
も

さ
ら
に
そ
の
契
約
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
そ
の
二
、
三
日
前
に
会
社

か
ら
新
た
に
一
ヵ
月
の
期
間
に
よ
る
従
前
と
同
一
形
式
の
「
臨
時
工
契
約
書
」

に
署
名
押
印
さ
せ
て
そ
の
都
度
契
約
す
る
形
式
を
と
つ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
仕

事
の
内
容
は
常
用
工
と
さ
し
て
差
が
認
め
ら
れ
な
い
が
、
常
用
工
は
最
初
か
ら

正
式
の
選
抜
試
験
を
経
て
入
社
す
る
の
に
対
し
臨
時
工
は
労
務
課
長
の
権
限
に

よ
つ
て
簡
単
な
面
接
、
社
員
の
紹
介
に
よ
つ
て
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ
と
に
な

つ
て
お
り
、
臨
時
工
か
ら
常
用
工
に
登
用
さ
れ
る
た
め
に
は
ニ
カ
年
程
度
継
続

し
て
就
労
し
、
そ
の
間
成
績
優
秀
で
か
つ
登
用
の
詮
考
に
合
格
し
た
も
の
に
限

ら
れ
、
そ
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
な
く
．
ま
た
．
臨
時
工
の
う
ち
一
ヵ
月
の
雇

用
期
間
の
経
過
に
よ
り
雇
用
関
係
の
終
了
と
な
つ
た
も
の
は
ご
く
少
数
で
、
成

績
不
良
の
老
と
か
本
人
か
ら
の
自
発
的
意
思
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め

ら
れ
る
。

　
本
件
訴
訟
で
申
請
人
は
昭
和
三
五
年
二
月
に
臨
時
工
と
し
て
採
用
さ
れ
そ
の

後
一
ヵ
月
の
期
間
が
経
過
す
る
た
び
に
同
一
内
容
の
契
約
を
更
新
し
六
回
を
数

え
た
が
、
同
年
八
且
一
九
日
に
い
た
り
、
会
社
は
「
業
務
の
都
合
」
か
ら
、
八

月
一
九
日
に
解
雇
予
告
手
当
金
を
支
給
し
て
本
件
雇
用
関
係
を
終
了
さ
せ
る
む

ね
の
意
思
表
示
を
し
た
．

　
こ
れ
に
対
し
申
請
人
は
、
前
記
申
請
人
と
被
申
請
人
と
の
間
の
雇
用
契
約
は
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実
質
に
お
い
て
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
で
あ
り
、
こ
の
間
に
就
業
規
則
違
反

も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
解
雇
は
解
雇
権
の
濫
用
で
あ
る
こ
と
、
た
と
え

雇
用
契
約
に
期
間
の
定
め
が
あ
る
と
し
て
も
契
約
は
更
新
さ
れ
る
も
の
と
し
て

更
新
期
待
権
を
有
し
、
更
新
拒
否
に
は
正
当
事
由
の
存
在
が
必
要
で
あ
る
と
し

て
仮
処
分
の
申
請
を
し
た
の
で
あ
る
．

　
【
判
旨
】
　
一
、
「
被
申
請
会
社
に
お
け
る
臨
時
工
は
一
ケ
月
の
期
間
の
定
め

を
も
つ
て
雇
傭
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
多
数
の
老
は
一
ヶ
月
の
期
間

満
了
に
よ
り
直
ち
に
は
被
申
請
会
社
と
の
雇
傭
関
係
が
終
了
と
な
る
も
の
で
な

く
し
て
特
別
の
事
情
の
な
い
限
り
相
当
多
数
回
に
亙
り
同
一
の
契
約
条
件
期
間

を
も
つ
て
契
約
の
更
新
さ
れ
て
い
る
事
実
、
申
請
人
に
お
い
て
も
臨
時
工
と
し

て
前
後
六
回
に
わ
た
り
そ
の
都
度
同
一
内
容
の
条
件
で
契
約
を
締
結
し
て
来
た

事
実
を
鑑
み
る
と
き
は
申
請
人
と
被
申
請
会
社
と
の
雇
傭
関
係
は
一
ヶ
月
の
期

間
の
満
了
に
よ
つ
て
何
ら
の
意
思
表
示
も
要
せ
ず
当
然
に
終
了
す
る
も
の
と
は

解
し
難
く
、
被
申
請
人
と
の
間
に
同
一
条
件
を
以
て
、
更
に
契
約
を
更
新
で
き

る
旨
の
具
体
的
期
待
権
が
存
在
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
右
期
待
権
は
予
め
期

間
満
了
に
先
ぎ
立
ち
被
申
請
人
か
ら
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る
旨
の
意
思
表
示

が
為
さ
れ
な
い
限
り
は
そ
の
後
も
引
続
き
同
一
条
件
を
以
て
継
続
さ
れ
て
ゆ
く

性
質
の
も
の
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
右
の
如
く
更
新
さ
れ
た
契
約
は
あ
く
迄
従
前
の
契
約
と
同

一
内
容
で
あ
り
、
本
件
の
場
合
に
お
い
て
は
一
ヶ
月
の
確
定
期
間
を
有
す
る
も



の
で
、
期
間
の
定
め
の
な
い
も
の
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
．
之
は
被
申
請

会
社
に
お
け
る
臨
時
工
の
性
質
が
そ
の
業
種
か
ら
み
て
一
時
的
な
労
働
力
の
不

足
を
補
う
た
め
に
雇
傭
さ
れ
る
性
格
を
有
し
一
定
期
間
通
常
の
勤
務
状
態
を
継

続
す
れ
ば
将
来
詮
考
を
経
て
本
工
に
採
用
す
る
旨
の
明
示
又
は
黙
示
の
意
思
が

契
約
全
般
か
ら
当
然
に
看
取
で
き
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
」
な
い
．

　
二
、
臨
時
工
契
約
が
「
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
に
法
的
に
変
化
す
る
た
め

に
は
、
業
務
の
具
体
的
事
情
、
必
要
に
よ
つ
て
更
新
さ
れ
る
の
で
は
な
く
使
用

者
が
解
雇
予
告
の
手
続
を
免
れ
る
た
め
と
か
、
或
い
は
解
雇
の
際
の
正
当
な
解

雇
事
由
の
主
張
立
証
の
煩
を
の
が
れ
る
た
め
形
式
的
に
短
期
間
の
契
約
の
更
新

を
反
覆
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
で
、
法
の
保
護
せ
ん
と
す
る
労
働
者
の
権
利
を

侵
害
す
る
よ
う
な
『
脱
法
の
意
図
』
の
存
在
が
、
必
要
で
あ
る
と
解
さ
れ
る

が
、
本
件
に
お
い
て
は
被
申
請
会
社
に
そ
の
よ
う
な
脱
法
の
意
図
の
あ
つ
た
旨

の
主
張
も
疎
明
も
な
い
の
で
、
結
局
被
申
請
人
の
申
請
人
に
対
し
て
為
し
た
労

働
関
係
を
終
了
さ
せ
る
旨
の
意
思
表
示
は
、
之
を
解
雇
の
意
思
表
示
と
見
る
べ

き
で
は
な
く
、
単
に
従
前
な
さ
れ
て
来
た
臨
時
工
契
約
の
更
新
を
拒
絶
す
る
旨

の
意
思
表
示
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
」

　
三
、
「
同
一
内
容
の
雇
傭
契
約
が
反
覆
し
て
継
続
更
新
さ
れ
た
場
合
に
は
更

新
拒
絶
の
意
思
表
示
が
為
さ
れ
な
い
限
り
．
更
に
同
一
内
容
の
契
約
が
締
結
さ

れ
た
も
の
と
看
倣
さ
れ
る
と
謂
う
に
止
ま
り
、
本
件
の
如
く
事
前
に
更
新
拒
絶

の
意
思
表
示
が
明
白
に
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
が
権
利
の
濫
用
を
も
つ
て

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

目
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
、
更
新
拒
絶
に
対
し
正
当
事
由
の
存
在
迄
必
要
と

す
る
も
の
と
は
解
さ
れ
な
い
。
右
の
よ
う
に
考
え
て
も
単
に
労
働
基
準
法
第
二

一
条
に
よ
り
第
二
〇
条
の
適
用
が
あ
り
予
告
手
当
の
支
払
が
必
要
と
さ
れ
る
に

す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
疎
明
に
よ
れ
ば
被
申
請
会
社
は
申
請
人
に
対
し
平
均
賃
金

の
一
ヶ
月
分
を
支
給
し
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
何
ら
の
手
続
上
の
暇

疵
は
な
い
も
の
と
言
う
べ
く
、
な
お
、
申
請
人
に
対
す
る
本
件
更
新
拒
絶
を
権

利
の
濫
用
と
な
す
べ
き
事
実
も
認
め
ら
れ
な
い
。
」

　
【
評
釈
】
　
事
実
関
係
に
明
ら
か
で
な
い
点
が
あ
る
た
め
、
判
旨
の
示
す
結
論

に
賛
成
と
も
、
反
対
と
も
い
え
な
い
が
、
そ
の
理
論
構
成
は
検
討
を
必
要
と
す

る
。　

一
、
本
判
決
は
、
一
ヶ
月
の
契
約
期
間
を
も
つ
て
六
回
に
わ
た
り
同
一
条
件

で
契
約
を
更
新
し
て
き
た
場
合
に
は
、
申
請
人
は
「
契
約
を
更
新
で
き
る
旨
の

具
体
的
期
待
権
」
を
有
し
、
「
右
期
待
権
は
予
め
被
申
請
人
か
ら
契
約
の
更
新

拒
絶
」
の
「
意
思
表
示
が
為
さ
れ
な
い
限
り
は
、
そ
の
後
も
引
続
き
同
一
条
件

を
も
つ
て
継
続
さ
れ
て
ゆ
く
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
解
」
し
て
い
る
．
こ
の
点

は
、
本
件
申
請
人
の
地
位
に
つ
き
被
申
請
会
社
に
お
け
る
臨
時
工
の
使
用
関
係

の
実
態
に
着
目
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
正
当

な
態
度
で
あ
る
と
考
え
る
．
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
に
し
て
更
新
さ
れ
た
契
約

は
依
然
と
し
て
「
一
ヶ
月
の
確
定
期
間
を
有
す
る
も
の
で
期
間
の
定
め
の
な
い
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判
　
例
研
究

も
の
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
の
は
疑
問
で
あ
る
ひ

　
そ
も
そ
も
短
期
の
臨
時
工
契
約
が
反
覆
更
新
さ
れ
る
場
合
に
、
当
該
契
約
の

期
間
は
こ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
判
例
は

対
立
し
た
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
期
間
の
定
め
な
き
契
約
と
な
る
と
す

る
も
の
に
大
阪
地
方
裁
判
所
、
昭
和
一
一
年
九
月
一
七
日
の
戸
畑
鋳
物
木
津
川

工
場
事
件
が
あ
る
．
同
地
裁
は
、
「
其
ノ
従
事
セ
ル
作
業
力
本
体
作
業
ナ
ル
コ
ト

ノ
ミ
ヲ
理
由
ト
シ
テ
直
二
本
工
ナ
リ
ト
為
ス
ハ
理
由
二
乏
シ
キ
モ
ノ
ト
謂
ハ
サ

ル
ヘ
カ
ラ
ス
斯
ノ
如
キ
次
第
ニ
テ
被
控
訴
人
力
当
初
所
謂
臨
時
人
夫
ト
シ
テ
雇

ハ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
疑
ナ
キ
ト
コ
ロ
ナ
レ
ト
モ
之
ヲ
以
テ
直
二
被
控
訴
人
力
最
後

迄
絶
対
二
本
工
タ
ル
コ
ト
ナ
キ
モ
ノ
ト
即
断
ス
ヘ
カ
ラ
ス
等
シ
ク
臨
時
人
夫
ト

謂
フ
モ
予
メ
一
定
ノ
期
間
ヲ
定
メ
テ
傭
入
レ
ラ
ル
ル
者
ア
リ
一
定
作
業
ノ
完
了

ヲ
解
除
条
件
ト
シ
テ
傭
入
レ
ラ
ル
ル
者
モ
ア
ル
ヘ
シ
後
者
ノ
如
キ
ハ
其
従
事
ス

ル
作
業
力
工
場
ノ
本
体
作
業
ニ
シ
テ
而
モ
相
当
期
間
ヲ
経
ル
ト
キ
ハ
臨
時
ノ
意

義
著
シ
ク
稀
薄
ト
ナ
リ
何
等
本
工
ト
択
フ
ト
コ
・
ナ
キ
ニ
至
ル
ヘ
ク
然
ル
ト
キ

ハ
名
ハ
臨
時
工
ナ
ル
モ
其
ノ
本
質
ハ
本
工
二
変
シ
タ
ル
モ
ノ
ト
謂
フ
ヘ
ク
特
二

解
雇
手
当
其
他
ノ
福
利
施
設
ノ
享
受
二
付
イ
テ
ハ
之
二
本
工
ト
同
様
ノ
待
遇
ヲ

与
フ
ル
コ
ト
ヲ
相
当
ト
ス
」
と
述
べ
、
「
被
控
訴
人
ハ
当
初
期
間
ヲ
一
週
間
ト
シ

テ
雇
ハ
レ
其
期
間
満
了
ス
ル
ニ
及
ヒ
逐
次
期
間
ヲ
改
メ
テ
雇
傭
ヲ
反
覆
シ
タ
ル

モ
ノ
ニ
シ
テ
期
間
ノ
定
ア
ル
雇
傭
契
約
ナ
ル
カ
如
シ
ト
難
モ
期
間
ノ
定
ナ
キ
モ

ノ
ニ
シ
テ
仮
令
外
形
的
二
期
間
ヲ
定
ム
ル
モ
必
要
ノ
存
ス
ル
限
リ
雇
傭
ヲ
反
覆
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継
続
シ
之
ヲ
断
絶
ス
ル
ニ
ハ
特
別
ノ
意
思
表
示
ヲ
要
ス
ル
事
実
ヲ
認
メ
得
ヘ
キ

ヲ
以
テ
其
ノ
期
間
ヲ
定
メ
タ
ル
ハ
一
片
ノ
形
式
二
過
キ
ス
シ
テ
其
ノ
実
ハ
当
初

ヨ
リ
期
間
ノ
定
ナ
カ
リ
シ
モ
ノ
ト
為
ス
ヲ
相
当
」
と
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
、

依
然
と
し
て
期
間
の
定
め
あ
る
契
約
と
し
て
と
ど
ま
る
と
み
る
立
場
に
、
東
京

地
方
裁
判
所
、
昭
和
二
七
年
一
二
月
一
五
日
の
東
京
オ
！
チ
ス
エ
レ
ベ
ー
タ
i

事
件
、
お
よ
び
横
浜
地
方
裁
判
所
、
昭
和
二
九
年
七
月
一
三
日
の
新
日
本
飛
行

機
事
件
が
あ
る
．
東
京
地
裁
に
よ
れ
ぽ
、
ニ
ヵ
月
の
期
間
を
定
め
て
労
働
契
約

を
締
結
し
た
臨
時
工
が
、
す
で
に
こ
れ
を
数
回
に
わ
た
つ
て
更
新
し
て
い
る
と

き
は
当
事
者
間
に
は
「
予
め
更
新
拒
絶
の
意
思
表
示
を
す
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
当

然
更
新
さ
れ
る
筈
の
確
定
期
間
二
ヶ
月
の
雇
傭
契
約
が
存
し
た
も
の
と
な
さ
ざ

る
を
得
な
い
」
。
ま
た
横
浜
地
裁
に
よ
れ
ば
、
期
間
の
定
め
あ
る
契
約
が
繰
り
返

し
更
新
さ
れ
て
「
来
た
と
し
て
も
期
間
の
定
め
の
な
い
契
約
と
見
る
こ
と
は
で

き
」
ず
、
「
期
間
満
了
に
よ
つ
て
（
当
事
者
の
）
雇
傭
関
係
は
一
切
終
了
し
た
も

の
と
認
め
」
ら
れ
る
。
お
よ
そ
臨
時
工
使
用
の
実
態
に
即
応
し
て
判
断
す
る
か

ぎ
り
大
阪
地
裁
の
説
く
と
こ
ろ
が
妥
当
で
あ
り
、
東
京
地
裁
お
よ
び
横
浜
地
裁

の
態
度
は
、
臨
時
工
契
約
の
文
言
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。　

い
ま
、
自
動
車
産
業
に
お
け
る
臨
時
工
の
実
態
に
つ
き
最
近
わ
れ
わ
れ
が
行

つ
た
調
査
に
も
と
づ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
臨
時
工
は
、
一
般
的
に
は
、
相
互

に
表
裏
を
な
し
て
進
行
し
て
い
る
技
術
革
新
と
経
済
成
長
の
結
果
、
景
気
変
動



の
不
可
避
性
を
媒
介
と
し
て
急
激
に
増
加
し
て
い
る
．
こ
れ
に
よ
り
臨
時
工
の

雇
用
は
形
式
的
に
は
依
然
と
し
て
短
期
契
約
で
あ
る
が
、
使
用
者
が
臨
時
工
の

成
績
不
良
等
の
た
め
に
契
約
を
更
新
し
な
い
か
、
臨
時
工
が
自
発
的
に
次
期
契

約
を
締
結
し
な
い
か
の
い
ず
れ
か
を
の
ぞ
け
ば
、
従
来
に
も
ま
し
て
継
続
雇
用

の
傾
向
が
強
ま
つ
て
い
る
．
こ
の
た
め
臨
時
工
は
契
約
の
更
新
を
当
然
の
こ
と

と
し
て
期
待
す
る
．
（
他
方
、
使
用
者
も
同
様
で
あ
つ
て
、
臨
時
工
に
つ
き
定
期
昇

給
を
認
め
る
事
例
の
多
い
こ
と
が
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
）
こ

れ
ら
の
点
か
ら
、
実
質
的
に
は
期
間
の
定
め
な
き
契
約
が
存
在
す
る
と
解
せ
ざ

る
を
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
次
に
、
こ
の
点
に
関
す
る
西
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
学
説
・
判

例
に
ふ
れ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
西
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
労
働
契
約
に
期
間
を
設

定
す
る
こ
と
は
、
B
G
B
第
六
二
〇
条
に
よ
つ
て
許
さ
れ
る
が
、
濫
用
が
あ
つ

て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
．
し
か
る
に
、
か
か
る
濫
用
は
い
わ
ゆ
る
連
鎖
契
約

（
囚
。
ぎ
薯
①
葺
品
）
の
形
態
を
と
つ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
．
こ
こ

に
連
鎖
契
約
と
は
短
期
労
働
契
約
が
確
定
期
間
つ
き
で
反
覆
更
新
さ
れ
る
場
合

を
い
い
、
次
期
確
定
期
間
つ
き
契
約
が
締
結
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
期
間
の
満
了

に
よ
り
、
解
約
申
入
れ
を
要
せ
ず
し
て
労
働
関
係
は
終
了
す
る
。
こ
れ
に
よ
つ

て
労
働
者
は
解
雇
保
護
の
利
益
を
失
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
期
間
の
制
限
を
設

け
る
特
別
の
経
済
的
も
し
く
は
社
会
的
根
拠
が
存
在
し
な
い
か
ぎ
り
、
使
用
者

は
保
護
義
務
（
害
琶
夷
8
穿
琶
違
反
と
さ
れ
る
。
保
護
義
務
違
反
は
積
極
的
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契
約
違
反
と
し
て
損
害
賠
償
責
任
に
問
わ
れ
る
結
果
、
使
用
者
は
あ
た
か
も
労

働
者
と
期
間
の
定
め
な
き
契
約
を
締
結
し
た
か
の
よ
う
に
契
約
を
更
新
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
短
期
労
働
契
約
の
反
覆
更
新
を
正
当
化
す
る
根
拠

と
し
て
景
気
が
後
退
し
．
必
要
的
労
働
量
が
減
少
す
る
か
も
知
れ
な
い
こ
と
を

あ
げ
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
る
．
か
よ
う
な
危
険
は
資
本
主
義
社
会
に
お
い

て
は
使
用
者
が
負
担
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
賠
塊
師
肱
聴
講
諦
答
軸
嬉
酵

ゆ
．
蹄
、
鞭
雛
勉
齢
聾
幽
醜
雛
論
櫨
議
馨
纂
窟
難
繋
嘩
￥
次
に
フ

ラ
ン
ス
に
お
け
る
学
説
・
判
例
は
、
期
間
の
定
め
あ
る
労
働
契
約
は
そ
の
反
覆

更
新
に
明
確
な
時
間
的
制
限
が
あ
り
、
か
つ
解
雇
予
告
の
法
規
を
脱
法
し
よ
う

と
す
る
意
図
を
含
ま
な
い
場
合
に
の
み
、
本
来
の
有
期
契
約
と
し
て
認
め
る
。

そ
れ
ゆ
え
明
確
な
終
期
を
定
め
る
こ
と
な
く
反
覆
更
新
さ
れ
る
と
き
に
は
、
ほ

と
ん
ど
期
間
の
定
め
な
き
契
約
と
し
て
取
扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
（
帥
即
鞠
。
，

輩
自
鑓
信
驚
露
．
難
離
誹
￥

　
要
す
る
に
、
例
外
的
な
場
合
を
除
け
ば
、
臨
時
工
契
約
に
お
け
る
反
覆
更
新

は
、
使
用
者
に
よ
る
臨
時
工
の
解
雇
を
容
易
な
ら
し
め
よ
う
と
す
る
も
の
と
み

る
ほ
か
な
い
．
し
た
が
つ
て
労
働
基
準
法
第
二
〇
条
の
解
雇
予
告
に
つ
い
て
の

脱
法
の
意
図
の
有
無
に
拘
ら
ず
、
反
覆
更
新
さ
れ
る
臨
時
工
契
約
は
、
期
間
の

定
め
な
き
労
働
契
約
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
本
判
決
の
「
期
間
性
」
の
と
ら
え
方
は
妥

当
で
な
い
。
す
な
わ
ち
、
本
件
に
お
い
て
裁
判
所
は
期
間
の
定
め
あ
る
契
約
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
　
　
　
（
六
八
七
）
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し
て
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
理
由
と
し
て
．
ま
ず
被
申
請
会
社
に
お
け
る
臨
時

工
が
「
そ
の
業
種
か
ら
み
て
一
時
的
な
労
働
力
の
不
足
を
補
う
た
め
に
雇
傭
さ

れ
る
性
格
を
有
し
」
、
常
用
工
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
が
契
約
全
般
か
ら
み
て
看

取
で
き
な
い
こ
と
を
あ
げ
る
。
け
れ
ど
も
、
裁
判
所
が
認
定
し
た
事
実
に
よ
れ

ぽ
、
臨
時
工
の
大
量
雇
用
は
昭
和
三
四
年
五
月
お
よ
び
三
五
年
五
月
ご
ろ
か
ら

の
（
一
般
的
に
は
い
わ
ゆ
る
技
術
革
新
と
経
済
成
長
下
に
お
け
る
）
受
註
激
増
の
た

め
で
あ
り
、
臨
時
工
の
大
部
分
は
期
間
満
了
に
も
拘
ら
ず
「
特
別
の
事
情
の
な

い
限
り
相
当
多
数
回
に
亙
り
同
一
の
契
約
条
件
期
間
を
も
つ
て
契
約
」
が
更
新

さ
れ
、
「
申
請
人
に
お
い
て
も
臨
時
工
と
し
て
前
後
六
回
に
わ
た
り
そ
の
都
度

同
一
内
容
の
条
件
で
契
約
を
締
結
し
て
来
た
」
の
で
あ
る
か
ら
、
一
時
的
な
労

働
力
不
足
を
補
う
た
め
の
雇
用
と
は
到
底
い
え
な
い
。
ま
た
か
り
に
一
時
的
な

も
の
と
い
い
え
た
と
し
て
も
そ
の
作
業
の
性
質
か
ら
終
期
を
明
確
に
定
め
う
る

も
の
で
は
な
い
。
（
さ
ら
に
、
申
請
人
は
継
続
雇
用
の
う
ち
に
「
契
約
更
新
の
具
体

的
期
待
権
」
を
有
す
る
に
至
つ
て
い
る
。
）
と
す
る
な
ら
ぽ
、
本
件
臨
時
工
契
約

は
、
い
わ
ゆ
る
「
連
鎖
契
約
」
と
し
て
、
期
間
の
定
め
な
き
契
約
で
あ
る
と
み

る
の
が
正
し
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
ま
た
本
件
臨
時
工
契
約
の
内
容
か
ら
し

て
常
用
工
登
用
が
予
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
理
由
と
す
る
の
は
あ
ま
り
に
形

式
に
と
ら
わ
れ
す
ぎ
て
お
り
、
企
業
経
営
に
お
け
る
臨
時
工
制
度
利
用
の
本
質

に
着
眼
し
な
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
二
、
以
上
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
本
判
決
が
、
右

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
　
　
　
（
六
八
八
）

の
ご
と
き
臨
時
工
契
約
が
期
間
の
定
め
な
き
契
約
に
法
的
に
変
化
す
る
た
め
の

条
件
と
し
て
使
用
者
に
「
脱
法
の
意
図
」
あ
る
こ
と
を
あ
げ
る
の
は
、
反
覆
更

新
さ
れ
た
臨
時
工
契
約
を
連
鎖
契
約
と
し
て
把
握
し
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
で

あ
る
か
ら
妥
当
で
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
点
は
従
来
の
判
例
に
み
ら
れ
な
い
特

異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
記
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
い
ま
か

り
に
脱
法
の
意
図
が
必
要
だ
と
解
し
よ
う
。
本
件
に
お
い
て
は
、
す
で
に
述
べ

た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
申
請
人
に
つ
き
短
期
契
約
を
反
覆
更
新
す
る

こ
と
は
何
ら
合
理
的
根
拠
を
有
す
る
も
の
で
な
く
、
結
局
解
雇
の
容
易
性
を
合

法
的
に
確
保
す
る
た
め
に
と
ら
れ
た
も
の
と
解
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら

（
解
雇
予
告
等
に
つ
い
て
は
、
予
告
手
当
が
支
給
さ
れ
て
い
る
か
ら
問
題
な
い
）
、
そ

の
不
当
な
こ
と
ほ
い
う
ま
で
も
な
く
、
ひ
ろ
い
意
味
に
お
い
て
脱
法
的
行
為
で

あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
脱
法
の
意
図
の
あ
つ
た
旨
の
主
張

も
疎
明
も
な
い
が
）
．
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
件
臨
時
工
契
約
は
期
間
の
定
め
な
き

契
約
と
し
て
把
握
す
る
の
が
正
当
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
更
新
拒
否
の
意
思
表

示
は
解
雇
と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
．

　
ま
た
、
就
業
規
則
が
常
用
工
に
つ
い
て
の
み
存
在
し
、
臨
時
工
に
つ
き
存
在

し
な
い
場
合
に
は
、
労
働
条
件
に
つ
き
臨
時
工
を
常
用
工
と
差
別
し
て
処
遇
す

べ
き
実
質
的
理
由
は
な
い
か
ら
、
常
用
工
の
就
業
規
則
を
臨
時
工
に
準
用
し
、

そ
の
地
位
の
安
定
を
図
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
（
源
尽
馳
肪
識
糊

麟
き
刊
r
揮
郭
側
釦
黙
油
）
、
本
件
に
お
い
て
は
、
就
業
規
則
が
常
用
工
に
つ
い
て
の



み
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
申
請
人
の
解
雇
に
つ
い
て
常
用
工
の
就
業
規
則

に
規
定
す
る
解
雇
事
由
に
該
当
す
る
か
否
か
の
問
題
を
め
ぐ
つ
て
論
究
し
な
け

れ
ぽ
な
ら
な
い
．
裁
判
所
は
、
本
件
更
新
拒
否
の
意
思
表
示
を
解
雇
と
し
て
把

握
し
な
い
こ
と
も
あ
つ
て
こ
の
点
を
問
題
と
し
な
い
が
、
当
事
者
の
主
張
に
よ

れ
ば
次
の
と
お
り
で
あ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
申
請
人
は
「
家

庭
調
査
の
結
果
、
会
社
の
都
合
に
よ
り
」
と
の
理
由
で
解
雇
さ
れ
た
と
い
い
、

従
業
員
（
”
常
用
工
）
就
業
規
則
第
一
一
条
の
解
雇
事
由
に
該
当
す
る
も
の
が

な
い
と
主
張
す
る
．
こ
れ
に
対
し
、
被
申
請
会
社
は
上
司
に
対
し
反
抗
的
で
あ

り
、
他
の
同
僚
と
も
折
合
が
悪
い
か
ら
、
就
業
規
則
第
一
一
条
第
四
号
所
定
の

「
会
社
に
協
力
の
熱
意
の
な
い
者
」
に
該
当
す
る
と
主
張
す
る
。

　
三
、
以
上
に
よ
り
、
判
旨
第
三
点
は
も
は
や
深
く
論
ず
る
必
要
が
な
い
で
あ

ろ
う
．
い
ま
か
り
に
被
申
請
会
社
が
申
請
人
に
対
し
て
な
し
た
労
働
関
係
終
了

の
意
思
表
示
を
解
雇
と
し
て
理
解
せ
ず
、
単
に
従
前
な
さ
れ
て
き
た
臨
時
工
契

約
の
更
新
を
拒
否
す
る
旨
の
意
思
表
示
と
し
て
把
握
す
る
に
し
て
も
、
な
お
そ

こ
に
は
解
雇
を
め
ぐ
る
諸
法
理
が
準
用
さ
れ
、
「
正
当
事
由
」
を
必
要
と
す
る
と

解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
権
利
濫
用
と
か
正
当
事
由
の
有
無
は
予

告
手
当
支
給
の
間
題
（
労
基
法
二
〇
条
、
二
一
条
参
照
）
に
つ
き
る
わ
け
で
は
な

い
．
被
申
請
会
社
の
更
新
拒
否
の
理
由
が
社
会
的
に
妥
当
と
さ
れ
る
か
否
か
を

具
体
的
に
判
断
す
べ
き
で
あ
つ
た
。
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