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〔
労
働
法

二

O
〕

使
用
者
の
言
論
の
自
由
・

企
業
内
教
育
と
不
当
労
働
行
為

〔
事
実〕

こ
の
命
令
は、

勤
労
資
料
と
い
わ
れ
る
社
内
報
の
配
布、

い
わ
ゆ

る
藤
原
学
級
と
い
わ
れ
る
企
業
内
教
育、

親
睦
団
体
の
結
成、

支
部
役
員
選
挙

な
ど
に
お
け
る
使
用
者
の
支
配
介
入
に
対
す
る
判
断
を
中
心
と
し、

加
え
て
組

合
支
部
長
に
対
す
る
不
利
益
取
扱
を
判
断
し
て
い
る。

地
方
労
働
委
員
会
の
命

令
と
は
い
い
な
が
ら、

こ
の
命
令
は、

か
な
り
多
く
の
問
題
を
ふ
く
み、

か
っ

使
用
者
の
言
論
の
自
由、

労
働
組
合
と
政
党
活
動
な
ど
の
問
題
に
も
言
及
し
て

い
る
の
で、

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た。

使
用
者
で
あ
る
三
菱
製
紙
株
式
会
社
は、

従
業
員
三
七
O
O
名
を
擁
す
る
製

紙
会
社
で
、

全
国
に
四
工
場
を
も
っ
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
三
菱
製
紙
労
働
組

合
（
申
立
人）

は、

従
業
員
三
五
O
O
名
を
も
っ
て
組
織
さ
れ
て
お
り、

全
国

紙
パ
ル
プ
産
業
労
働
組
合
連
合
会
に
加
盟
し
て
お
り、

各
工
場
に
支
部
を
も
っ

牢寸

研

究

｛列

〆’4・－、、
昭昭大三
和和阪菱
四三地製
O九労紙
年（委事
八不命｛牛
月 ）令
三第
一四

日二
命号
令

、

て
い
る。

こ
の
事
件
は、

右
工
場
の
う
ち
浪
速
工
場
に
お
い
て
発
生
し、

工
場

従
業
員
三
二
O
名
中、

約
二
九
O
名
が
加
入
し
て
い
る
浪
速
支
部
で
お
き
た
も

の
で
あ
り、

そ
の
事
件
の
内
容
は、

つ

ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る。

一
、

勤
労
資
料
の
配
布

使
用
者
は、

昭
和
三
七
年
の
春
闘
期
間
中
で
あ
る

四
月
三
日
か
ら
五
月
三
日
ま
で
の
問、

八
回
に
わ
た
っ
て、

大
要
つ

ぎ
の
よ
う

な
勤
労
資
料
と
題
す
る

印
刷
物
を

配
布
し
た．

「
：
：
：
紙
パ

労
連
の
考
え
方
は

果
し
て
労
働
者
の
味
方
か。

紙
パ

労
連
は、

皆
さ
ん
か
ら
会
費
を
と
っ
て
も
賃

金
を
く
れ
な
い。

賃
金
を
払
う
の
は
会
社
だ。

事
態
を
直
視
し
て
勇
気
あ
る
判

断
を
す
べ

き
と
き
で
は
な
い
か
。」

「
経
営
者
と
労
働
者
と
は、

そ
の
利
害
が
相

反
す
る
等
の

組
合
機
関
紙
掲
載
の

見
解
は、

非
常
に
危
険
な

極
左
思
想
だ。」

「
当
社
の
組
合
の
ビ
ラ
は、

随
分
え
げ
つ
な
い
記
事
が
ふ
え
て
い
る
が、

そ
の

八
五

（

八
五
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

原
因
を
一
言
で
い
う
と
共
産
主
張
の
影
響
だ
。
」
「
紙
パ
労
連
は
、
総
評
の
反
主

流
派
の
代
表
と
し
て
共
産
党
を
支
持
政
党
に
含
め
る
こ
と
を
修
正
提
案
し
、
三

菱
労
組
も
こ
れ
を
支
持
し
た
．
こ
れ
は
大
変
な
こ
と
だ
。
こ
れ
は
組
合
員
の
皆

さ
ん
の
本
意
だ
ろ
う
か
。
巧
言
と
陰
謀
に
乗
ぜ
ら
れ
、
利
用
さ
れ
る
の
は
最
も

お
ろ
か
な
道
だ
。
」
右
の
ほ
か
、
紙
パ
労
連
、
共
産
党
な
い
し
共
産
主
義
思
想
を

非
難
攻
撃
す
る
文
言
が
、
多
く
掲
載
さ
れ
た
。

　
二
、
「
若
年
労
働
者
指
導
管
理
職
講
習
会
」
（
い
わ
ゆ
る
藤
原
学
級
）
使
用
者

は
、
昭
和
三
九
年
一
月
八
、
九
両
日
を
第
一
回
と
し
て
そ
の
後
数
回
に
わ
た

り
、
各
工
場
の
職
長
、
組
長
ク
ラ
ス
の
従
業
員
（
大
部
分
は
組
合
員
）
お
の
お

の
数
十
名
を
集
め
て
右
講
習
会
を
実
施
し
た
．
こ
の
講
習
会
は
、
会
社
業
務
の

一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
、
講
義
内
容
は
、
共
産
党
、
民
青
の
実
態
、
総
評
の
運

動
方
針
な
ど
を
批
判
分
析
し
、
組
合
運
動
の
あ
り
方
を
講
述
す
る
も
の
で
あ
つ

た
。　

三
、
親
睦
団
体
「
は
げ
み
会
」
の
結
成
　
使
用
者
は
、
職
長
七
、
八
名
と
は

か
り
、
組
合
批
判
グ
ル
；
プ
を
結
成
さ
せ
、
そ
の
会
合
費
は
、
全
部
会
社
が
も

ち
、
そ
の
会
員
は
、
事
件
当
時
な
お
組
合
員
で
あ
り
、
そ
の
数
は
、
五
〇
な
い

し
六
〇
名
で
あ
る
。

　
四
、
支
部
役
員
選
挙
　
昭
和
三
九
年
八
月
に
行
な
わ
れ
た
浪
速
支
部
役
員
選

挙
に
お
い
て
、
N
支
部
長
は
、
連
続
四
期
支
部
長
に
当
選
し
た
。
し
か
し
右
選

挙
に
お
い
て
、
浪
速
工
場
次
長
は
、
「
は
げ
み
会
」
幹
部
の
M
に
つ
い
て
、
「
M

と
い
う
男
は
非
常
に
面
白
い
男
だ
か
ら
、
あ
れ
を
一
度
支
部
長
に
し
た
ら
ど
う

か
」
と
各
職
場
を
ま
わ
つ
て
組
合
員
に
伝
え
た
．

　
五
、
支
部
長
に
対
す
る
使
用
老
の
発
言
と
配
置
転
換
　
支
部
長
N
は
、
勤
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
六
　
　
　
（
八
六
）

課
長
、
総
務
課
長
な
ど
と
席
を
と
も
に
し
、
酒
食
を
提
供
さ
れ
な
が
ら
、
十
数

回
に
わ
た
つ
て
そ
の
誘
い
に
応
じ
、
労
働
組
合
運
動
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の

会
社
の
要
望
を
聞
か
さ
れ
た
。
ま
た
N
支
部
長
は
、
昭
和
三
九
年
の
支
部
長
選

挙
直
前
、
休
日
労
働
、
時
間
外
労
働
な
ど
が
ほ
と
ん
ど
行
な
わ
れ
な
い
閑
職
に

配
置
か
え
さ
れ
、
実
質
的
に
賃
金
が
低
下
し
た
。

　
〔
判
旨
〕

　
一
、
勤
労
資
料
の
配
布
　
　
「
こ
の
よ
う
な
組
合
の
組
織
や
内
部
運
営
に
関
す

る
問
題
は
、
本
来
組
合
自
身
が
自
主
的
に
決
定
す
べ
き
組
合
自
治
の
領
域
に
属

す
る
問
題
で
あ
つ
て
、
使
用
老
が
介
入
で
ぎ
な
い
性
質
を
も
つ
。
…
…
し
か
も

組
合
活
動
が
活
発
化
し
て
き
た
こ
と
に
対
応
し
て
、
系
統
的
集
中
的
に
発
行
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
記
載
内
容
と
併
せ
て
判
断
す
れ
ば
、
も
は

や
使
用
者
の
言
論
の
自
由
の
枠
を
こ
え
、
組
合
運
営
に
対
す
る
支
配
介
入
に
あ

た
る
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
」

　
二
、
若
年
労
働
者
指
導
管
理
職
講
習
会
　
　
「
組
合
員
た
る
従
業
員
に
対
し
組

合
問
題
に
関
す
る
教
育
を
使
用
者
の
手
で
行
な
う
こ
と
は
、
そ
の
権
限
の
範
囲

を
こ
え
る
も
の
で
あ
つ
て
、
従
業
員
が
そ
の
自
由
な
意
思
に
も
と
づ
い
て
、
組

合
を
選
択
し
、
組
合
運
営
に
参
加
す
る
こ
と
を
保
障
す
る
と
い
う
団
結
権
の
内

容
に
、
不
当
な
制
約
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
」

　
三
、
親
睦
団
体
「
は
げ
み
会
」
の
結
成
　
　
「
は
げ
み
会
は
、
前
記
認
定
ど
お

り
、
会
社
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
指
示
お
よ
び
援
助
に
よ
つ
て
結
成
さ
れ
た
も

の
と
判
断
さ
れ
る
。
」
と
し
、
「
結
成
後
も
会
社
の
援
助
の
も
と
に
会
社
の
意
を

う
け
て
申
立
人
組
合
、
こ
と
に
そ
の
浪
速
支
部
を
弱
体
化
す
る
た
め
に
活
動
し



て
ぎ
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
つ
て
、
使
用
者
が
こ
の
よ
5
な

組
含
批
判
グ
ル
ー
プ
の
結
成
を
指
示
し
、
結
成
後
も
こ
れ
に
対
し
て
種
々
の
便

宜
を
あ
た
え
る
こ
と
は
、
組
合
運
営
に
対
す
る
支
配
介
入
行
為
に
あ
た
る
。
」

　
四
、
支
部
役
員
選
挙
　
　
「
支
部
役
員
選
挙
に
際
し
て
の
使
用
者
側
の
言
動

も
、
組
合
自
治
に
対
す
る
干
渉
で
あ
り
、
組
合
内
部
運
営
に
対
す
る
介
入
で
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
」

　
五
、
支
部
長
に
対
す
る
使
用
者
の
発
言
と
配
置
転
換
　
支
部
長
N
の
「
行
為

に
非
難
さ
る
べ
き
点
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
つ
て
使
用
者
側
の
N
に
対

す
る
言
動
が
、
不
当
労
働
行
為
で
な
く
な
る
と
い
う
性
質
の
も
の
で
も
な
い
。

そ
の
言
動
が
、
組
合
の
内
部
運
営
に
対
す
る
介
入
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
と
認

め
ら
れ
る
以
上
、
使
用
老
の
主
張
す
る
よ
う
な
単
な
る
個
人
的
な
社
交
上
の
つ

ぎ
合
い
の
場
の
問
題
た
る
こ
と
を
こ
え
て
、
不
当
労
働
行
為
の
領
分
に
ふ
み
こ

ん
だ
言
動
で
あ
る
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、
な
お
職
名
変
更
に
つ
い

て
は
、
「
故
意
に
時
間
外
労
働
、
休
日
労
働
を
回
避
し
て
い
る
と
認
め
る
べ
き

証
拠
は
な
い
の
に
、
前
記
認
定
の
と
お
り
毎
月
｝
万
円
の
減
収
と
い
5
結
果
を

招
い
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
、
経
済
上
生
活
上
の
不
利
益
に
あ
た
る
」
と
し

て
い
る
。

　
以
上
各
場
合
に
お
け
る
判
断
に
も
と
づ
き
、
コ
、
使
用
者
は
、
N
に
対
す

る
昭
和
三
九
年
六
月
五
日
づ
け
職
名
変
更
を
取
消
し
、
原
職
に
復
帰
さ
せ
る
と

と
も
に
、
職
名
変
更
発
令
の
日
か
ら
原
職
復
帰
の
日
ま
で
の
間
、
同
人
が
時
間

外
労
働
お
よ
び
休
日
労
働
に
よ
つ
て
受
け
る
は
ず
で
あ
つ
た
賃
金
相
当
額
を
支

払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
、
使
用
者
は
、
本
命
令
書
交
付
の
日
か
ら
七
日

以
内
に
、
下
記
の
陳
謝
文
を
申
立
人
に
手
交
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

た
．　

〔
研
究
〕
　
一
、
ま
ず
使
用
者
の
表
現
（
言
論
）
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
と

の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
一
般
的
に
い
つ
て
、
わ
が
国
の
労
使
は
、
労
使
関
係
に
お
け
る
言
論
の
重
み

と
り
わ
け
言
葉
の
重
要
性
を
軽
視
す
る
傾
向
を
も
つ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
団
体
交
渉
に
お
い
て
、
そ
の
労
使
が
、
途
方
も
な
い
こ
と
を
発

言
し
合
う
こ
と
に
よ
り
、
解
決
す
る
こ
と
が
解
決
し
な
か
つ
た
り
、
か
え
つ
て

妥
結
へ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
な
く
混
乱
を
拡
大
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
し
ば
し

ば
あ
る
。
ま
た
労
使
と
も
、
相
手
に
対
し
て
厳
重
な
発
言
の
取
消
を
要
求
し
つ

つ
、
自
身
が
、
発
言
す
る
場
合
は
か
な
り
不
用
意
な
内
容
の
発
言
を
す
る
の

が
、
わ
が
国
の
労
使
と
い
え
よ
う
。
つ
ま
り
わ
が
国
の
労
使
は
、
発
言
内
容
の

け
じ
め
を
十
分
に
識
別
せ
ず
、
意
識
的
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
言
論
の
自
由
を

楯
と
し
、
い
い
た
い
こ
と
を
な
ん
で
も
い
つ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し

た
言
葉
に
お
け
る
無
軌
道
さ
が
、
言
論
の
自
由
と
錯
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
労
使

関
係
を
混
乱
せ
し
め
る
一
つ
の
要
因
が
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。
い
か
な
る
人
と

い
え
ど
も
言
論
の
自
由
を
も
つ
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
憲
法
第
二
一
条

で
規
定
す
る
表
現
の
自
由
あ
る
い
は
言
論
の
自
由
は
、
労
使
関
係
に
お
い
て
そ

れ
な
り
に
制
限
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件
で
問
題
と
な
る
使
用
老
の

表
現
の
自
由
も
し
く
は
言
論
の
自
由
は
、
不
当
労
働
行
為
制
度
に
よ
つ
て
、
そ

の
制
約
を
受
け
る
。
そ
こ
で
労
使
関
係
に
お
い
て
、
使
用
者
が
う
け
て
い
る
右

の
制
約
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
わ
が
国
に
お
け
る
右
問
題
の
理
解
は
、
タ
フ
ト
・
ハ
ー
ト
レ
イ
法
第
八
条
C

項
の
影
響
を
受
け
て
、
「
そ
れ
が
強
制
・
威
嚇
・
報
復
・
利
益
誘
惑
な
ど
が
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
　
　
　
（
八
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

も
な
い
、
組
合
の
組
織
・
運
営
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
．

支
配
介
入
行
為
が
成
立
す
る
」
と
し
て
い
る
の
が
、
一
般
的
見
解
で
あ
り
、
な

お
「
そ
の
支
配
介
入
の
成
否
は
、
使
用
者
の
発
言
の
時
期
・
場
所
・
方
法
・
対

象
な
ど
を
綜
合
し
て
判
断
す
べ
ぎ
」
（
島
田
信
義
「
支
配
介
入
」
労
働
法
大
系

四
巻
二
〇
頁
引
用
）
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
な
お
、
一
般
的
に
は
「
組
合

が
も
つ
ば
ら
自
主
的
に
意
思
決
定
す
べ
き
領
域
に
つ
い
て
の
、
使
用
者
の
干
渉

的
言
動
は
、
当
然
支
配
介
入
と
な
る
」
（
島
田
信
義
、
前
掲
書
二
一
頁
）
と
か
、

「
わ
が
国
の
不
当
労
働
行
為
制
度
の
運
用
に
あ
つ
て
は
、
ア
メ
リ
カ
不
当
労
働

行
為
制
度
に
お
け
る
評
価
基
準
と
は
ち
が
つ
た
視
角
が
要
求
さ
れ
る
…
…
わ
が

国
の
労
使
関
係
の
現
実
に
て
ら
し
、
団
結
権
、
い
い
か
え
る
と
自
主
的
団
結
の

自
由
な
展
開
に
た
い
し
障
害
と
な
る
、
ま
た
可
能
性
の
あ
る
使
用
者
の
言
論

（
結
果
の
発
生
を
必
要
と
し
な
い
）
に
、
き
び
し
く
規
範
的
非
難
を
加
え
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
籾
井
常
喜
「
経
営
秩
序
と
組
合
活
動
」
二
九
二
頁
引

用
）
と
い
う
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
．
こ
れ
に
対
し
労
働
省
の
通
諜
は
、

「
不
当
な
威
圧
や
利
益
誘
導
を
伴
う
内
部
干
渉
に
わ
た
ら
な
い
限
り
、
使
用
者

が
…
…
労
働
組
合
の
事
情
を
調
査
し
、
あ
る
い
は
労
働
組
合
も
し
く
は
組
合
員

に
対
し
自
己
の
所
信
を
述
べ
、
労
働
組
合
の
主
張
を
反
駁
し
た
り
、
そ
の
非
を

指
摘
し
た
り
批
判
す
る
こ
と
は
、
何
ら
こ
れ
を
禁
止
す
べ
き
理
由
が
な
い
」
（
労

働
省
「
団
結
権
・
団
体
交
渉
そ
の
他
の
団
体
行
動
権
に
つ
い
て
」
昭
和
三
二
年

一
月
一
四
日
通
諜
）
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
ま
た
「
表
現
（
言
論
）
の
自
由
は
、

国
民
の
基
本
的
諸
人
権
の
う
ち
で
、
最
も
基
本
的
な
も
の
と
考
え
て
い
る
」
、

「
わ
が
国
の
労
使
関
係
を
概
観
し
た
場
合
、
労
働
組
合
は
何
を
い
つ
て
も
よ
い

が
、
使
用
者
の
方
は
い
い
た
い
こ
と
も
い
え
な
い
と
い
う
考
え
、
風
潮
を
認
め
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な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
」
と
し
、
つ
づ
い
て
「
使
用
者
は
労
使
関
係
に
つ
い

て
も
自
由
に
発
言
し
自
由
に
文
書
を
配
付
で
き
る
と
考
え
る
」
（
石
川
吉
右
衛
門

「
支
配
介
入
」
労
働
法
演
習
五
七
頁
引
用
）
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
以
上
の
相

対
立
す
る
諸
見
解
に
対
し
、
こ
の
事
件
の
命
令
は
、
前
者
の
見
解
に
従
い
「
こ

の
よ
う
な
組
合
の
組
織
や
内
部
運
営
に
関
す
る
問
題
は
、
本
来
組
合
自
身
が
自

主
的
に
決
定
す
べ
き
組
合
自
治
の
領
域
に
属
す
る
問
題
で
あ
つ
て
、
使
用
者
が

介
入
で
き
な
い
性
質
を
も
つ
。
よ
し
ん
ば
、
そ
こ
に
報
復
、
威
嚇
、
利
益
誘
導

な
ど
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
な
く
て
も
、
使
用
者
側
の
こ
の
種
の
言
論
は
、
本

来
立
入
る
べ
か
ら
ざ
る
組
合
自
治
の
領
域
に
介
入
す
る
も
の
で
あ
り
、
言
論
の

自
由
の
範
囲
を
こ
え
る
も
の
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
」
と
し
、
「
文
書
を
組

合
員
に
個
別
的
に
配
布
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
使
用
者
の
経
済
的
優
位
に
も
と

づ
く
事
実
上
の
力
を
背
景
に
、
組
合
員
の
間
に
心
理
的
動
揺
を
ひ
き
起
し
、
ひ

い
て
は
組
合
の
組
織
や
運
営
に
影
響
を
及
ぼ
す
危
険
が
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
二
、
と
こ
ろ
で
使
用
者
の
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
に
つ
い
て
は
、
支

配
介
入
と
は
何
か
、
不
当
労
働
行
為
と
は
何
か
と
い
う
基
本
的
問
題
か
ら
考
察

を
進
め
、
使
用
者
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
た
内
容
、
表
現
方
法
、
表
現
の
時
期
な

ど
に
つ
い
て
あ
わ
せ
考
察
す
る
こ
と
が
、
必
要
で
あ
る
。
不
当
労
働
行
為
と

は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も
な
く
使
用
老
が
団
結
権
そ
の
他
の
労
働
基
本
権
を

侵
害
す
る
行
為
を
い
う
の
で
あ
り
、
団
結
権
侵
害
行
為
が
、
他
に
比
較
し
、
よ

り
き
わ
だ
つ
た
不
当
労
働
行
為
の
類
型
と
な
つ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
．
わ
が
国

の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ワ
グ
ナ
i
法
を
継
受
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
労
使
関
係
に
お
け
る
フ
ェ
ア
・
プ
レ
ー
を
も
と
め

よ
う
と
す
る
制
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
右
制
度
は
、
「
労
働
関
係
に
お
け
る
不



公
正
な
（
公
明
正
大
で
な
い
）
、
『
ぎ
た
な
い
』
や
り
く
ち
」
（
磯
田
進
）
「
解
雇

と
不
当
労
働
行
為
」
七
頁
引
用
）
を
不
当
労
働
行
為
と
し
、
こ
の
救
済
を
目
的

と
す
る
機
関
と
し
て
労
働
委
員
会
を
設
け
る
制
度
で
あ
る
。
し
か
し
わ
が
国
の

不
当
労
働
行
為
制
度
と
し
て
は
、
右
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
反
面
、
権
利
侵
害

行
為
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
不
当
労
働
行
為
の

権
利
侵
害
は
、
憲
法
第
二
八
条
で
保
障
す
る
権
利
お
よ
び
こ
れ
を
具
体
化
す
る

諸
立
法
が
保
障
す
る
権
利
の
使
用
者
に
よ
る
侵
害
行
為
を
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

ア
メ
リ
カ
の
制
度
で
は
憲
法
に
よ
る
労
働
三
権
の
保
障
が
欠
如
し
、
い
わ
ば
不

当
労
働
行
為
制
度
に
よ
つ
て
こ
れ
を
補
正
す
る
と
い
う
仕
組
に
な
つ
て
い
る
．

そ
れ
は
と
も
か
く
、
わ
が
国
の
不
当
労
働
行
為
は
、
ア
メ
リ
カ
の
制
度
を
継
受

し
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
は
間
接
継
受
の
か
た
ち
を
と

る
も
の
で
あ
り
、
憲
法
第
二
八
条
の
団
結
権
保
障
を
基
礎
と
し
、
そ
の
上
に
行

な
わ
れ
て
い
る
継
受
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
英
米
法
と
り
わ
け

米
法
の
法
思
想
と
大
陸
法
の
法
思
想
と
が
混
合
し
て
い
る
か
た
ち
を
み
る
こ
と

が
で
ぎ
る
。
大
陸
法
系
と
い
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
わ
が
国
の
よ
う

な
不
当
労
働
行
為
制
度
は
な
く
、
憲
法
を
は
じ
め
と
す
る
諸
立
法
に
よ
つ
て
保

障
さ
れ
る
団
結
権
の
侵
害
行
為
は
、
権
利
侵
害
行
為
と
し
て
訴
追
さ
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
反
射
的
に
労
働
者
は
保
障
の
枠
内
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
仕
組
の
な
か
に
お
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
不
当
労
働
行
為
制
度
に
み
ら
れ
る

州
際
通
商
規
制
の
一
環
と
し
て
の
性
格
お
よ
び
政
策
的
要
素
が
、
稀
薄
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
事
件
に
み
ら
れ
る
使
用
者
の
言
論
の
自
由
は
、
権
利
侵
害
行

為
に
か
冤
．
ら
て
不
当
労
働
行
為
と
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
よ
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り
政
策
性
を
帯
有
し
て
い
る
も
の
と
理
解
し
、
不
当
労
働
行
為
の
概
念
を
よ
捗

拡
大
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
不
当
労
働
行
為
が
、
労
働
委
員
会
と
い

う
行
政
委
員
会
に
よ
つ
て
救
済
さ
れ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
こ
と
は
、
い
ま
さ

ら
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
労
働
委
員
会
と
し
て
の
行
政
委
員
会
の
判
断
は
、
憲

法
第
二
八
条
に
よ
り
、
あ
る
い
は
労
組
法
第
七
条
に
よ
り
規
定
す
る
権
利
侵
害

行
為
の
み
を
不
当
労
働
行
為
と
し
て
判
断
す
べ
ぎ
性
質
の
裁
量
行
為
で
あ
る
．

と
り
わ
け
こ
の
問
題
は
、
相
手
方
す
な
わ
ち
使
用
者
に
、
保
障
さ
れ
て
い
る
、

し
か
も
近
代
社
会
成
立
の
基
礎
条
件
と
し
て
、
近
代
法
が
最
も
力
を
入
れ
て
保

障
す
る
表
現
（
言
論
）
の
自
由
の
権
利
と
か
ら
み
合
い
な
が
ら
問
題
性
を
あ
ら

わ
に
し
て
お
り
、
い
わ
ば
こ
の
表
現
の
自
由
を
否
認
し
な
が
ら
成
立
す
る
不
当

労
働
行
為
で
あ
つ
て
み
れ
ば
、
そ
の
成
立
い
か
ん
は
、
権
利
侵
害
行
為
の
存
否

を
も
つ
て
論
ず
べ
き
で
、
不
当
労
働
行
為
の
政
策
性
を
強
調
す
る
こ
と
は
や
や

危
険
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
こ
の
命
令
が
、
「
そ
こ
に
報
復
、
威
嚇
、
利
益
誘
導
な
ど
の
要
素
が
含
ま
れ

て
い
な
く
て
も
」
、
本
来
立
入
つ
て
は
い
け
な
い
も
の
に
立
入
つ
た
の
で
あ
る

か
ら
不
当
労
働
行
為
で
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
は
、
組
合
自
治
を
侵
害
す
る
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
使
用
者
の
言
論
で
組
合
自
治
が
、
か
な
ら
ず
し

も
侵
害
さ
れ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
で
、
妥
当
な
結
論
と
は
み
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
ま
し
て
や
単
な
る
組
合
の
組
織
や
運
営
に
影
響
を
お
よ
ぽ
す
「
危
険
」

だ
け
で
、
す
な
わ
ち
未
遂
的
な
も
の
だ
け
で
不
当
労
働
行
為
と
判
断
で
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
表
現
内
容
、
表
現
方
法
お
よ
び
表
現
の
時
期
な
ど
に
つ
い
て
み
る

と
、
勤
労
資
料
は
、
表
現
内
容
に
お
い
て
か
な
り
問
題
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ
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と
、
あ
る
い
は
表
現
の
時
期
に
つ
い
て
「
組
合
活
動
が
活
発
化
し
て
き
た
こ
と

に
対
応
し
て
、
系
統
的
集
中
的
に
」
な
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
が
、

さ
り
と
て
こ
れ
だ
け
で
山
岡
内
燃
機
事
件
（
最
高
裁
　
昭
和
二
九
年
五
月
二
八

日
判
決
）
の
よ
う
に
組
合
が
解
散
す
る
と
か
、
そ
の
他
の
団
結
権
侵
害
行
為
も

み
ら
れ
な
い
の
で
、
不
当
労
働
行
為
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
疑
問
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
．

　
三
、
若
年
労
働
者
指
導
管
理
職
講
習
会
に
つ
い
て
み
る
と
．
会
社
が
こ
の
よ

う
な
講
習
会
を
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
別
段
問
題
が
な
い
に
し
て
も
、

教
育
講
習
内
容
が
、
組
合
問
題
に
関
連
し
、
あ
る
い
は
業
務
命
令
で
出
席
を
強

要
す
る
こ
と
に
な
る
と
問
題
が
、
生
じ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
従
業
員
の
一
般
教

養
教
育
を
企
業
内
で
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
問
題
が
あ
る
と
い
え

る
．
就
業
上
に
お
け
る
技
術
教
育
を
各
使
用
者
が
、
独
自
の
立
場
で
行
な
う
こ

と
に
は
、
な
ん
ら
問
題
が
な
い
が
、
一
般
教
養
教
育
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、

ど
う
し
て
も
組
合
問
題
に
関
連
し
て
く
る
の
が
、
わ
が
国
の
現
状
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
．
一
般
的
に
外
国
に
お
い
て
は
、
教
養
教
育
は
、
労
働
組
合
、
学
校
も

し
く
は
コ
ム
ニ
ィ
テ
ィ
ー
に
ま
か
せ
、
企
業
内
に
お
い
て
は
こ
れ
を
行
な
わ
な

い
と
い
う
原
則
が
と
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
企

業
内
教
養
教
育
が
、
か
な
り
活
溌
に
行
な
わ
れ
て
い
る
現
状
で
あ
る
．
教
養
教

育
が
、
実
は
、
職
場
に
お
け
る
マ
ナ
ー
と
称
す
る
企
業
忠
誠
教
育
で
あ
り
、
暗

に
組
合
活
動
を
批
判
す
る
も
の
で
あ
つ
た
り
、
正
面
か
ら
の
組
合
批
判
で
あ
つ

た
り
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
事
件
に
お
け
る
講
習
会
は
、
組
合
批
判
を
内
容

と
す
る
も
の
で
、
聴
講
者
に
与
え
る
影
響
は
、
大
き
く
、
か
つ
個
別
使
用
者
は

企
業
内
教
養
教
育
は
、
原
則
と
し
て
行
な
わ
な
い
と
い
う
一
般
の
傾
向
な
ど
か
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ら
し
て
．
あ
る
い
は
教
育
と
い
う
方
式
を
用
い
て
反
組
合
思
想
を
組
含
員
に
植

え
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
妥
当
性
を
欠
く
も
の
と
い

う
ほ
か
な
く
、
命
令
の
判
断
は
正
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
労
働
者

は
、
自
主
的
に
教
育
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
が
（
し
か
し
個
人
の
教
育
を
受
け

る
権
利
は
、
労
働
組
合
の
自
主
性
を
喪
失
せ
し
め
る
危
険
性
が
明
確
で
あ
る
と

ぎ
、
組
合
統
制
に
よ
つ
て
否
認
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
）
、
使
用

者
に
よ
つ
て
教
育
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
業
務
命
令
に
よ
つ
て
教
養
教
育
の
受
講

を
強
要
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
ま
た
わ
が
国
に
お
い
て
よ
く
み
ら
れ
る
受
講
者

へ
の
出
張
旅
費
会
社
負
担
、
賃
金
の
保
障
な
ど
は
、
反
組
合
的
手
段
に
対
す
る

経
理
上
の
援
助
と
し
て
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
管
理
職
に
労
務
管
理
の
名
目
上
、
労
働
組
合
問
題
を
内
容
と
す
る

講
習
会
を
受
講
せ
し
め
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
管
理
職
に
あ
る
職
制

は
、
労
務
管
理
も
お
の
ず
か
ら
職
務
の
内
容
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
、
そ

う
し
た
場
合
組
合
問
題
に
つ
い
て
の
教
育
を
、
業
務
命
令
で
強
要
す
る
こ
と
は

不
法
で
な
い
．
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
「
管
理
職
講
習
会
」
と
い
う
名
目
で
、

右
の
よ
う
な
性
格
を
そ
の
題
目
上
か
ら
う
か
が
わ
せ
よ
う
と
す
る
努
力
が
み
ら

れ
る
が
、
講
習
会
が
そ
の
実
質
も
労
務
管
理
上
の
職
制
講
習
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
単
な
る
教
養
教
育
を
超
え
た
職
業
上
の
講
習
会
と
い
う
意
味
で
妥
当
と

み
ら
れ
る
が
、
こ
の
事
件
に
お
け
る
実
際
は
、
受
講
者
の
多
く
が
組
合
員
で
あ

り
、
組
合
活
動
に
対
す
る
侵
害
を
目
的
と
す
る
講
習
会
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て

命
令
が
、
団
結
権
侵
害
行
為
と
し
て
支
配
介
入
の
成
立
を
認
め
た
こ
と
は
、
妥

当
な
判
断
と
い
え
よ
う
。

　
四
、
以
上
述
べ
た
問
題
点
の
ほ
か
に
、
親
睦
団
体
の
結
成
お
よ
び
組
合
役
員



選
挙
へ
の
介
入
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
命
令
の
結
論
は
、
妥
当
と
い
え
よ

う
。
し
か
し
N
の
職
名
変
更
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
あ
る
。
そ

の
疑
問
は
、
使
用
者
の
提
供
す
る
酒
食
の
席
に
十
数
回
出
席
し
た
N
は
、
使
用

者
の
不
利
益
取
扱
を
根
拠
と
し
て
、
使
用
者
を
相
手
ど
つ
て
争
え
る
も
の
で
あ

ろ
う
か
。
支
部
の
支
部
長
と
し
て
の
N
が
、
単
な
る
社
交
上
と
も
思
わ
れ
な
い

会
社
提
供
の
酒
食
の
供
応
を
受
け
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
不
見
識
な
N

は
、
自
主
性
を
自
ら
放
棄
し
た
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
救
済
の
対
象
た
り
え

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
ら
汚
し
た
手
に
よ
つ
て
、
相
手
方
に
対
し
て
救
済
を

目
的
と
し
て
一
定
の
事
項
を
要
求
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
命
令
は
、
こ
の
点
極

め
て
簡
単
に
申
請
人
の
主
張
に
も
と
づ
き
、
N
の
救
済
を
認
め
て
い
る
が
、
理

解
に
苦
し
む
の
で
あ
る
。
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