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使
用
燐
の
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為

響
饗
噺
　
　
　
（
一
響
一
四
山
ハ
）

使
用
者
の
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為

阿
　
久
　
沢
　
亀
　
夫

：六五四三二一・

貿
　
次

は
し
ガ
き

労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
の
君
論
と
そ
の
性
梅

使
用
者
の
言
論
と
支
配
介
入

争
議
行
為
中
に
お
け
る
使
用
者
の
言
論

使
用
者
の
言
諭
の
自
由
の
際
界

む
す
びは

　
し
　
が
　
き

　
言
諭
の
自
由
は
．
何
人
に
対
し
て
も
ま
た
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
憲
法
で
保
障
す
る
習
論
の
自
由
は
．

近
代
市
民
社
会
成
立
の
た
め
の
基
本
的
条
件
を
構
成
し
、
こ
れ
な
く
し
て
近
代
市
民
社
会
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
し
か
し
労
働
関
係
に
お

い
て
．
使
用
者
に
と
つ
て
右
自
由
が
完
全
に
保
障
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
不
当
労
働
行
為
は
、
右
の
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
り
、



そ
こ
に
い
か
な
る
限
度
に
制
約
が
あ
る
か
を
め
ぐ
り
使
用
者
の
書
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
と
の
接
触
面
に
お
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
ま
ず
不
当
労
働
行
為
と
は
な
に
か
を
検
討
し
右
の
問
題
性
を
よ
り
一
層
明
確
に
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
不
当
労
働
行
為
（
彦
凶
葺
『
ぎ
噂
℃
鐸
＆
8
）
す
な
わ
ち
労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
の
不
公
正
な
行
為
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
一
九
三
五
年
七

月
五
日
制
定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
ワ
グ
ナ
ー
法
の
な
か
に
お
い
て
裏
わ
れ
、
戦
後
わ
が
国
は
、
右
の
ワ
グ
ナ
ー
法
で
規
定
す
る
不
当
労
働
行
為
制
度

を
継
受
し
た
．
し
か
る
に
わ
が
国
が
ア
メ
リ
カ
の
不
当
労
働
行
為
制
度
を
継
受
し
た
と
し
て
も
．
わ
が
国
の
法
制
度
は
．
か
な
り
ア
メ
リ
カ
の
場

合
と
異
な
り
．
た
と
い
不
当
労
働
行
為
制
度
に
つ
い
て
は
．
ほ
ぼ
類
似
し
た
も
の
が
あ
る
と
し
て
も
不
当
労
働
行
為
制
度
を
形
成
す
る
基
盤
は
、

法
律
上
に
お
い
て
も
、
労
使
関
係
お
よ
び
労
働
粗
合
の
組
織
状
態
な
ど
に
お
い
て
も
き
わ
め
ザ
、
相
違
し
て
い
る
。
つ
ま
り
不
当
労
働
行
為
制
度
は

劇
度
の
性
格
か
ら
し
て
頬
似
性
を
持
つ
が
．
こ
の
制
度
の
基
盤
な
り
周
辺
に
あ
つ
て
右
制
度
を
支
え
る
か
こ
れ
と
相
接
し
て
い
る
法
律
お
よ
び
事

実
か
ら
は
、
か
な
り
明
確
な
差
異
が
認
識
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
》
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

　
ワ
グ
ナ
ー
法
第
八
条
第
二
号
は
、
支
配
介
入
（
＆
三
翠
ε
窪
ぎ
訂
誉
3
）
と
い
う
文
欝
を
使
用
し
．
わ
が
国
に
お
い
て
も
．
労
組
法
第
七
条
第
三

号
が
、
支
配
介
入
と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
．
か
く
て
そ
の
表
現
上
に
お
い
て
相
頬
似
す
る
も
の
が
あ
る
が
．
い
か
な
る
事
実
を
支
配
介
入

と
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
両
国
制
度
を
比
較
し
た
場
合
に
異
な
り
．
こ
の
差
異
が
生
ず
る
の
は
既
述
の
諸
相
違
よ
り
当
然
の
こ
と
と
い
え
る
．

本
稿
に
お
い
て
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
使
用
者
の
書
諭
と
不
当
労
働
行
為
の
問
題
に
つ
い
て
も
．
右
の
認
識
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
り
．
と
り

わ
け
ワ
グ
ナ
ー
法
と
い
え
ど
も
あ
る
い
は
労
総
法
七
条
三
号
と
い
え
ど
も
、
と
も
に
支
配
介
入
と
い
う
文
書
を
使
用
し
て
い
る
が
．
支
配
介
入
の

一
頬
型
と
考
え
ら
れ
る
使
用
者
の
書
論
の
理
解
は
．
わ
が
国
の
場
含
と
し
て
こ
れ
を
考
察
し
．
わ
が
国
独
自
の
も
の
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
支
配
介
入
と
認
定
し
う
る
使
用
者
の
行
為
類
型
は
、
多
種
多
様
で
あ
つ
て
．
そ
の
な
か
か
ら
使
用
者
の
書
論
で
あ
り
か
つ
支

配
介
入
と
な
り
う
る
も
の
を
探
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
．
支
配
介
入
と
い
う
き
わ
め
て
幅
広
い
概
念
の
な
か
か
ら
、
不

当
労
働
行
為
と
し
て
の
使
用
者
の
言
論
を
確
定
し
、
そ
の
法
理
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
な
お
使
用
者
の
書
論
と
い
つ
て
も
、
職
制
の

　
　
　
使
用
者
の
欝
諭
の
β
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三
　
　
（
＝
嵩
四
七
）



　
　
　
使
罵
看
の
曾
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四
　
　
（
＝
二
四
八
）

欝
論
も
あ
る
で
あ
ろ
う
し
．
会
社
の
利
益
を
代
表
す
る
者
で
な
い
末
端
に
お
け
る
職
制
の
支
配
介
入
と
し
て
の
言
諭
も
あ
る
．
本
稿
は
．
右
の
諸

点
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
．
使
用
者
の
書
論
の
自
由
に
つ
い
て
、
そ
の
限
界
を
支
配
介
入
に
よ
つ
て
顧
し
て
み
ょ
う
と
す
る
意
図
を
も
あ
わ
せ
も
つ

も
の
で
あ
る
．

　
（
1
）
　
一
九
四
七
年
の
鐸
ぎ
茜
憂
る
薯
糞
鐸
譲
3
＞
9
い
わ
ゆ
る
タ
フ
ト
・
ハ
塞
ト
レ
ー
法
は
．
現
行
法
で
あ
る
が
．
こ
の
法
律
中
に
お
い
て
も
不
当
労
働
行
為

　
　
と
し
て
支
配
介
入
が
存
在
す
る
こ
と
い
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
現
行
の
わ
が
国
労
組
法
七
条
の
母
法
と
毛
い
う
べ
き
も
の
は
．
ワ
グ
ナ
4
法
で
あ
る
。

　
（
2
V
　
支
配
と
介
入
と
は
．
実
際
に
も
概
念
上
に
お
い
て
も
区
別
し
う
る
が
．
わ
が
田
に
お
い
て
は
．
区
溺
し
た
と
し
て
も
そ
の
実
益
に
乏
し
く
．
し
た
が
つ
て
一
殻
的
に

　
支
配
介
λ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
　
労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
の
書
論
と
そ
の
性
格

　
劇
　
労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
の
書
論
は
．
さ
ま
ざ
ま
の
内
容
．
時
期
．
方
法
．
対
象
な
ど
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
社
長

が
、
従
業
員
お
よ
び
父
兄
の
集
合
し
て
い
る
場
所
に
お
い
て
、
上
部
団
体
へ
の
加
入
を
批
難
し
、
却
入
し
た
場
合
に
は
、
当
該
工
婿
を
優
遇
で
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ま
レ

な
い
と
、
演
説
し
．
結
果
的
に
組
合
解
散
と
い
う
事
態
を
招
来
せ
し
め
た
場
合
が
あ
る
。
こ
の
縁
か
勤
労
資
料
を
配
布
し
、
こ
の
勤
労
資
料
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

か
に
お
い
て
組
合
活
動
を
批
判
し
．
従
業
員
の
あ
る
べ
き
姿
を
述
べ
て
い
る
事
例
、
お
よ
び
新
聞
社
が
、
自
分
の
社
説
欄
を
利
用
し
、
「
連
日
の

如
く
『
わ
が
社
の
労
働
争
議
』
と
題
し
．
使
用
者
の
一
方
的
な
主
張
と
総
合
介
入
の
書
説
を
載
せ
」
、
　
一
地
区
の
『
合
同
労
組
の
組
織
運
営
に
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
3
）

接
の
影
響
を
与
え
』
る
言
動
を
な
し
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
な
お
般
近
に
お
け
る
傾
向
と
し
て
は
、
使
月
者
が
、
積
極
的
に
ビ
ラ
を
配
布
し
、
「
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

合
が
結
成
直
後
よ
り
活
発
な
活
動
を
行
な
つ
て
き
た
こ
と
に
対
抗
し
こ
れ
を
弱
体
化
し
、
か
い
滅
さ
せ
る
た
め
に
な
さ
れ
た
」
使
用
者
の
書
諭
な

ど
．
平
時
の
労
働
関
係
に
お
い
て
会
社
自
身
で
行
な
う
雪
論
に
よ
る
支
配
介
入
の
多
い
こ
と
鴫
、
あ
る
。
ま
た
も
う
禍
つ
の
傾
向
は
、
会
社
名
セ
も

つ
て
労
働
組
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
の
で
は
な
く
、
職
制
、
組
合
脱
退
者
な
ど
を
通
じ
ー
、
労
働
紐
合
の
弱
体
化
を
意
図
し
、
脱
退
勧
誘
行
為



を
行
な
う
事
例
が
、
か
な
り
多
く
な
つ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
脱
退
者
は
会
社
と
連
絡
を
と
つ
て
、
組
合
を
脱
退
し
．
文
書
等
を
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

布
し
た
り
組
合
員
の
脱
退
を
勧
誘
し
た
』
と
し
て
い
る
も
の
、
職
場
に
お
い
て
「
課
畏
が
『
組
合
活
動
す
る
に
は
若
す
ぎ
る
…
…
』
と
組
合
活
動

か
ら
身
を
引
か
す
」
よ
う
な
発
書
を
し
た
り
、
『
…
㍉
い
い
か
げ
ん
に
第
二
総
合
へ
行
か
ん
か
』
と
か
．
…
－
新
入
社
員
三
名
に
穐
第
一
組
合
の
背

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

後
は
共
産
党
、
第
二
維
合
は
民
社
党
』
と
述
ぺ
た
後
、
暗
に
第
一
紐
合
か
ら
の
脱
遺
．
第
二
総
合
へ
の
加
入
を
す
す
め
た
』
り
し
た
事
例
が
あ
る
。

ま
た
右
事
件
に
お
い
て
は
．
第
一
組
合
員
の
家
族
に
対
す
る
脱
退
工
作
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
「
会
社
の
職
制
が
．
第
梱
組
合
員
の
郷
里
の
父
兄
等

家
族
を
訪
問
し
て
．
家
族
か
ら
粗
合
員
で
あ
る
子
弟
を
呼
び
も
ど
さ
し
て
第
一
組
合
を
脱
退
さ
せ
る
よ
5
工
作
し
、
…
…
訪
間
者
ら
は
．
第
一
組

合
員
の
家
族
に
対
し
て
、
組
合
の
背
後
は
共
産
党
で
む
ち
や
を
や
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
会
社
に
と
つ
て
も
．
第
一
総
合
貴
で
あ
る
子
弟
に
と
づ
て

も
具
合
が
悪
い
』
と
述
べ
て
い
る
。
平
常
時
に
お
け
る
労
働
総
合
脱
退
勧
誘
が
、
特
定
政
党
と
結
び
つ
け
ら
れ
．
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
な
わ
れ

る
と
い
う
結
果
に
な
つ
た
。
右
の
職
制
の
行
為
す
な
わ
ち
欝
諭
は
、
使
用
者
の
書
論
と
い
い
5
る
も
の
か
ど
う
か
の
問
題
が
あ
る
渉
．
こ
の
問
題

は
労
組
法
第
七
条
で
い
う
使
用
者
の
解
釈
論
に
と
解
消
さ
れ
る
も
の
で
、
あ
え
て
こ
こ
で
論
究
す
る
こ
と
を
必
要
と
し
な
い
、

　
二
　
つ
ぎ
に
争
議
行
為
中
に
お
げ
る
使
用
者
の
書
論
に
つ
い
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
．
争
議
行
為
中
は
．
た
し
か
に
平
常
時
の
労
働
関
孫
と
異

な
る
も
の
を
持
つ
て
い
る
．
使
用
者
は
、
争
議
行
為
を
有
利
に
展
開
す
る
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
手
段
方
法
な
ど
を
講
ず
る
で
あ
ろ
う
し
．
労
働
組
合

と
し
て
も
あ
ら
ん
か
ぎ
り
の
力
を
発
揮
し
て
、
自
己
の
主
張
を
通
そ
う
と
す
る
、
右
の
よ
う
な
労
働
関
係
が
極
度
に
緊
張
し
た
関
係
に
あ
る
と

き
．
い
い
か
え
れ
ば
争
議
権
の
行
使
を
通
し
て
互
に
他
を
攻
撃
す
る
と
い
う
テ
ン
シ
諺
γ
関
係
に
あ
る
と
き
．
そ
こ
で
行
な
わ
れ
る
使
用
者
の
発

言
は
、
特
殊
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
．
す
な
わ
ち
一
つ
の
色
眼
鏡
を
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
思
わ
れ
る
．
た
と
え
ば
．
争
議
行
為

中
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
『
従
業
員
及
そ
の
家
族
等
に
対
し
、
多
数
の
ビ
ラ
．
号
外
そ
の
他
の
文
書
を
配
布
も
し
く
は
掲
示
し
．
ま
た
ラ
ジ
オ
放

送
を
行
な
つ
た
事
実
』
．
そ
し
て
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
『
組
合
活
動
に
対
す
る
積
極
的
批
判
行
為
で
あ
り
、
内
容
的
に
み
た
と
き
讐
組

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

合
内
部
の
問
題
を
取
り
上
げ
、
組
合
員
の
現
幹
部
に
対
す
る
不
信
を
醸
成
す
る
」
も
の
で
あ
つ
た
。
な
お
事
件
会
社
と
門
重
大
な
利
害
関
係
を
有

　
　
　
使
用
者
の
欝
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
　
　
（
＝
昌
四
九
》



　
　
　
使
用
者
の
書
論
の
臼
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六
　
　
二
三
五
〇
）

（
8
》

す
る
』
他
会
祉
の
社
長
が
．
ス
ト
ラ
イ
キ
中
執
行
委
員
に
対
し
て
．
『
書
記
畏
ら
に
つ
い
て
行
つ
た
ら
君
ら
も
働
ら
け
な
い
よ
う
に
な
る
か
ら
綴
合

を
や
め
て
ま
じ
め
に
働
か
な
い
か
』
と
発
書
し
、
そ
の
地
級
合
活
動
を
批
判
す
る
発
菖
を
多
数
行
な
つ
た
こ
と
を
支
配
介
入
と
認
め
る
事
例
も
あ

る
．
あ
る
い
は
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
労
働
組
合
員
に
対
し
て
主
席
係
員
、
係
長
．
係
員
な
ど
．
会
社
の
職
制
か
ら
み
れ
ば
．
末
端
に
所
属
す
る
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

が
、
『
労
組
な
脱
退
し
て
新
労
組
に
加
入
す
る
こ
と
を
勧
説
し
』
た
事
例
が
あ
る
．

　
以
上
最
近
の
事
例
を
中
心
と
し
て
、
使
用
者
の
発
書
の
方
法
、
内
容
、
発
醤
の
主
体
、
対
象
な
ど
を
考
察
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
．
発
言
の
主

体
が
．
末
端
な
い
し
こ
れ
に
近
い
職
制
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
社
長
の
輔
般
演
説
に
よ
つ
て
労
働
組
合
に
支
配
介
入
す
る
と
い
う
事

例
が
少
な
く
な
り
他
の
方
法
で
労
働
組
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
傾
向
が
強
く
な
つ
た
と
い
え
る
．
そ
し
て
遂
に
は
．
組
合
脱
退
者
を
使
用
し

た
り
、
非
組
合
員
を
使
用
し
た
り
な
ど
し
て
労
働
組
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ
る
に
至
つ
て
い
る
．
そ
こ
に
は
労
働
組

合
を
鎌
悪
し
、
そ
の
活
動
を
企
業
外
に
閉
め
出
そ
う
と
い
う
意
図
が
う
か
が
わ
れ
．
総
合
批
判
勢
力
が
総
ぐ
る
み
勧
誘
を
行
な
う
現
象
さ
え
み
ら

れ
る
実
状
で
あ
る
。
発
言
内
容
は
、
後
述
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
方
法
、
手
段
あ
る
い
は
対
象
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
以
煎
と
か
わ
る
と
こ
ろ
が
な

く
．
あ
え
て
い
え
ば
特
定
人
に
集
中
し
た
り
、
家
族
ま
で
対
象
と
す
る
と
い
う
勧
誘
の
執
拗
さ
が
依
然
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
．

右
の
事
例
は
か
え
つ
て
多
く
な
り
つ
つ
あ
る
と
さ
え
い
え
る
が
．
こ
の
事
実
は
．
ま
た
発
書
の
性
格
を
か
え
、
い
わ
ゆ
る
書
論
の
自
由
を
逸
脱
す

る
傾
向
を
ま
す
ま
す
明
確
に
し
．
支
配
介
入
に
よ
る
団
結
権
侵
害
を
頻
発
さ
れ
る
可
能
性
を
つ
く
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
．
否
定
す
る
こ
と
が
で
き

　
、
●
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趣

な
㌧

　
（
1
）

　
（
2
）

　
（
3
）

　
（
4
）

　
（
5
）

そ
し
て
書
論
の
自
由
と
い
う
に
は
．
あ
ま
り
に
も
隔
た
り
の
あ
る
発
書
と
い
う
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う

幽
岡
内
燃
機
事
件
．
最
高
裁
．
昭
二
九
・
五
・
二
八
判
決
．
民
集
八
櫓
五
号
九
九
〇
頁
．
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
る
．

三
菱
製
紙
事
件
．
大
阪
地
労
委
．
昭
四
〇
・
八
二
扁
＝
命
令
。
法
学
研
究
第
三
九
港
㎝
号
八
五
頁
参
解
．
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
る
．

文
化
新
聞
社
事
件
．
中
労
委
．
昭
三
七
・
八
・
一
五
命
令
．
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
る
。

大
阪
府
済
生
会
吹
田
病
院
事
件
．
大
阪
地
労
委
．
昭
四
〇
・
八
・
一
七
命
令
．
不
当
労
働
行
為
の
成
立
を
認
め
る
。

信
越
放
送
事
件
．
長
野
地
労
委
，
昭
三
九
二
〇
・
三
〇
命
令
。
支
樹
介
λ
の
成
立
を
認
あ
る
．



（
6
）
　
東
洋
敷
物
事
件
、
大
阪
地
労
黍
。
昭
四
一
。
二
・
二
六
命
令
。
支
配
介
人
の
成
立
を
認
め
る
夢

な
お
職
制
の
家
庭
訪
問
の
結
果
第
一
組
合
員
の
な
か
か
ら
帰
省
し
、
第
輔
総
合
を
脱
退
す
る
者
が
続
出
す
る
と
い
う
結
果
が
生
じ
て
い
る
。

（
7
）
　
三
井
造
船
所
事
件
、
棄
京
地
裁
．
昭
二
八
・
七
・
三
判
決
．
本
判
決
は
．
使
用
者
の
発
欝
に
対
し
支
配
介
入
を
認
め
て
い
な
い
．

（
8
）
　
昭
和
交
通
事
件
・
大
販
地
労
委
・
昭
四
〇
・
一
〇
二
繍
○
命
令
・
本
件
に
お
い
て
は
支
配
介
入
の
成
立
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
重
大
な
る
利
害
関
係
と
は
．
発

　
言
し
た
祉
長
は
．
本
件
会
社
の
実
権
を
把
握
し
．
そ
の
実
子
が
支
記
人
と
し
て
営
業
に
闘
与
し
て
い
る
．

　
中
労
委
．
昭
四
醐
年
六
月
哺
日
命
令
は
、
初
審
岡
様
支
紀
介
入
の
成
立
を
認
め
る
。

（
9
）
　
叢
油
労
組
事
悸
．
擁
岡
地
労
委
．
昭
三
九
・
八
み
二
命
令
。
本
偉
命
令
は
．
支
猷
介
人
の
塵
翼
を
認
め
る
。

（
1
0
）
　
遇
去
に
お
い
て
も
末
端
の
職
制
が
．
発
書
に
ょ
り
支
記
介
人
を
行
な
つ
た
事
例
は
あ
る
。
た
と
え
ば
山
梨
製
紙
購
件
（
出
梨
地
労
委
．
昭
二
七
。
五
．
二
七
命
令
》
．

　
藤
森
総
事
棒
（
長
野
地
労
委
．
昭
二
九
・
一
・
九
命
令
）
な
ど
が
あ
つ
た
。
し
か
し
多
く
の
も
の
は
、
祉
長
．
常
務
、
諜
長
な
ど
の
発
言
が
多
く
、
た
と
え
ば
仙
台
鉄
遵
事

　
件
（
宮
域
地
労
委
．
昭
二
八
・
四
・
三
〇
命
令
）
に
お
け
る
課
長
の
発
言
．
鍛
丁
百
貨
店
事
件
（
熊
本
地
労
委
．
昭
二
八
・
五
・
二
九
命
令
）
に
お
け
る
総
務
都
長
の
発

　
言
、
β
通
篠
島
事
件
（
福
島
地
労
委
．
昭
二
八
・
八
・
三
一
命
令
）
に
お
け
る
課
長
の
私
宅
訪
闘
に
お
け
る
発
君
な
ど
．
比
較
的
職
儀
の
上
級
な
い
し
中
級
の
唇
論
が
多

　
か
つ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

三
　
使
用
者
の
言
論
と
支
配
介
入

　
欄
　
書
論
の
自
由
拭
．
近
代
社
会
成
立
の
前
提
条
件
で
あ
り
．
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
か
ぎ
り
最
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
権
利
で

あ
ゐ
。
こ
の
こ
と
は
、
労
働
関
係
に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
労
使
と
も
に
言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
労
働

関
係
に
お
い
て
右
言
論
の
自
由
は
、
い
わ
ば
一
つ
の
労
働
関
係
成
立
の
基
本
条
件
で
あ
り
、
場
合
に
よ
つ
て
は
労
働
関
係
の
演
滑
油
と
し
て
あ
る

い
は
労
働
紛
争
解
決
の
有
力
な
手
が
か
り
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
か
た
ち
で
労
働
関
係
の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
機
能
す
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
は
．
わ
が
国
の
国
民
全
体
が
需
葉
の
重
要
性
に
つ
い
て
十
分
意
識
し
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
．
と
り
わ
け

右
の
傾
向
は
、
労
働
関
係
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
く
、
湘
般
的
に
い
え
る
こ
と
は
、
発
言
す
る
こ
と
に
ゆ
と
り
が
な
く
、
や
や
も
す
れ
ば
ど
ぎ

　
　
　
　
使
用
者
の
欝
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
　
　
（
醐
三
霊
一
）



　
　
　
使
鰐
看
の
欝
論
の
白
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八
　
　
二
三
五
二
）

つ
い
表
現
と
な
つ
て
相
手
を
刺
激
し
、
批
判
に
終
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
．
な
る
ほ
ど
書
論
の
自
由
は
．
近
代
社
会
成
立
の
基
礎
条
件
で
は
あ

る
が
．
右
の
よ
う
な
労
働
関
係
に
お
け
る
発
書
が
、
労
働
関
係
と
い
う
互
の
儒
頼
関
係
に
立
つ
て
い
る
当
事
者
問
に
お
い
て
な
お
法
を
も
つ
て
保

障
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
す
な
わ
ち
労
働
関
係
を
根
本
か
ら
否
定
す
る
よ
う
な
発
書
が
、
な
お
書
諭
の
自
由
と
し
て
保
障
さ
れ
う
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
き
わ
め
て
疑
問
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
こ
と
は
労
使
と
も
に
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
労
働
組
合
の
場
合
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
》

は
．
粗
合
活
動
の
な
か
に
そ
の
問
題
性
が
存
在
し
、
そ
の
解
明
は
級
合
運
勤
の
一
環
と
し
て
論
議
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
．
し
か
し
使
用
者
の
場
合

に
お
い
て
は
．
あ
く
ま
で
も
言
論
の
自
由
の
範
囲
内
お
よ
び
不
当
労
働
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
法
的
保
護
を
受
け
る
の
で
あ
つ
て
．
そ
こ
に
自

ら
労
鋤
粗
合
と
比
較
し
．
よ
り
厳
し
い
限
界
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
．

　
使
用
者
の
労
働
継
合
に
対
す
る
発
言
は
、
＞
旨
と
蕊
睾
b
3
饗
饗
呂
騨
と
し
て
表
わ
れ
る
傾
向
が
強
く
、
こ
の
点
は
す
で
に
述
ぺ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
本
来
使
用
者
の
持
つ
て
い
る
言
諭
の
自
由
は
．
右
の
意
味
に
お
い
て
次
ぎ
の
諸
点
に
お
い
て
か
な
り
特
異
な
性
格
を
持
つ
て
い
る
。
第

一
は
．
書
諭
の
自
由
の
本
質
は
、
宗
教
．
信
条
、
政
治
的
意
見
の
表
明
を
基
本
と
し
て
行
な
わ
れ
、
こ
れ
が
中
心
と
な
つ
て
書
論
の
自
由
の
保
障

　
　
（
2
》

が
あ
る
。
し
か
る
に
使
用
者
の
発
言
が
、
専
ら
反
緯
合
的
習
動
に
終
止
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
使
用
者
の
発
書
は
、
歴
史
的
流
れ
の

な
か
に
お
い
て
近
代
社
会
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
の
君
論
の
自
曲
の
概
念
の
な
か
に
内
含
さ
れ
る
性
格
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
憲
法

で
保
障
さ
れ
て
い
る
言
論
の
自
由
の
本
体
と
い
え
る
か
疑
問
で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
使
用
者
が
紐
合
運
動
に
対
す
る
所
信
を
裏
明
す
る
か

ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
の
発
言
は
保
障
の
対
象
と
な
り
う
る
が
、
颪
接
労
働
紐
合
に
関
与
す
る
も
の
で
あ
る
と
き
所
信
と
は
い
え
ず
．
団
結
権
の
侵

害
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
、
本
来
労
働
関
係
は
、
労
働
組
合
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
労
働
緩
合
を

攻
撃
し
否
定
し
、
労
働
組
合
が
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
こ
と
が
正
当
な
言
論
の
自
由
に
入
る
と
も
思
わ
れ
な
い
。
か
つ
使
用
者
の
言
論
は
、
従
属

労
働
関
係
を
前
提
と
す
る
労
使
関
係
に
お
い
て
、
使
用
者
の
信
条
な
り
政
治
的
な
り
の
考
え
方
の
表
開
と
は
い
い
な
が
ら
、
組
合
に
対
す
る
攻
繋

曲
要
素
が
強
く
み
ら
れ
ざ
る
を
え
な
い
結
果
と
な
る
で
あ
ろ
う
。



　
以
上
の
諸
点
か
ら
し
て
推
察
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
使
用
者
が
、
労
働
組
合
．
労
働
膏
あ
る
い
は
そ
の
家
族
に
対
し
て
行
な
う
発
書
は
、
い
わ
ゆ

る
書
論
の
自
由
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い
る
言
論
と
は
そ
の
性
格
が
異
な
り
、
法
的
取
扱
い
が
か
な
り
変
つ
た
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
え
よ
う
。

　
二
　
労
働
組
合
、
労
働
者
お
よ
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
発
書
が
．
言
論
の
自
由
と
し
て
従
来
か
ら
保
障
さ
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
言
論
の
性
格
と

異
な
る
も
の
で
あ
る
と
き
、
そ
こ
に
支
配
介
入
の
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
つ
ま
り
近
代
社
会
成
立
の
前
提
条
件
と
し
て
、
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い

る
言
論
で
は
な
く
、
そ
の
言
論
が
団
結
へ
の
圧
迫
と
な
つ
て
表
面
化
し
て
き
た
と
き
、
使
驚
者
の
言
論
は
支
配
介
入
と
い
う
か
た
ち
と
し
て
把
握

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
使
用
者
の
君
諭
が
、
い
か
な
る
か
た
ち
で
行
な
わ
れ
た
と
き
支
配
介
入
と
な
る
か
に
つ
い
て
論
議
は
か
な
り
分
れ
て

い
る
。
ま
ず
裁
判
所
．
労
働
委
員
会
な
ど
の
考
え
方
を
整
理
し
て
み
る
と
．
書
論
の
自
由
を
労
働
関
係
に
否
定
し
使
用
者
の
書
論
を
原
則
と
し
て

支
配
介
入
と
み
る
考
え
方
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
言
論
の
自
由
よ
り
も
、
団
結
権
に
法
的
優
位
」
を
み
と
め
る
前
提
に
立
つ
も
の
で
、
前
掲
の
三

菱
製
紙
事
件
．
大
阪
府
済
生
会
吹
田
病
院
事
件
な
ど
に
み
ら
れ
る
大
阪
地
労
委
の
理
論
で
あ
る
．
右
命
令
は
、
㍉
総
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
…
…
使
用
者
の
書
論
の
自
由
の
枠
を
こ
え
る
支
配
介
入
と
な
る
も
の

で
あ
る
』
と
し
．
粗
合
活
動
に
か
か
わ
る
使
用
者
の
発
言
で
あ
る
な
ら
ば
、
直
接
支
配
介
入
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
な
る
ほ
ど
右
の

考
え
方
は
、
言
論
の
自
由
よ
り
も
不
当
労
働
行
為
を
重
視
し
．
組
合
に
関
す
る
発
書
な
ら
ば
直
ち
に
支
配
介
入
に
な
る
と
す
る
こ
の
諭
理
は
、
萌

解
な
論
議
で
あ
る
が
．
言
論
の
自
由
に
該
当
し
て
い
な
が
ら
反
面
で
．
た
だ
ち
に
支
配
介
入
の
成
立
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
支
配
介
入

で
あ
る
と
い
う
以
上
わ
が
法
制
上
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
団
結
権
侵
害
を
招
来
せ
し
め
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
書
諭
の
自
由
と
し
て
の
歴

史
的
概
念
の
範
噂
に
入
る
と
は
い
い
な
が
ら
、
右
判
断
は
な
お
か
つ
団
結
権
侵
害
を
招
来
せ
し
め
て
い
る
と
の
前
提
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
わ

が
国
の
不
当
労
働
行
為
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
な
り
を
侵
害
す
る
と
ぎ
成
立
す
る
。
し
た
が
つ
て
支
配
介
入
と

い
う
類
型
行
為
に
類
似
し
て
い
る
と
し
て
も
．
右
行
為
が
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
な
り
の
権
利
侵
害
行
為
を
引
き
起
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
使
用
満
の
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
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以
上
は
、
支
配
介
入
行
為
と
断
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
使
屠
者
の
言
論
と
し
て
憲
法
上
保
障
の
枠
内
に
入
る
が
支
配
介
入

に
も
な
ら
な
い
中
間
的
使
用
者
の
発
欝
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
．

　
第
二
の
考
え
方
は
、
『
右
文
書
等
の
趣
旨
は
．
結
局
当
時
の
組
合
の
方
針
を
極
力
論
難
し
そ
の
非
を
組
合
員
に
訴
え
る
と
い
う
に
帰
着
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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の
で
…
…
言
論
に
よ
つ
て
こ
れ
を
説
得
な
い
し
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
労
使
双
方
に
許
さ
れ
た
言
諭
の
自
由
の
範
囲
に
属
す
る
』
と
の
考
え
方
は
．

労
働
争
議
中
と
い
う
こ
と
が
前
捷
と
な
つ
て
い
る
た
め
こ
の
よ
う
な
結
諭
に
到
達
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
以
上
の
諭
理
は
、
無
制
限
に
使
用
者
の

言
論
を
合
法
視
し
団
結
権
侵
害
行
為
が
従
属
的
労
働
関
係
の
場
に
お
い
て
起
り
ゃ
す
い
事
実
を
無
視
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
批
判
を
う
け
る
で
あ

ろ
う
．
し
か
し
争
議
行
為
中
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
右
の
諭
冒
は
．
か
な
ら
ず
し
も
違
法
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
ま
い
。
第
三
説
と
し
て
考
え

ら
れ
る
の
は
．
最
高
裁
の
山
岡
内
燃
機
事
件
に
お
い
て
み
ら
れ
る
考
え
方
で
あ
る
。
書
論
の
自
由
と
団
結
権
侵
害
行
為
の
均
衡
を
十
分
考
慮
の
対

象
と
し
た
上
で
．
支
配
介
入
の
成
立
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
．
し
か
し
均
衡
に
重
点
を
お
く
こ
と
に
よ
つ
て
団
結
権
な
り
団
体
交
渉

権
な
り
の
侵
害
行
為
が
湊
然
と
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
の
本
質
は
．
団
結
権
な
ゆ
、
団
体
交
渉
権
な
り
の
侵
害
の
有
無
に
お
い
て
判
断
さ

れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
と
い
え
よ
5
．

　
三
　
学
説
の
動
向
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
学
説
は
、
か
な
り
分
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
現
行
タ
フ
ト
・
ハ
馨
ト

レ
ー
法
第
八
条
C
項
の
影
響
の
も
と
に
お
い
て
．
す
な
わ
ち
些
翠
腔
o
h
3
℃
量
一
9
3
冨
o
簿
惨
き
ヨ
羅
o
暁
訂
冨
馨
の
文
言
を
基
礎
と
し
て

支
配
介
入
の
成
立
を
考
え
る
説
が
あ
る
。
『
使
用
者
は
労
働
関
係
に
つ
い
て
も
自
由
に
発
言
し
自
由
に
文
書
を
配
布
で
き
る
と
考
え
る
．
労
働
者
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

が
こ
れ
に
対
抗
す
る
に
は
．
や
は
り
言
論
の
自
由
を
も
つ
て
す
べ
き
で
あ
る
。
』
と
の
原
則
に
立
ち
．
使
用
者
が
意
見
を
述
べ
る
場
合
、
『
報
復
、
暴

力
の
行
使
．
利
益
の
供
与
を
意
味
す
る
場
合
に
は
支
配
介
入
と
な
る
』
と
し
て
い
る
。
右
学
説
が
、
言
論
の
膚
由
を
労
使
お
の
お
の
に
認
め
て
い
る

こ
と
は
妥
当
で
あ
り
、
人
問
関
係
の
み
な
ら
ず
労
働
関
係
に
お
い
て
も
そ
の
必
要
性
の
十
分
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
妥
当
な
理
解

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
後
段
に
お
い
て
．
現
行
ア
メ
リ
カ
の
労
働
関
係
法
に
よ
つ
て
支
配
介
入
の
成
立
・
不
成
立
を
断
定
す
る
こ
と
に



は
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
報
復
．
暴
力
の
行
使
．
利
益
の
供
与
は
．
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
支
配
介
入
の
成
立
要
件
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
い
て

は
、
使
用
者
の
発
言
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
要
件
規
定
は
存
在
し
な
い
。
不
当
労
働
行
為
を
団
結
権
な
り
、
団
体
交
渉
権

な
り
に
対
す
る
侵
害
と
み
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
使
用
者
の
発
言
を
支
配
介
入
と
理
解
す
る
か
い
な
か
と
い
う
態
度
を
と
つ
て
い
る
わ
が
法
儲
上
に

お
い
て
．
タ
フ
ト
・
ハ
書
ト
レ
ー
法
第
八
条
C
項
で
規
定
す
る
事
項
の
み
が
、
団
結
権
な
η
団
体
交
渉
権
な
り
の
侵
害
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
．

た
と
え
ば
組
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
発
言
で
あ
り
、
そ
の
発
言
が
利
益
供
与
の
約
東
を
含
ま
な
い
発
書
で
あ
る
と
し
た
場
合
．
右
学
説
は
支
配

介
入
と
み
る
の
か
ど
う
か
。
し
か
し
勧
誘
さ
れ
た
労
働
者
が
、
現
に
粗
合
を
脱
退
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
そ
こ
に
団
結
権
の
侵
害
行
為
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

つ
た
と
い
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
．
か
く
て
団
結
権
侵
害
を
ア
メ
リ
カ
法
の
範
騨
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
か
な
り
危
険
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
．

　
つ
ぎ
の
説
は
．
発
言
の
時
期
、
場
所
．
対
象
な
ど
か
ら
支
配
介
入
の
成
立
を
判
断
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
発
言
の
時
期
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
》

楊
所
、
対
象
か
ら
判
断
し
て
、
支
配
介
入
の
成
否
が
決
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
．
』
あ
る
い
は
ま
た
「
使
用
者
の
発
書
の
時
期
・
場
所
・
方
法
・
対
象

な
ど
を
綜
合
し
て
判
断
す
べ
き
』
で
あ
り
．
『
と
く
に
．
緻
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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
サ

言
動
は
．
当
然
支
配
介
入
と
な
る
』
と
し
て
い
る
。
右
再
説
は
．
多
少
の
顧
三
ウ
ア
ン
ス
を
持
ち
な
が
ら
相
違
し
た
点
が
み
う
け
ら
れ
る
が
．
発

書
の
時
期
．
場
所
、
対
象
、
方
法
な
ど
を
綜
合
的
に
判
断
し
て
支
配
介
入
の
成
否
を
決
定
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。
と
り
わ
け
後
説
に
お
い
て

は
．
労
働
組
合
が
自
主
的
に
決
定
す
る
事
項
に
対
し
て
は
、
使
用
者
は
発
書
で
き
な
い
し
．
現
に
発
書
し
た
場
合
に
は
支
配
介
入
と
な
る
と
い
う

点
に
特
異
性
を
持
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
使
用
者
の
言
諭
は
．
絶
合
が
自
主
的
に
決
定
す
る
事
項
に
対
し
て
は
、
及
ぶ
べ
き
で
な
く
．
右
の
領
域
に

ま
で
お
よ
ん
だ
と
き
．
そ
の
使
用
者
の
発
書
は
．
支
配
介
入
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
．
発
書
の
時
期
、
場
所
．
対
象
．
方

法
な
ど
を
綜
合
的
に
判
断
す
ぺ
き
で
あ
る
と
す
る
が
．
時
期
に
つ
い
て
支
配
介
入
成
立
の
基
準
、
場
所
、
対
象
、
方
法
な
ど
の
基
準
を
い
か
な
る

か
た
ち
で
設
定
し
た
ら
よ
い
の
か
．
い
か
な
る
基
準
に
も
と
づ
い
て
支
配
介
入
の
成
立
を
認
め
よ
願
）
と
す
る
の
か
、
右
基
準
の
問
題
に
つ
い
て
な

お
詳
説
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
右
の
基
準
は
、
事
件
の
な
か
に
お
い
で
、
把
握
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
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ボ
．
支
配
介
入
と
発
言
の
時
期
、
場
所
．
対
象
．
方
法
と
を
結
合
せ
し
め
支
配
介
入
の
成
立
を
認
め
る
た
め
に
は
．
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
な

り
の
優
害
と
い
う
中
間
的
に
存
在
す
る
接
着
事
実
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
、
使
用
者
が
．
書
論
を
も
つ
て
し
て
は
．
ま
つ
た
く
ふ

れ
え
な
い
と
い
う
労
働
組
合
自
主
決
定
事
項
に
関
連
す
る
発
書
は
す
べ
て
支
配
介
入
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
は
．
い
か
に
も
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形
式
的
に
問
題
を
処
理
し
た
嫌
が
な
く
も
な
く
、
書
論
と
人
間
関
係
な
り
労
働
関
係
と
を
無
視
す
る
危
険
性
の
存
在
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
．

　
以
上
さ
ま
ざ
ま
の
学
説
を
考
察
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
ア
メ
リ
カ
法
の
な
か
で
育
成
さ
れ
た
使
用
者
の
書
論
と
不
当
労
働
行
為
と
の

関
係
を
わ
が
田
の
労
働
関
係
に
間
接
的
に
継
受
し
よ
う
と
す
る
段
階
に
お
け
る
学
説
の
分
裂
で
あ
る
と
い
え
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
ア
メ

リ
ヵ
法
に
お
い
て
は
．
使
用
老
の
発
言
が
．
規
定
上
列
挙
さ
れ
、
列
挙
さ
れ
た
も
の
が
不
当
労
働
行
為
を
構
成
す
る
と
考
え
る
。
右
の
よ
う
な
規

定
を
も
つ
た
不
当
労
働
行
為
制
度
を
．
団
結
権
あ
る
い
は
団
体
交
渉
権
の
保
障
の
あ
る
わ
が
国
法
制
度
の
な
か
に
取
入
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に

問
題
が
あ
る
と
同
時
に
．
わ
が
国
に
お
い
て
は
労
粗
法
七
条
三
号
で
単
に
組
合
へ
の
支
配
介
入
を
規
定
し
て
お
り
、
使
用
者
の
雷
論
が
不
当
労
働

行
為
に
な
る
と
は
規
定
し
て
い
な
い
．
し
た
が
つ
て
使
用
者
の
書
論
を
ア
メ
リ
カ
法
の
な
か
に
引
き
入
れ
て
も
う
一
度
β
本
の
も
の
と
し
て
考
え

て
み
る
か
．
そ
れ
と
も
わ
渉
国
の
不
当
労
働
行
為
と
し
て
、
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
な
り
の
侵
害
の
場
に
お
い
て
考
え
る
か
．
学
説
の
分
れ
る

と
こ
ろ
も
右
南
者
の
い
ず
れ
に
重
き
を
お
く
か
と
い
う
問
題
に
帰
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
（
1
）
　
追
い
つ
め
ら
れ
た
企
業
内
単
組
の
性
絡
を
考
慮
し
正
当
性
の
判
断
を
す
べ
き
で
あ
り
．
正
当
な
組
合
活
動
で
あ
る
か
ぎ
り
法
的
保
護
を
う
け
る
．

　
（
2
）
　
久
保
敬
治
『
組
合
幹
部
批
判
』
季
刊
労
働
法
六
一
号
．
齢
〇
九
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
わ
が
国
の
不
当
労
働
行
為
制
度
は
、
た
し
か
に
ワ
グ
ナ
！
法
を
母
法
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
．
舗
度
そ
の
も
の
絃
さ
て
お
き
．
不
当
労
働
行
為
は
、
権
利
侵
害
行
為

　
　
の
有
無
を
持
つ
て
論
ず
べ
き
で
あ
り
．
不
当
労
働
行
為
の
判
断
に
お
い
て
は
、
大
陸
法
系
の
考
え
方
を
考
慮
の
対
象
と
し
て
と
も
に
判
断
す
ぺ
き
で
あ
る
。

　
（
4
）
　
前
掲
・
三
井
造
船
所
事
件

　
（
5
〉
　
石
川
吉
右
衛
門
『
支
紀
介
入
』
労
働
法
演
習
五
七
頁
引
用
．

　
（
6
）
　
窪
田
鋸
人
「
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
』
民
商
法
雑
誌
第
三
九
巻
．
第
四
、
五
、
六
晶
、
・
八
六
四
頁
参
照
．

　
　
籾
井
常
喜
『
経
嘗
秩
序
と
組
合
活
動
』
二
九
〇
頁
参
照
．



（
7
）
　
漉
木
誠
之
「
支
配
介
入
」
労
働
法
講
座
第
三
巻
一
〇
〇
頁
引
虜
．

（
8
〉
　
島
田
儒
義
『
支
配
介
入
』
労
働
法
大
系
一
南
○
頁
引
用
．

（
9
）
　
欝
葉
の
露
要
性
が
人
闘
関
係
に
お
い
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
。
こ
の
点
は
諸
外
國
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
．
書
葉
を
尊
重
す
る
こ
と
に
馴
致
し
♂
、

　
い
な
い
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
言
論
の
霞
由
の
重
要
性
が
や
や
も
す
れ
ぱ
か
え
り
み
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
る
．

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
争
議
行
為
中
に
お
け
る
使
用
者
の
言
論

　
即
　
争
議
行
為
中
に
お
い
て
．
労
使
は
．
互
に
全
力
を
つ
く
し
て
自
己
の
主
張
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
が
．
そ
の
場
合
労
使
は
互
に
書
葉
を
も

つ
て
抗
争
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
そ
も
そ
も
労
働
争
議
は
書
論
の
闘
争
を
中
心
と
す
べ
き
で
あ
つ
て
、
力
を
も
つ
て
す
る
闘
争
は
で
き
う

る
か
ぎ
り
避
げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
．
中
小
企
業
の
新
た
に
結
成
さ
れ
た
労
働
紐
合
に
時
折
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
組
合
結
成
と
同
時

に
争
議
行
為
に
突
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
．
変
則
的
な
綴
合
運
動
と
い
い
う
る
で
あ
ろ
5
．
書
論
の
や
り
と
り
に
よ
つ
て
互
に
全
力
を
尽
す
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

が
、
労
働
争
議
に
お
い
て
も
、
ま
た
争
議
行
為
に
突
入
し
た
場
合
に
お
い
て
も
、
不
可
欠
の
条
件
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

　
さ
て
争
議
行
為
中
の
労
働
関
係
と
平
常
の
労
働
関
係
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
な
ん
ら
か
の
異
な
つ
た
労
働
関
係
上
の
性
格
が
5
か
が
え
る
こ
と

は
当
然
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
争
議
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
す
ら
労
働
者
が
争
議
行
為
に
突
入
し
た
場
合
噛
使
用
者
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
を
持
つ

て
こ
れ
に
対
抗
し
う
る
も
の
で
あ
る
．
し
た
が
つ
て
使
月
者
が
、
労
働
総
合
に
対
し
て
、
こ
れ
を
批
判
す
る
発
書
を
す
る
こ
と
は
、
対
抗
上
許
容

さ
れ
う
る
方
法
で
あ
る
と
い
え
ま
い
か
。
争
議
行
為
中
に
お
け
る
使
用
者
の
書
論
と
り
わ
け
労
働
粗
合
な
り
総
合
活
動
あ
る
い
は
要
求
な
り
に
対

し
て
批
判
す
る
こ
と
は
、
言
諭
の
自
由
の
保
障
に
加
え
て
、
対
抗
手
段
と
し
て
認
め
ら
れ
る
書
論
と
い
え
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
憲
法
第
一
コ
条
で

保
障
す
る
言
諭
の
自
由
を
背
景
と
し
て
は
い
る
が
、
対
抗
的
に
法
認
さ
れ
る
書
諭
の
自
由
で
あ
る
と
み
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
問
題
は
、
争
議
行
為
中
に
お
い
て
使
用
者
の
団
結
権
尊
重
義
務
は
、
依
然
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
使
用
者
の
団
結
権
侵
害

行
為
の
禁
止
は
、
争
議
行
為
中
と
い
え
ど
も
不
当
労
働
行
為
の
規
定
が
使
用
者
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
、
争
議
行
為
中
使
用
者

　
　
　
使
用
者
の
言
諭
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
　
　
（
コ
ニ
駕
七
》



　
　
　
使
用
者
⑳
書
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
　
　
（
構
三
五
八
）

が
、
そ
の
対
抗
手
段
と
し
て
書
論
の
自
由
を
保
有
し
て
い
る
と
し
て
も
．
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

そ
も
そ
も
憲
法
に
よ
つ
て
保
障
さ
れ
る
言
論
の
自
由
は
、
他
の
憲
法
上
に
お
け
る
基
本
的
諸
権
利
と
同
等
に
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ

る
．
し
て
み
る
と
言
論
の
自
由
は
所
有
権
な
り
．
労
働
三
権
な
り
と
同
等
性
を
も
つ
た
権
利
と
い
い
う
る
わ
け
で
あ
る
。
使
用
者
は
一
面
に
お
い

て
団
結
権
の
尊
重
を
義
務
づ
け
ら
れ
な
が
ら
他
面
に
お
い
て
言
論
の
自
由
を
保
障
さ
れ
か
つ
そ
の
う
え
に
対
抗
的
意
味
か
ら
言
諭
の
自
由
の
保
障

が
加
え
ら
れ
て
い
る
．
右
の
論
理
か
ら
推
論
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
使
用
者
は
か
な
り
広
く
言
論
の
自
由
を
法
的
に
確
約
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
し
た
が
つ
て
組
合
運
動
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
．
あ
る
い
は
争
議
行
為
を
早
期
に
解
決
す
る
た
め
の
宜
伝
．
粗
合
運
動
の
あ
る
べ
き
姿
な

ど
に
つ
い
て
の
意
見
表
男
な
り
．
希
望
意
見
な
り
を
述
べ
る
こ
と
は
．
そ
れ
が
ピ
ラ
の
配
布
の
形
式
を
と
ろ
う
と
．
ラ
ジ
オ
放
送
の
か
た
ち
で
行

　
　
●

な
わ
れ
よ
う
と
．
あ
る
い
は
直
接
労
働
者
に
説
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
そ
の
表
現
手
段
対
象
は
問
題
と
す
る
こ
と
な
く
、
組
合
を
破
壊
さ
せ

る
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
使
用
者
に
許
容
さ
れ
う
る
言
論
の
自
由
と
い
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
二
　
右
の
よ
う
に
結
論
づ
け
た
と
し
て
も
．
な
お
問
題
は
残
る
の
で
あ
り
．
労
鋤
組
合
の
団
結
を
破
壊
す
る
よ
う
な
使
用
者
の
書
譲
．
と
り
わ

け
継
合
幹
部
批
判
に
よ
つ
て
粗
合
幹
部
と
個
々
の
組
合
員
と
の
離
反
を
意
図
し
て
行
な
わ
れ
る
使
用
者
の
書
論
．
あ
る
い
は
粗
合
か
ら
の
脱
退
を

目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
る
勧
誘
な
ど
が
許
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
．
争
議
行
為
中
と
い
え
ど
も
使
罵
者
は
．
な
お
団
結
権
を
侵
害
す
る
こ
と
が

禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
．
す
で
に
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
「
争
議
中
に
お
け
る
佼
用
者
の
対
抗
行
為
は
、
組
合
そ
の
も
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
》

し
て
正
面
か
ら
対
決
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
、
組
合
員
を
紐
合
か
ら
脱
退
さ
せ
る
と
か
、
分
裂
を
員
的
と
す
る
よ
う
な
使
用
者
の
発
書
は

許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
よ
う
な
蓄
論
は
．
第
一
に
相
手
方
で
あ
る
対
抗
対
象
を
消
減
す
る
か
あ
る
い
砿
そ
の
対
抗
対
象
に
対
し
て
決
定
的

な
打
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
組
舎
に
対
す
る
対
抗
を
意
図
し
て
生
じ
て
き
た
書
論
の
自
由
．
す
な
わ
ち
対
抗
対
象
が
あ
り
そ
れ
が
争
議

行
為
に
入
つ
た
た
め
に
そ
の
対
抗
手
段
と
し
て
容
認
さ
れ
る
使
用
者
の
言
論
は
．
相
手
方
が
消
滅
し
た
り
、
原
状
へ
の
同
復
困
難
な
決
定
的
打
撃

を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
き
．
本
来
の
性
格
を
喪
失
し
．
許
容
さ
れ
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
．
つ
ま
り
対
抗
性
を
前
提
と
し
て
容
認
さ
れ
た
も
の



は
、
対
抗
性
を
否
定
し
て
ま
で
あ
る
い
は
そ
の
否
定
の
上
に
立
つ
て
な
お
主
張
さ
れ
た
り
、
許
容
さ
れ
た
り
す
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

第
二
に
憲
法
に
保
障
さ
れ
て
い
る
団
結
権
の
侵
害
が
．
明
確
か
つ
決
定
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
基
本
的
人
権
と
し
て

の
使
用
者
の
言
論
の
自
由
は
、
他
の
基
本
的
人
権
　
と
り
わ
け
労
働
三
権
と
矛
盾
す
る
と
き
お
の
ず
か
ら
限
界
を
示
す
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

（
3
》

な
い
。
し
か
し
以
上
の
場
合
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
何
故
に
使
用
者
の
欝
請
は
、
そ
こ
に
限
界
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
共
の
福
祉

を
持
ち
出
し
て
隈
界
も
し
く
は
制
約
を
認
め
る
考
え
方
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
右
の
考
え
方
は
、
い
わ
ば
一
般
的
考
え
方
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、

公
共
の
福
祉
の
解
釈
、
適
用
な
ど
は
．
や
や
も
す
れ
ば
抽
象
的
に
流
れ
る
可
能
性
が
強
く
．
な
お
具
体
的
な
理
由
な
り
基
準
な
り
を
認
め
る
こ
と

を
必
要
と
す
る
．
公
共
の
福
祉
と
い
う
権
利
行
使
の
理
念
を
よ
り
深
く
掘
り
下
げ
た
と
き
そ
こ
に
表
わ
れ
る
も
う
一
つ
の
原
則
は
．
憲
法
学
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
る
り

い
て
一
般
的
に
い
わ
れ
て
い
る
島
3
噌
，
鼠
づ
垂
糞
蟄
謬
磐
噌
の
原
則
で
あ
る
。
団
結
権
に
対
し
て
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
が
あ
る
か
ぎ

り
．
使
用
老
は
、
そ
の
危
険
に
つ
い
て
書
論
の
良
由
を
失
う
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
「
明
白
か
つ
現
在
の
危
険
」
は
．
使
用
者
の
書
諭
が
い
か
な
る
内

容
で
あ
り
い
か
な
る
時
期
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
か
を
推
認
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
よ
り
明
確
な
制
約
的
機
能
を
は
た
す
概
念
と
な
つ
て
表
わ
れ
ざ

る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
団
結
権
に
対
し
て
『
明
臼
か
つ
現
在
の
危
険
』
が
あ
る
使
用
者
の
発
誉
は
．
蓄
論
の
畠
由
と
理
解
す
る
に
は
ほ

ど
遠
い
。
そ
し
て
右
の
発
言
が
実
際
に
支
配
介
入
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
あ
ら
た
め
て
使
用
者
の
書
動
と

結
果
と
を
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
な
お
か
つ
平
時
の
労
働
関
係
に
お
け
る
使
用
者
の
書
論
方
法
に
つ
い
て
こ
れ
を
み
る
と
、
口
頭
で
行

な
わ
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
と
文
書
で
ピ
ラ
な
り
定
期
刊
行
物
な
ど
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
た
る
と
．
い
ず
れ
を
と
わ
ず
同
一
の
も
の
と
し
て
考
え
ら

れ
．
そ
の
区
別
に
つ
い
て
特
別
意
義
が
な
い
た
め
、
い
か
な
る
方
法
を
も
つ
て
す
る
を
と
わ
ず
、
団
結
権
に
「
朗
白
か
つ
現
在
の
危
険
』
が
あ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

支
配
介
入
の
成
立
に
十
分
で
あ
り
．
そ
こ
に
一
つ
の
限
界
が
画
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
．

　
（
1
）
　
使
用
者
の
欝
論
を
な
ん
ら
翻
約
な
く
．
認
め
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
掌
説
に
つ
い
て
前
述
し
た
が
．
争
議
行
為
中
に
お
い
て
は
、
団
紹
権
、
団
体
交
渉
権
の
決
定
的

　
　
侵
害
の
あ
る
楊
合
を
除
い
て
ほ
ぼ
こ
れ
に
近
い
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
　
使
用
者
の
言
論
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
　
　
（
コ
ニ
五
九
）



　
　
使
用
者
の
言
諭
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
　
　
（
一
三
六
〇
）

（
2
）
　
驚
木
陰
之
『
争
鐵
中
の
総
合
批
判
』
季
窃
労
働
法
六
一
号
．
一
繭
二
頁
引
用
．

（
3
）
　
従
口
醐
億
騎
俸
を
駒
提
と
し
て
団
結
の
優
位
煙
を
主
彊
す
る
学
貌
も
あ
る
が
、
憲
法
解
釈
論
と
し
て
は
両
者
を
常
に
均
衡
化
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
．

（
4
）
　
官
沢
倹
義
偽
憲
法
E
』
法
律
学
全
集
4
巻
三
六
〇
頁
参
照
．

（
5
）
　
石
川
吉
右
衛
門
．
前
掲
書
五
六
頁
参
照
。

区
騨
の
実
益
上
文
書
で
行
な
う
場
倉
と
ロ
頭
で
行
な
う
場
合
と
で
区
別
す
る
こ
と
は
必
要
で
は
な
い
。

五
　
使
用
者
の
言
論
の
自
由
の
限
界

　
聯
　
使
用
者
の
言
論
が
、
労
働
紐
合
に
対
す
る
支
配
介
入
を
携
成
す
る
か
ど
う
か
．
そ
の
判
定
の
基
準
は
．
多
く
の
学
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に

た
と
い
抽
象
的
基
準
で
あ
る
と
し
て
も
．
「
そ
の
時
期
、
場
所
、
方
法
、
対
象
な
ど
の
飽
の
事
惰
と
あ
い
ま
つ
て
組
合
の
組
織
運
営
に
影
響
を
お

よ
ぼ
す
場
合
』
は
．
支
配
介
入
と
し
て
不
当
労
働
行
為
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
単
な
る
組
合
活
動
に
対
す
る
非
難
だ
け
な
ら
ば
言
論
の
自
由
の

範
囲
に
と
ど
ま
る
が
．
不
利
益
の
報
復
ま
た
は
威
嚇
お
よ
び
利
益
の
誘
導
を
も
つ
て
す
る
緯
合
員
の
自
主
的
意
思
に
対
す
る
不
当
な
影
響
を
与
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
組
合
の
運
営
を
左
右
す
る
よ
う
な
発
書
は
、
使
用
者
の
書
論
の
自
由
の
範
囲
を
逸
脱
し
．
不
当
労
働
行
為
に
当
る
と
解
さ
れ
る
」
で
あ
ろ
う
．

と
こ
み
で
右
の
よ
う
な
繭
般
的
か
つ
抽
象
的
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
イ
、
使
罵
者
の
書
論
の
内
容
、
時
期
、
場
所
、
方
法
、

対
象
な
ど
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
諸
嘉
例
を
中
心
と
し
て
な
お
具
体
的
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
使
用
者
の
書
論
の
内
容
は
、
紐
合
活
動
に
お
け
る
政
治
上
の
批
判
、
組
合
の
運
動
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
、
組
合
幹
部
個
人
に
対
す
る
批

判
、
上
部
団
体
加
入
に
関
す
る
批
判
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
．
そ
こ
で
ま
ず
、
総
合
幹
部
が
．
特
定
政
党
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
あ
る
い
は
特
定

政
党
の
基
本
方
針
を
組
合
活
動
の
方
針
と
す
る
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
討
す
る
と
総
合
幹
部
が
．
特
定
政
党
に
加
入
し
て
い
る
事
実
を
単

に
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
支
配
介
入
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
特
定
政
党
の
方
針
を
組
合
活
動
－
．
ー
て
取
り
入
れ
て
い

る
こ
と
を
批
判
す
る
発
言
も
．
ま
た
支
配
介
入
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
と
い
う
わ
け
は
、
第
一
に
言
論
の
自
由
は
政
治
の
主
義
、
主
張
に



つ
い
て
こ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
あ
る
い
は
こ
れ
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
の
な
か
に
歴
史
的
概
念
と
し
て
尊
重
さ
れ
、
保
障
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
．
書
諭
の
自
由
の
保
障
は
．
政
治
的
要
素
を
内
容
と
す
る
も
の
の
な
か
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
強
調
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ

う
し
、
そ
う
な
れ
ば
、
使
用
者
の
批
判
は
、
書
論
の
自
由
の
な
か
に
お
い
て
こ
と
の
ほ
か
保
障
さ
れ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
．
第
二
の
理
由
と
し

て
は
、
労
働
紐
合
が
そ
の
労
働
組
合
主
義
と
し
て
．
政
治
的
に
動
く
こ
と
は
か
な
り
疑
問
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
労
働
組
合
が

労
働
者
の
労
働
条
件
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
る
事
項
に
対
し
て
政
治
的
活
動
を
行
な
う
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
と
し
て
も
、
組
合
内
に
特
定
政
党

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
《
8
》

員
が
多
数
増
加
す
る
こ
と
を
紐
合
運
動
の
方
針
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
あ
る
い
は
特
定
政
党
の
方
針
を
支
持
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
労

組
法
第
二
条
第
四
号
の
精
神
か
ら
み
て
労
働
紐
合
運
動
と
し
て
か
な
ら
ず
し
も
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
．
し
た
が
つ
て
こ
れ
に
対
し
て
使
用
者

が
、
批
判
す
る
こ
と
は
、
使
用
者
の
書
諭
の
自
由
と
し
て
保
障
さ
れ
る
事
柄
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
か
つ
右
の
よ
う
な
労
働
組
合
の
団
結
が
、
団

結
権
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
な
ら
ば
な
お
さ
ら
使
用
者
の
書
論
の
自
由

は
、
正
当
視
さ
れ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
つ
ぎ
に
時
期
、
場
所
な
ど
に
つ
い
て
こ
れ
を
検
討
し
て
み
る
と
．
こ
の
基
準
は
璽
要
な
判
断
規
準
で
あ
り
、
事
実
こ
の
基
準
に
よ
り
支
配

介
入
の
認
め
ら
れ
た
事
例
ぱ
か
な
り
多
い
。
た
と
え
ば
組
合
役
員
の
選
挙
期
間
中
に
お
い
て
．
候
補
者
そ
の
他
を
呼
び
立
候
補
を
辞
退
せ
し
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

投
票
当
日
に
お
い
て
社
長
自
ら
．
政
治
．
労
働
問
題
に
つ
い
て
の
調
示
を
従
業
貴
に
対
し
て
行
な
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
確
に
支
配
介
入
と
な
る

で
あ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
右
の
訓
示
が
．
通
常
の
時
に
行
な
わ
れ
た
り
．
企
業
外
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
り
な
ど
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

な
ん
ら
支
配
介
入
は
、
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
二
つ
の
労
働
級
合
が
、
存
在
す
る
場
合
．
か
つ
ま
た
両
労
働
組
合
が
互
に
勢
力
拡
張
を
意

図
し
て
活
発
に
活
動
し
、
対
立
が
激
し
く
な
つ
て
い
る
時
期
に
工
場
長
が
特
定
の
労
働
紐
合
を
称
揚
し
、
特
定
の
労
働
組
合
が
「
世
間
で
は
御
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
“

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
》

紐
合
と
い
つ
て
い
る
が
、
正
し
く
評
価
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
－
…
』
と
い
う
発
鷺
は
．
両
労
働
紐
合
の
対
立
が
激
化
し
て
い
る
折
に
お
い
て
行

な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
支
配
介
入
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
．

　
　
　
使
用
者
の
讐
簾
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
囚
七
　
　
（
コ
嵩
六
ご



　
　
　
使
用
奢
の
曾
諭
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八
　
　
（
二
昌
六
二
》

　
つ
ぎ
に
方
法
．
対
象
の
問
題
で
あ
る
が
．
従
業
員
全
般
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
労
働
組
合
批
判
の
発
書
と
個
々
の
組
合
員
に
対
し
て
個
別
的
に

行
な
わ
れ
た
言
論
と
は
．
凶
応
区
別
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
．
従
業
員
全
般
に
対
し
イ
．
は
．
団
結
権
侵
害
の
結
果
が
．
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
い

で
あ
ろ
う
し
ー
i
も
つ
と
も
場
合
に
よ
つ
て
は
支
配
介
入
が
成
立
す
る
場
合
も
あ
る
が
．
ー
そ
れ
に
比
較
し
個
人
的
に
労
働
者
に
発
書
す
る
場

合
は
．
し
ば
し
ば
言
論
の
自
由
を
超
え
．
労
働
縄
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
し
た
り
．
こ
れ
を
説
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
効
果
は
き
わ

だ
つ
て
目
に
み
え
て
表
わ
れ
る
の
が
通
常
の
姿
で
あ
り
、
発
蓄
者
が
直
属
の
上
司
で
あ
つ
た
場
合
に
は
．
な
お
そ
の
効
果
は
大
き
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ず
、
支
配
介
入
の
成
立
は
．
一
般
大
衆
労
働
者
に
対
し
て
行
な
う
発
言
よ
り
き
わ
め
て
可
能
性
が
大
で
あ
る
と
い
え
よ
う
．
ま
た
家
族
に
対

す
る
労
働
粗
合
か
ら
の
脱
退
を
勧
誘
す
る
行
為
は
、
そ
れ
が
定
期
的
に
行
な
わ
れ
る
家
庭
訪
問
の
形
式
を
と
つ
た
と
し
て
も
．
き
わ
め
て
不
公
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
｝

な
方
法
で
あ
り
、
支
配
介
入
の
成
立
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
．
そ
の
よ
う
な
行
為
そ
の
も
の
が
常
執
を
逸
脱
し
た
行
為
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
．
ま
た
自
社
の
新
聞
を
利
用
し
て
．
労
働
組
合
幾
判
を
行
な
う
こ
と
は
．
対
象
が
合
詞
労
組
で
あ
る
こ
と
を
も
考
慮
の
な
か
に
入
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
き
．
支
配
介
入
の
成
立
は
明
確
で
あ
る
．

　
三
　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
使
用
者
と
い
え
ど
も
蓄
論
の
自
由
を
保
障
さ
れ
、
と
り
わ
け
争
議
行
為
中
に
お
い
て
は
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い

る
言
諭
の
自
由
に
加
え
て
．
労
使
対
抗
手
段
と
し
て
の
書
諭
の
窃
由
が
認
め
ら
れ
て
し
か
る
ぺ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
保
証
さ
れ
て
い
る

書
諭
の
自
由
が
．
結
果
的
に
団
結
権
な
り
団
体
交
渉
権
な
り
の
決
定
的
な
侵
害
で
あ
る
な
ら
ば
支
配
介
入
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
．
こ

の
よ
う
な
原
則
論
に
立
つ
て
使
用
者
の
書
論
の
自
由
を
考
え
る
と
き
、
労
働
組
合
内
部
の
事
項
に
関
す
る
発
欝
．
い
い
か
え
れ
ば
労
働
組
合
が
自

主
的
に
決
定
す
べ
き
事
項
に
対
し
て
ま
で
使
用
者
は
発
書
で
き
な
い
と
す
る
い
わ
ゆ
る
団
結
に
対
し
て
書
論
に
お
け
る
ノ
ー
。
タ
ッ
チ
の
原
則
に

よ
り
判
断
す
る
こ
と
は
、
妥
当
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
団
結
権
は
、
い
か
に
組
合
総
織
が
企
業
別
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
が
国
特
殊
事
情

が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
他
の
権
利
を
否
定
し
て
ま
で
保
障
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
使
用
者
が
極
め
て
通
常
な
か

つ
客
観
的
に
み
て
な
ん
ら
実
害
を
と
も
な
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
組
合
批
判
を
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
そ
れ
が
た
だ
ち
に
団
結
権
侵
害
に
な
る
と



も
い
え
ま
い
ρ
右
の
よ
う
な
使
用
者
の
言
論
を
も
つ
て
な
お
支
配
介
入
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
．
あ
ま
り
に
も
団
結
権
を
温
床
の
な
か
に
お

い
て
理
解
す
る
も
の
で
あ
り
．
将
来
に
お
け
る
団
結
権
行
使
の
展
開
の
た
め
に
決
し
て
ブ
ラ
ス
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
権
利

そ
の
も
の
の
性
格
か
ら
し
て
．
他
の
権
利
と
の
調
和
、
他
の
権
利
の
尊
重
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
あ
ま
り
に
も
一
方
に
か
た
よ
り
す
ぎ
た
も
の

で
．
権
利
は
他
の
権
利
と
の
激
し
い
自
己
主
張
の
な
か
に
そ
の
真
姿
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
で
あ
り
．
温
室
の
な
か
に
閉
じ
込
め
た
状
態
に
お
い
て

団
結
権
と
い
う
権
利
を
理
解
す
る
こ
と
は
妥
当
と
は
い
え
な
い
．

　
つ
ぎ
に
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
使
用
者
の
書
論
が
、
支
配
介
入
を
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
き
．
そ
こ
に
反
組
合
的
意
思
の
存
在
が
、
労

働
組
合
法
第
七
条
第
一
号
同
様
必
要
で
あ
ろ
う
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
か
な
り
学
説
、
判
例
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
．
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
論
点
が
中
心
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
側
単
に
か
つ
結
論
的
に
述
べ
る
乏
、
使
用
者
の
書
論
は
．
多
く
の

場
合
粗
合
に
対
す
る
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
問
題
化
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ぱ
使
用
老
の
言
論
か
ら
客
観
的
反
組
合
意
思
の
推
定
が
可
能
で

あ
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
つ
て
あ
え
て
反
組
合
的
意
思
の
推
定
が
必
要
で
あ
る
か
ど
う
か
い
わ
ぽ
問
題
と
し
て
取
上
げ
る
こ
と
に
疑
問
を
持
つ

の
で
あ
る
が
．
あ
え
て
い
え
ば
反
組
合
的
意
思
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
使
用
考
の
言
論
に
よ
つ
て
支
配
介
入
が
成
立
す
る
か

ど
う
か
は
．
そ
こ
に
団
結
権
な
り
．
団
体
交
渉
権
な
り
の
侵
害
が
あ
つ
た
か
ど
う
か
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
こ
と
で
あ
つ
て
、
結
果
に
お
い
て
検

紺
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
．
使
用
者
の
言
諭
に
よ
つ
て
現
に
脱
退
者
が
出
た
と
か
．
組
合
活
動
が
弱
体
化
し
た
と
か
、
粗
合
が
上
部
団

体
か
ら
脱
退
し
た
と
か
．
解
散
し
た
と
か
あ
る
い
は
ま
た
会
社
の
希
望
し
て
い
た
人
物
が
紐
合
役
員
に
選
出
さ
れ
た
と
か
い
う
よ
う
な
現
象
結
果

を
も
つ
て
．
支
配
介
入
の
成
立
を
判
断
す
れ
ば
足
り
る
と
考
え
ら
れ
る
．
そ
し
て
か
つ
通
常
認
め
ら
れ
て
い
る
単
な
る
使
用
者
の
意
見
発
表
程
度

の
も
の
で
組
合
に
な
ん
ら
か
の
変
化
が
あ
つ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
支
配
介
入
と
断
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
わ
け
は
．
右
の
よ
う
な
現

象
を
表
わ
し
た
労
働
組
合
は
．
組
合
員
の
意
識
あ
る
い
は
団
結
権
の
行
使
に
お
い
て
正
し
い
と
い
え
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
外
粛
盤
二
・
『
労
働
法
入
門
』
五
〇
頁
引
用
．

　
　
　
使
用
者
の
雷
勘
の
β
由
と
不
当
労
働
行
為
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
霞
九
　
　
（
輔
三
六
三
）
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使
用
嚢
の
欝
麓
の
自
由
と
不
当
労
働
行
為

峯
村
光
郎
『
不
当
労
働
行
為
の
事
例
研
究
』
五
七
頁
引
用
．

前
掲
。
三
変
製
紙
事
件
参
照
．
右
事
件
は
．
こ
の
事
実
に
き
わ
め
て
接
近
し
た
事
件
内
容
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

擬
典
鉱
桑
事
件
．
福
岡
地
労
委
、
昭
二
七
・
六
二
一
〇
命
令
。

ヅ
サ
ソ
ス
不
当
労
働
行
為
事
件
．
都
労
委
．
昭
和
四
一
年
七
月
二
六
日
命
令
．
な
お
本
件
に
お
い
て
は
．
藻
長
、

業
洋
敷
物
事
件
．
前
掲
Y
参
照
．

文
化
新
聞
祉
寮
件
．
前
謁
参
照
。

五
〇
　
　
（
＝
二
六
四
》

係
長
の
支
配
介
λ
の
莞
言
が
多
く
み
ら
れ
る
．

六
　
む

す

び

　
使
用
者
の
言
諭
と
不
当
労
働
行
為
と
に
つ
い
て
は
、
な
お
論
ず
べ
き
多
く
の
問
題
が
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
末
蟻
の
職
制
の
言
諭
は
．
支
配
介

入
と
な
る
の
か
ど
う
か
．
反
粗
合
的
意
思
の
問
題
な
ど
い
く
つ
か
の
問
題
を
諭
じ
足
ら
ず
に
終
ら
ざ
る
を
え
な
い
が
、
こ
れ
は
他
日
を
期
し
て
完

全
な
も
の
と
し
た
い
。
た
だ
末
端
職
制
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
は
、
労
働
緯
合
法
第
二
条
で
い
う
使
用
者
の
利
益
代
表
者
の
み
が
．
使
用
者
の
言

論
に
お
け
る
支
配
介
入
の
主
体
と
な
る
も
の
で
な
く
．
な
お
広
く
使
用
者
概
念
は
、
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
こ
う
．
し
た
が
つ
て
一
般
職
場
の
末
端
職
制
は
．
そ
の
名
目
が
な
ん
で
あ
れ
支
配
介
入
の
責
任
は
な
お
会
社
に
帰
属
す
る
も
の
と
断

定
せ
ざ
る
を
え
ず
．
こ
れ
演
妥
当
な
考
え
方
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
会
社
に
お
け
る
社
員
の
教
養
教
育
、
思
想
教
育
と
い
わ
れ
る
講
習
会
は
．

使
用
者
の
発
言
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
本
稿
に
お
い
て
は
論
じ
な
か
つ
た
。
ま
た
団
体
交
渉
な
り
、
組
合
要
求
な
り
に

対
す
る
使
用
者
の
言
論
は
、
完
全
に
自
由
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
妥
当
で
、
い
わ
ば
右
の
問
題
は
．
本
稿
の
テ
；
マ
と
離
れ
て
詮
ず
る
こ
と
を
適

当
と
考
え
る
．


