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判
　
例
　
研
　
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
六
八
六
）

〔
労
働
法
　
三
七
〕
　
点
検
闘
争
の
正
当
性
と
そ
の
限
界

（
騰
講
鞭
繍
黛
韓
）

　
【
事
実
】
全
逓
信
労
働
組
合
（
以
下
単
に
全
逓
と
い
5
）
は
、
昭
和
三
三
年

七
月
そ
の
全
国
大
会
に
お
い
て
被
解
雇
者
を
中
央
本
部
役
員
と
し
て
再
選
し
た

た
め
、
当
局
は
、
当
時
の
公
労
法
四
条
三
項
を
理
由
と
し
団
体
交
渉
を
拒
否
す

る
旨
全
逓
に
通
告
し
た
。
そ
こ
で
全
逓
本
部
は
、
団
体
交
渉
再
開
闘
争
を
す
す

め
る
か
た
わ
ら
、
組
合
傘
下
各
地
区
に
お
い
て
点
検
闘
争
の
強
化
を
行
な
う
よ

う
指
令
し
た
。
本
件
は
、
右
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
起
つ
た
も
の
で
、
被
告

人
A
、
B
、
C
、
D
四
名
の
全
逓
静
岡
地
区
幹
部
は
、
昭
和
三
三
年
一
二
月
六

日
午
後
零
時
一
五
分
頃
、
静
岡
市
安
西
町
に
あ
る
特
定
局
、
安
西
郵
便
局
に
お

も
む
き
、
A
を
先
頭
と
し
表
入
口
よ
り
公
衆
室
（
公
衆
溜
り
）
に
入
り
、
自
己
紹

介
を
す
る
と
か
来
意
を
告
げ
る
と
か
い
う
こ
と
な
く
、
局
長
X
を
し
て
用
件
を

た
ず
ね
る
余
裕
を
与
え
ず
局
内
東
側
公
衆
電
話
室
か
ら
事
務
室
に
通
ず
る
入
口

附
近
に
至
つ
て
な
お
事
務
室
内
に
入
ろ
う
と
し
た
。
事
務
室
内
に
お
い
て
は
、

各
事
務
員
が
勤
務
時
間
中
の
執
務
を
行
な
つ
て
お
り
、
な
お
同
日
は
土
曜
日
の

た
め
正
午
で
締
め
切
つ
た
現
金
を
勤
務
終
了
時
刻
の
午
後
零
時
三
〇
分
頃
ま
で



に
集
計
し
終
つ
て
銀
行
の
集
金
員
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
に
迫
ら

れ
て
い
た
と
い
う
事
情
に
あ
つ
た
．
し
た
が
つ
て
局
長
X
は
、
入
室
し
よ
う
と

し
て
い
た
被
告
人
達
に
対
し
両
手
を
拡
げ
繰
り
返
し
事
務
室
入
口
附
近
に
お
い

て
、
「
入
つ
て
は
困
る
、
出
て
行
つ
て
く
れ
、
金
を
計
算
し
て
い
る
か
ら
、
話

が
あ
る
な
ら
後
に
し
て
貰
い
た
い
」
旨
述
べ
入
室
を
拒
ん
だ
．
こ
れ
に
対
し
被

告
人
四
名
お
よ
び
こ
れ
に
加
え
て
地
区
幹
部
三
名
計
七
名
の
者
は
、
「
何
故
入

れ
な
い
、
俺
達
は
金
を
取
り
に
来
た
ん
じ
や
な
い
」
と
述
べ
な
が
ら
押
入
る
よ

う
に
し
て
A
を
先
頭
に
し
て
入
室
し
、
つ
づ
い
て
他
の
六
名
も
入
室
し
、
点
検

闘
争
お
よ
び
説
得
活
動
を
実
施
し
た
。

　
右
事
実
に
対
し
検
察
官
は
、
「
住
居
侵
入
の
罪
」
「
暴
力
行
為
等
処
罰
二
関
ス

ル
法
律
違
反
」
に
該
当
す
る
と
し
告
訴
の
手
続
を
取
つ
た
が
、
初
審
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
な
理
由
で
こ
れ
を
無
罪
と
し
た
。

　
ω
　
被
告
人
ら
の
同
局
事
務
室
内
立
入
の
主
た
る
目
的
は
全
逓
の
組
合
活
動

　
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
点
検
を
実
施
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
か
ら
、
立
入
目
的
に
は

　
違
法
が
な
い
。

　
ω
　
局
長
X
は
、
被
告
人
が
組
合
活
動
の
目
的
で
来
局
し
た
こ
と
は
了
知
し

　
て
い
た
し
、
執
務
の
妨
害
に
も
な
ら
な
か
つ
た
と
の
認
定
の
も
と
に
、
X
の

　
入
室
拒
否
は
相
当
で
な
か
つ
た
。

　
㈹
　
被
告
人
達
の
事
務
室
立
入
の
手
段
、
態
様
は
さ
し
て
強
引
な
も
の
で
な

　
か
つ
た
．

　
以
上
の
理
由
に
も
と
づ
ぎ
無
罪
を
言
渡
し
た
が
、
検
察
官
は
な
お
控
訴
し
た

と
こ
ろ
、
東
京
高
裁
は
、
「
同
局
長
…
…
が
理
由
を
告
げ
て
被
告
人
等
の
入
室
を

拒
否
す
る
に
拘
ら
ず
多
数
の
勢
威
と
実
力
と
を
籍
り
て
、
同
局
長
を
押
し
退

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

け
、
荒
々
し
く
ど
や
ど
や
と
強
引
に
入
室
し
て
し
ま
つ
た
」
と
認
め
、
か
か
る

立
入
行
為
は
、
そ
の
立
入
目
的
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
手
段
の
点
に
お
い
て

社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
許
容
さ
れ
る
限
度
を
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
判
断

し
た
。
そ
の
結
果
、
右
の
立
入
行
為
が
、
住
居
侵
入
罪
の
構
成
要
件
を
充
足
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
な
く
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
暴
力
の
行
使
に
該
当
し
、

目
的
お
よ
び
手
段
に
お
い
て
労
働
組
合
の
団
体
行
動
と
し
て
の
正
当
性
の
限
界

を
逸
脱
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
右
立
入
行
為
に
刑
法
三
五
条
の
適
用

は
な
く
、
被
告
人
四
名
に
対
し
「
住
居
侵
入
の
罪
」
お
よ
び
「
暴
力
行
為
等
処

罰
二
関
ス
ル
法
律
違
反
」
を
適
用
し
、
全
被
告
人
を
お
の
お
の
懲
役
三
か
月
と

し
た
。
こ
れ
に
対
し
被
告
人
四
名
が
上
告
し
た
の
が
本
件
で
あ
る
。
そ
し
て
上

告
審
は
、
以
下
述
べ
る
理
由
の
よ
う
に
、
一
応
犯
罪
事
実
を
認
め
な
が
ら
も
、

原
判
決
の
量
刑
は
甚
だ
し
く
均
衡
を
失
し
、
重
ぎ
に
過
ぎ
る
と
し
、
原
判
決
を

破
棄
し
、
被
告
人
四
名
に
懲
役
三
か
月
の
刑
を
科
し
な
が
ら
二
年
問
刑
の
執
行

を
猶
予
す
る
旨
言
渡
し
た
。

　
【
判
旨
】
本
件
判
旨
理
由
は
、
大
き
く
二
つ
に
区
別
さ
れ
、
第
一
は
、
本
件

立
入
行
為
の
目
的
お
よ
び
住
居
侵
入
罪
の
成
否
な
ど
が
中
心
と
な
り
、
第
二
の

部
分
に
お
い
て
は
、
量
刑
の
問
題
が
中
心
と
な
る
。

　
ま
ず
一
般
論
と
し
て
、
点
検
闘
争
は
合
法
で
あ
る
と
し
、
憲
法
二
八
条
の
労

働
基
本
権
保
障
の
狙
い
は
、
「
憲
法
二
七
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
勤
労
の

権
利
お
よ
び
勤
労
条
件
を
保
障
す
る
こ
と
と
相
侯
つ
て
、
経
済
上
劣
位
に
立
つ

勤
労
者
を
し
て
使
用
者
と
の
間
に
実
質
的
な
自
由
と
平
等
と
を
確
保
す
る
こ
と

に
あ
る
…
…
所
論
の
点
検
活
動
は
、
労
働
条
件
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
法
規

や
協
約
の
違
反
そ
の
他
取
上
不
備
の
点
が
な
い
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査
点
検

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　
　
（
六
八
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

し
、
当
該
職
場
管
理
者
と
の
交
渉
を
通
じ
て
、
そ
の
是
正
改
良
を
求
め
る
こ
と

を
口
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
憲
法
二
八
条
の
労
働

基
本
権
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
と
は
い
え
な
い
．
し
か
し
、
こ
の
目
的
の
も

と
に
実
施
さ
れ
る
活
動
の
す
べ
て
が
、
た
だ
ち
に
同
条
の
労
働
基
本
権
の
行
使

の
名
の
も
と
に
合
法
化
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
」
と
し
、
つ
ぎ
に
本
件
立
入

行
為
の
目
的
に
つ
い
て
次
の
通
り
述
べ
る
．

　
「
被
告
人
ら
が
、
…
…
同
局
事
務
室
に
立
ち
入
つ
た
動
機
・
目
的
は
、
一
審

判
決
の
認
め
る
よ
う
に
、
所
論
全
逓
本
部
の
闘
争
指
令
に
も
と
づ
く
点
検
活
動

を
実
施
す
る
と
い
う
に
あ
つ
た
こ
と
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、
そ

れ
と
同
時
に
、
石
川
正
雄
ほ
か
三
名
の
同
郵
便
局
員
ら
が
全
逓
を
脱
退
し
た
こ

と
に
対
し
て
、
同
郵
便
局
長
…
…
を
主
目
標
と
し
、
あ
わ
せ
て
右
局
員
ら
に
報

復
的
な
威
迫
を
加
え
、
い
や
が
ら
せ
を
す
る
こ
と
に
あ
つ
た
こ
と
を
も
認
め
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
当
面
の
目
的
は
、
後
者
に
重
き
を
置
い
て
い

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
」
と
し
、
目
的
の
不
純
性
を
指
摘
し
、
つ
づ

い
て
住
居
侵
入
の
成
否
に
つ
い
て
判
断
す
る
。

　
「
点
検
活
動
を
目
的
と
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で

も
、
常
に
立
入
行
為
が
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
と
も
に
、
ま
た
、
管
理
者

が
拒
否
す
る
か
ら
と
い
つ
て
、
一
切
の
立
入
行
為
が
許
さ
れ
な
い
も
の
と
な
る

わ
け
で
も
な
い
。
…
…
住
居
侵
入
罪
を
構
成
す
る
か
否
か
の
判
断
を
す
る
た
め

に
は
、
立
ち
入
る
側
と
そ
れ
を
拒
否
す
る
側
と
の
双
方
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

具
体
的
動
機
と
そ
の
行
為
の
態
様
と
を
相
関
的
に
考
量
す
る
必
要
が
あ
る
。
」

「
同
局
長
は
、
第
一
次
的
に
は
、
郵
便
局
長
と
し
て
、
郵
便
業
務
の
正
常
な
運

行
を
確
保
す
る
責
務
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
組
合
の
役
員
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
　
　
　
（
六
八
八
）

面
会
・
交
渉
を
求
め
て
来
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
労
務
管
理
者
と
し

て
、
そ
の
交
渉
内
容
の
重
要
さ
の
度
合
を
考
慮
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
実
際
に
業

務
の
停
廃
を
来
た
さ
な
い
か
ど
う
か
を
勘
案
し
て
、
事
実
上
可
能
な
限
度
で
そ

の
交
渉
に
応
ず
べ
ぎ
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
X
局
長
の
立
入

拒
否
の
具
体
的
事
情
を
分
析
し
、
X
局
長
が
被
告
人
ら
の
立
入
を
拒
否
し
た
こ

と
に
つ
い
て
机
上
で
現
金
の
集
計
整
理
を
行
な
つ
て
お
り
、
数
分
後
に
現
金
収

納
が
行
な
わ
れ
る
具
体
的
状
況
の
も
と
で
、
一
〇
分
か
二
〇
分
交
渉
が
遅
れ
る

と
し
て
も
組
合
に
不
利
益
が
及
ば
な
い
と
し
、
右
局
長
の
拒
否
行
為
は
、
理
由

が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
し
、
「
同
局
長
の
手
を
払
い
の
け
、
そ
の
胸
を
衝
い

て
同
室
に
立
入
を
強
行
し
た
被
告
人
ら
の
行
為
は
正
当
な
行
為
と
称
し
が
た

く
、
住
居
侵
入
罪
を
構
成
す
る
も
の
と
判
断
し
た
原
判
決
の
結
論
は
、
こ
れ
を

是
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
と
す
る
。
そ
し
て
当
局
の
団
交
拒
否
が
違
憲
か
ど
う

か
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
及
ぽ
す
ま
で
も
な
く
、
住
居
侵
入
罪
の
成
立
が
認
め

ら
れ
る
と
す
る
。

　
つ
づ
い
て
量
刑
の
問
題
に
入
り
、
「
本
件
が
い
わ
ゆ
る
組
合
活
動
に
附
随
し

て
生
起
し
た
多
く
の
刑
事
被
告
事
件
の
な
か
に
あ
つ
て
、
と
く
に
被
告
人
ら
に

対
し
重
い
罪
責
を
問
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
ほ
ど
重
大
か
つ
悪
質
な
事
案
で
あ

る
と
は
、
と
う
て
い
認
め
が
た
い
の
で
あ
つ
て
、
－
…
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予

す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
と
し
量
刑
に
つ
い
て
破
棄
判
決
を
言
渡
し
て
い
る
。

　
【
研
究
】
　
判
旨
に
賛
成
で
あ
る
。

　
『
　
こ
の
判
決
は
、
点
検
闘
争
と
住
居
侵
入
罪
の
成
否
に
つ
い
て
正
面
か
ら

判
断
を
下
し
て
い
る
。
判
旨
中
に
は
、
注
目
す
べ
き
い
く
つ
か
の
問
題
が
う
か

が
わ
れ
る
が
、
第
一
に
点
検
闘
争
の
合
法
性
、
第
二
に
労
働
事
件
に
お
け
る
住



居
侵
入
罪
の
成
立
限
界
、
第
三
に
労
働
刑
法
に
お
け
る
違
法
性
す
な
わ
ち
正
当

な
組
合
活
動
の
限
界
、
第
四
に
労
働
事
件
と
刑
事
罰
の
問
題
な
ど
で
あ
ろ
う
。

点
検
闘
争
は
、
労
働
組
合
活
動
の
一
環
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
が
通
常
の
姿
で

あ
る
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、
労
使
関
係
を
混
乱
せ
し
め
そ
の
対
立
を
激
化
せ
し
め

る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
。
し
か
し
点
検
闘
争
を
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
、
わ
が
国
労
使
関
係
の
実
状
で
あ
り
、
多
く
の
職
場
に
お
い
て
そ
の
必
要
性

の
み
ら
れ
る
の
が
事
実
の
姿
と
い
え
よ
う
。
法
の
支
配
に
不
馴
れ
で
あ
り
、
労

働
協
約
、
就
業
規
則
、
そ
の
他
会
社
内
諸
規
則
の
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る

ぽ
か
り
で
な
く
、
労
基
法
そ
の
他
の
保
護
法
す
ら
と
き
と
し
て
守
ら
れ
て
い
な

い
わ
が
国
労
使
関
係
の
も
と
に
お
い
て
点
検
闘
争
の
必
要
性
は
、
こ
と
の
ほ
か

組
合
活
動
に
と
つ
て
重
要
な
も
の
と
い
え
ま
い
か
。
す
な
わ
ち
点
検
闘
争
は
、

法
の
支
配
に
徹
し
え
な
い
わ
が
国
労
使
関
係
に
お
い
て
、
こ
と
の
ほ
か
そ
の
重

要
性
と
必
要
性
と
を
示
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
組
合
活
動
と
り
わ
け
団
体
交

渉
を
通
じ
て
点
検
闘
争
は
そ
の
効
を
奏
し
て
ゆ
く
と
と
も
に
、
そ
の
前
段
階
に

お
け
る
組
合
活
動
と
し
て
企
業
経
営
と
り
わ
け
労
務
管
理
か
ら
非
合
理
的
要
素

の
払
拭
と
法
違
反
の
諸
事
実
を
調
査
し
指
摘
す
る
こ
と
は
、
必
要
な
こ
と
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
通
常
使
用
者
は
、
点
検
闘
争
を
嫌
い
、
法
違
反
あ
る

い
は
非
合
理
的
要
素
の
な
か
に
お
い
て
企
業
経
営
を
行
な
い
、
は
て
は
労
務
管

理
を
行
な
う
の
が
現
実
と
い
え
よ
う
。
他
面
労
働
組
合
は
、
諸
法
規
に
熟
知
し

て
い
る
点
検
闘
争
の
経
験
者
あ
る
い
は
中
心
人
物
に
こ
と
か
ぎ
十
分
に
そ
の
目

的
を
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
不
必
要
な
摩
擦
を
回
避
し
、
違
法
状
態

あ
る
い
は
非
合
理
的
要
素
な
ど
を
内
含
し
て
い
る
現
実
の
労
使
関
係
に
妥
協

し
、
あ
え
て
活
発
な
点
検
闘
争
を
行
な
お
う
と
す
る
意
欲
に
こ
と
か
い
て
い
る
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場
合
が
し
ば
し
ば
み
う
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
判
旨
は
、
全
逓
中
郵
事
件
に
対

す
る
大
法
廷
判
決
そ
の
他
の
判
例
を
引
用
し
な
が
ら
点
検
闘
争
の
合
法
性
を
述

べ
、
い
わ
ゆ
る
点
検
闘
争
が
、
憲
法
二
八
条
で
規
定
す
る
労
働
基
本
権
の
範
囲

を
逸
脱
す
る
も
の
で
な
い
と
し
そ
の
合
法
性
を
認
め
て
い
る
が
、
な
お
進
ん
で

す
べ
て
の
点
検
闘
争
が
合
法
で
あ
る
と
す
る
の
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
点
検
闘

争
が
合
法
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
と
の
判
断
は
、
つ
ぎ
の
論
旨
展
開
の
伏
線

と
な
つ
て
い
る
が
、
そ
の
論
旨
展
開
に
お
い
て
点
検
闘
争
を
こ
と
の
ほ
か
必
要

と
す
る
わ
が
国
労
使
関
係
の
実
状
に
な
お
重
点
を
置
く
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た

ろ
う
か
。
一
般
論
と
し
て
点
検
闘
争
が
、
労
働
基
本
権
の
枠
を
逸
脱
す
る
も
の

で
な
く
合
法
で
あ
る
と
す
る
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
点
検
闘
争
の

判
断
に
お
い
て
そ
の
前
提
と
な
る
社
会
的
諸
要
素
い
い
か
え
れ
ば
、
団
結
権
、

団
体
交
渉
権
、
争
議
権
な
ど
が
行
使
さ
れ
る
そ
の
社
会
の
諸
素
材
を
見
逃
し
て

一
面
的
、
具
体
的
判
断
の
み
に
依
存
L
そ
の
論
旨
を
展
開
す
る
こ
と
は
つ
つ
し

ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
り
に
わ
が
国
労
使
関
係
が
、
前
述
し
た
諸
欠
陥
を
持
つ

て
い
な
い
と
し
て
も
、
点
検
闘
争
の
具
体
的
判
断
は
、
他
の
法
的
判
断
同
様
に

そ
の
社
会
の
現
実
的
素
材
を
無
視
し
て
判
断
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
。
い

う
ま
で
も
な
く
あ
ら
ゆ
る
点
検
闘
争
が
合
法
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、

法
の
適
用
と
社
会
的
諸
要
素
と
り
わ
け
法
の
遵
守
が
比
較
的
徹
底
し
て
い
な
い

わ
が
国
労
使
関
係
の
実
状
を
な
お
判
旨
の
な
か
に
お
い
て
考
慮
す
べ
き
で
あ

る
。　

二
　
点
検
闘
争
が
、
や
や
も
す
れ
ば
人
の
住
居
ま
た
は
人
の
看
守
す
る
建
造

物
、
工
場
な
ど
に
侵
入
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
市
民

刑
法
に
お
い
て
住
居
侵
入
の
構
成
要
件
は
、
二
つ
に
区
別
し
て
論
じ
ら
れ
る
の
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が
通
常
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
住
居
と
は
な
に
を
意
味
す
る
か
、
侵
入
と
は
な
に

を
指
称
す
る
も
の
で
あ
る
か
な
ど
で
あ
る
。
通
常
住
居
は
、
本
件
に
か
ぎ
つ
て

い
え
ば
人
の
看
守
す
る
郵
便
局
事
務
室
で
あ
り
、
そ
の
看
守
人
す
な
わ
ち
管
理

人
は
、
郵
便
局
長
の
X
で
あ
る
。
侵
入
は
、
管
理
者
X
の
意
思
に
反
し
て
立
入
る

こ
と
を
い
う
わ
け
で
あ
る
が
、
管
理
者
の
意
思
は
、
推
定
的
意
思
を
も
つ
て
足

り
る
が
、
本
件
に
お
い
て
は
、
明
確
な
管
理
者
の
反
対
意
思
が
表
示
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
つ
て
本
件
に
お
け
る
立
入
行
為
は
、
市
民
刑
法
に
照
ら
し
て
明
確

に
構
成
要
件
上
住
居
侵
入
罪
に
該
当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
点
検
闘
争

は
、
お
う
お
う
に
し
て
住
居
侵
入
を
と
も
な
い
、
と
き
と
し
て
、
住
居
侵
入
す

な
わ
ち
事
務
所
立
入
行
為
を
前
提
と
し
て
点
検
闘
争
が
は
じ
め
て
可
能
と
な
る

場
合
が
あ
る
。
ま
た
点
検
闘
争
は
、
事
務
所
内
で
勤
務
時
間
中
の
勤
務
状
態
を

対
象
と
す
る
こ
と
も
あ
り
、
か
え
つ
て
勤
務
時
間
中
で
あ
る
こ
と
が
、
点
検
闘

争
の
中
心
目
的
で
あ
る
場
合
、
当
然
に
勤
務
時
間
中
の
職
場
へ
の
立
入
を
行
な

い
始
め
て
そ
の
目
的
を
達
し
う
る
場
合
も
ま
ま
あ
る
で
あ
ろ
う
。
本
件
は
、
ま

さ
に
右
の
場
合
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
、
こ
の
点
に
関
す
る
事
実
認
定
が
十
分

に
行
な
わ
れ
な
か
つ
た
の
は
そ
の
認
定
に
お
い
て
慎
重
を
欠
く
と
い
う
べ
ぎ
で

あ
る
ま
い
か
。
本
件
立
入
行
為
に
お
い
て
は
い
わ
ば
X
局
長
お
よ
び
全
逓
脱
退

者
に
対
す
る
い
や
が
ら
せ
行
為
の
遂
行
を
目
的
と
し
て
い
た
こ
と
が
一
面
推
認

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
勤
務
時
間
中
の
点
検
闘
争
の
必
要
性
に
検
討

を
進
め
そ
の
事
実
の
認
定
に
努
力
し
な
か
つ
た
欠
陥
を
露
呈
し
て
い
ま
い
か
。

た
し
か
本
判
決
は
、
最
高
裁
が
異
例
の
か
た
ち
で
事
実
審
理
を
し
た
わ
け
で
あ

る
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
な
お
右
の
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
つ
た
ろ
う
。
そ
し

て
郵
便
局
事
務
に
お
い
て
金
銭
の
取
扱
を
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
郵
便
局
事
務
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の
常
態
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
時
間
的
に
急
を
要
す
る
も
の
で
あ

っ
た
と
し
て
も
か
え
つ
て
銀
行
か
ら
の
現
金
集
納
を
待
た
せ
て
点
検
闘
争
に
応

ず
る
方
法
も
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
し
、
予
想
さ
れ
る
仮
定
事
実
は
多
種
多
様
で
あ

り
、
こ
れ
ら
の
諸
事
実
に
つ
い
て
事
実
の
検
討
を
し
な
か
つ
た
こ
と
は
、
い
さ

さ
か
事
実
に
つ
い
て
審
理
不
儘
的
印
象
を
う
け
な
く
は
な
い
。

　
点
検
闘
争
に
つ
い
て
、
金
銭
を
取
扱
つ
て
い
る
か
ら
と
か
銀
行
か
ら
の
集
納

が
急
を
要
す
る
も
の
で
あ
つ
た
と
か
な
ど
の
理
由
が
、
局
長
X
の
拒
否
を
正
当

づ
け
．
こ
れ
を
無
視
し
て
立
入
つ
た
こ
と
が
違
法
で
あ
る
と
す
る
判
旨
に
し
た

が
う
な
ら
ば
、
極
言
し
て
郵
便
局
に
お
け
る
勤
務
時
間
中
の
点
検
闘
争
は
場
曾

に
ょ
つ
て
は
不
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
結
果
的
に
は
点
検
闘
争
の
権
能
を

い
ち
じ
る
し
く
減
ず
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
や
む
を
え
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
。

　
三
　
本
件
立
入
行
為
が
、
市
民
刑
法
の
住
居
侵
入
罪
に
該
当
す
る
と
し
て
も

つ
ぎ
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
違
法
性
の
問
題
で
あ
る
。
構
成
要
件
論
に
お

け
る
違
法
性
は
さ
て
お
ぎ
、
と
り
わ
け
問
題
性
を
持
つ
て
浮
び
上
つ
て
く
る
の

は
、
違
法
性
阻
却
の
問
題
と
い
え
よ
う
。
か
つ
て
昭
和
四
一
年
一
〇
月
の
全
逓

中
郵
事
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
違
法
性
論
に
お
い
て
刑
罰
法
規
（
繍
鞭
噸
靴
）
の
み

か
ら
違
法
性
の
判
断
を
引
き
出
す
こ
と
を
避
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
可
罰
性

の
前
提
と
し
て
の
違
法
」
は
、
刑
罰
法
規
か
ら
の
み
判
断
す
る
も
の
で
な
く
、

す
な
わ
ち
一
つ
の
法
律
に
お
け
る
違
法
性
は
、
他
の
法
域
と
関
係
な
く
違
法
で

あ
る
と
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
い
と
し
、
最
高
裁
従
来
の
考
え
方
を
修
正
し
て

い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
少
数
反
対
意
見
は
、
違
法
性
の
観
念
は
、
す
べ
て
の
法

域
を
通
じ
て
一
義
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
公
労
法
一
七
条
に
よ
つ
て
違



法
と
な
つ
た
行
為
は
刑
法
上
違
法
性
を
欠
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
し
て
い
る

（
非
上
祐
司
「
刑
事
違
法
論
の
帰
趨
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
一
九
九
号
二
頁
参
照
）
。
右

中
郵
事
件
に
お
け
る
論
旨
は
、
本
件
に
も
当
然
影
響
を
与
え
て
い
る
わ
け
で
、

法
益
侵
害
と
法
益
衝
突
の
限
界
を
い
ず
れ
に
求
め
る
か
に
よ
つ
て
違
法
性
の
判

断
を
行
な
う
べ
ぎ
で
あ
る
と
考
え
る
．
前
述
中
郵
事
件
に
お
い
て
は
、
こ
の
点

を
か
な
り
考
慮
し
た
と
思
わ
れ
る
が
．
本
件
は
、
右
の
考
慮
が
か
な
り
払
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
違
法
性
の
判
断
は
、
本
件
に
お
い
て
刑
法
二
二
〇

条
、
六
〇
条
の
み
か
ら
行
な
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
く
、
「
違
法
性
の
判
断

は
超
法
規
的
で
あ
る
」
（
団
藤
重
光
「
刑
法
綱
要
総
論
」
二
二
七
頁
引
用
）
か
あ
る

い
は
「
刑
罰
法
規
か
ら
違
法
を
引
き
だ
さ
ず
に
、
法
規
の
外
か
ら
違
法
の
観
念

を
引
き
出
そ
う
と
い
う
方
向
」
（
井
上
祐
司
、
前
掲
論
文
一
五
頁
引
用
）
へ
と
移

行
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
本
件
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
一
に
憲
法
第
二
八
条
、

労
組
法
一
条
二
項
、
刑
法
二
二
〇
条
な
ど
の
各
規
定
の
調
和
の
う
え
に
お
い
て

耐
般
理
論
上
か
ら
違
法
性
阻
却
を
考
察
す
る
方
法
が
と
ら
れ
正
当
な
組
合
活
動

に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
問
題
は
、
労
組
法
一
条
二
項
の

文
言
上
の
表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
、
結
局
違
法
性

を
一
義
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
論
理
に
結
び
つ
く
も
の
で
あ
つ
て
妥
当
で
な

い
。
つ
ま
り
右
表
現
は
、
動
的
か
つ
綜
合
的
に
具
体
的
事
実
を
も
考
慮
に
入
れ

な
が
ら
解
釈
を
進
め
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
具
体
的
事
実
か
ら

浮
び
上
つ
た
諸
要
件
を
基
礎
と
し
、
法
益
侵
害
と
法
益
衝
突
の
限
界
論
と
し
て

第
二
の
段
階
に
お
け
る
論
理
操
作
に
よ
り
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
考

慮
さ
れ
る
べ
き
諸
点
は
、
わ
が
国
労
使
関
係
に
お
け
る
遵
法
精
神
の
不
徹
底
と

法
の
支
配
の
不
完
全
性
、
X
局
長
が
立
入
行
為
を
拒
否
す
る
に
つ
い
て
の
正
当
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理
由
の
存
否
、
金
銭
集
計
を
根
拠
と
し
立
入
行
為
を
違
法
と
み
る
こ
と
は
点
検

闘
争
と
の
関
係
か
ら
い
か
に
判
断
す
べ
き
か
な
ど
の
事
実
に
対
す
る
検
討
が
必

要
で
あ
り
、
本
件
判
旨
に
お
い
て
は
右
の
諸
点
に
対
す
る
検
討
が
十
分
に
行
な

わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
点
検
闘
争
の
本
質
を
な
お
十
分
検
討
し
て
み
る
と
同
時
に
、
X
局
長

の
拒
否
に
特
別
理
由
が
な
い
と
す
れ
ば
、
一
面
X
局
長
の
意
思
に
反
し
た
立
入

行
為
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
刑
法
規
定
の
違
法
性
（
と
り
わ
け
構
成
要
件

論
に
お
け
る
違
法
性
）
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
憲
法
、
労
働
法
な
ど
の
観
点
か
ら

み
れ
ば
、
右
意
思
は
理
由
を
欠
き
、
法
的
価
値
判
断
の
枠
外
に
消
滅
し
て
ゆ
く

べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
結
論
し
う
る
こ
と
は
、
本
件
に
お
い
て
、
点
検
闘
争
達
成
上
ど
う
し

て
も
勤
務
時
間
中
に
立
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
事
実
が
認
定
さ
れ
て
お

ら
ず
、
正
当
な
組
合
活
動
と
判
断
し
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。
よ
つ
て
本
件
は
、

結
論
に
賛
成
で
あ
る
。
被
告
人
四
名
の
者
は
、
い
さ
さ
か
点
検
闘
争
の
行
な
い

方
す
な
わ
ち
立
入
行
為
に
点
検
闘
争
の
不
馴
か
ら
く
る
団
結
権
行
使
の
過
剰
意

識
が
作
用
し
て
い
た
こ
と
は
反
省
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
刑
の
量
定
に

特
別
の
考
慮
を
払
つ
た
本
件
判
旨
は
妥
当
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
阿
久
沢
亀
夫
）
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