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る
。
し
て
み
れ
ば
そ
の
違
反
罪
に
対
す
る
刑
が
刑
法
第
二
三
四
条
の
刑
よ
り
軽

　
い
の
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
つ
て
…
　
本
件
政
令
第
二
〇
一
号
だ
け
で
処
罰
す
れ

ぽ
足
り
、
刑
法
第
二
三
四
条
の
適
用
は
排
除
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
の
は
、
特
別

　
法
の
法
定
刑
が
一
般
法
に
比
し
て
軽
重
が
あ
る
場
合
、
そ
の
よ
う
に
差
を
設
け

　
る
に
つ
い
て
合
理
的
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
旨
の
記
述
と
思
わ
れ
る
。

（
注
1
4
）
　
綿
引
・
前
掲
書
四
頁
。
な
お
、
建
設
省
新
河
川
法
研
究
会
「
逐
条
河
川

　
法
」
一
九
八
頁
は
、
「
罰
則
の
適
用
が
な
い
の
は
、
許
可
の
権
限
の
基
礎
が
、

　
特
殊
な
土
地
を
除
い
て
所
有
権
そ
の
他
の
権
原
で
あ
り
、
河
川
管
理
者
以
外
の

　
者
が
そ
の
権
原
に
基
づ
い
て
管
理
し
て
い
る
河
川
区
域
内
の
土
地
と
異
な
る
取

　
扱
い
を
す
る
特
別
の
理
由
が
な
い
。
不
法
占
用
の
行
為
が
土
地
の
侵
奪
に
該
当

　
す
る
場
合
に
は
刑
法
第
二
三
五
条
ノ
ニ
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
も
一
般
の

　
民
有
地
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
」
と
そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
。

（
注
拓
）
　
現
行
河
川
法
（
同
法
第
二
条
第
二
項
の
反
対
解
釈
）
で
は
所
有
権
の
対

象
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
．

（
注
1
6
）
　
裁
判
所
時
報
　
二
四
二
号
一
六
三
頁
。

（
注
1
7
）
　
団
藤
重
光
「
注
釈
刑
法
⑥
」
九
頁
は
「
民
法
上
の
所
有
権
の
目
的
と
な

　
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
す
ぐ
に
財
物
性
を
全
面
的
に
否
定
す
る
こ
と
に

　
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
財
産
領
得
罪
に
お
け

　
る
領
得
は
純
粋
に
事
実
的
な
も
の
で
、
所
有
権
の
法
律
的
移
転
を
要
件
と
す
る

　
も
の
で
な
い
こ
と
と
も
関
連
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
財
産
的
利
益
に
着

　
眼
す
る
か
ぎ
り
、
民
法
上
の
所
有
権
の
目
的
と
な
り
え
な
い
も
の
で
も
管
理
可

　
能
性
が
あ
れ
ば
財
物
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
」
と
さ
れ
る
．

（
注
1
8
）
　
高
裁
刑
集
第
七
巻
一
〇
号
一
五
四
三
頁
．

（
注
1
9
）
　
美
濃
部
達
吉
「
経
済
刑
法
の
基
礎
理
論
」
一
四
一
頁
．

（
注
2
0
）
　
福
田
　
平
「
行
政
刑
法
」
｝
六
三
頁
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
江
　
川
　
勝
）

〔
労
働
法
　
六
六
〕

企
業
内
に
お
け
る
政
治
活
動
と
就
業
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蕪
灘
欝
錯
）

　
【
事
実
】

　
一
　
被
控
訴
人
は
、
材
料
研
究
実
験
工
と
し
て
、
同
じ
く
被
控
訴
人
S
は
、

機
械
修
理
工
と
し
て
い
ず
れ
も
控
訴
人
会
社
三
菱
重
工
業
株
式
会
社
神
戸
造
船

所
へ
以
下
単
に
会
社
と
い
う
）
に
勤
務
す
る
従
業
員
で
あ
つ
た
．
と
こ
ろ
が
S

は
、
昭
和
三
五
年
一
〇
月
＝
二
日
頃
、
ま
た
F
は
伺
月
二
八
日
、
会
社
構
内
に

判
　
例
研
究

お
い
て
昼
の
休
憩
時
間
中
に
、
「
神
戸
若
者
の
『
生
活
白
書
』
を
作
る
た
め
に

！
」
と
穎
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
求
め
る
文
書
を
同
僚
の
青
年
労
働
者
数
名
に
配

布
し
た
．
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
は
、
「
あ
な
た
の
生
活
に
つ
い
て
」
．
「
総
選
挙

が
近
づ
き
ま
し
た
」
、
「
民
青
に
つ
い
て
意
見
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
」
な
ど
の
項

目
が
、
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
る
。
「
あ
な
た
の
生
活
に
つ
い
て
」
と
い
う
項

八
九

（
三
四
七
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

目
で
は
、
平
均
月
収
、
一
か
月
の
残
業
時
間
、
職
業
に
つ
い
て
満
足
し
て
い
る

か
ど
う
か
、
神
船
（
本
件
会
社
名
の
略
）
の
賃
金
力
i
ブ
に
つ
い
て
の
意
見
、

充
分
な
生
活
を
す
る
為
の
給
料
額
に
つ
い
て
な
ど
の
各
ア
ン
ケ
ー
ト
を
求
め
る

細
目
か
ら
な
つ
て
い
る
．
「
総
選
挙
が
近
づ
き
ま
し
た
」
と
い
う
項
目
に
お
い

て
は
、
選
挙
に
対
す
る
関
心
の
度
合
、
支
持
政
党
、
そ
の
他
政
治
に
対
す
る
認

識
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
る
部
分
か
ら
な
つ
て
い
た
。
つ
ぎ
の
「
民
青
に
つ

い
て
意
見
を
聞
か
せ
て
下
さ
い
」
と
い
う
項
目
に
お
い
て
は
、
日
本
民
主
青
年

同
盟
な
る
団
体
の
知
、
不
知
、
こ
れ
に
対
す
る
意
見
や
希
望
を
求
め
る
ア
ン
ケ

ー
ト
で
あ
つ
た
。
と
こ
ろ
が
会
社
の
就
業
規
則
五
六
条
に
は
、
「
従
業
員
が
次

の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
懲
戒
解
雇
に
処
す
る
．
但
し
情
状

し
や
く
量
の
余
地
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
出
勤
停
止
又
は
減
給
に
止
め

る
こ
と
が
あ
る
」
と
規
定
し
、
そ
の
懲
戒
事
由
該
当
事
例
と
し
て
、
同
条
七
号

に
「
許
可
を
得
な
い
で
事
業
場
内
又
は
施
設
（
社
宅
及
び
寮
の
私
室
を
除
く
）
に

お
い
て
従
業
員
と
し
て
不
適
当
な
集
会
の
開
催
、
演
説
又
は
印
刷
物
若
し
く
は

図
画
の
配
布
若
し
く
は
掲
示
を
し
た
と
き
」
と
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
就
業
規

則
五
四
条
に
は
、
「
懲
戒
は
謂
責
、
減
給
、
出
勤
停
止
及
び
懲
戒
解
雇
と
し
、
次

の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
．
」
　
諮
責
は
始
末
書
を
と
り
将
来
を
戒
め
る
．

2
　
減
給
は
始
末
書
を
と
り
、
一
回
の
額
が
平
均
賃
金
の
半
日
分
以
内
に
し
て

そ
の
総
額
が
当
該
賃
金
支
払
期
問
の
賃
金
総
額
の
一
〇
分
の
一
以
内
の
額
を
徴

収
し
て
将
来
を
戒
め
る
。
3
　
出
勤
停
止
は
始
末
書
を
と
り
、
一
〇
日
以
内
就

業
を
款
、
爪
止
し
将
来
を
戒
め
る
。
4
　
懲
戒
解
雇
は
予
告
期
間
を
設
け
な
い
で
即

時
解
雇
す
る
．
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
会
社
は
、
F
お
よ
び
S
の
行
為
は
、
右
の

就
業
規
則
の
条
項
に
違
反
す
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
被
控
訴
人
を
減
給
五
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
〇
　
　
　
（
三
四
八
）

懲
戒
処
分
に
処
し
た
。
減
給
五
等
は
、
か
つ
て
表
彰
懲
戒
委
員
会
規
則
中
に
減

給
処
分
の
等
級
を
規
定
し
て
お
り
、
処
分
当
時
こ
の
規
則
は
廃
止
さ
れ
て
お

り
、
し
た
が
つ
て
成
文
上
の
根
拠
は
な
く
、
従
来
の
慣
行
的
考
え
方
の
も
と
で

採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
減
給
に
は
一
等
か
ら
五
等
ま
で
の

等
級
が
あ
り
、
一
等
は
平
均
賃
金
日
額
の
一
〇
分
の
五
、
五
等
は
平
均
賃
金
日
額

の
一
〇
分
の
一
を
減
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
。
か
く
て
F
は
、
右
処
分
の
結
果
当

時
の
平
均
賃
金
六
〇
〇
円
で
あ
る
か
ら
六
〇
円
、
S
は
、
平
均
賃
金
が
四
〇
〇

円
で
あ
る
か
ら
四
〇
円
を
そ
れ
ぞ
れ
減
給
さ
れ
る
結
果
と
な
つ
た
の
で
あ
る
．

　
二
　
そ
こ
で
F
お
よ
び
S
は
、
右
の
会
社
の
処
分
を
不
服
と
し
て
訴
を
神
戸

地
方
裁
判
所
に
提
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
判
決
は
、
F
お
よ
び
S
の
行
為
は
、

右
懲
戒
事
由
に
該
当
し
な
い
と
し
減
給
五
等
の
懲
戒
処
分
は
無
効
で
あ
る
と
し

た
。
そ
の
理
由
を
要
約
し
て
み
る
と
、
論
点
の
中
心
に
な
つ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
内

容
の
三
点
に
つ
い
て
の
判
断
結
果
で
あ
る
．
ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
第
一
点
に
つ
い

て
は
、
「
ア
ン
ケ
ー
ト
が
窮
極
に
お
い
て
そ
れ
を
集
計
発
表
し
、
又
は
労
働
条

件
の
改
善
、
向
上
の
要
求
の
資
料
の
一
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
つ
て
も
、
ア
ン
ケ

ー
ト
を
求
め
る
段
階
で
は
、
い
か
な
る
形
式
で
発
表
さ
れ
る
か
、
又
被
告
会
社

に
お
け
る
労
働
協
約
の
交
渉
の
原
則
に
従
つ
て
、
労
働
組
合
か
ら
の
要
求
の
資

料
に
用
い
ら
れ
る
か
否
か
が
未
定
で
あ
る
点
に
留
意
さ
る
べ
き
こ
と
を
附
言
す

る
」
と
し
て
い
る
．
項
目
第
二
点
に
つ
い
て
は
、
「
か
か
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
発

す
る
こ
と
自
体
を
政
治
活
動
と
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
」
と
い
う
の
は

設
問
老
の
政
治
的
后
条
、
政
策
、
或
は
現
在
の
政
治
一
般
に
対
す
る
批
判
、
意

見
の
表
明
な
ど
を
要
求
す
る
記
載
欄
が
な
い
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。
項
目
第
三

点
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
つ
て
、
そ
の
域
を
脱
せ
ず
、
政
治
的
活
動
で
あ
る
と



は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
．
以
上
の
諸
点
を
総
合
し
て
F
お
よ
び
S
の
行
為

は
、
就
業
規
則
五
六
条
七
号
の
従
業
員
と
し
て
不
適
当
な
文
書
の
配
布
に
該
当

し
な
い
。
そ
し
て
減
給
処
分
は
不
適
当
性
の
観
点
か
ら
懲
戒
事
由
に
該
当
せ
ず

無
効
で
あ
る
と
す
る
．

　
右
の
初
審
判
決
を
不
服
と
し
て
控
訴
し
た
の
が
本
件
で
あ
り
、
控
訴
審
は
、

初
審
判
決
と
そ
の
結
論
を
異
に
し
、
会
社
の
主
張
を
認
め
、
原
判
決
を
取
消
し
、

F
お
よ
び
S
の
請
求
を
棄
却
し
て
い
る
．

　
【
判
旨
】

　
ま
ず
就
業
規
則
五
六
条
七
号
の
「
従
業
員
と
し
て
不
適
当
な
印
刷
物
」
と
い

う
表
現
に
つ
い
て
検
討
し
、
右
条
項
中
に
は
、
「
労
働
組
合
の
統
制
に
服
し
な

い
政
治
的
活
動
の
表
現
で
あ
る
印
刷
物
が
含
ま
れ
る
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当

で
あ
る
」
と
し
、
つ
づ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
の
内
容
お
よ
び
配
布
活
動
に
つ
い
て

論
旨
を
展
開
す
る
。
「
正
義
と
平
和
の
た
め
に
は
目
米
安
保
条
約
を
廃
棄
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
こ
れ
に
向
つ
て
努
力
し
て
い
る
社
会
党
お
よ
び
共
産
党

を
支
持
す
べ
く
、
民
主
社
会
党
は
労
働
者
の
味
方
で
は
な
い
．
旨
の
政
治
的
信

条
お
よ
び
こ
れ
に
基
く
行
動
を
勧
奨
す
る
政
治
的
な
文
書
で
あ
る
と
解
す
る
の

が
相
当
で
あ
り
、
か
つ
組
合
の
統
制
に
服
し
て
い
な
い
政
治
活
動
の
表
現
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
て
み
る
と
本
件
文
書
配
布
行
為
は
、
こ
れ
に
つ

き
控
訴
会
社
の
許
可
を
得
た
こ
と
に
つ
ぎ
主
張
立
証
の
な
い
本
件
に
お
い
て

は
、
就
業
規
則
五
六
条
七
号
に
よ
り
懲
戒
処
分
の
原
因
と
な
る
も
の
と
い
う
べ

き
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　
つ
ぎ
に
就
芙
規
則
の
条
項
に
つ
い
て
つ
き
の
よ
う
に
判
断
す
る
。
す
な
わ
ち

「
国
民
か
政
治
的
言
論
を
含
む
政
治
活
動
の
自
由
を
国
家
に
対
す
る
関
係
で
享

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

有
す
る
こ
と
ば
憲
法
の
保
障
す
る
と
こ
ろ
で
あ
つ
て
、
そ
の
保
障
が
国
民
相
互

の
関
係
に
お
い
て
も
、
民
法
九
〇
条
に
い
う
公
の
秩
序
と
し
て
妥
当
す
る
こ
と

は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
他
面
、
国
民
の
生
活
活
動
は
私
的
自
治
の
原
則
を
基

調
と
し
て
展
開
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
民
相
互
の
関
係
に
お
い
て
、
そ

の
自
由
意
思
に
よ
り
政
治
活
動
の
自
由
に
制
限
を
加
え
る
こ
と
も
社
会
通
念
上

こ
れ
を
肯
認
す
る
に
足
り
る
合
理
的
理
由
が
存
す
る
限
り
、
必
ず
し
も
公
序
に

反
す
る
と
は
い
え
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
使
用

者
が
就
業
規
則
に
よ
つ
て
労
働
者
の
企
業
施
設
内
に
お
け
る
政
治
活
動
を
制
限

す
る
理
由
は
、
労
働
者
の
さ
よ
う
な
政
治
活
動
が
会
社
の
管
理
す
る
企
業
施
設

の
利
用
に
よ
つ
て
行
な
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
管
理
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ

り
、
就
業
時
間
中
に
行
な
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
労
働
者
の
み
な
ら
ず
他
の
労

働
者
の
労
働
義
務
の
履
行
を
妨
げ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
ま

た
さ
よ
う
な
政
治
活
動
が
就
業
時
間
外
で
あ
つ
て
も
休
憩
時
間
中
に
行
な
わ
れ

る
と
き
は
、
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
問
の
自
由
な
利
用
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
作

業
能
率
を
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
．

い
ず
れ
も
企
業
運
営
上
の
必
要
に
基
づ
く
も
の
で
あ
つ
て
社
会
通
念
に
照
し
て

も
合
理
性
を
欠
く
も
の
と
は
い
え
な
い
．
・
：
労
働
組
合
の
統
制
に
服
し
な
い

政
治
活
動
の
表
現
で
あ
る
印
刷
物
を
控
訴
会
社
の
許
可
を
得
ず
に
配
布
す
る
行

為
を
禁
止
す
る
の
は
、
・
・
　
公
序
に
反
し
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
」
と
す
る
。

ま
た
「
使
用
者
が
、
あ
る
労
働
者
に
対
し
、
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由

な
利
用
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
作
業
能
率
を
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
仕
方
で

自
己
の
休
憩
時
問
を
利
用
す
る
こ
と
ま
で
も
認
容
す
る
義
務
を
負
う
と
す
る
趣

旨
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
、
本
件
就
業
規
則
条
項
の
正
当
性
を
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認
め
て
い
る
。

　
そ
し
て
最
後
に
、
「
被
控
訴
人
ら
は
、
本
件
文
書
配
布
行
為
は
、
何
ら
の
実

害
を
も
伴
わ
な
か
つ
た
か
ら
、
懲
戒
処
分
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
旨

主
張
す
る
が
、
仮
に
実
害
を
伴
わ
な
か
つ
た
と
し
て
も
、
既
に
抽
象
的
に
は
、

他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由
な
利
用
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
作
業
能
率
を
低

下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
発
生
し
た
と
も
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
る
．

　
【
研
究
】

　
結
論
に
賛
成
で
あ
る
が
、
理
論
構
成
に
は
疑
間
が
あ
る
。

　
一
　
こ
の
事
件
は
、
労
働
組
合
か
ら
離
れ
た
労
働
者
個
人
の
企
業
内
に
お
け

る
政
治
活
動
が
主
体
を
な
し
て
い
る
．
ま
ず
労
働
契
約
に
つ
い
て
み
る
と
、
労

働
契
約
に
よ
つ
て
労
働
者
が
企
業
で
働
く
と
き
、
労
働
老
人
格
と
労
働
力
と
が

分
離
不
可
能
な
姿
で
就
労
が
実
施
さ
れ
、
本
来
労
働
力
を
提
供
す
る
こ
と
だ
け

が
、
労
働
契
約
の
内
容
と
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
使
用
者
の
労
働
者

に
対
す
る
全
人
格
的
支
配
が
労
働
者
に
お
よ
ぶ
状
態
で
あ
る
．
と
り
わ
け
わ
が

国
に
お
い
て
は
、
一
身
丸
抱
的
人
格
支
配
関
係
が
、
労
使
関
係
に
み
ら
れ
る
こ

と
が
多
く
、
従
属
労
働
関
係
が
、
か
な
り
特
殊
な
方
向
に
展
開
し
が
ち
で
あ

る
．
労
働
者
が
労
働
契
約
に
よ
つ
て
労
働
力
を
提
供
す
る
場
合
、
従
属
的
労
働

関
係
が
支
配
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
さ
り
と
て
労
働
者
の
企
業
内

に
お
け
る
社
会
生
活
が
完
全
に
否
定
さ
れ
た
り
、
不
合
理
に
制
限
さ
れ
た
り
な

ど
す
る
こ
と
が
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
労
働
者
は
、
一
つ
の
人
格
者

で
あ
る
。
労
働
契
約
に
よ
つ
て
個
別
企
業
に
雇
用
さ
れ
る
に
い
た
つ
た
と
し
て

も
、
そ
の
人
格
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
．
そ
し
て
労
働
者
の

人
格
形
成
の
重
要
な
要
素
と
も
い
う
べ
き
労
働
老
の
社
会
生
活
は
、
労
働
力
の
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提
供
過
程
に
お
い
て
も
最
大
限
尊
重
さ
れ
る
べ
ぎ
性
質
の
も
の
で
あ
る
．
労
働

老
は
、
職
場
に
お
い
て
も
な
お
社
会
生
活
を
営
む
権
利
を
有
し
、
社
会
生
活
の

自
由
は
、
労
働
契
約
の
性
格
を
本
質
的
に
か
え
る
か
あ
る
い
は
企
業
経
営
に
支

障
を
き
た
す
か
そ
の
い
ず
れ
か
の
事
実
を
招
来
し
な
い
か
ぎ
り
全
面
的
に
保
障

さ
れ
、
認
容
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
労
働
者
は
、
そ
の
政
治
活
動
を
労
働
組
合
を
通
じ
て
行
な
う
こ
と
も
で
き
る

し
、
ま
た
右
に
述
べ
た
社
会
生
活
の
一
端
と
し
て
行
な
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
こ
の
事
件
は
．
労
働
者
の
政
治
活
動
が
、
労
働
組
合
運
動
の
な
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
企
業
内
に
お
け
る
社
会
生
活
の
な
か
に

個
人
労
働
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
姿
で
、
そ
の
間
題
性
が
表
面
化
し

た
事
件
で
あ
る
．
労
働
者
の
企
業
内
に
お
け
る
社
会
生
活
を
極
度
に
縮
小
化
し

て
、
そ
の
余
地
を
ほ
と
ん
ど
認
め
な
い
よ
う
な
立
場
を
と
る
も
の
も
あ
る
で
あ

ろ
う
し
、
そ
れ
と
は
反
対
に
こ
れ
を
極
度
に
広
く
認
め
る
立
場
も
あ
ろ
う
．
そ

の
い
ず
れ
の
見
解
に
よ
る
か
は
、
労
働
契
約
と
労
働
者
の
人
格
性
そ
の
実
質
的

基
盤
を
形
成
す
る
社
会
生
活
な
ど
の
関
係
を
ど
う
み
る
か
に
ょ
つ
て
決
定
さ
れ

る
．
し
か
し
す
く
な
く
と
も
労
働
者
の
人
格
は
、
企
業
内
に
お
い
て
最
大
限
尊

重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
た
め
に
は
許
さ
れ
る
最
大
限

の
社
会
生
活
の
保
障
は
、
個
別
企
業
の
な
か
に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
必

要
と
す
る
．
問
題
は
、
右
の
最
大
限
保
障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原

則
に
対
し
、
な
ん
ら
か
の
こ
れ
を
制
約
な
り
否
定
す
る
契
機
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
の
契
機
は
い
か
な
る
か
た
ち
で
あ
る
い
は
い
か
な
る
事
実
の
な
か
に
顕
現
す

る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
経
営
活
動
上
の
要
請
と
い
う
こ
と
が
一
つ
あ
る
で

あ
ろ
う
し
、
ま
た
判
旨
で
も
取
上
げ
ら
れ
か
つ
一
般
的
に
よ
く
い
わ
れ
る
と
こ



ろ
で
は
施
設
管
理
権
に
も
と
づ
く
使
用
者
に
よ
る
施
設
管
理
面
か
ら
の
要
請
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
反
面
労
働
者
の
社
会
生
活
の
な
か
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
政
治
活
動
は
、
憲
法
一
九
条
や
二
一
条
な
ど
を
中
心
と
し
て
保

障
さ
れ
て
い
る
性
質
の
も
の
で
、
い
つ
て
み
れ
ば
右
の
保
障
は
近
代
市
民
社
会

成
立
の
前
提
も
し
く
は
基
礎
条
件
と
も
な
る
も
の
で
あ
つ
て
、
す
で
に
述
べ
た

使
用
者
側
な
り
経
営
者
側
か
ら
な
り
す
る
要
請
に
よ
つ
て
単
純
に
排
除
さ
れ
え

な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
て
み
る
と
企
業
内
に
お
け
る
労
働

者
の
政
治
活
動
に
対
す
る
制
約
は
、
質
的
に
き
わ
め
て
根
本
的
重
要
問
題
を
内

含
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
．
労
働
契
約
は
、
右
の
よ
う
な
近
代
市
民
社
会
成
立

の
基
礎
条
件
を
十
分
に
容
認
し
た
上
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の

で
、
労
働
力
の
処
分
権
を
使
用
者
に
売
渡
し
た
か
ら
と
い
つ
て
、
社
会
生
活
に

対
す
る
使
用
者
の
支
配
を
単
純
に
承
認
し
た
と
は
理
解
す
べ
き
で
な
い
。
つ
ま

り
労
働
者
の
政
治
活
動
の
制
限
は
、
労
働
契
約
の
機
能
を
十
分
に
果
す
こ
と
が

で
き
な
い
よ
う
な
状
態
が
出
現
し
た
と
き
に
お
い
て
の
み
そ
の
合
理
性
を
も
ち

う
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
二
　
判
旨
は
、
就
業
規
則
の
「
従
業
員
と
し
て
不
適
当
な
印
刷
物
」
を
配
布

し
た
と
き
の
な
か
に
労
働
組
合
の
統
制
に
服
し
な
い
政
治
活
動
の
表
現
で
あ
る

印
刷
物
が
含
ま
れ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
労
働
組
合

の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
政
治
活
動
は
肯
定
す
る
が
、
社
会
生
活
の
な
か
に

位
置
づ
け
ら
れ
た
政
治
活
動
は
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
態
度
を
と
る
も
の
の
よ

う
で
あ
る
。
と
り
わ
け
本
件
の
配
布
行
為
は
、
休
憩
時
問
中
に
行
な
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
休
憩
時
間
は
、
労
働
者
が
自
由
に
利
用
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
外

国
の
企
業
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
休
憩
時
間
の
利
用
は
か
な
り
自
由
の
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場
合
が
多
く
、
当
該
時
問
中
に
外
出
す
る
こ
と
も
、
家
族
と
と
も
に
行
動
す
る

こ
と
も
自
由
の
場
合
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
利
用
は
、
い
わ
ば
完
全
に
近
い

休
憩
時
間
の
自
由
利
用
と
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
比
較
し
わ
が
国
に
お

い
て
は
、
休
憩
時
間
を
拘
束
時
間
と
把
握
し
、
な
お
企
業
内
に
労
働
者
を
止
め

て
お
こ
う
と
す
る
慣
習
が
根
強
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
慣
習
を
是
認
し
、

こ
れ
を
前
提
と
し
て
理
論
構
成
す
る
と
き
、
使
用
者
の
施
設
管
理
権
と
の
関
係

が
表
面
化
す
る
の
は
当
然
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
右
の
よ
う
な
前
提
と

理
論
上
の
結
合
は
、
か
な
ら
ず
し
も
妥
当
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
使
用
者

は
、
休
憩
時
間
中
に
も
な
お
労
働
者
を
拘
束
し
て
お
ぎ
そ
し
て
こ
れ
と
は
直
接

関
係
の
な
い
施
設
管
理
権
の
理
論
で
労
働
老
の
社
会
生
活
を
拘
束
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
か
り
に
諸
外
国
の
よ
う
に
休
憩
時
間
を
完
全
に
自
由
に
利
用

さ
せ
る
な
ら
ば
、
判
旨
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
施
設
管
理
上
の
要
請
に
も
と
づ

く
制
約
の
論
理
は
、
論
ぜ
ら
れ
る
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
判
旨
は
、
常
に
作
業
能
率
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
論
理
を
展
開

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
な
お
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
．
た
と
え

ば
「
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由
な
利
用
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
作
業
能
率
を

低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
か
ら
、
企
業
内
の
政
治
活
動
は
禁
止
さ
る
べ
き
で

あ
る
と
か
、
休
憩
時
間
の
自
由
利
用
の
原
則
を
使
用
者
に
義
務
づ
け
て
い
る
の

は
、
「
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由
な
利
用
を
妨
げ
、
ひ
い
て
は
作
業
能
率

を
低
下
さ
せ
る
お
そ
れ
の
あ
る
仕
方
で
自
己
の
休
憩
時
間
を
利
用
す
る
こ
と
ま

で
認
容
す
る
義
務
を
負
う
と
い
う
趣
旨
で
な
い
」
と
述
べ
た
り
し
て
い
る
。
右

の
よ
う
な
考
え
方
は
、
そ
の
根
底
に
労
働
者
の
社
会
生
活
の
保
護
と
い
う
観
念

が
横
た
わ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
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に
労
働
者
の
社
会
生
活
を
認
め
る
こ
と
は
、
近
代
市
民
社
会
成
立
の
前
提
条
件

で
あ
り
、
こ
の
条
件
は
、
労
働
契
約
制
度
を
く
ぐ
つ
た
と
し
て
も
な
お
企
業
内

に
お
い
て
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
企
業
内
に
お

い
て
も
憲
法
一
九
条
や
二
一
条
の
要
請
は
、
な
お
強
く
生
き
続
け
ね
ぽ
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
二
一
条
の
場
合
、
つ
ま
り
表
現
行
為
あ
る
い
は
配
布
行
為

の
場
合
、
他
の
労
働
者
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
制
約
が
考
え
ら
れ
て
く
る
に

過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
政
治
上
の
意
見
な
り
信
条
の
表
明
は
、
そ
れ
が
作
為
行
為
で

あ
る
が
た
め
に
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
他
の
労
働
者
と
関
連
性
を
も
ち
そ
の
社

会
生
活
を
侵
害
す
る
可
能
性
を
も
つ
て
い
る
．
休
憩
時
間
中
に
お
い
て
は
こ
の

こ
と
は
明
確
で
あ
り
、
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由
利
用
の
原
則
を
侵
害

す
る
可
能
性
は
、
ぎ
わ
め
て
多
い
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
労
働
者
の
社
会
生
活

の
な
か
に
お
け
る
他
の
労
働
老
の
状
態
を
侵
害
す
る
危
険
性
が
あ
る
と
か
現
に

そ
の
侵
害
行
為
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
、
労
働
者
の
企
業
内
で
の
政
治
活

動
禁
止
が
妥
当
視
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
単
に
施
設
管
理
上
の
抽
象
的
妨
害
な
り

さ
さ
い
な
現
実
的
妨
害
な
り
で
は
、
い
ま
だ
そ
の
政
治
活
動
を
禁
止
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
合
理
的
理
由
は
な
い
し
、
ま
た
こ
の
程
度
の
も
の
で
は
作
業
能
率

と
直
接
結
合
せ
し
め
て
そ
の
妥
当
性
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も

の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
判
旨
は
、
必
要
以
上
に
作
業
能
率
の
低
下
と
い
う
こ
と

を
意
識
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
ま
い
か
。
な
ん
と
い
つ
て
も
労
働
者
の
企
業

内
に
お
け
る
社
会
生
活
を
ど
の
程
度
に
取
扱
う
か
に
つ
い
て
判
旨
は
消
極
的
で

あ
り
．
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み
な
い
と
い
う
基
本
的
態
度
に
立
つ
よ
う
に

思
わ
れ
、
こ
の
態
度
に
は
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
し
て
企
業
内
に
お
け

る
社
会
生
活
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
政
治
活
動
を
否
定
し
、
労
働
者
の
政
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治
活
動
は
労
働
組
合
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
の
み
合
法
で
あ
る
と
す
る
誤

謬
を
お
か
し
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
労
働
組
合
の
な
か
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る

労
働
老
の
姿
は
、
団
結
権
に
よ
つ
て
保
護
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で

あ
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
原
則
と
し
て
労
働
組
合
は
経
済
目
的
を
か
か

げ
て
活
動
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
態
で
あ
る
（
哨
働
嘲
蛤
の
の
撒
始
縮
鋤
龍
ち
畑
9
越
附
㍗
翫
昧

稲
次
郎
「
労
働
組
合
の
正
当
な
行
為
』
新
労
働
法
講
座
六
巻
一
二
三
頁
以
下
、
蓼
沼
謙
一
「
労
働
者
の
政

治
活
動
・
文
化
活
動
と
労
働
組
合
」
季
労
四
六
号
、
石
井
照
久
「
い
わ
ゆ
る
政
治
ス
ト
の
合
法
性
」
ジ
ュ

即
私
、
脂
屹
黙
「
甥
鮒
解
舗
へ
珈
躰
鋤
欄
嘘
帥
酩
減
腿
罷
戯
糎
職
弥
杁
勧
顎
）
．
他
面
労
働
者
は
憲

法
一
九
条
や
二
一
条
に
保
護
さ
れ
な
が
ら
、
企
業
内
に
お
い
て
自
己
の
政
治
上

の
主
張
や
信
条
を
表
明
で
き
る
一
面
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
判
旨
は
、
こ
の
面
に
お
け
る
政
治
活
動
を
あ
ま
り
に
も
軽
視
し
て
い
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

　
三
　
本
件
の
F
お
よ
び
S
の
行
為
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
を
要
請
す
る
こ
と
に
お

い
て
他
の
労
働
者
の
休
憩
時
間
の
自
由
利
用
の
原
則
を
侵
害
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
し
、
か
り
に
こ
の
事
実
が
な
い
に
し
て
も
印
刷
物
を
配
布
す
る
こ
と
に
お

い
て
他
の
労
働
者
の
権
利
を
侵
害
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
立
場
か
ら
判
旨
の
結
論
に
賛
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
理
構
成

と
そ
の
基
底
に
あ
る
考
え
方
に
は
多
く
の
疑
問
を
投
げ
か
け
ざ
る
を
え
な
い
の

で
あ
る
。
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