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Ⅳ　

お
わ
り
に

Ⅰ　

は
じ
め
に

我
が
国
で
は
会
社
分
割
時
に
、
労
働
契
約
承
継
法
三
条
が
承
継
事
業
に
主
と
し
て
従
事
す
る
労
働
者
の
労
働
契
約
の
承
継
に
つ
い
て
定

め
て
い
る
。
他
方
、
労
働
者
の
承
継
拒
否
権
に
つ
い
て
は
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、「
承
継
さ
れ
る
不
利
益
」
か
ら
の
保
護
が
問
題
に
な
っ

て
い
る）（
（

。
こ
の
点
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
事
件）（
（

で
最
高
裁
は
、
商
法
等
改
正
法
附
則
五
条
の
協
議
が
全
く
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
又
は
協
議
が

行
わ
れ
た
も
の
の
、
そ
の
際
の
会
社
か
ら
の
説
明
や
協
議
の
内
容
が
著
し
く
不
十
分
で
あ
る
た
め
、
上
記
協
議
を
求
め
た
趣
旨
に
反
す
る
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こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
に
は
、
承
継
の
効
力
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
判
示
し
た
。

し
か
し
承
継
の
効
力
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
も
の
の
、
同
事
件
に
お
い
て
最
高
裁
が
労
働
者
の
承
継
拒
否
権
を
肯
定
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
基
本
的
人
権
の
侵
害
に
つ
い
て
答
え
て
お
ら
ず
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
と

の
指
摘
が
あ
る）（
（

。
同
事
件
地
裁
判
決）（
（

で
は
、
憲
法
二
二
条
一
項
に
い
う
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
に
言
及
し
、「
個
人
が
自
ら
営
業
主

と
し
て
又
は
他
の
営
業
主
の
も
と
で
従
業
員
と
し
て
職
業
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
な
い
自
由
を
い
い
、
こ
れ
に
は
、
従
業
員
の
使

用
者
選
択
の
自
由
も
含
ま
れ
る
」
と
述
べ
る
も
の
の
、
労
働
契
約
承
継
法
と
の
関
係
で
は
、「
労
働
契
約
の
承
継
を
拒
否
す
る
自
由
と
し

て
は
、
退
社
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
に
と
ど
ま
る
」
と
し
た
。
こ
う
し
た
裁
判
所
の
捉
え
方
は
、
職
業
選
択
の
自
由
を
あ
ま
り
に
狭
く
解

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
点
、
労
働
契
約
の
承
継
と
憲
法
に
関
し
て
す
で
に
、
労
働
者
の
使
用
者
選
択
の
自
由
が
労
働
契
約
承
継
法
の
解
釈
・
適
用
に
い
か

な
る
意
味
を
も
ち
う
る
か
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る）（
（

。
筆
者
も
、
労
働
関
係
の
移
転
に
関
し
、
解
釈
論
あ
る
い
は
立
法
論
を
検
討
す
る

際
に
は
、
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
、
使
用
者
選
択
の
自
由
を
よ
り
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
労

働
契
約
の
承
継
と
こ
れ
に
対
す
る
承
継
拒
否
権
に
つ
い
て
我
が
国
で
の
議
論
の
進
展
を
期
待
し
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
現
在
の
議
論
を
紹
介

す
る
。

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
民
法
六
一
三
ａ
条
が
そ
の
一
項
一
文
に
労
働
関
係
の
移
転
を
定
め
る
と
と
も
に
、
労
働
者
の
職
場
選
択
の
自
由
、

人
間
の
尊
厳
、
一
般
的
人
格
権
を
考
慮
し
て
、
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
認
め
て
い
る
。
労
働
関
係
の
移
転
と
職
業
の

自
由
を
め
ぐ
る
議
論
は
決
着
済
み
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
現
在
で
も
な
お
、
労
働
関
係
の
移
転
と
職
業
の
自
由
が
問
題
に
な
る
場
面

は
存
在
し
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
公
法
人
の
組
織
再
編
や
法
律
に
基
づ
く
民
営
化
等
、
民
法
六
一
三
ａ
条
の
適
用
要
件
を
満
た
さ
な
い
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事
案
が
該
当
す
る
。
本
稿
で
は
、
労
働
関
係
の
移
転
と
職
業
の
自
由
が
問
題
と
な
る
場
面
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
案
を
取
り
上
げ
る
。

こ
う
し
た
場
面
に
着
目
し
て
検
討
を
行
う
こ
と
に
つ
き
、
問
題
の
対
象
が
限
定
的
で
あ
り
、
ま
た
、
公
的
部
門
の
特
殊
性
、
公
勤
務
被

用
者
に
特
有
の
利
益
も
検
討
に
際
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
が
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
、

職
業
の
自
由
を
め
ぐ
る
現
在
の
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
日
本
で
の
議
論
の
端
緒
と
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

い
。以

下
で
は
、
Ⅱ
で
、
職
業
の
自
由
の
意
味
と
異
議
申
立
権
に
関
す
る
議
論
を
整
理
し
た
う
え
で
、
現
在
、
職
業
の
自
由
と
異
議
申
立
権

が
問
題
と
な
る
法
律
に
よ
る
労
働
関
係
の
移
転
の
場
面
を
紹
介
す
る
。
次
に
Ⅲ
に
お
い
て
、近
年
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
決
定
を
紹
介
し
、

現
段
階
の
ド
イ
ツ
法
の
議
論
を
整
理
す
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
に
よ
り
、
職
業
の
自
由
と
異
議
申
立
権
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
で
の
議
論
の
到
達

点
を
示
す
こ
と
に
し
た
い
。

Ⅱ　

職
場
選
択
の
自
由
と
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権

（　

基
本
法
一
二
条
に
お
け
る
職
場
選
択
の
自
由
の
位
置

ま
ず
、
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
検
討
す
る
に
当
た
り
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
定
め
ら
れ
た
職
場
選
択
の
自
由

（freie W
ahl des A

rbeitsplatzes

）
の
意
味
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ド
イ
ツ
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、「
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
人
は
、

職
業
・
職
場
及
び
職
業
教
育
の
場
を
自
由
に
選
択
す
る
権
利
を
有
す
る
。
職
業
の
遂
行
は
法
律
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
法
律
の
根
拠
に
よ
っ

て
規
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
定
め）（
（

、
職
業
活
動
を
選
択
す
る
自
由
と
そ
の
遂
行
を
全
般
的
に
保
障
し
て
い
る）（
（

。
本
稿
で
主
な
検
討
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対
象
と
す
る
職
場
選
択
の
自
由
に
関
し
て
は
、
選
択
し
た
職
業
で
の
具
体
的
な
雇
用
可
能
性
を
得
る
又
は
労
働
関
係
の
存
続
を
維
持
す
る

あ
る
い
は
放
棄
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
際
、
ポ
ス
ト
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
、
特
定
の
職
場
を
維
持
す
る
こ
と
又
は
放
棄
す
る
こ
と
を
強

制
す
る
国
家
の
措
置
か
ら
個
人
を
保
護
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
る）（
（

。
特
に
労
働
者
に
と
っ
て
は
雇
用
可
能
性
の
維
持
、
具
体
的
な
契
約
当

事
者
の
選
択
、
労
働
契
約
関
係
の
存
続
が
問
題
に
な
る
と
さ
れ）（
（

、
従
属
的
雇
用
に
お
い
て
は
契
約
当
事
者
の
選
択
、
す
な
わ
ち
使
用
者
を

自
ら
選
択
す
る
自
由
が
認
め
ら
れ
る）（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
職
業
選
択
の
自
由
と
併
せ
て
、
自
ら
が
選
択
し
た
職
業
を
遂
行
す
る
場
面
全
般
を
保
障
す
る
も

の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
対
す
る
侵
害
が
あ
っ
た
場
合
、
違
憲
審
査
と
し
て
い
わ
ゆ
る
三
段
階
審
査
に
即
し
、
保
護
領
域
に
あ
る
か
、

侵
害
が
あ
る
か
、
侵
害
が
正
当
化
さ
れ
る
か
を
審
査
し
、
憲
法
違
反
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。
こ
う
し
た
審
査
の
三
段
階
目
に
当
た
る

侵
害
の
正
当
化
に
関
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
薬
局
判
決
に
お
い
て
、
職
業
選
択
と
職
業
遂
行
を
分
け
て
捉
え
て
い
る
。

薬
剤
師
で
あ
っ
た
憲
法
異
議
申
立
人
が
行
政
当
局
に
求
め
た
薬
局
の
営
業
許
可
が
不
許
可
処
分
と
さ
れ
た
こ
と
が
職
業
の
自
由
に
対
す

る
侵
害
に
当
た
る
と
し
て
問
題
に
な
っ
た
薬
局
判
決）（（
（

に
お
い
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
行
政
当
局
の
不
許
可
処
分
は
、
憲
法
異
議
申
立

人
の
基
本
法
一
二
条
一
項
に
基
づ
く
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
の
で
取
り
消
し
、
バ
イ
エ
ル
ン
薬
事
法
三
条
一
項
は
無
効
と
判
断
し
た
。

そ
の
際
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
現
代
の
分
業
社
会
で
は
特
に
重
要
な
分
野
に
お
け
る
市
民
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
個

人
に
各
自
が
も
っ
と
も
適
す
る
と
信
じ
る
活
動
を
職
業
と
す
る
権
利
を
保
障
す
る
も
の
だ
と
し
た
。
ま
た
、
職
業
と
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

職
業
を
含
む
と
し
、
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
自
律
的
に
遂
行
さ
れ
る
職
業
と
従
属
的
に
遂
行
さ
れ
る
職
業
を
区
別
し
て
い
な
い
と
す
る
。

職
業
選
択
と
職
業
遂
行
は
、
複
合
的
概
念
で
あ
る
が
、
職
業
の
遂
行
と
職
業
選
択
の
規
制
権
限
は
同
じ
強
度
の
も
の
で
は
な
く
、
職
業
遂

行
の
自
由
は
、
合
理
的
な
公
共
の
福
祉
の
考
慮
に
よ
り
合
目
的
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
限
り
、
制
限
で
き
る
と
し
た
。
さ
ら
に
、
職
業
選
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択
の
自
由
は
、
特
に
重
要
な
共
同
体
の
利
益
の
保
護
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
必
要
と
さ
れ
る
場
合
に
し
か
制
限
で
き
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、

職
業
選
択
の
自
由
の
制
限
手
段
と
し
て
許
可
条
件
を
定
め
る
場
合
に
は
主
観
的
条
件
と
客
観
的
な
条
件
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
設
け
ら
れ
る
規
制
は
職
業
選
択
の
自
由
に
内
在
す
る
最
小
限
度
の
制
約
と

い
う
「
段
階
」
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

薬
局
判
決
で
は
、
職
業
遂
行
の
自
由
と
職
業
選
択
の
自
由
に
関
し
て
、
同
じ
強
度
で
規
制
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
職
業
遂
行
の
自
由

は
合
理
的
な
公
共
の
福
祉
を
考
慮
し
て
合
目
的
で
あ
る
場
合
に
は
制
限
可
能
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
、
職
業
選
択
の
自
由
に
対
す

る
制
限
は
よ
り
厳
格
に
解
さ
れ
重
要
な
共
同
体
の
利
益
保
護
の
た
め
に
不
可
欠
な
場
合
に
し
か
制
限
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
同

事
件
で
は
い
わ
ゆ
る
「
段
階
説
」
を
採
っ
て
い
る）（（
（

。
段
階
説
（Stufenlehre

）
と
は
、
職
業
の
自
由
へ
の
侵
害
は
、
比
例
相
当
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
際
、
侵
害
の
理
由
が
よ
り
重
要
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
職
業
の
自
由
は
よ
り
制
限
さ
れ
る
と
す
る
考
え
方
で
あ
る）（（
（

。

薬
局
事
件
判
決
で
示
さ
れ
た
段
階
説
の
考
え
方
は
、
そ
の
後
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
で
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
九
一
年
四
月
二
四
日
判
決）（（
（

に
お
い
て
も
、「
基
本
法
一
二
条
一
項
は
、
職
業
の
自
由
な
選
択
と
共
に
職
場
の
自

由
な
選
択
を
保
障
し
て
い
る
」
と
述
べ
、「
職
場
選
択
の
場
合
、
具
体
的
な
活
動
可
能
性
又
は
特
定
の
労
働
関
係
に
対
す
る
判
断
が
対
象

と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
対
応
し
て
、
職
場
の
自
由
な
選
択
と
い
う
基
本
権
が
対
象
に
す
る
の
は
ま
ず
、
選
択
さ
れ
た
職
業
に
お
け
る
個
人

の
、
具
体
的
な
雇
用
可
能
性
の
判
断
と
把
握
さ
れ
る
。
従
属
的
被
用
者
の
場
合
、
こ
れ
に
は
特
に
、
不
可
欠
な
条
件
、
特
に
労
働
市
場
へ

の
参
入
を
含
む
、
契
約
当
事
者
の
選
択
も
含
ま
れ
る
。」
と
し
て
、
前
述
し
た
職
場
選
択
の
自
由
の
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
そ

の
う
え
で
、「
客
観
的
な
許
可
制
限
が
職
業
選
択
の
自
由
を
侵
害
す
る
よ
う
に
、
あ
る
規
制
が
類
似
の
効
果
に
よ
っ
て
職
場
の
自
由
な
選

択
を
侵
害
す
る
場
合
、
重
要
な
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
た
め
、
比
例
相
当
性
の
原
則
を
維
持
し
て
認
め
ら
れ
る
。」「
当
該
規
制
は
、
当
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該
規
制
が
目
的
と
す
る
公
共
の
福
祉
と
侵
害
の
程
度
を
一
般
的
に
考
量
し
て
も
適
切
な
も
の
で
あ
る
。」
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
連
邦
労
働
裁
判
所
も
こ
う
し
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
考
え
方
に
従
っ
て
い
る
。
後
述
す
る
事
件
に
お
い
て
連
邦
労
働
裁
判
所
は

職
場
選
択
の
自
由
へ
の
侵
害
に
対
し
て
、
公
共
の
福
祉
と
侵
害
の
程
度
を
考
量
し
て
侵
害
が
正
当
化
さ
れ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
比
例
相

当
性
の
原
則
に
即
し
て
判
断
し
て
い
る
。
以
下
で
は
、
職
場
選
択
の
自
由
に
関
し
て
示
さ
れ
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
法
的
思
考
方
法
を
も

と
に
し
て
、
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
の
意
味
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。

（　

労
働
関
係
の
承
継
に
お
け
る
異
議
申
立
権
の
法
的
基
礎
づ
け

連
邦
労
働
裁
判
所
が
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
認
め
た
の
は
、
一
九
七
四
年
一
〇
月
二
日
の
判
決
で
あ
る）（（
（

。
当
時
、

明
文
の
定
め
は
な
か
っ
た
も
の
の
同
事
件
で
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
民
法
六
一
三
ａ
条
の
解
釈
に
よ
っ
て
異
議
申
立
権
を
認
め
て
い
る
。

民
法
六
一
三
ａ
条
の
施
行
に
よ
っ
て
労
働
者
の
意
思
に
反
し
て
労
働
関
係
が
移
転
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
の
法
的
地
位
が
悪
く
な
る
可
能

性
を
指
摘
し
、「
こ
う
し
た
推
定
は
、
職
業
選
択
の
自
由
を
保
障
す
る
基
本
法
一
二
条
、
基
本
法
一
条
を
考
慮
し
て
も
憂
慮
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。
自
ら
の
職
場
を
自
由
に
選
択
で
き
る
と
い
う
労
働
者
の
権
利
は
、
ど
の
使
用
者
と
労
働
関
係
を
築
こ
う
と
す
る
か
に
つ
い
て
の

決
定
も
含
ん
で
い
る
。」
こ
と
を
述
べ
、
事
業
の
一
部
譲
渡
の
場
合
に
お
い
て
労
働
者
の
異
議
申
立
権
を
肯
定
し
た
。

そ
の
後
の
判
決
に
お
い
て
も
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
を
認
め
な
が
ら
、
強
制
的
な
債
務
者
変

更
の
禁
止
（
民
法
四
一
五
条
一
項
一
文
の
類
推
）、
意
思
に
反
す
る
労
働
者
の
「
売
買
」
の
禁
止
（
基
本
法
一
条
、
二
条
）、
職
場
選
択
の
自
由

（
基
本
法
一
二
条
）、
労
務
提
供
の
一
身
専
属
的
な
性
格
等
を
根
拠
に
し
て
き
た）（（
（

。
異
議
申
立
権
の
行
使
に
よ
り
、
労
働
関
係
の
移
転
と
い

う
法
的
効
果
が
妨
げ
ら
れ
、
事
業
の
譲
渡
人
と
労
働
者
と
の
労
働
関
係
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

な
お
、
連
邦
労
働
裁
判
所
に
お
い
て
判
例
法
上
認
め
ら
れ
た
異
議
申
立
権
に
関
し
、K

atsikas

事
件）（（
（

に
お
い
て
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、

現
指
令
の
前
身
で
あ
る
欧
州
共
同
体
指
令
七
七
／
一
八
七
は
、「
労
働
契
約
ま
た
は
労
働
関
係
の
移
転
に
異
議
を
申
し
立
て
、
指
令
が
保

障
す
る
保
護
を
放
棄
す
る
こ
と
を
労
働
者
に
妨
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、
積
極
的
に
異
議
申
立
権
の
存
在
を
認
め
る
わ
け
で
は

な
い
も
の
の
、
そ
の
存
在
を
容
認
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

判
例
法
上
、
肯
定
さ
れ
て
き
た
労
働
関
係
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
権
は
、
二
〇
〇
一
年
、
民
法
六
一
三
ａ
条
六
項
に
「
五
項
の
情

報
提
供
が
行
わ
れ
て
一
か
月
以
内
に
、
労
働
者
は
労
働
関
係
の
移
転
に
書
面
で
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
出
来
る
。
異
議
申
立
は
旧
使

用
者
又
は
新
所
有
者
に
対
し
て
行
う
こ
と
が
出
来
る
。」
と
し
て
明
文
化
さ
れ
た
が
、
そ
の
立
法
理
由
に
は
、「
異
議
申
立
権
は
特
に
、
労

働
者
が
自
由
に
選
択
し
た
の
で
は
な
い
使
用
者
の
た
め
に
労
働
す
る
義
務
を
課
さ
れ
る
場
合
に
、
人
間
の
尊
厳
、
人
格
を
自
由
に
発
展
さ

せ
る
権
利
、
職
場
選
択
の
自
由
の
権
利
と
調
和
的
で
は
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
る
。」
と
さ
れ
、
法
律
上
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法

的
明
確
性
と
法
的
安
定
性
に
資
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る）（（
（

。

二
〇
〇
一
年
の
法
改
正
に
よ
り
民
法
六
一
三
ａ
条
六
項
が
明
文
化
さ
れ
た
後
も
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
十
分
な
情
報
提
供
が
行
わ
れ

な
か
っ
た
場
合
の
労
働
関
係
の
移
転
に
関
し
て
、「
異
議
申
立
権
は
、
労
働
者
が
他
の
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
、
時
宜
を
失
し
た
情

報
提
供
に
よ
り
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
」
で
あ
り
、
異
議
申
立
権
の
行
使
の
根
拠
に
職
場
選
択
の
自
由
を
引
き
合
い
に
出
し
て

い
る）（（
（

。
そ
の
う
え
で
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
て
情
報
提
供
を
す
る
際
に
は
異
議
申
立
権
を
行
使
し
た
場
合
に
生
じ
る
法
的
効
果
に
つ

い
て
も
情
報
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
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（　

法
律
に
基
づ
く
労
働
関
係
の
移
転

以
上
の
よ
う
に
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
例
法
理
が
、
民
法
六
一
三
ａ
条
六
項
に
明
文
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
同
条
は
事
業
所
有
者

変
更
時
の
労
働
関
係
の
存
続
保
護
と
併
せ
て
、
職
場
選
択
の
自
由
に
配
慮
し
た
規
定
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
異
議
申
立
権
が
認
め
ら
れ

た
現
在
で
も
労
働
関
係
の
移
転
と
職
場
選
択
の
自
由
が
問
題
と
な
る
場
面
が
存
在
す
る
。
そ
の
場
面
と
い
う
の
は
、
公
的
部
門
間
の
組
織

再
編
や
法
律
に
基
づ
い
て
民
営
化
が
行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
前
者
の
公
的
部
門
の
組
織
再
編
に
お
い
て
は
、
欧
州
共
同
体
指
令

二
〇
〇
一
／
二
三
が
「
経
済
的
な
活
動
を
遂
行
す
る
私
法
上
の
法
人
又
は
公
法
上
の
法
人
」
に
適
用
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
行
政
組
織

間
の
組
織
再
編
に
は
同
指
令
の
適
用
が
無
い
と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
民
法
六
一
三
ａ
条
の
解
釈
に
お
い
て
も
こ
の
場
合
に
は
同
条
の
適
用

は
否
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
後
者
の
法
律
に
基
づ
い
て
民
営
化
が
行
わ
れ
る
と
い
う
事
案
で
は
、
同
条
一
項
一
文
に
定
め
る
「
法
律
行
為
に

よ
る
」
と
の
要
件
を
満
た
さ
ず
、
同
条
の
適
用
が
な
い）（（
（

。

こ
の
「
法
律
行
為
に
よ
る
」
と
い
う
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
き
、連
邦
労
働
裁
判
所
の
一
九
七
八
年
九
月
六
日
の
判
決）（（
（

で
は
、

民
法
六
一
三
ａ
条
を
適
用
す
る
た
め
に
は
法
律
行
為
に
よ
る
法
的
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
州
法
に
よ
っ
て
公
法
人
の
組
織

変
更
が
行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
に
は
同
条
の
適
用
は
な
く
、民
法
六
一
三
ａ
条
は
類
推
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
民
法
六
一
三
ａ
条
一
項
一
文
が
「
法
律
行
為
に
よ
る
」
と
い
う
要
件
を
課
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
連
邦
労

働
裁
判
所
は
、「
こ
の
目
的
は
、
法
律
に
基
づ
く
包
括
承
継
ま
た
は
当
該
規
定
の
適
用
に
よ
る
そ
の
他
の
高
権
的
行
為
の
場
合
を
排
除
す

る
こ
と
に
あ
る
」
と
述
べ
る
も
の
の
、
こ
れ
以
上
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い）（（
（

。

連
邦
労
働
裁
判
所
は
法
律
に
基
づ
き
民
営
化
や
公
法
人
の
組
織
再
編
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
民
法
六
一
三
ａ
条
の
適
用
を
否
定
す
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

る
も
の
の
、
他
方
で
、
行
政
組
織
間
の
協
定
に
基
づ
き
事
業
手
段
の
移
転
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
同
条
の
適
用
を
認
め
る
こ
と
が
あ
る
。

一
九
九
五
年
九
月
七
日
の
判
決
に
お
い
て）（（
（

、Potsdam

建
築
専
門
学
校
が
第
一
次
学
校
改
革
法
に
基
づ
き
、
別
の
運
営
主
体
に
よ
っ
て
運

営
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
専
門
大
学
と
し
て
継
続
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
場
合
に
、
別
の
運
営
主
体
へ
の
動
産
の
引
き
渡
し
に
つ
き
行

政
組
織
間
の
協
定
が
結
ば
れ
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
「
法
律
行
為
は
、
公
法
上
の
行
政
間
の
協
定
で
も
よ
い
」
と
し
、

こ
の
協
定
に
よ
り
「
学
校
存
続
の
た
め
に
必
要
な
本
質
的
な
事
業
手
段
で
あ
る
、
不
動
産
、
建
物
、
動
産
を
承
継
し
た
」
点
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
、
同
条
の
適
用
を
肯
定
す
る
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
公
法
人
の
組
織
再
編
や
民
営
化
の
場
合
に
は
法
律
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
一
部
の
場
合
を
除
き
同
条

の
適
用
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
場
面
に
お
い
て
、
労
働
者
の
職
場
選
択
の
自
由
が
問
題
と
な
る
。
以
下
で
は
、
連
邦
労

働
裁
判
所
が
職
場
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
言
及
し
た
事
案
に
つ
い
て
紹
介
を
し
、
こ
れ
ま
で
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
見
解
に
言
及
す
る
。

（　

法
律
に
基
づ
く
労
働
関
係
の
移
転
と
職
場
選
択
の
自
由

以
下
で
は
、
労
働
関
係
の
移
転
と
職
場
選
択
の
自
由
に
つ
い
て
連
邦
労
働
裁
判
所
の
二
つ
の
事
件
を
紹
介
す
る
が
、
事
案
に
従
い
、
基

本
法
一
二
条
一
項
を
考
慮
し
つ
つ
、
民
営
化
及
び
こ
れ
に
伴
う
労
働
関
係
の
移
転
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
を
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

異
議
申
立
権
を
導
き
出
す
判
決
が
存
在
す
る
。

連
邦
労
働
裁
判
所
二
〇
〇
一
年
一
月
二
五
日
の
判
決
で
は）（（
（

、
州
が
水
泳
事
業
法
に
基
づ
き
、
水
泳
事
業
を
独
立
営
造
物
法
人
化
し
、
労

働
者
の
労
働
関
係
が
ベ
ル
リ
ン
州
か
ら
同
施
設
に
移
転
し
た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、「
水
泳
事
業
法
一
三
条
一

項
は
、
民
法
六
一
三
ａ
条
一
項
一
文
と
同
じ
よ
う
に
、
新
事
業
所
有
者
へ
の
労
働
関
係
の
移
転
を
定
め
る
」
こ
と
を
述
べ
、
民
法
六
一
三
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ａ
条
と
異
な
る
解
釈
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
、
同
法
の
も
と
で
は
「
民
法
六
一
三
ａ
条
一
項
一
文
と
同
様
に
解
釈
さ
れ
る
。

労
働
者
が
移
転
に
異
議
を
申
し
立
て
な
い
場
合
に
限
っ
て
、
労
働
関
係
は
移
転
す
る
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
同
事
件
で
は
基
本
法
一
二
条

一
項
に
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、「
職
場
選
択
の
自
由
（
基
本
法
一
二
条
一
項
一
文
）
は
、
労
働
関
係
の
移
転
に
よ
っ
て
限
定
的
な
も
の
と
し
て

保
障
さ
れ
る
」
と
し
、
異
議
申
立
権
を
行
使
し
た
結
果
、
当
該
労
働
者
は
配
置
転
換
や
社
会
的
選
択
の
対
象
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
、
州
が
州
か
ら
法
人
格
が
完
全
に
独
立
し
た
独
立
営
造
物
法
人
を
設
立
し
、
当
該
法
人
に
職
員
の
労
働
関
係
を
移
転
す
る
と
い

う
場
合
、
公
法
上
の
主
体
の
変
更
が
生
じ
て
い
る
も
の
の
、
異
議
申
立
権
を
州
法
で
排
除
す
る
こ
と
は
、
連
邦
法
に
違
反
し
な
い
と
し
、

基
本
法
一
二
条
一
項
に
関
し
て
も
、「
確
か
に
、
基
本
法
一
二
条
一
項
一
文
は
、
選
択
さ
れ
た
職
場
を
維
持
す
る
労
働
者
の
権
利
も
保
障

し
て
い
る
」
が
、
こ
う
し
た
自
由
は
侵
害
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
し
て
い
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
三
月
二
日
の
判
決）（（
（

で
は
よ
り
詳
細
に
法
律
に
基
づ
く
労
働
関
係
の
移
転
と
基
本
法
一
二
条
一
項
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
。
同
判
決
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
た
「
ベ
ル
リ
ン
オ
ペ
ラ
基
金
」
を
設
立
す
る
た
め
の
法
律
で
は
、
異
議
申
立
権
を
予
定
し
て
お

ら
ず
、
排
除
し
て
い
る
と
連
邦
労
働
裁
判
所
は
述
べ
た
う
え
で
、
基
本
法
一
二
条
と
の
関
係
を
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。

基
本
法
一
二
条
一
項
に
つ
き
、「
他
の
使
用
者
の
労
働
関
係
の
移
転
に
つ
い
て
の
規
制
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ

る
職
場
の
自
由
な
選
択
の
保
護
領
域
に
あ
る
」
こ
と
、「
基
金
法
九
条
に
基
づ
く
法
律
で
定
め
ら
れ
た
原
告
の
労
働
関
係
の
移
転
は
、
職

場
選
択
の
自
由
と
い
う
原
告
の
基
本
権
を
侵
害
し
て
い
る
」
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、「
被
告
州
と
の
労
働
関
係
を
終
了
さ
せ
、
新
使
用
者

が
原
告
の
契
約
当
事
者
に
な
っ
た
こ
と
に
侵
害
が
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
侵
害
の
正
当
化
に
関
し
て
、
法
に
よ
る
労
働

関
係
の
移
転
は
、「
職
業
遂
行
の
自
由
」
へ
の
侵
害
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
侵
害
は
、「
公
共
の
福
祉
と
い
う
合
理
的
理
由
に
よ
っ

て
正
当
化
さ
れ
、
比
例
相
当
的
で
あ
る
場
合
に
、
憲
法
に
適
合
す
る
」
と
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
。
そ
の
う
え
で
、
同
事
件
で
は
「
文
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化
的
な
意
味
が
ベ
ル
リ
ン
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
、
首
都
の
あ
る
そ
の
場
所
に
訪
れ
る
場
合
、
州
を
越
え
た
文
化
生
活
、
文
化
的
多
様

性
、
ド
イ
ツ
の
文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
の
あ
る
、
伝
統
的
な
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
」

こ
と
、
労
働
関
係
の
移
転
は
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
の
存
続
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
で
あ
っ
た
こ
と
等
か
ら
、「
総
括
と
し
て
、
労
働
者
の
法
的

地
位
へ
の
侵
害
は
、
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
の
機
能
可
能
性
の
維
持
と
い
う
被
告
州
の
利
益
に
対
す
る
も
の
よ
り
も
小
さ
い
」
と
し
て
、
労
働
者

の
基
本
権
の
侵
害
は
正
当
化
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
か
つ
て
の
「
使
用
者
は
公
法
上
の
自
治
体
で
あ
っ

た
が
、
現
在
は
公
法
上
の
基
金
で
あ
る
。
労
働
者
の
観
点
で
は
単
に
、
法
形
式
が
変
わ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。」
こ
と
も
考
慮
し
、
侵
害
の

正
当
化
を
認
め
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
公
法
人
の
組
織
再
編
に
つ
い
て
定
め
た
法
律
の
中
に
、
民
法
六
一
三
ａ
条
に
沿
う
内
容
が
定
め
ら

れ
て
お
り
、
異
議
申
立
権
が
明
確
に
排
除
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
労
働
者
は
異
議
申
立
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

解
釈
を
と
る
。
他
方
、
法
律
上
、
異
議
申
立
権
が
明
確
に
排
除
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
異
議
申
立
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ず
、

労
働
者
の
職
場
選
択
の
自
由
の
侵
害
が
問
題
と
な
る
が
、
公
共
の
利
益
を
理
由
と
し
て
侵
害
は
正
当
化
さ
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

し
か
し
、
近
年
、
こ
う
し
た
従
来
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
見
解
と
は
異
な
る
見
解
が
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
で
は
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
の
決
定
を
検
討
し
、
現
在
の
職
場
選
択
の
自
由
に
係
る
議
論
を
整
理
す
る
。
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Ⅲ　

連
邦
憲
法
裁
判
所
二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
決
定）

（（
（

（　

事
実
の
概
要

憲
法
異
議
申
立
人
（「
Ｘ
」）
は
、
一
九
八
五
年
一
月
一
日
以
降
、
Ｍ
大
学
病
院
の
現
業
労
働
者
と
し
て
ヘ
ッ
セ
ン
州
（「
Ｙ
」）
に
雇

用
さ
れ
た
。
Ｙ
は
、
法
人
格
の
な
い
公
法
上
の
施
設
と
し
て
Ｍ
大
学
病
院
、
Ｇ
大
学
病
院
、
Ｆ
大
学
病
院
を
運
営
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

二
〇
〇
〇
年
六
月
二
六
日
の
Ｙ
大
学
病
院
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
（
以
下
「
二
〇
〇
〇
年
大
学
病
院
法
」）、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
を
も
っ

て
、
各
大
学
病
院
を
独
立
営
造
物
法
人
と
し
た
。
同
大
学
病
院
法
二
二
条
一
項
及
び
二
二
条
二
項
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
一
年
一
月
一
日
以

前
に
労
働
関
係
が
成
立
し
た
非
研
究
従
事
者
の
被
用
者
は
、
州
の
勤
務
に
と
ど
ま
る
も
の
の
大
学
病
院
に
配
置
さ
れ
、
大
学
病
院
で
労
務

を
提
供
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
一
月
三
〇
日
の
「
大
学
病
院
医
師
の
研
究
・
学
問
助
成
の
構
造
に
関
す
る
勧
告
」
に
お
い
て
、
Ｙ
は
Ｇ
大
学
病

院
の
赤
字
を
補
填
す
る
必
要
が
生
じ
、
二
〇
〇
四
年
に
は
、
Ｇ
大
学
病
院
に
必
要
な
投
資
は
約
二
億
ユ
ー
ロ
と
見
積
も
ら
れ
た
。
そ
の
た

め
Ｙ
の
首
相
は
、
Ｇ
大
学
と
Ｍ
大
学
の
両
病
院
の
将
来
の
安
定
化
に
関
す
る
政
策
綱
領
を
公
布
し
た
。
経
営
状
況
を
永
続
的
に
改
善
す
る

た
め
に
、
両
病
院
を
合
併
し
民
営
化
す
る
こ
と
と
し
、
二
〇
〇
五
年
六
月
一
六
日
、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
る
「
Ｇ
・
Ｍ
大

学
病
院
設
立
に
つ
い
て
の
法
律
」
が
Ｙ
議
会
で
可
決
さ
れ
た
（
以
下
、「
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
」）。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法

三
条
に
基
づ
き）（（
（

、
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
を
も
っ
て
Ｇ
・
Ｍ
大
学
病
院
は
新
使
用
者
と
し
て
労
働
関
係
上
の
権
利
及
び
義
務
に
入
る
こ
と

が
非
研
究
従
事
者
で
あ
る
従
業
員
に
伝
え
ら
れ
た
。
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二
〇
〇
五
年
八
月
一
二
日
、
Ｇ
大
学
病
院
並
び
に
Ｍ
大
学
病
院
の
一
三
八
名
の
被
用
者
は
憲
法
異
議
申
立
を
し
て
、
二
〇
〇
五
年
大
学

病
院
法
を
失
効
さ
せ
る
仮
の
命
令
を
求
め
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
申
立
を
却
下
し
た）（（
（

。

二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
日
、
Ｙ
政
府
は
、
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
五
条
に
基
づ
き
、
Ｇ
・
Ｍ
大
学
病
院
を
有
限
責
任
会
社
へ
と
組

織
変
更
す
る
と
の
規
則
を
出
し
た
（
大
学
病
院
組
織
変
更
規
則
）。
同
規
則
の
二
条
は
、
現
行
の
労
働
契
約
上
の
権
利
及
び
義
務
は
、
形
態

変
更
に
よ
り
影
響
を
受
け
ず
、
ま
た
、
民
法
六
一
三
条
一
項
一
文
に
い
う
事
業
移
転
は
生
じ
て
い
な
い
と
さ
れ
た
。
こ
の
形
態
変
更
は
、

二
〇
〇
六
年
一
月
二
日
の
登
記
簿
へ
の
登
録
に
よ
っ
て
効
力
を
持
っ
た
（
大
学
病
院
組
織
変
更
規
則
一
条
一
項
二
文
）。

二
〇
〇
六
年
一
月
、
Ｇ
大
学
病
院
と
Ｍ
大
学
病
院
の
従
業
員
の
多
数
は
、
独
立
営
造
物
法
人
「
Ｇ
・
Ｍ
大
学
病
院
」
へ
の
労
働
関
係
の

移
転
に
異
議
を
申
し
立
て
た
。
従
業
員
の
多
数
は
、
そ
の
間
に
行
わ
れ
た
有
限
会
社
へ
の
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
も
予
め
行
っ
た
。
な

お
Ｘ
ら
は
二
〇
〇
五
年
一
月
一
日
以
降
、
Ｍ
大
学
病
院
に
あ
る
ポ
ス
ト
で
労
働
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
六
年
二
月
一
日
を
も
っ
て
、

Ｙ
は
、
大
学
病
院
Ｇ
・
Ｍ
有
限
会
社
の
会
社
持
ち
分
の
九
五
％
をRhön

株
式
会
社
に
売
却
し
た
。

Ｘ
ら
は
、
独
立
営
造
物
法
人
か
ら
私
法
上
の
使
用
者
へ
の
労
働
関
係
の
移
転
は
、
人
間
の
尊
厳
（
基
本
法
一
条
一
項
）
に
抵
触
し
、
一

般
的
人
格
権
（
基
本
法
二
条
一
項
）
に
反
し
、
ま
た
職
業
の
自
由
の
内
容
に
含
ま
れ
る
自
由
な
使
用
者
選
択
権
も
侵
害
し
て
い
る
、
指
令

二
〇
〇
一
／
二
三
に
も
矛
盾
す
る
等
と
主
張
し
、
労
働
関
係
は
二
〇
〇
五
年
七
月
一
日
以
降
も
Ｙ
と
の
間
で
存
続
す
る
こ
と
の
確
認
を
求

め
た
。
こ
れ
に
対
し
、
Ｙ
は
訴
え
の
棄
却
を
求
め
た
。
こ
の
訴
え
に
対
し
、
労
働
裁
判
所
は
Ｘ
ら
の
訴
え
を
認
め
た）（（
（

が
、
訴
え
の
棄
却
を

求
め
る
Ｙ
の
控
訴
を
ラ
ン
ト
労
働
裁
判
所
は
認
め
た）（（
（

。
連
邦
労
働
裁
判
所
も
、
ラ
ン
ト
労
働
裁
判
所
の
判
決
に
従
い
、
Ｘ
の
上
告
を
棄
却

し
た）（（
（

。
そ
こ
で
、
Ｘ
ら
は
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
八
日
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
及
び
二
〇
〇
七
年
七
月
二
五
日
の
ヘ
ッ
セ
ン
州
ラ

ン
ト
労
働
裁
判
所
の
判
決
の
破
棄
を
求
め
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
。
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決
定
要
旨

憲
法
異
議
申
立
を
認
め
る
に
は
理
由
が
あ
る
。
ラ
ン
ト
労
働
裁
判
所
と
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
並
び
に
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三

項
一
文
及
び
三
文
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
お
け
る
職
場
の
自
由
な
選
択
と
い
う
憲
法
異
議
申
立
人
の
基
本
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ

る
。⑴　

保
護
領
域
に
つ
い
て

「
基
本
法
一
二
条
一
項
一
文
は
、
自
由
な
職
業
選
択
と
共
に
、
自
由
な
職
場
選
択
も
保
障
し
て
い
る
。
従
属
的
な
被
用
者
の
場
合
、
契

約
当
事
者
の
選
択
も
含
ま
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
勤
務
に
お
け
る
ポ
ス
ト
に
つ
い
て
も
同
様
に
当
て
は
ま
る
。」

⑵　

基
本
権
の
侵
害
に
つ
い
て

「
本
件
に
お
い
て
、
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
項
一
文
及
び
三
文
の
規
制
に
基
づ
き
、
大
学
病
院
が
憲
法
異
議
申
立
人
の
使
用

者
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
立
法
者
は
自
由
な
職
場
選
択
を
侵
害
し
て
い
る
。」「
こ
の
侵
害
は
、
異
議
申
立
人
が
、
自
ら
が
自
由
に
選
択

し
た
の
で
は
な
い
新
使
用
者
を
強
制
さ
れ
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
項
一
文
及
び
三
文
に
よ
る
と

…
…
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
州
が
旧
使
用
者
と
し
て
、
法
律
に
よ
っ
て
か
つ
て
病
院
に
従
事
し
て
い
た
労
働
者
に
関
わ
る
労
働
契
約
を
解

消
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
、
当
該
労
働
者
は
自
ら
が
選
択
し
た
使
用
者
を
奪
わ
れ
て
い
る
。」

「
さ
ら
に
、
施
設
勤
務
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
移
転
は
、
企
図
さ
れ
た
民
営
化
と
の
関
係
に
お
い
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
民
営
化
に
よ
っ
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て
、
基
本
法
一
二
条
一
項
の
侵
害
は
特
に
大
き
い
も
の
と
な
る
。
使
用
者
の
変
更
を
伴
う
法
律
は
、
次
の
段
階
と
し
て
民
間
の
投
資
者
へ

の
持
ち
分
の
売
却
と
い
う
政
策
的
な
目
的
を
可
能
に
す
る
た
め
に
、
形
式
的
民
営
化
（
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
五
条
）
を
予
定
し
て
い
る
。

法
律
制
定
の
時
点
で
、
後
の
、
民
間
の
病
院
事
業
者
へ
の
州
の
会
社
持
ち
分
を
全
て
譲
渡
す
る
こ
と
に
よ
る
実
質
的
民
営
化
も
企
図
さ
れ

て
い
た
。
大
学
病
院
へ
移
転
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
結
局
の
と
こ
ろ
異
議
申
立
人
は
州
の
勤
務
か
ら
だ
け
で
な
く
、
公
勤
務
か
ら
も
離
れ

る
と
い
っ
た
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
が
実
施
さ
れ
た
。」

⑶　

侵
害
の
正
当
化

「
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
項
一
文
及
び
三
文
に
よ
り
生
じ
る
職
業
の
自
由
と
い
う
基
本
権
へ
の
侵
害
は
、
憲
法
上
正
当
化
さ

れ
な
い
。」

（
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
）
法
は
、「
大
学
病
院
の
民
営
化
の
実
施
を
目
的
と
す
る
。
…
…
医
学
部
の
学
問
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
州
は
大
学
の
組
織
権
限
の
枠
内
で
、
大
学
病
院
を
民
営
化
し
て
も
よ
い
。
民
営
化
自
体
が
州
の
組
織
権
限
の
正
当
な
行
使
で
あ

る
こ
と
は
、
む
ろ
ん
労
働
契
約
へ
の
侵
害
を
正
当
化
す
る
も
の
で
は
な
い
。」

「
州
の
立
法
者
が
、
使
用
者
と
し
て
民
営
化
の
決
定
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
労
働
者
の
私
的
自
治
を
制
限
す
る
と
い
う
事
実
は
、
当

該
規
制
を
不
当
な
も
の
に
す
る
。」
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
項
一
文
及
び
三
文
は
、
異
議
申
立
人
が
選
択
し
た
の
で
は
な
い
使

用
者
を
法
律
に
よ
っ
て
強
制
す
る
も
の
だ
が
、
即
時
解
約
に
よ
っ
て
労
働
契
約
上
拘
束
さ
れ
た
く
な
い
企
業
の
た
め
に
労
働
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
か
ら
は
法
的
に
保
護
さ
れ
て
い
る
。「
し
か
し
、
新
使
用
者
を
法
律
で
定
め
る
こ
と
よ
り
も
、
こ
れ
に
伴
っ
て
旧
使
用
者

を
失
う
こ
と
の
方
が
よ
り
深
刻
で
あ
る
。」
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八

州
の
立
法
者
が
意
図
的
に
選
択
し
な
か
っ
た
労
働
関
係
の
自
動
移
転
に
対
す
る
異
議
申
立
は
、
旧
使
用
者
と
の
労
働
関
係
を
存
続
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
。「
当
該
事
業
に
お
い
て
雇
用
の
必
要
が
失
わ
れ
た
場
合
、
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
が
問
題
に
な
る
が
、
解
雇
制
限

法
一
条
の
法
律
上
の
要
求
を
ク
リ
ア
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
当
該
企
業
に
お
い
て
、
他
の
雇
用
可
能
性
が
存
在
し
て
は
な
ら
な

い
（
解
雇
制
限
法
一
条
二
項
）。
解
雇
制
限
法
一
条
の
規
制
に
基
づ
き
、
異
議
申
立
を
す
る
労
働
者
は
、
か
つ
て
配
置
さ
れ
て
い
た
事
業
又

は
事
業
の
一
部
が
他
の
企
業
へ
譲
渡
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旧
使
用
者
と
の
労
働
関
係
を
失
わ
な
い
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。」
労
働

者
が
異
議
申
立
権
の
行
使
に
よ
っ
て
旧
契
約
当
事
者
と
の
労
働
関
係
の
存
続
を
少
な
く
と
も
一
時
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
、
客
観
的
に
合

理
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

民
法
六
一
三
ａ
条
六
項
に
よ
っ
て
自
由
な
職
場
選
択
の
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
労
働
者
の
基
本
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ

け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
同
項
の
規
定
が
憲
法
上
必
要
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
原
則
と
し
て
、
労
働
者
の
意
思

な
く
し
て
行
わ
れ
る
使
用
者
変
更
の
場
合
に
自
由
な
職
場
選
択
と
い
う
労
働
者
の
基
本
権
を
保
障
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。こ
の
こ
と
は
、

使
用
者
の
変
更
が
法
律
に
よ
り
、
公
的
使
用
者
で
の
雇
用
か
ら
私
的
使
用
者
の
下
で
の
雇
用
と
な
る
場
合
、
又
は
─
本
件
と
同
様
に
─
企

図
さ
れ
て
お
り
明
確
に
予
見
さ
れ
る
民
営
化
の
事
案
に
当
て
は
ま
る
。
…
…
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
文
及
び
三
文
に
定
め
ら
れ

た（
労
働
関
係
の
）移
行
が
、州
と
の
労
働
関
係
の
存
続
を
主
張
す
る
可
能
性
を
認
め
な
い
点
で
、基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
り
保
障
さ
れ
た
、

選
択
さ
れ
た
契
約
当
事
者
の
維
持
と
い
う
当
該
労
働
者
の
利
益
の
制
限
は
相
当
性
を
超
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」



五
四
九

ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

（　

同
決
定
の
意
義

⑴　

事
案
の
特
性
と
特
徴

本
件
で
は
、
二
〇
〇
〇
年
大
学
病
院
法
及
び
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
に
よ
っ
て
各
民
営
化
措
置
が
行
わ
れ
て
お
り
、
二
〇
〇
五
年

大
学
病
院
法
三
条
の
中
で
、
研
究
に
従
事
し
て
い
な
い
被
用
者
の
労
働
関
係
の
移
転
が
定
め
ら
れ
、
異
議
申
立
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
事
案
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
州
が
定
め
た
民
営
化
に
関
す
る
法
律
の
中
に
、
労
働
関
係
の
移
転
の
み
を
定
め
、
異
議
申
立
権

を
排
除
す
る
こ
と
は
、
前
述
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
裁
判
例
に
も
見
ら
れ
た
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
州
が
運
営
す
る
病
院
を
民
営
化
す

る
際
、
こ
う
し
た
措
置
を
採
る
こ
と
は
珍
し
く
な
い）（（
（

。
本
件
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
州
が
運
営
す
る
病
院
に
つ
き
、
独
立
営
造
物

法
人
化
、
有
限
会
社
化
、
株
式
会
社
化
を
経
て
、
民
間
企
業
へ
の
株
式
売
却
を
通
じ
、
ほ
ぼ
完
全
な
形
で
の
実
質
的
民
営
化
（M

aterielle 

Privatisierung

）
に
至
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
実
質
的
民
営
化
が
行
わ
れ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
で
は
稀
で
あ
る
と
さ
れ
て
お
り）（（
（

、

こ
こ
に
事
案
的
な
特
殊
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
本
件
の
場
合
に
は
、
複
数
の
段
階
の
民
営
化
を
実
施
す
る
際
、
当
初
よ
り
「
実

質
的
民
営
化
」
が
企
図
さ
れ
て
い
た
点
が
特
徴）（（
（

に
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
も
、
形
式
的
民
営
化
を
経
て
最
終
的
に
実
質
的
民
営
化
に
移

行
し
た
点
に
、
労
働
者
の
不
利
益
性
が
大
き
い
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
学
説
に
お
い
て
も
、
他
の
民
営
化
類
型
と
は
異
な
り
、
実
質
的
民

営
化
の
場
合
に
は
労
働
者
の
不
利
益
性
が
大
き
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
被
る
不
利
益
は
「
法
律
で
定
め
ら
れ

た
事
業
移
転
の
事
案
に
お
い
て
、
形
式
的
民
営
化
が
行
わ
れ
る
か
又
は
実
質
的
民
営
化
が
行
わ
れ
る
か
に
よ
っ
て
異
な
る
」
こ
と
が
指
摘

さ
れ
て
い
る）（（
（

。

ま
た
、
法
理
の
特
徴
と
し
て
は
、
侵
害
の
捉
え
方
が
連
邦
労
働
裁
判
所
と
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
。
本
決
定
で
も
、
三
段
階
審
査
に
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五
〇

即
し
て
基
本
権
侵
害
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
。
過
去
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
に
お
い
て
も
、
労
働
関
係
の
移
転
に
関
す
る
規
制
も

基
本
法
一
二
条
の
保
護
領
域
に
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
き
た
の
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
邦
労
働
裁
判
所
が
「
新
使
用

者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
」
に
基
本
権
侵
害
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
新
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
は

な
く
、
労
働
者
自
身
が
選
択
し
た
旧
使
用
者
を
奪
わ
れ
る
、
喪
失
す
る
こ
と
に
侵
害
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
侵
害
の
正
当

化
の
判
断
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
詳
細
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
州
の
有
す
る
公
的
利
益
か

ら
、
労
働
者
の
基
本
権
へ
の
侵
害
は
正
当
化
さ
れ
る
と
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
。
他
方
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
こ
う
し
た
州
の
公
的
利
益

は
憶
測
で
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
侵
害
と
の
関
係
で
も
、
労
働
者
自
身
が
選
択
し
た
旧
使
用
者
を
喪
失
す
る
こ
と
に
侵
害
が

あ
る
と
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
侵
害
は
異
議
申
立
権
行
使
に
よ
っ
て
一
時
的
に
で
も
旧
使
用
者
と
の
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
異
議
申
立
権
も
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
選

択
に
よ
り
公
勤
務
に
継
続
し
て
雇
用
さ
れ
る
よ
う
な
権
利
を
認
め
な
い
場
合
、
基
本
法
一
二
条
に
違
反
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

こ
う
し
た
判
断
は
、
従
来
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
も
の
と
は
大
き
く
異
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
従
来
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
で

は
法
律
に
よ
り
民
営
化
が
行
わ
れ
る
と
い
う
場
合
、
当
該
法
律
の
中
に
労
働
関
係
の
移
転
の
み
を
定
め
、
異
議
申
立
権
を
認
め
な
い
こ
と

も
基
本
法
一
二
条
一
項
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
決
定
で
は
異
議
申
立
権
も
し
く
は
こ
れ
に
代
わ
る
措

置
を
認
め
な
い
こ
と
は
労
働
者
の
職
場
選
択
の
自
由
に
違
反
す
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
民
営
化
の
実
務
に
与
え
る
影
響
も
大
き
い

も
の
と
な
っ
た
。
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ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

⑵　

連
邦
労
働
裁
判
所
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
の
相
違

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
示
し
た
見
解
と
、
連
邦
労
働
裁
判
所
の
見
解
は
結
論
に
お
い
て
も
理
由
に
お
い
て
も
大
き
く
異
な
る
。
連
邦
労
働

裁
判
所
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
を
比
較
す
る
際
、
保
護
領
域
に
関
し
て
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
職
業
の
自
由
と
共
に
職
場
選
択
の
自

由
が
基
本
法
一
二
条
で
保
障
さ
れ
て
い
る
と
し
（
従
属
労
働
の
場
合
に
は
契
約
当
事
者
選
択
の
自
由
）、
こ
の
保
障
は
公
勤
務
被
用
者
に
も
当

て
は
ま
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
点
、
連
邦
労
働
裁
判
所
も
、「
個
人
の
自
由
に
委
ね
ら
れ
た
職
場
を
得
る
こ
と
を
妨
げ
る
、
特
定
の
職

場
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
強
制
す
る
又
は
職
場
の
任
務
を
求
め
る
国
家
の
措
置
は
、自
由
な
職
場
選
択
と
い
う
基
本
権
侵
害
を
意
味
す
る
。

従
っ
て
他
の
使
用
者
へ
の
労
働
関
係
に
つ
い
て
の
規
制
は
、
基
本
法
一
二
条
一
項
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
職
場
選
択
の
自
由
の
保
護
領
域

に
あ
る
。」
と
し
て
お
り
、
公
勤
務
被
用
者
の
労
働
関
係
も
保
護
領
域
に
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。

両
者
の
見
解
に
違
い
が
生
じ
る
の
は
侵
害
及
び
正
当
化
の
点
で
あ
る
。
ま
ず
、
侵
害
に
関
し
て
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
基
本
法
一
二

条
一
項
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
自
由
な
職
場
選
択
は
、「
自
ら
が
選
択
し
て
い
な
い
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
か
ら
保
護

す
る
も
の
」
と
し
、
自
ら
が
選
択
し
た
も
の
で
は
な
い
使
用
者
を
労
働
者
に
強
制
す
る
点
に
侵
害
が
あ
る
と
み
る
の
に
対
し
て
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
新
所
有
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
労
働
者
が
、「
自
ら
が
選
択
し
た
使
用
者
を
奪
わ
れ
る
」

点
に
侵
害
が
あ
る
と
す
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
当
該
労
働
者
が
新
所
有
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
ら
が
選
択
し
た
使
用

者
を
失
う
こ
と
に
な
る
点
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り）（（
（

、
両
者
の
見
解
の
相
違
は
大
き
い
と
い
え
る
。

二
つ
目
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、病
院
に
勤
務
す
る
労
働
者
が
公
勤
務
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
不
利
益
性
の
評
価
で
あ
る
。こ
の
点
、学

説
で
は
、
民
営
化
の
問
題
の
本
質
は
、「
民
営
化
に
関
わ
っ
て
移
行
す
る
労
働
関
係
が
公
勤
務
に
と
ど
ま
る
か
ま
た
は
公
勤
務
か
ら
排
除
さ

れ
る
か
ど
う
か
）
（（
（

」
で
あ
る
と
の
指
摘
や
、民
営
化
が
初
め
か
ら
企
図
さ
れ
、結
局
は
ヘ
ッ
セ
ン
州
か
ら
だ
け
で
な
く
、公
勤
務
か
ら
も
離
れ



五
五
二

る
点
に
侵
害
が
あ
る
こ
と
が
要
点
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
が
あ
る）（（
（

。
こ
の
よ
う
に
ド
イ
ツ
の
学
説
で
は
、
民
営
化
が
行
わ
れ
て
も
、
労
働
者

が
公
勤
務
に
と
ど
ま
る
か
否
か
が
肝
要
で
あ
り
、
実
質
的
民
営
化
に
よ
っ
て
公
勤
務
か
ら
離
れ
る
労
働
者
の
不
利
益
を
考
慮
し
て
い
る）（（
（

。

三
つ
目
に
、
正
当
化
に
関
す
る
評
価
の
点
で
も
連
邦
労
働
裁
判
所
と
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
見
解
は
異
な
っ
て
い
る
。
連
邦
労
働
裁
判
所

は
、「
ヘ
ッ
セ
ン
州
政
府
の
民
営
化
の
決
定
は
、
重
要
な
公
共
の
利
益
を
保
護
す
る
と
い
う
目
的
を
有
」
し
、「
市
民
の
医
療
と
同
時
に
両

大
学
の
高
度
医
療
部
門
の
研
究
と
学
問
を
保
護
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、重
要
な
公
共
性
に
関
わ
る
も
の
」
で
あ
り
、

労
働
者
に
異
議
申
立
権
を
認
め
る
と
、「
大
部
分
の
労
働
者
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
危
険
」
を
強
調
す
る
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
、
公
共

性
を
保
護
す
る
と
い
う
立
法
者
の
目
的
は
適
切
と
判
断
し）（（
（

、
ま
た
、
即
時
解
約
に
よ
っ
て
、
異
議
申
立
権
を
認
め
な
く
て
も
新
使
用
者
を

強
制
さ
れ
る
こ
と
を
労
働
者
は
回
避
で
き
る
と
み
る
。

他
方
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
異
議
申
立
権
を
排
除
し
た
民
営
化
が
実
現
し
な
い
の
は
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
断
は
推
論
に
過
ぎ
な
い

と
す
る
一
方
、
即
時
解
約
に
よ
っ
て
労
働
者
が
新
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
で
き
る
が
、「
旧
使
用
者
を
失
う
こ
と
」
の
不
利

益
性
が
深
刻
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
異
議
申
立
権
を
行
使
す
る
こ
と
で
旧
使
用
者
か
ら
経
営
上
の
理
由
に
よ
る
解
雇
が
な
さ
れ
る
場
合

で
も
、
解
雇
制
限
法
の
要
件
を
充
足
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
旧
使
用
者
と
の
関
係
を
一
時
的
で
あ
れ
維
持
す
る
こ
と
は

合
理
的
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
。
ま
た
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
州
が
立
法
者
で
あ
り
か
つ
旧
使
用
者
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
役
割
に
着

目
し
て
い
る
。
こ
の
点
を
考
慮
し
て
、
立
法
者
と
し
て
異
議
申
立
権
を
排
除
し
て
、
使
用
者
と
し
て
の
契
約
上
の
義
務
か
ら
逃
れ
る
こ
と

は
認
め
ら
れ
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
ヘ
ッ
セ
ン
州
が
行
っ
た
民
営
化
は
、「
重
要
な
公
共
性
」
を
有
す
る
と
し
て
正
当
化
し
て
い
る
の

に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
公
共
の
利
益
が
脅
か
さ
れ
る
の
は
推
論
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
い
る
。
公
共
目
的
と
労
働
者
の
基
本
権
保
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護
に
関
し
て
は
、「
民
営
化
が
労
働
関
係
を
解
消
さ
せ
た
り
、
内
容
的
に
か
な
り
悪
化
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
点
に
、
明
確
な
限
界
が
あ
る
）
（（
（

」

と
し
、
実
質
的
民
営
化
に
伴
っ
て
労
働
者
が
公
勤
務
か
ら
離
れ
、
従
来
の
労
働
協
約
が
適
用
さ
れ
な
く
な
る
結
果
、
労
働
条
件
の
低
下
が

も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、
基
本
権
侵
害
の
正
当
性
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑶　

同
決
定
後
の
議
論
─
復
職
権
と
異
議
申
立
権
の
相
違

本
決
定
は
従
来
の
連
邦
労
働
裁
判
所
の
見
解
と
は
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
民
営
化
の
実
務
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
本
決
定
に
お
い
て
違
憲
と
判
断
さ
れ
た
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
三
条
一
項
一
文
及
び
三
文
に
つ
き
、「
立
法
者
は
遅
く

と
も
二
〇
一
一
年
一
二
月
三
一
日
ま
で
に
新
た
に
規
制
を
設
け
る
義
務
が
あ
る
」
と
命
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
ヘ
ッ
セ
ン
州
で
は
同
項
一
文

及
び
三
文
を
削
除
し
、「
州
勤
務
へ
の
復
職
権
」
を
設
け
た）（（
（

。
す
な
わ
ち
、
法
改
正
に
際
し
て
、「
…
…
二
項
に
よ
り
州
勤
務
に
復
職
す
る

権
利
が
あ
る
。」「
州
は
、
一
項
に
よ
り
復
職
を
求
め
る
被
用
者
を
州
の
勤
務
に
受
け
入
れ
る
。
復
職
の
請
求
は
、
同
法
の
施
行
後
三
か
月

以
内
に
書
面
で
、
学
術
省
大
臣
に
対
し
て
表
明
す
る
。」
こ
と
が
明
文
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
労
働
者
の
復
職
権
に
つ
い
て
は
、
異
議
申
立
権
に
代
わ
る
代
替
措
置
と
し
て
、「
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
明
確
に
異
議
申
立

権
の
代
わ
り
に
復
職
権
を
保
障
す
る
可
能
性
に
言
及
し
て
い
る
。
復
職
権
は
通
常
、
自
由
な
職
場
選
択
と
い
う
当
該
労
働
者
の
基
本
権
を

保
障
す
る
こ
と
に
調
和
す
る
。）（（
（

」
と
さ
れ
、
異
議
申
立
権
に
代
わ
る
措
置
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
。

同
決
定
後
、
こ
の
復
職
権
に
関
す
る
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
が
す
で
に
登
場
し
て
お
り）（（
（

、「
立
法
者
は
民
営
化
の
際
、
労
働
者
の
意

思
に
沿
わ
な
い
使
用
者
変
更
が
あ
る
場
合
に
、
自
由
な
職
場
選
択
と
い
う
労
働
者
の
基
本
権
を
保
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め

に
、
様
々
な
規
制
方
法
が
あ
り
、
例
え
ば
、
異
議
申
立
権
や
復
職
権
が
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
復
職
権
の
法
的
効
果
に
つ
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い
て
、
民
法
六
一
三
ａ
条
に
対
応
し
た
異
議
申
立
権
と
全
く
同
じ
調
整
を
す
る
立
法
者
の
義
務
は
な
い
」
と
し
て
お
り
、
異
議
申
立
権
と

復
職
権
で
は
法
的
効
果
が
異
な
る
こ
と
を
許
容
す
る
よ
う
な
判
断
を
し
て
い
る
。
実
際
、
同
事
件
に
お
い
て
復
職
権
の
行
使
に
よ
り
、「
被

告
と
原
告
と
の
労
働
関
係
は
、二
〇
〇
八
年
七
月
一
日
に
初
め
て
根
拠
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。」と
連
邦
労
働
裁
判
所
は
述
べ
て
お
り
、

復
職
権
の
行
使
は
、
労
働
関
係
の
移
転
と
い
う
効
果
を
妨
げ
、
旧
使
用
者
と
の
労
働
関
係
の
存
続
を
維
持
す
る
異
議
申
立
権
行
使
と
は
異

な
る
効
果
を
生
じ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
で
は
、
公
勤
務
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
保
障
す
る
措
置
を
定
め
る
こ
と
を
要

求
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
異
議
申
立
権
を
要
す
る
と
は
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
異
議
申
立
権
と
復
職
権
と
で
は
、
労
働
関
係
の
成

立
時
点
や
勤
続
年
数
の
点
で
大
き
く
異
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
。
異
議
申
立
権
と
復
職
権
と
の
効
果
の
相
違
に
関
し
て
は
、
ま
だ
連
邦
労

働
裁
判
所
の
判
決
も
少
な
い
状
況
に
あ
る
た
め
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

Ⅳ　

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
異
議
申
立
権
の
存
否
を
め
ぐ
り
、
職
場
選
択
の
自
由
と
の
関
係
を
み
て
き
た
。
連
邦
労
働
裁
判
所
は
従
来
、
労
働
関
係
の

移
転
の
み
を
法
律
で
定
め
、
異
議
申
立
権
を
排
除
す
る
場
合
、
新
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
、
職
業
遂
行
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
が
あ

る
と
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
二
〇
一
一
年
一
月
二
五
日
の
決
定
に
お
い
て
、「
職
業
遂
行
の
自
由
」
へ
の
侵
害
か

ど
う
か
は
特
に
言
及
し
な
い
ま
ま
、
労
働
者
が
選
択
し
た
旧
使
用
者
を
失
う
こ
と
に
侵
害
が
あ
る
と
捉
え
た
。
侵
害
の
正
当
化
に
関
し
て

も
、
連
邦
労
働
裁
判
所
は
公
共
の
福
祉
に
よ
る
合
理
的
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
か
と
い
う
段
階
説
に
即
し
て
比
例
相
当
的
で
あ
る

と
判
断
し
て
い
る
の
に
対
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
公
的
施
設
の
存
続
・
維
持
と
い
う
公
的
利
益
に
よ
っ
て
侵
害
を
正
当
化
さ
れ
る
も
の
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で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
。

特
に
、
侵
害
の
点
に
関
し
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
実
質
的
民
営
化
に
伴
い
労
働
者
が
公
勤
務
か
ら
完
全
に
離

れ
る
こ
と
か
ら
侵
害
が
よ
り
大
き
く
な
る
と
述
べ
て
い
る
た
め
、
実
質
的
民
営
化
が
行
わ
れ
、
労
働
者
が
公
勤
務
か
ら
完
全
に
離
れ
る
こ

と
が
正
当
化
の
判
断
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
再
編
や
民
営
化
が
行
わ
れ
た
場
合
に
も
州
や
自
治
体
が
使

用
者
と
し
て
存
在
す
る
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
形
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
及
ぼ
し
続
け
る
場
合
に
は
別
の
結
論
が
導
か
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
）
（（
（

。
実
質
的
民
営
化
の
事
案
に
同
決
定
の
射
程
は
限
定
さ
れ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
言
及
し
た
点
に
つ
い
て
は
我

が
国
に
も
示
唆
を
得
ら
れ
る
点
が
多
く
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
に
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
自
ら
が
選
択
し
た
の
で
は
な
い
新
使
用
者
を
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
不
利

益
を
回
避
す
る
た
め
に
、
労
働
者
が
労
働
契
約
を
即
時
解
約
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
異
議
申
立
権
行
使
に
よ
り
旧
使
用
者
と
の

間
で
一
時
的
に
で
も
労
働
関
係
を
維
持
す
る
労
働
者
の
利
益
を
認
め
て
い
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
述
べ
る
よ
う
に
、
旧
使
用
者
を
失
う

こ
と
に
基
本
権
の
侵
害
が
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
事
件
地
裁
判
決
が
述
べ
る
よ
う
な
労
働
者
に
は
「
退
社
の
自
由
」
が
認

め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
理
解
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

す
で
に
学
説
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
企
業
の
競
争
力
を
高
め
る
等
の
「
会
社
分
割
制
度
の
目
的
」
を
持
ち
出
す
だ
け
で
は
基

本
権
侵
害
を
正
当
化
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
り
、
法
制
度
の
解
釈
論
、
立
法
論
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
職
場
選
択
の
自
由
、
使
用
者

選
択
の
自
由
を
踏
ま
え
て
組
織
再
編
と
労
働
関
係
の
移
転
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る）（（
（

。
近
年
、
我
が
国
の
憲
法
論
で
も
ド
イ
ツ
に

お
け
る
三
段
階
審
査
が
注
目
さ
れ
て
い
る
が）（（
（

、
職
場
選
択
の
自
由
と
の
関
係
で
日
本
の
労
働
契
約
承
継
法
の
あ
り
よ
う
を
、
再
度
検
討
す

る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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（
（
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
同
法
制
定
の
時
点
で
す
で
に
問
題
視
さ
れ
て
い
た
。

（
（
）
最
二
小
判
平
二
二
・
七
・
一
二
労
働
判
例
一
〇
一
〇
号
五
頁
。

（
（
）
根
本
到
「
組
織
再
編
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
」
毛
塚
勝
利
編
『
事
業
再
構
築
に
お
け
る
労
働
法
の
役
割
』（
中
央
経
済
社
・
二
〇
一
三
年
）
四
五
頁
。

（
（
）
横
浜
地
判
平
一
九
・
五
・
二
九
労
働
判
例
九
四
二
号
五
頁
。

（
（
）
米
津
孝
司
「
労
働
契
約
の
承
継
と
憲
法
─
日
本
Ｉ
Ｂ
Ｍ
事
件
会
社
分
割
事
件
が
問
い
か
け
る
も
の
（
最
高
裁
平
成
二
二
年
七
月
一
二
日
判
決
）」

季
刊
労
働
法
二
三
二
号
一
一
〇
頁
。

（
（
）
ド
イ
ツ
基
本
法
一
二
条
一
項
の
訳
に
つ
い
て
は
、
高
橋
和
之
編
『
新
版
世
界
憲
法
集
』（
岩
波
書
店
・
二
〇
〇
七
年
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
（
）H

enssler/W
illem

sen/K
alb

（H
rsg.

）, A
rbeitsrecht K

om
m

entar, （.A
ufl., K

öln, （0（（, GG A
rt, （（, Rn. （

（Curt W
olfgang 

H
ergenröder

）.

（
（
）A

rbeitsrechts H
andbuch, （（. neu A

rbeitete A
ufl., M

ünchen, （0（（,§
（. Grundrech im

 A
rbeitsverhätnis, Rn. （（

（Rüdiger 
Linck

）.

（
（
）Erfurter K

om
m

entar, （（.A
ufl., M

ünchen, （0（（, GG A
rt. （（, Rn. （

（O
tto Schm

idt

）.

（
（0
）
労
働
者
自
ら
が
使
用
者
を
選
択
す
る
自
由
に
関
し
て
は
、
後
述
す
る
連
邦
労
働
裁
判
所
の
判
決
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）
三
段
階
審
査
に
つ
き
、「
要
す
る
に
、
三
段
階
審
査
と
は
、
基
本
権
の
保
護
領
域
→
基
本
権
の
制
限
→
基
本
権
制
限
の
正
当
化
（
形
式
的
正
当

化
＋
実
質
的
正
当
化
）
と
い
う
手
順
に
従
っ
て
、
ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス
テ
ッ
プ
に
論
証
を
重
ね
、
基
本
権
侵
害
が
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
す
る

構
造
化
さ
れ
た
論
証
の
作
法
を
い
う
」
と
説
明
さ
れ
る
。
松
本
和
彦
「
三
段
階
審
査
論
の
行
方
」
法
律
時
報
八
三
巻
五
号
（
二
〇
一
一
年
）
三
五
頁
。

（
（（
）BV

erfG, U
rt vom

 （（. （. （（（（, N
JW

 （（（（, S. （0（（.  
薬
剤
師
で
あ
っ
た
憲
法
異
議
申
立
人
が
薬
局
を
開
設
し
よ
う
と
し
、
行
政
当
局
に
営

業
許
可
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
行
政
当
局
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
薬
事
法
三
条
一
項
に
い
う
「
新
た
な
開
業
は
、
次
の
場
合
に
の
み
許
可
さ
れ
る
。
⒜

薬
局
の
開
設
が
薬
品
の
供
給
に
よ
る
国
民
生
活
の
確
保
の
た
め
に
公
共
の
利
益
に
合
致
す
る
場
合
、
⒝
新
設
薬
局
の
経
済
的
基
盤
が
固
ま
っ
て
お

り
、
新
設
に
よ
り
秩
序
に
応
じ
た
薬
局
営
業
の
た
め
の
諸
前
提
が
も
は
や
保
障
さ
れ
な
い
ほ
ど
に
、
隣
接
薬
局
の
経
済
的
基
盤
を
毀
損
し
な
い
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
場
合
。
許
可
に
あ
た
っ
て
は
、
均
衡
の
と
れ
た
薬
品
の
供
給
確
保
の
た
め
、
一
定
の
場
所
に
薬
局
を
開
く
義
務
を
課
す
こ
と
が

で
き
る
。」
と
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
と
し
て
不
許
可
処
分
を
し
た
た
た
め
、
憲
法
異
議
申
立
人
は
基
本
法
一
二
条
一
項
及
び
基
本
法
二
条
に
違
反

す
る
と
し
て
憲
法
異
議
を
申
し
立
て
た
事
件
で
あ
る
。
同
事
件
に
つ
い
て
は
、
戸
波
江
二
・
根
森
健
他
編
集
代
表
『
ド
イ
ツ
の
憲
法
判
例
第
（
版
』



五
五
七

ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

（
信
山
社
・
一
九
九
六
年
）
二
二
三
頁
以
下
（
野
中
俊
彦
執
筆
担
当
部
分
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

（
（（
）
段
階
説
に
言
及
し
た
近
年
の
論
文
と
し
て
、
淡
路
智
典
「
憲
法
上
の
比
例
原
則
の
構
造
と
段
階
説
─
ド
イ
ツ
に
お
け
る
職
業
の
自
由
の
議
論
を

参
考
と
し
て
─
」
早
稲
田
大
学
社
学
研
論
集
（（
号
（
二
〇
一
一
年
）
一
一
八
頁
が
あ
る
。
段
階
説
に
関
し
、
①
職
業
遂
行
の
制
限
は
、
特
定
の
職

業
に
従
事
す
る
人
間
に
対
し
て
職
業
活
動
の
様
態
を
規
制
す
る
こ
と
、 

②
主
観
的
許
可
条
件
と
は
、
特
定
の
職
業
に
つ
く
た
め
に
一
定
の
資
格
を

要
求
す
る
こ
と
、
③
客
観
的
許
可
制
限
と
は
、
個
人
の
事
情
と
は
無
関
係
に
特
定
の
職
業
の
人
数
等
を
定
め
る
こ
と
と
整
理
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
）H

enssler/W
illem

sen/K
alb

（H
rsg.

）, A
rbeitsrecht K

om
m

entar, （.A
ufl., K

öln, （0（（, GG A
rt, （（, Rn. （（

（Curt W
olfgang 

H
ergenröder

）.

（
（（
）BV

erfG U
rt. vom

 （（. （. （（（（, N
ZA

 （（（（, S. （（（（.  

憲
法
異
議
は
、
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国
の
公
勤
務
被
用
者
の
労
働
関
係
が
特
定
の
要
件

の
下
で
停
止
す
る
も
し
く
は
終
了
す
る
と
す
る
、
一
九
九
〇
年
八
月
三
一
日
の
ド
イ
ツ
を
統
一
す
る
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
ド
イ
ツ
民
主
共
和
国

間
の
条
約
の
規
定
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
憲
法
異
議
申
立
人
は
継
続
雇
用
を
求
め
た
。
統
一
条
約
に
お
け
る
母
性
保
護
法
の
解
雇
規
定
に

反
す
る
規
定
は
、
基
本
法
六
条
四
項
と
基
本
法
一
二
条
一
項
に
調
和
的
で
は
な
い
と
す
る
。

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （. （0. （（（（, A
P N

r. （ zu BGB （（（a.  

同
事
件
は
、
原
子
力
部
門
に
設
計
士
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
原
告
が
、
被
告
と

Siem
ens

社
と
の
合
弁
会
社
で
あ
る
Ｋ
社
に
原
子
力
部
門
が
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
労
働
関
係
の
移
転
に
対
し
て
異
議
申
立
権
の
行
使
等
を
主

張
し
て
、
被
告
と
の
労
働
関
係
の
存
続
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （（. （. （（（（, N
ZA

 （（（（, S. （（（.  
同
事
件
に
お
い
て
、
原
告
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
造
事
業
所
の
法
律
顧
問
と
し
て
雇
用
さ
れ

て
い
た
と
こ
ろ
、
Ｓ
社
に
事
業
が
譲
渡
さ
れ
た
こ
と
に
伴
う
労
働
関
係
の
移
転
に
対
し
て
異
議
を
申
し
立
て
た
事
案
で
あ
る
。

（
（（
）EuGH

 U
rt. vom

 （（. （（. （（（（, N
ZA

 （（（（, S. （（（.  
原
告
はK

atiskas

社
が
運
営
す
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
雇
用
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
賃
貸

借
契
約
に
よ
り
レ
ス
ト
ラ
ン
事
業
を
移
転
し
た
と
こ
ろ
、
原
告
が
第
三
者
の
た
め
に
労
働
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
た
め
、
被
告
か
ら
解
雇
さ
れ
た

と
い
う
事
案
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
民
法
六
一
三
ａ
条
に
よ
り
憲
法
異
議
申
立
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
原
告
が
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
被
告
が

異
議
申
立
権
は
労
働
関
係
の
自
動
移
転
を
予
定
す
る
指
令
に
矛
盾
す
る
と
主
張
し
て
い
た
。
労
働
裁
判
所
は
手
続
を
停
止
し
て
欧
州
司
法
裁
判
所

に
先
決
裁
定
を
付
託
し
た
。

（
（（
）BT

-D
rucksache （（/（（（0, S. （0.

（
（0
）BA

G U
rt. vom

 （（. （. （00（, N
ZA

 （00（, S. （（（（.  

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
病
院
を
運
営
す
る
被
告
に
雇
用
さ
れ
た
原
告
は
、
同
病
院
が
Ｈ



五
五
八

社
に
賃
貸
借
契
約
に
基
づ
い
て
病
院
事
業
が
移
転
さ
れ
た
が
、
Ｈ
社
の
財
産
に
つ
い
て
破
産
手
続
が
開
始
さ
れ
た
た
め
、
事
業
移
転
に
関
し
情
報

提
供
が
不
十
分
で
あ
り
、
ま
た
事
業
移
転
の
法
的
効
果
も
不
完
全
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

（
（（
）H

einz Josef W
illem

sen, A
rbeitsrechtliche Fragen der Privatisierung und U

m
strukturierung öffentlicher Rechtsträger, 

H
artm

ut O
etker/U

lrich Preis/V
olker Rieble

（H
erausgegeben

）, （0Jahre Bundesarbeitsgericht, M
ünchen, （00（, S. （00.

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （. （. （（（（, A
P N

r. （（ zu BGB§
（（（a. Baden-W

ürttem
berg 

州
の
学
生
相
互
扶
助
会
に
つ
い
て
予
定
さ
れ
る
法
律
に

基
づ
き
学
生
相
互
扶
助
会
は
す
べ
て
、
法
人
格
の
あ
る
独
立
営
造
物
法
人
で
あ
る
と
さ
れ
、
原
告
は
同
法
に
よ
り
被
告
施
設
に
採
用
さ
れ
た
が
、

か
つ
て
は
連
邦
職
員
労
働
協
約
の
報
酬
グ
ル
ー
プ
Ⅳ
に
従
っ
て
賃
金
を
得
て
い
た
も
の
の
、
報
酬
グ
ル
ー
プ
Ⅴ
ｃ
の
職
員
と
さ
れ
た
た
め
、
旧
使

用
者
の
も
と
で
得
て
い
た
の
と
同
じ
労
働
条
件
及
び
同
じ
賃
金
で
採
用
す
る
義
務
が
被
告
に
あ
る
と
し
て
原
告
に
連
邦
職
員
労
働
協
約
の
報
酬
グ

ル
ー
プ
Ⅳ
に
格
付
け
し
て
賃
金
を
支
払
う
よ
う
求
め
た
。

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （（. （. （（（（, N
ZA

 （000, S. （（（.  

原
告
を
雇
用
し
て
い
た
公
証
人
が
免
職
を
求
め
、
新
た
な
公
証
人
が
任
命
さ
れ
た
結
果
、

公
証
人
役
場
で
勤
務
し
て
い
た
原
告
を
含
む
六
名
の
労
働
関
係
が
解
約
さ
れ
た
た
め
、
こ
の
こ
と
は
公
証
人
役
場
の
移
転
を
理
由
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
の
で
、
解
雇
は
民
法
六
一
三
ａ
条
に
基
づ
き
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
、
労
働
関
係
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
争
っ
た
事
案
で
あ
る
。

（
（（
）BA

G U
rt.vom

 （. （. （（（（, N
ZA

 （（（（, S. （（（. Brandenburg 

州
の
第
一
次
学
校
改
革
法
の
可
決
後
、
被
告
（
が
法
的
な
運
営
主
体
へ
移

行
す
る
上
級
セ
ン
タ
ー
Ｉ
の
構
成
部
分
と
な
り
、
技
術
者
専
門
学
校
の
訓
練
は
打
ち
切
ら
れ
、
こ
の
学
校
は
、
か
つ
て
の
州
の
大
学
機
構
に
言
う

専
門
大
学
と
し
て
継
続
さ
れ
な
く
な
り
、
被
告
（
が
原
告
と
の
労
働
関
係
を
解
約
し
た
た
め
、
解
雇
は
解
雇
理
由
を
欠
き
無
効
で
あ
り
、
被
告
（

へ
労
働
関
係
は
移
転
し
て
い
る
こ
と
を
原
告
が
求
め
た
事
案
で
あ
る
。

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （（. （. （00（, N
ZA

 （00（, （（0.

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （. （. （00（, N
ZA

 （00（, S. （（（. 

ベ
ル
リ
ン
議
会
が
「
ベ
ル
リ
ン
オ
ペ
ラ
基
金
」
に
つ
い
て
の
法
律
を
可
決
し
、
同
基
金
が

リ
ン
デ
ン
通
り
国
立
劇
場
、
ベ
ル
リ
ン
オ
ペ
ラ
劇
場
、
ベ
ル
リ
ン
喜
劇
オ
ペ
ラ
劇
場
を
承
継
し
、
労
働
関
係
も
移
転
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
に
つ
き
、
国
立
ベ
ル
リ
ン
劇
場
の
舞
台
職
人
で
あ
っ
た
原
告
が
、
異
議
申
立
権
の
行
使
に
よ
っ
て
労
働
関
係
は
移
転
さ
れ
て
い
な
い
と
主

張
し
た
事
案
で
あ
る
。

（
（（
）BV

erfG Bescluss vom
 （（. （. （0（（, N

ZA
 （0（（, （00.

（
（（
）
同
法
三
条
一
項
一
文
で
は
、
研
究
に
従
事
し
な
い
被
用
者
が
病
院
施
設
勤
務
に
入
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
、
同
項
三
文
で
は
「
Ｇ
・
Ｍ
大
学
病
院



五
五
九

ド
イ
ツ
に
お
け
る
組
織
再
編
時
の
異
議
申
立
権
の
規
範
的
根
拠
（
松
井
）

は
一
文
及
び
二
文
に
挙
げ
ら
れ
た
労
働
者
の
労
働
関
係
及
び
養
成
関
係
上
の
権
利
及
び
義
務
に
入
る
。」
と
定
め
ら
れ
て
い
た
。

（
（（
）BV

erfG Beschluss vom
 （（. （（. （00（, （ BvR （（（（/0（.  

同
決
定
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
、
Ｘ
ら
の
憲
法
異
議
申
立
に
つ
き
、
連
邦
憲
法

裁
判
所
に
異
議
申
立
を
す
る
前
に
、
専
門
裁
判
所
が
法
律
解
釈
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
却
下
し
た
。
つ
ま
り
、
民
法
六
一
三
ａ
条
の
適

用
が
認
め
ら
れ
、Ｘ
ら
に
異
議
申
立
権
が
存
す
る
か
、又
は
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
の
解
釈
に
よ
っ
て
異
議
申
立
権
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
、

専
門
裁
判
所
で
あ
る
労
働
裁
判
所
が
ま
ず
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

（
（0
）A

rbG M
arburg, U

rt. vom
 （（. （. （00（, BeckRS （00（, （（0（（. M

arburg  

労
働
裁
判
所
は
、
本
件
の
民
営
化
措
置
が
法
律
に
基
づ
き
行

わ
れ
た
こ
と
か
ら
民
法
六
一
三
ａ
条
の
適
用
は
な
い
と
し
つ
つ
も
、
労
働
者
の
異
議
申
立
権
を
欠
く
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
は
、
基
本
法
上
保

障
さ
れ
る
人
間
の
尊
厳
や
人
格
権
、
使
用
者
選
択
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
侵
害
は
正
当
化
さ
れ
な
い
と
し
て
、
Ｘ
の
異

議
申
立
権
を
認
め
て
い
る
。

（
（（
）LA

G H
essen U

rt. vom
 （（. （. （00（, BeckRS （00（, （0（（（.  

ラ
ン
ト
労
働
裁
判
所
は
、
二
〇
〇
五
年
大
学
病
院
法
は
異
議
申
立
権
を
定
め

て
お
ら
ず
、
ま
た
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
法
的
地
位
へ
の
侵
害
は
な
い
と
し
て
、
Ｘ
ら
に
異
議
申
立
権
は
存
在
し
な
い
と
の
判
断
を
し
た
。

（
（（
）BA

G U
rt. vom

 （（. （（. （00（, BeckRS （00（, （（（（（.

（
（（
）
例
え
ば
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
が
運
営
す
る
病
院
を
独
立
営
造
物
法
人
化
す
る
際
、
公
勤
務
へ
の
復
帰
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
き
労
働
者
グ
ル
ー

プ
間
で
異
な
る
取
り
扱
い
を
し
た
こ
と
が
基
本
法
三
条
一
項
及
び
二
項
に
違
反
す
る
こ
と
が
争
わ
れ
た
連
邦
労
働
裁
判
所
の
決
定
（BV

erfG 
Beschluss, （（. （. （00（

─（ BvL （/0（

）
に
お
い
て
も
、
独
立
営
造
物
法
人
化
に
際
し
て
「
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
立
病
院
を
設
立
す
る
た
め
の
法
律
」

が
作
ら
れ
、
同
法
に
基
づ
き
独
立
営
造
物
法
人
化
と
労
働
関
係
の
移
転
が
行
わ
れ
て
い
た
。

（
（（
）
大
脇
成
昭
「
民
営
化
法
理
の
類
型
論
的
考
察
─
ド
イ
ツ
法
を
中
心
と
し
て
」
法
政
研
究
第
六
六
巻
一
号
二
九
三
頁
。
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H
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（
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）Cord M

eyer, a.a.O
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確
か
に
、「
民
間
企
業
の
労
働
者
よ
り
も
公
勤
務
の
労
働
者
の
利
益
が
抑
止
さ
れ
う
る
か
ど
う
か
は
問
題
」
だ
と



五
六
〇

述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
（0
）T

hom
as ubber, a.a.O

., S. （（0（.
（
（（
）
形
式
的
民
営
化
の
場
合
、
公
共
体
と
の
関
係
は
維
持
さ
れ
得
る
の
で
、
労
働
者
は
原
則
と
し
て
異
議
申
立
権
を
認
め
ら
れ
ず
、
例
外
的
に
、
も

し
労
働
条
件
が
か
な
り
悪
化
す
る
場
合
に
労
働
者
に
代
替
措
置
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
場
合
に
問
題
に
な
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。Cord 

M
eyer, a.a.O

., S. （（.

（
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）BA
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rt. vom

 （（. （（. （00（

─（ A
ZR （（0/0（, Rn. （（ff.

（
（（
）Cord M

eyer, a.a.O
., S. （0.

（
（（
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当
事
者
ら
は
疾
病
時
の
助
成
金
に
つ
い
て
争
っ
て
い
る
。
独
立
営
造
物
法
人

化
、
有
限
責
任
会
社
へ
の
組
織
変
更
に
よ
り
、「
旧
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
立
病
院
」
に
雇
用
さ
れ
て
い
た
原
告
を
含
む
労
働
者
の
労
働
関
係
は
「
新
ハ
ン

ブ
ル
ク
州
立
病
院
」
に
移
転
し
た
。「
ハ
ン
ブ
ル
ク
州
立
病
院
を
設
立
す
る
た
め
の
法
律
」
で
は
、
労
働
者
の
復
職
権
に
つ
い
て
定
め
て
い
た
。
原

告
は
被
告
へ
の
復
職
権
を
行
使
し
、
新
労
働
契
約
を
締
結
し
た
。
そ
の
労
働
契
約
に
は
、「
労
働
関
係
は
、
…
…
各
版
の
州
の
公
勤
務
労
働
協
約
に

よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
。」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。
原
告
は
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
助
成
金
規
則
に
基
づ
き
歯
の
治
療
費
の
支
払
請
求
権
が
あ
る
こ
と
を

求
め
た
。
被
告
は
、
州
の
公
勤
務
労
働
協
約
に
お
い
て
は
一
九
九
九
年
四
月
一
日
以
前
に
採
用
さ
れ
た
被
用
者
に
だ
け
、
疾
病
時
の
助
成
金
を
認

め
て
お
り
、
原
告
は
こ
れ
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
、
訴
え
の
棄
却
を
求
め
た
。

（
（（
）
こ
の
点
に
関
し
、
形
式
的
民
営
化
と
実
質
的
民
営
化
が
行
わ
れ
る
場
合
を
分
け
な
が
ら
、
労
働
者
へ
の
影
響
を
考
慮
し
、
労
働
関
係
の
解
消
や

内
容
面
で
の
悪
化
に
よ
っ
て
境
界
付
け
を
行
う
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
も
あ
る
。Cord M

eyer, a.a.O
., S.（0.

（
（（
）
こ
の
点
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
根
本
到
・
前
掲
論
文（
（
）。

（
（（
）
市
川
正
人
「
最
近
の
「
三
段
階
審
査
論
」
を
め
ぐ
っ
て
」
法
律
時
報
八
三
巻
五
号
七
頁
で
は
、「
三
段
階
審
査
」
論
の
隆
盛
と
し
て
紹
介
が
行
わ

れ
て
い
る
。

（
本
学
兼
任
講
師
）


