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憲
法
と
労
働
法
1
「
働
く
人
」
の
権
利
を
守
る
た
め
に

一
　
は
じ
め
に

　
こ
こ
の
と
こ
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
派
遣
切

り
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
も
と
よ
り
、
広
く
労

働
（
者
）
を
め
ぐ
る
問
題
が
議
会
や
マ
ス
コ

ミ
、
ま
た
論
壇
で
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
国
会
で
は
頻

繁
に
労
働
法
規
が
改
正
さ
れ
て
い
る
し
、
マ

ス
コ
ミ
で
は
、
労
働
者
（
正
社
員
で
あ
れ
非

正
社
員
で
あ
れ
）
の
置
か
れ
た
過
酷
な
状
況

が
立
法
の
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を
一
あ
る

い
は
時
と
し
て
そ
れ
が
そ
の
元
凶
で
あ
っ
た

と
さ
え
言
い
う
る
こ
と
を
も
1
示
す
か
の

よ
う
に
報
道
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
つ
ま
り
は
労
働
者

の
権
利
利
益
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
深
刻
な
状

況
が
背
景
に
あ
る
以
上
「
手
放
し
で
喜
ぶ
気

に
は
な
れ
な
い
」
と
は
い
え
、
需
要
の
高
ま

り
を
反
映
し
て
、
「
労
働
法
の
復
権
」
が
労

働
法
学
者
自
身
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
状
況
が

　
　
　
　
　

現
に
あ
る
。
他
方
で
、
生
存
権
や
勤
労
の
権

利
と
い
っ
た
、
憲
法
上
少
な
く
と
も
国
民
に

は
保
障
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
権
利
が
、
一
部

の
労
働
者
に
つ
い
て
は
ひ
ど
く
侵
害
さ
れ
て
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い
る
よ
う
に
み
え
る
状
況
が
あ
る
に
も
関
わ

ら
ず
、
憲
法
学
が
労
働
法
学
な
み
に
労
働
者

の
権
利
保
障
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
検

討
を
熱
心
に
行
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
少

な
く
と
も
一
九
六
〇
1
七
〇
年
代
に
見
ら
れ

た
よ
う
な
活
況
は
、
い
ま
だ
「
復
権
」
す
る

兆
し
す
ら
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
し
て

そ
れ
で
よ
い
の
か
。
憲
法
と
労
働
法
の
関
係

は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
な
の
か
。

　
憲
法
と
民
法
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
り

わ
け
近
時
、
い
わ
ゆ
る
私
人
間
効
力
論
を
一

つ
の
契
機
と
し
て
相
互
に
関
心
が
寄
せ
ら

れ
、
多
様
な
論
意
が
発
表
さ
れ
て
い
る
し
、

本
特
集
に
寄
せ
ら
れ
た
山
野
目
論
文
と
小
山

論
文
で
は
、
正
面
か
ら
噛
み
合
っ
た
刺
激
的

な
応
酬
が
な
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
憲
法
と
労
働
法
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
っ
た
動
き
は
見
受
け
ら

　
　
　
　
　

れ
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な

か
で
、
憲
法
と
労
働
法
の
関
係
に
つ
い
て
若

干
の
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

二
　
憲
法
の
事
情

　
諏
訪
論
文
が
そ
の
冒
頭
で
指
摘
す
る
と
お

り
、
戦
後
日
本
の
憲
法
学
に
と
っ
て
、
労
働

法
学
と
関
心
を
共
有
し
う
る
対
象
と
し
て

は
、
ま
ず
は
な
に
よ
り
も
公
務
員
等
の
公
共

部
門
の
職
員
や
そ
の
組
合
が
絡
む
一
連
の
事

件
が
あ
っ
た
。
「
司
法
の
危
機
」
、
「
揺
れ
る

司
法
」
が
叫
ば
れ
た
六
〇
年
代
後
半
か
ら
七

〇
年
代
中
葉
に
か
け
て
の
最
高
裁
判
所
大
法

　
　
　
　
ヨ
　

廷
の
振
幅
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
し
、

公
務
員
の
労
働
基
本
権
を
め
ぐ
る
議
論
は
、

公
務
員
の
政
治
的
行
為
の
自
由
に
つ
い
て
の

そ
れ
と
並
ん
で
、
い
ま
な
お
講
学
上
、
憲
法

学
（
人
権
総
論
）
の
主
要
な
ト
ピ
ッ
ク
の
一

つ
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
近
代
立
憲
主
義
の
憲
法
は
国
家

（
あ
る
い
は
公
権
力
）
と
国
民
（
あ
る
い
は

私
人
）
の
関
係
に
つ
い
て
の
法
で
あ
る
と
い

う
常
識
的
な
考
え
方
を
前
提
と
す
る
な
ら

ば
、
広
く
勤
労
者
一
般
に
か
か
わ
る
多
様
な

法
的
問
題
の
う
ち
、
憲
法
学
の
堂
々
た
る
対

象
と
な
る
も
の
は
、
公
務
員
関
係
に
ま
ず
は

限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
こ
と
は
容
易
に
首
肯
し
う
る
事
態
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
公
務
員
（
等
）
で
は
な

い
、
世
に
数
多
く
い
る
労
働
者
は
、
純
然
た

る
私
人
間
の
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
右
の
よ
う
な
前
提
か
ら
す
る
と
、
一

般
論
と
し
て
は
、
そ
の
権
利
関
係
は
本
来
憲

法
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
と
な
る
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
国
憲
法
は
、
国
民

の
「
勤
労
の
権
利
」
を
保
障
す
る
（
二
七
条

一
項
）
の
み
な
ら
ず
、
「
勤
労
者
」
の
労
働

三
権
を
保
障
し
（
二
八
条
）
、
そ
し
て
勤
労

条
件
の
基
準
の
法
定
を
も
命
じ
て
い
る
（
二

七
条
二
項
）
。
団
結
権
に
つ
い
て
は
ワ
イ
マ

ー
ル
憲
法
に
遡
り
、
勤
労
権
や
組
合
活
動
権

に
つ
い
て
は
一
九
四
六
年
の
フ
ラ
ン
ス
第
四

共
和
政
憲
法
や
一
九
四
七
年
の
イ
タ
リ
ア
憲

法
に
も
類
似
の
規
定
が
あ
っ
た
が
、
ニ
ュ
ー

デ
ィ
ー
ル
期
の
　
　
忌
ま
わ
し
い
　
　
記
憶

の
産
物
と
も
言
え
る
勤
労
条
件
法
定
主
義
や

児
童
酷
使
の
禁
止
規
定
（
二
七
条
三
項
）
を

含
め
れ
ば
、
こ
こ
ま
で
網
羅
的
に
労
働
関
係

の
規
定
を
憲
法
上
に
置
く
の
は
日
本
国
憲
法

に
特
徴
的
で
あ
る
と
言
え
、
こ
の
こ
と
を
労

働
法
の
側
か
ら
み
る
と
、
「
わ
が
国
労
働
法

の
一
つ
の
大
き
な
特
色
は
、
労
働
法
の
基
本

的
な
原
則
な
い
し
権
利
が
憲
法
と
い
う
国
の

最
高
規
範
に
お
い
て
体
系
的
に
宣
明
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
こ
と
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
な
い
し
国
民

一
般
で
は
な
く
、
国
民
の
う
ち
の
一
部
の
者

　
　
「
勤
労
者
」
　
　
の
権
利
を
と
く
に
保

障
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
近
代
立
憲
主
義
憲

法
の
理
念
的
な
論
理
か
ら
の
進
展
あ
る
い
は

逸
脱
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す

る
と
、
戦
後
日
本
の
憲
法
学
は
、
公
務
員
で

は
な
い
労
働
者
を
も
、
そ
の
対
象
と
し
て
も

う
少
し
熱
心
に
取
り
上
げ
て
も
良
さ
そ
う
な
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気
が
す
る
。

　
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
必
ず
し
も
そ
う
は
な

ら
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
一
方
で
、
右

の
よ
う
な
い
わ
ば
充
実
し
た
憲
法
規
定
を
受

け
て
、
日
本
で
は
戦
後
す
ぐ
に
重
要
な
労
働

立
法
が
立
て
続
け
に
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
新

し
い
学
問
で
あ
る
労
働
法
は
、
そ
れ
を
受
け

て
戦
後
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
飛
躍
的
に

発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
そ
の
大
ま
か

な
流
れ
は
、
諏
訪
論
文
が
描
く
と
お
り
で
あ

ろ
う
。

　
他
方
で
憲
法
学
の
方
は
、
し
か
し
な
が

ら
、
ま
ず
も
っ
て
憲
法
が
国
民
の
権
利
の
ほ

か
に
「
勤
労
者
」
の
権
利
を
定
め
て
い
る
こ

と
の
意
味
を
問
う
こ
と
を
課
題
と
し
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
し
、
さ
ら
に

は
そ
の
う
え
で
も
な
お
、
勤
労
者
の
権
利
は

私
人
で
あ
る
使
用
者
と
の
関
係
で
も
保
障
さ

れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
少
な
く
と
も
数
量
的

に
は
あ
ま
り
有
意
味
と
は
言
え
な
い
は
ず
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
三
権
や
児
童
酷
使
禁

止
規
定
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
第
三
章

に
定
め
ら
れ
て
い
る
他
の
権
利
規
定
と
は
異

な
り
、
私
人
間
に
も
直
接
適
用
さ
れ
る
も
の

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
い
わ

ば
人
権
総
論
の
枠
組
み
で
な
さ
れ
る
べ
き
議

論
に
注
蓋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず

で
あ
る
。

　
そ
し
て
実
際
に
、
労
働
者
を
め
ぐ
る
各
論

に
つ
い
て
は
盛
り
上
が
り
つ
つ
あ
る
労
働
法

学
が
精
力
的
に
担
当
し
て
く
れ
て
い
る
以

上
、
憲
法
学
と
し
て
は
総
論
と
そ
の
他
の
各

論
的
課
題
に
時
間
を
割
く
こ
と
が
許
さ
れ
る

と
い
う
判
断
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
他
の
実
定
諸
法
学
で
は
な
く
憲
法
学
こ

そ
が
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
が
朝
鮮

戦
争
や
日
本
の
独
立
以
降
ま
さ
に
百
出
し
山

積
し
始
め
て
い
た
か
ら
、
そ
う
す
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
そ
う
す
る
こ
と
こ
そ
が

憲
法
学
の
第
一
の
責
務
で
あ
る
と
い
う
自
己

認
識
が
あ
っ
た
と
さ
え
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
さ
ら
に
ま
た
、
お
そ
ら
く
一
般
的
に
言

っ
て
、
各
論
的
検
討
に
対
す
る
イ
ン
セ
ン
チ

ィ
ヴ
は
、
実
務
と
の
距
離
に
反
比
例
す
る
だ

ろ
う
。

　
憲
法
学
が
、
戦
後
の
労
働
者
が
置
か
れ
た

地
位
・
状
況
に
対
し
て
労
働
法
学
ほ
ど
に
は

関
心
を
寄
せ
て
こ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

れ
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
複
合
的
な
要
因
が

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
一
方
で
、
も
と
も
と
憲
法
学
に

は
、
「
勤
労
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
人

間
を
特
別
に
取
り
上
げ
て
そ
れ
と
し
て
扱
う

こ
と
を
自
己
の
課
題
と
す
る
論
理
が
含
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

て
は
い
な
い
は
ず
で
あ
り
、
し
か
し
な
が
ら

他
方
で
、
日
本
国
憲
法
は
「
労
働
法
の
基
本

的
な
原
則
な
い
し
権
利
」
を
「
体
系
的
に
宣

明
」
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
諸
外
国
の
憲
法

学
と
は
異
な
っ
て
、
労
働
者
の
権
利
問
題
に

つ
い
て
労
働
法
学
と
と
も
に
積
極
的
に
関
わ

っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る

と
い
う
自
己
認
識
な
り
要
請
な
り
が
戦
後
日

本
の
憲
法
学
を
覆
う
こ
と
に
な
り
、
要
す
る

に
戦
後
日
本
の
憲
法
学
は
こ
の
よ
う
に
相
反

す
る
力
学
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。

三
　
労
働
法
の
事
情

　
つ
ぎ
に
、
労
働
法
自
身
の
い
わ
ば
お
家
事

情
に
目
を
向
け
て
み
て
も
、
憲
法
学
に
お
け

る
労
働
問
題
の
低
調
は
、
一
見
奇
異
に
映
り

そ
う
で
は
あ
る
が
、
結
局
は
や
は
り
致
し
方

な
い
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
、
諏
訪
論
文
に
よ
れ
ば
、
戦
後
わ
ず

か
の
あ
い
だ
に
立
て
続
け
に
整
備
さ
れ
た
主

要
な
労
働
法
令
お
よ
び
そ
の
下
で
の
労
働
法

学
は
、
憲
法
・
憲
法
学
と
と
も
に
「
欧
米
流

の
法
律
の
枠
組
み
お
よ
び
法
的
思
考
方
式
」

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
戦
後
日
本
で
展
開
す

る
労
働
関
係
の
実
態
は
必
ず
し
も
欧
米
流
の

も
の
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
「
法
と
実
態
と

の
乖
離
を
ど
う
埋
め
て
い
く
か
が
労
働
法
学

の
重
要
な
課
題
と
な
っ
た
」
。
そ
の
よ
う
な

な
か
で
「
労
働
立
法
と
労
働
法
学
の
焦
点

は
、
昭
和
ご
○
年
代
か
ら
五
〇
年
代
ま
で
、

長
ら
く
労
使
関
係
と
そ
の
法
的
対
処
に
向
け

ら
れ
て
い
た
」
。
と
こ
ろ
が
、
労
使
関
係
を

め
ぐ
る
労
働
立
法
に
つ
い
て
は
、
労
使
公
益

と
い
う
三
者
の
代
表
が
構
成
す
る
審
議
会
で

原
案
を
検
討
す
る
と
い
う
原
則
の
た
め
、
労

使
両
者
の
妥
協
が
難
し
い
も
の
は
、
「
よ
ほ

ど
の
緊
急
性
が
な
い
か
ぎ
り
、
先
送
り
さ
れ

や
す
い
」
。
そ
の
た
め
、
「
昭
和
五
〇
年
代
こ

ろ
ま
で
は
、
大
き
な
労
働
立
法
が
ほ
と
ん
ど

な
さ
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
長
ら
く
戦
後
労
働
法
学
の
「
焦
点
」
で
あ

っ
た
労
使
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、

立
法
に
よ
る
解
決
が
困
難
で
あ
る
な
ら
、

「
司
法
的
解
決
す
な
わ
ち
判
例
法
理
の
出
番

が
多
く
な
る
」
。
こ
う
し
て
労
働
法
学
は
、

判
例
法
学
と
し
て
の
色
合
い
を
濃
く
す
る
こ

と
に
な
る
。
法
律
レ
ベ
ル
で
の
問
題
解
決
が

法
律
改
正
の
困
難
ゆ
え
に
容
易
で
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
憲
法
次
元
の
議
論
が
招
来
さ
れ
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
し
、
実
際
に
そ
の
よ
う

な
時
期
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
に
お
い

て
は
判
例
法
学
と
し
て
の
憲
法
学
は
必
ず
し

も
憲
法
学
の
主
流
た
る
地
位
を
占
め
来
た
り

得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
判
例
に
お
い

て
も
憲
法
条
文
が
本
来
憲
法
に
期
待
さ
れ
る

よ
う
な
切
れ
味
を
見
せ
る
こ
と
は
少
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

　
諏
訪
論
文
は
、
「
憲
法
の
人
権
規
定
が
労

働
法
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
」
場
合
と
し

て
、
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
①
社
会
権
と
し
て
の
労
働
者
の
基
本
的

人
権
の
制
約
を
め
ぐ
る
立
法
措
置
や
契
約
条

項
な
ど
が
問
題
と
な
る
場
合
、
②
自
由
権
と
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し
て
の
各
種
の
基
本
的
人
権
を
め
ぐ
る
立
法
 
 

措
置
や
契
約
条
項
な
ど
が
問
題
と
な
る
場
 
 

合
、
③
憲
法
次
元
に
か
か
わ
る
新
た
な
権
利
 
 

概
念
が
主
張
さ
れ
立
法
措
置
に
反
映
さ
れ
る
 
 

場
合
、
で
あ
る
。
そ
し
て
諏
訪
教
授
に
よ
れ
 
 

ば
、
「
労
働
法
学
が
発
展
途
上
に
あ
り
、
裁
 
 

判
実
務
に
お
け
る
判
断
方
向
が
定
ま
っ
て
い
 
 

な
か
っ
た
時
期
に
は
、
①
や
②
を
め
ぐ
る
裁
 
 

判
例
が
多
く
み
ら
れ
、
学
説
も
関
係
す
る
議
 
 

論
を
し
き
り
に
行
っ
た
。
し
か
し
、
最
高
裁
 
 

判
例
が
蓄
積
さ
れ
、
主
要
な
判
断
が
判
例
法
 
 

理
と
し
て
確
立
し
て
い
っ
た
り
、
関
連
す
る
 
 

立
法
措
置
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
り
す
る
 
 

と
、
こ
の
種
の
議
論
は
下
火
に
な
っ
て
い
 
 

く
」
0
 
 
 

社
会
権
や
自
由
権
の
み
な
ら
ず
平
等
原
則
 
 

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
 
 

ぅ
し
、
ま
た
、
労
働
組
合
の
組
織
率
の
低
 
 

下
、
労
働
組
合
運
動
の
衰
退
と
い
う
日
本
に
 
 

特
徴
的
な
状
況
は
、
労
働
法
学
自
身
の
関
心
 
 

を
お
そ
ら
く
労
使
関
係
法
か
ら
遠
ぎ
け
る
で
 
 

あ
ろ
う
し
、
労
働
法
学
に
お
け
る
憲
法
論
の
 
 

出
番
を
さ
ら
に
減
ら
す
方
向
に
作
用
す
る
も
 
 

の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
 
 
 

こ
れ
に
対
し
て
、
諏
訪
論
文
で
は
③
の
場
 
 

合
、
す
な
わ
ち
新
た
な
権
利
概
念
の
主
張
が
 
 

憲
法
に
根
拠
づ
け
ら
れ
つ
つ
な
さ
れ
る
場
合
 
 

に
、
労
働
法
学
に
お
い
て
憲
法
の
人
権
規
定
 
 

が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
今
後
も
重
要
な
課
題
 
 

で
あ
る
と
す
る
。
ほ
か
な
ら
ぬ
諏
訪
教
授
そ
 
 

キ
ャ
リ
ア
権
な
る
も
の
が
構
想
さ
れ
る
の
 
 

は
、
諏
訪
教
授
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
の
 
 

「
職
務
」
（
j
O
b
）
の
保
障
、
二
〇
世
紀
の
雇
 
 

用
の
保
障
に
対
し
て
、
今
や
、
「
長
い
職
業
 
 

人
生
の
な
か
で
は
、
必
ず
職
務
転
換
や
転
職
 
 

・
転
社
を
経
験
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
実
を
織
 
 

り
込
ん
で
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
び
 
 

と
の
職
業
キ
ャ
リ
ア
が
中
断
せ
ず
、
発
展
し
 
 

て
い
く
た
め
に
は
、
ど
う
し
た
ら
良
い
か
を
 
 

（
9
）
 
 

模
索
す
べ
き
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
代
社
会
 
 

は
雇
用
が
流
動
化
し
て
お
り
、
外
部
労
働
市
 
 

場
の
比
重
が
高
ま
っ
た
社
会
で
あ
る
と
い
う
 
 

認
識
の
も
と
に
、
そ
う
で
あ
れ
ば
「
雇
用
政
 
 

策
や
労
働
法
は
、
雇
用
の
安
定
か
ら
キ
ャ
リ
 
 

ア
の
安
定
へ
、
雇
用
保
障
か
ら
キ
ャ
リ
ア
保
 
 

（
1
0
）
 
障
へ
、
軸
足
を
移
し
て
い
く
べ
き
」
だ
と
す
 
 

る
わ
け
で
あ
る
。
 
 
 

そ
の
う
え
で
、
そ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ア
保
 
 

障
の
立
法
・
政
策
を
導
く
機
能
を
果
た
す
こ
 
 

と
を
期
待
さ
れ
た
権
利
と
し
て
「
キ
ャ
リ
ア
 
 

権
」
が
構
想
さ
れ
る
。
そ
れ
は
勤
労
権
の
 
 

「
核
と
な
る
重
要
な
構
成
要
素
」
で
あ
り
、
 
 

の
人
が
、
一
〇
年
来
の
「
キ
ャ
リ
ア
権
」
の
 
 

（
8
）
 
 

提
唱
者
で
あ
る
か
ら
、
最
後
に
簡
単
に
で
は
 
 

あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
少
し
述
べ
て
お
 
 

く
こ
と
と
す
る
。
 
 

四
 
「
キ
ャ
リ
ア
権
」
 
 

この部分広告につき削除  
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「
職
業
を
め
ぐ
る
人
間
の
自
己
実
現
の
権
利

　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

そ
の
も
の
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、
キ
ャ
リ
ア

権
の
憲
法
上
の
根
拠
と
し
て
は
、
憲
法
＝
二

丁
目
幸
福
追
求
権
）
、
二
二
条
一
項
（
職
業

選
択
の
自
由
）
、
二
六
条
（
学
習
権
）
、
二
七

条
一
項
（
勤
労
権
）
を
挙
げ
、
「
個
人
を
主

体
に
、
そ
の
発
意
で
キ
ャ
リ
ア
の
準
備
と
形

成
を
し
（
学
習
権
）
、
キ
ャ
リ
ア
形
成
と
展

開
の
た
め
に
仕
事
を
選
び
（
職
業
選
択
の
自

由
）
、
キ
ャ
リ
ア
の
機
会
確
保
に
向
け
て
各

種
の
措
置
を
求
め
る
権
利
（
労
働
権
）
」
と

し
て
キ
ャ
リ
ア
権
が
構
想
さ
れ
る
が
、
た
だ

し
現
時
点
で
は
、
「
も
っ
ぱ
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム

規
定
に
お
け
る
理
念
の
明
確
化
、
現
代
化
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
う
役
割
を
担
う
に
と
ど
ま
る
」
。

　
諏
訪
教
授
の
キ
ャ
リ
ア
権
を
め
ぐ
っ
て

は
、
労
働
法
学
の
な
か
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

論
が
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
本
稿
は
も
ち
ろ
ん

そ
こ
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
。
憲
法
学
の

な
か
に
も
、
い
わ
ゆ
る
「
新
し
い
人
権
」
の

構
想
に
熱
心
な
学
説
も
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
い

わ
ば
冷
淡
な
学
説
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
た
と
え
ば
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
が
そ

う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
が
憲
法
上
の
権

利
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
、
相
当
の
時
間
が
か
か
る
し
、
比
較

法
的
な
後
押
し
も
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
仮
に
そ
う
な
っ
た
と
し
て
も
、

や
は
り
、
そ
の
よ
う
な
憲
法
上
の
権
利
が
直

接
に
問
題
と
な
る
場
面
は
、
ま
ず
は
そ
の
よ

う
な
権
利
が
公
権
力
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た

場
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
諏
訪

教
授
の
構
想
に
と
っ
て
憲
法
（
学
）
が
ど
れ

ほ
ど
役
立
つ
も
の
で
あ
る
の
か
は
、
よ
く
わ

か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
と
、
や
は
り
労
働
法

学
の
な
か
に
は
、
「
憲
法
へ
の
期
待
」
が
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
あ
る
い
は
む
し
ろ

あ
る
が
ゆ
え
に
一
、
「
憲
法
学
へ
の
落
胆
」

　
　
　
　
け
　

が
生
じ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と
、
「
人
権
」

が
社
会
に
お
い
て
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う

に
す
る
た
め
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
お
よ
び
憲
法

学
が
果
た
す
べ
き
役
割
は
、
そ
の
う
ち
の
一

つ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
る

べ
き
で
は
な
い
。
国
家
権
力
を
構
成
し
、
制

限
す
る
法
で
あ
る
憲
法
は
、
人
権
保
障
の
た

め
の
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
の
う
ち
、
国
家
権
力

が
引
き
起
こ
す
人
権
問
題
を
引
き
受
け
る
の

が
、
そ
の
本
来
の
す
が
た
で
あ
る
。
労
働
法

学
と
憲
法
学
は
、
も
ち
ろ
ん
協
力
し
あ
う
こ

と
が
一
定
の
限
度
で
可
能
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
が
望
ま
し
い
は
ず
で
あ
る
が
、
し
か

し
、
同
じ
目
標
に
向
か
っ
て
の
役
割
に
は
分

担
す
べ
き
こ
と
が
多
い
関
係
に
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
「
働
く
人
」
の
権
利
を
守
る
た

め
に
は
、
労
働
法
は
、
憲
法
の
み
な
ら
ず
、

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
他
の
実
定
諸
法
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

協
働
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
1
）
　
西
谷
敏
『
労
働
法
』
（
日
本
評
論
社
、
二

〇
〇
八
年
）
i
頁
。

（
2
）
　
ご
く
最
近
の
例
外
的
な
対
話
1
あ
る
い

は
少
な
く
と
も
そ
の
契
機
と
な
る
で
あ
ろ
う
も
の

一
と
し
て
、
和
田
肇
『
人
権
保
障
と
労
働
法
』

（
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
八
年
）
と
、
そ
れ
に
対

す
る
愛
敬
浩
二
「
憲
法
へ
の
期
待
と
憲
法
学
へ
の

落
胆
？
1
和
田
肇
『
人
権
保
障
と
労
働
法
』
を

憲
法
学
者
と
し
て
読
む
」
法
律
時
報
八
一
巻
三
号

（
二
〇
〇
九
年
）
六
六
頁
以
下
、
が
注
目
に
値
す

る
。
ま
た
、
葛
西
ま
ゆ
こ
「
労
働
者
保
護
と
憲
法

二
七
条
」
法
律
時
報
八
○
巻
＝
一
号
（
二
〇
〇
八

年
）
二
三
頁
以
下
も
参
照
。

（
3
）
　
最
大
判
昭
和
四
一
年
一
〇
月
二
六
日
刑
三

二
〇
巻
八
号
九
〇
一
頁
〔
全
逓
東
京
中
郵
事

件
〕
、
最
大
判
昭
和
四
四
年
四
月
二
日
刑
集
二
三

巻
五
号
三
〇
五
頁
〔
東
京
都
教
組
事
件
〕
か
ら
、

最
大
判
昭
和
四
八
年
四
月
二
五
日
呼
集
二
七
巻
四

号
五
四
七
頁
〔
全
農
林
警
職
法
事
件
〕
を
経
て
、

最
大
判
昭
和
五
二
年
五
月
四
日
刑
集
三
一
巻
三
号

一
八
二
頁
〔
全
逓
名
古
屋
中
郵
事
件
〕
に
至
る
判

決
群
の
こ
と
。

（
4
）
　
公
務
員
が
、
「
も
と
も
と
憲
法
が
予
定
し

て
い
る
『
勤
労
者
』
に
当
た
る
と
解
す
る
こ
と
が

妥
当
か
ど
う
か
は
か
な
り
疑
わ
し
い
」
と
す
る
学

説
も
あ
る
（
大
石
眞
『
憲
法
講
義
皿
』
〔
有
斐
閣
、

二
〇
〇
七
年
〕
一
八
二
頁
、
ま
た
、
小
嶋
和
司

『
憲
法
概
説
』
〔
良
書
普
及
会
、
一
九
八
七
年
〕
二

二
九
頁
も
参
照
）
が
、
通
説
的
見
解
お
よ
び
判
例

は
、
公
務
員
も
憲
法
二
八
条
の
「
勤
労
者
」
に
当

た
る
と
解
し
て
い
る
。

（
5
）
　
菅
野
和
夫
『
労
働
法
〔
第
八
版
〕
』
（
弘
文

堂
、
二
〇
〇
八
年
）
一
五
頁
。

（
6
）
　
な
お
、
戦
後
初
期
に
お
い
て
、
憲
法
二
八

条
が
勤
労
者
に
団
結
権
等
を
保
障
し
て
い
る
こ
と

の
趣
旨
を
説
明
し
た
判
決
と
し
て
、
最
大
判
昭
和

二
四
年
五
月
一
八
日
雲
集
三
巻
六
号
七
七
二
頁

〔
陸
軍
第
一
造
兵
廠
事
件
〕
が
あ
る
。

（
7
）
　
本
稿
で
は
、
戦
後
の
日
本
で
は
一
定
の
重

要
な
影
響
力
を
も
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
（
憲
）
法

学
を
検
討
の
対
象
外
と
し
て
い
る
。

（
8
）
　
諏
訪
康
雄
「
キ
ャ
リ
ア
権
の
構
想
を
め
ぐ

る
一
試
論
」
日
本
労
働
研
究
雑
誌
四
六
八
号
（
一

九
九
九
年
）
五
四
頁
以
下
を
参
照
。

（
9
）
　
諏
訪
・
前
掲
注
（
8
）
、
五
七
頁
。

（
1
0
）
　
諏
訪
・
前
掲
注
（
8
）
、
五
七
頁
。

（
1
1
）
　
諏
訪
・
前
掲
注
（
8
）
、
五
八
頁
、
五
九

頁
。（

1
2
）
　
諏
訪
・
前
掲
注
（
8
）
、
六
三
頁
。

（
1
3
）
　
た
と
え
ば
、
和
田
・
前
掲
注
（
2
）
、
一

五
八
頁
以
下
、
お
よ
び
二
八
0
頁
以
下
を
参
照
。

（
1
4
）
　
愛
敬
・
前
掲
注
（
2
）
を
参
照
。
な
お
、

念
の
た
め
、
愛
敬
が
こ
の
よ
う
に
語
る
の
は
、
前

掲
注
（
2
）
の
和
田
の
著
書
に
つ
い
て
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
「
『
働
く
人
』
を
と
り
ま
く
諸
法
律
を
科
目

横
断
的
に
概
観
」
す
る
目
的
で
、
労
働
法
と
他
の

法
学
科
目
（
憲
法
、
民
法
、
会
社
法
、
行
政
法
、

租
税
渋
、
社
会
保
障
法
、
知
的
財
産
法
、
倒
産

法
、
国
際
私
法
・
国
際
民
事
手
続
法
、
法
社
会

学
）
と
の
交
錯
を
わ
か
り
や
す
く
論
じ
た
ユ
ニ
ー

ク
な
「
入
門
」
書
と
し
て
、
大
内
伸
哉
編
著
『
働

く
人
を
と
り
ま
く
法
律
入
門
』
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
二
〇
〇
九
年
）
が
興
味
深
い
。

　
　
（
み
な
み
の
・
し
げ
る
　
九
州
大
学
准
教
授
）
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