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特
集一
雇
用
と
職
場
に
お
け
る
差
別
禁
止
を
規
定
す
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
二
一

号
条
約
の
基
本
で
あ
る
労
働
に
お
け
る
非
差
別
の
理
念
は
、
す
で

に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
む
し
ろ
こ
の
条
約
が
一

九
五
八
年
ま
で
採
択
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
方
が
不
思
議
と
も
い

え
る
。
た
だ
一
九
三
八
年
に
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
政
治
的
な
信
条

や
人
種
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
決
議
が
採
択
さ
れ
、
す
べ
て
の

人
び
と
に
経
済
的
に
対
等
な
待
遇
を
行
う
べ
き
こ
と
が
規
定
さ
れ

て
い
た
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
は
非
差
別
条
約
の
作
成
は
急
速
に
発
展
し

た
。
一
九
四
四
年
に
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
に
付
け
加
え
ら
れ
た
フ
ィ
ラ

デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
の
中
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
、
一
九
五
一
年
に

一
○
○
号
条
約
で
男
女
同
一
賃
金
の
原
則
が
明
文
化
さ
れ
た
。
一

は
じ
め
に

Ｈ
Ｌ
Ｏ
二
一
号
条
約
の
意
義
と
日
本
の
状
況

九
五
四
年
に
国
連
人
権
委
員
会
が
経
済
社
会
理
事
会
を
通
じ
て
Ｉ

Ｌ
Ｏ
に
対
し
、
｜
雇
用
に
お
け
る
差
別
の
撤
廃
に
む
け
て
積
極
的
に

取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
勧
告
し
た
こ
と
が
一
二
号
条
約
成
立

の
直
接
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
後
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
一
雇
用
や
労
働
に
お
け
る
差
別
撤
廃
に
む
け

て
さ
ら
に
基
準
設
定
を
強
化
す
る
が
、
ま
ず
一
九
六
二
年
に
は
、

社
会
保
障
に
お
け
る
内
外
人
平
等
取
り
扱
い
を
規
定
し
た
二
八

号
条
約
を
採
択
し
、
’
九
七
五
年
に
は
移
民
労
働
者
と
外
国
人
労

働
者
と
の
平
等
取
り
扱
い
を
定
め
た
一
四
三
号
条
約
を
採
択
し
て

い
る
。
一
九
八
一
年
に
は
、
家
族
的
責
任
を
有
す
る
労
働
者
の
平

等
取
り
扱
い
を
定
め
た
一
五
八
号
条
約
を
採
択
し
、
一
九
八
三
年

こ
ろ
は
一
五
九
号
条
約
に
お
い
て
、
障
害
者
や
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
労
働
者
の
平
等
待
遇
を
定
め
て
い
る
。
そ
の

ほ
か
に
も
一
九
九
六
年
に
は
、
メ
イ
ド
や
調
理
人
の
よ
う
に
家
庭

内
で
一
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
平
等
な
取
り
扱
い
を
定
め
た
「
在
宅
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態
の
労
働
に
関
す
る
条
約
」
（
一
七
七
号
）
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。

ま
だ
公
務
に
お
け
る
労
働
関
係
に
関
す
る
一
五
一
号
条
約
（
一

九
七
八
年
）
も
、
そ
の
一
部
は
差
別
禁
止
の
条
項
で
あ
る
よ
う
に
、

条
約
の
一
部
に
非
差
別
規
定
を
お
い
て
い
る
も
の
を
探
し
出
せ
ば

さ
ら
に
多
く
の
条
約
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
二
一
号
条
約
ほ
ど
包
括
的
か
つ
多
様
な
非
差

別
規
定
を
お
い
て
い
る
条
約
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
こ
の
条
約
は
、

（
１
）
 

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
下
で
は
七
つ
の
基
本
権
条
約
の
一
つ
と
理
解
さ
れ
て
い

る
と
同
時
に
、
一
般
的
な
国
際
人
権
条
約
と
し
て
の
地
位
も
有
し

て
い
る
。

一
一
一
号
条
約
は
一
一
○
○
○
年
現
在
で
一
三
一
一
一
ヵ
国
以
上
の
締

約
国
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
採
択
し
た
条
約
と
し
て
は
相

当
に
多
い
締
約
国
数
で
あ
る
。
ち
な
み
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の
う
ち
最

も
批
准
国
数
が
多
い
の
は
、
強
制
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
一
一
九
号

条
約
で
一
一
○
○
○
年
現
在
で
一
五
○
ヵ
国
で
あ
る
。

１
定
義

条
約
一
条
が
差
別
と
い
う
語
の
詳
細
な
定
義
を
し
て
い
る
。
人

種
、
皮
膚
の
色
、
性
、
宗
教
、
政
治
的
意
見
、
国
民
的
出
身
、
社

■■■■■■ 

条
約
規
定
の
解
釈

会
的
出
身
に
よ
る
も
の
（
１
条
１
項
ａ
号
）
お
よ
び
そ
の
他
、
加

盟
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
手
続
き
に
従
っ
て
定
義
す
る
差
別
（
同
ｂ
号
）

が
禁
止
の
対
象
と
な
る
。
ほ
と
ん
ど
の
国
の
法
令
は
、
差
別
禁
止

を
憲
法
の
中
で
一
般
的
に
規
定
し
て
い
る
が
、
労
働
法
規
や
関
連

の
法
令
に
特
別
な
規
定
を
も
つ
場
合
も
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
、

差
別
内
容
の
例
示
を
し
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
が
、
個
別
の
法

規
が
規
定
す
る
場
合
に
は
具
体
的
な
差
別
内
容
を
本
条
約
の
よ
う

な
形
で
す
る
こ
と
が
あ
り
、
一
九
五
八
年
以
降
に
関
連
の
法
令
を

作
成
し
た
国
完
と
え
ば
赤
道
ギ
ー
ー
ア
基
本
法
、
ル
ワ
ン
ダ
労
働

法
な
ど
）
の
場
合
は
本
条
約
の
規
定
を
表
現
ご
と
そ
の
ま
ま
利
用

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
条
文
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
こ

こ
で
の
差
別
項
目
は
限
定
的
列
挙
で
は
な
い
。
人
種
の
中
に
は
少

数
民
族
な
ど
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
性
に
は
既
婚
未
婚
の

別
な
ど
も
入
っ
て
こ
よ
う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
セ
ク
シ
ャ
ル
。
ハ

ラ
ス
メ
ン
ト
（
性
的
嫌
が
ら
せ
）
も
、
こ
の
中
に
く
く
ら
れ
る
。

一
方
、
こ
の
例
示
の
中
か
ら
あ
え
て
は
ず
さ
れ
て
い
る
も
の
に
「
国

籍
」
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
国
民
的
出
身
」

（
ご
畳
○
三
］
①
二
三
＆
。
ご
）
は
、
国
籍
を
意
味
し
な
い
。
公
務
員

や
一
部
の
職
種
に
国
籍
要
件
を
付
し
て
い
る
国
も
多
い
中
に
あ
っ

て
、
国
籍
に
よ
る
差
別
を
禁
止
す
る
と
な
る
と
条
約
を
批
准
で
き

る
国
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
考
慮
に
よ
る
も
の
で
あ

る
・
こ
こ
で
「
国
民
的
出
身
」
と
い
う
の
は
、
現
在
は
当
該
国
籍



４ 

を
有
し
て
い
て
も
そ
れ
が
変
更
後
の
も
の
で
あ
っ
た
り
、
出
生
地

が
外
国
で
あ
っ
た
り
、
両
親
の
一
方
が
外
国
人
で
あ
る
な
ど
、
外

国
人
の
要
素
を
探
索
す
る
事
を
意
味
す
る
。
日
本
に
多
い
い
わ
ゆ

る
「
在
曰
」
の
人
び
と
で
日
本
国
籍
を
有
し
て
い
る
人
の
場
合
な

（
２
）
 

ど
が
典
型
で
あ
る
。

な
お
、
い
っ
た
ん
合
法
的
に
領
域
内
で
労
働
が
許
さ
れ
た
外
国

人
に
対
し
て
、
別
の
外
国
人
と
の
関
係
で
均
等
な
待
遇
が
与
え
ら

れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
籍
に
よ
る
差
別
で
は
な
く
、
こ
こ

で
い
う
「
国
民
的
出
身
に
よ
る
差
別
」
に
あ
て
は
ま
る
と
い
う
解

釈
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
監
視
機
構
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
各
種
差
別
は
、
｜
雇
用
と
職
場
の
両
側
面
に
お

い
て
禁
止
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
は
採
用
に
際
し
て
の
差
別
と
、

採
用
し
た
後
の
差
別
の
両
方
に
保
護
が
お
よ
ぶ
こ
と
を
意
味
す

る
。
ま
た
、
１
条
３
項
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
｜
雇
用
お
よ

び
職
場
に
お
け
る
」
と
い
う
言
葉
が
「
職
業
訓
練
」
も
含
む
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
雇
用
の
前
段
階
と
し
て
職
業
訓
練
で
の

局
面
に
お
け
る
差
別
も
対
象
と
な
る
。
学
校
教
育
が
職
業
訓
練
の

意
味
を
も
つ
限
り
に
お
い
て
、
教
育
へ
の
機
会
均
等
も
本
条
約
の

保
護
範
囲
内
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
１
条
２
項
に
あ
る
よ
う
に
、
職
種
に
内
在
す
る
要
請

と
し
て
特
別
な
区
別
、
優
遇
、
保
護
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の

に
つ
い
て
の
差
別
は
合
理
的
な
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
、
と
し

て
い
る
の
で
た
と
え
ば
女
性
を
対
象
と
し
た
身
体
検
査
を
す
る

出
入
国
管
理
事
務
所
の
職
員
に
女
性
だ
け
を
採
用
す
る
こ
と
、
宗

教
的
教
育
を
す
る
機
関
に
当
該
宗
教
の
信
者
の
み
を
採
用
す
る
こ

と
な
ど
は
、
差
別
に
は
あ
た
ら
な
い
。
同
様
に
他
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条

約
や
勧
告
に
定
め
ら
れ
る
特
定
の
人
び
と
に
対
す
る
保
護
措
置

や
、
各
国
に
お
い
て
労
使
の
代
表
の
意
見
を
と
り
入
れ
た
上
で
採

用
さ
れ
た
各
種
の
（
性
、
年
齢
、
障
害
、
家
庭
責
任
、
社
会
的
お

よ
び
文
化
的
地
位
な
ど
に
基
づ
く
）
保
護
措
置
も
ま
た
、
本
条
約

が
い
う
と
こ
ろ
の
差
別
に
は
あ
た
ら
な
い
。
（
５
条
）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約

に
は
、
先
住
民
の
特
殊
状
況
に
関
す
る
も
の
二
○
七
号
条
約
３

条
）
、
母
性
保
護
（
三
号
、
一
○
三
号
条
約
、
一
一
○
号
条
約
第
４

部
な
ど
）
、
特
別
に
危
険
ま
た
は
不
健
康
な
業
務
（
四
号
、
一
三
号
、

四
五
号
、
八
九
号
、
二
一
七
号
条
約
な
ど
）
が
こ
れ
に
あ
た
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
女
性
の
夜
間
労
働
に
関
し
て
は
、
社
会
状
況
に

よ
っ
て
は
保
護
で
は
な
く
差
別
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
注
意
を

要
す
る
。

な
お
、
４
条
に
「
国
家
の
安
全
を
脅
か
す
行
為
」
に
関
与
し
て

い
る
者
の
除
外
が
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
限
定

的
に
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
条
約
勧
告
適
用
専
門

委
員
会
の
見
解
で
あ
る
。
「
公
的
利
益
」
な
ど
あ
ま
り
に
一
般
的
な

形
で
「
国
家
の
安
全
」
を
定
義
し
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
、
政
治

的
意
見
に
よ
る
差
別
に
あ
た
る
お
そ
れ
が
十
分
に
あ
る
。
し
た
が
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っ
て
、
こ
の
規
定
を
援
用
で
き
る
場
合
と
い
う
の
は
、
国
家
の
安

全
に
関
す
る
厳
密
で
、
限
定
的
な
定
義
が
な
さ
れ
て
お
り
、
か
つ

４
条
後
段
に
あ
る
よ
う
に
平
等
原
則
の
適
用
を
除
外
さ
れ
た
者

が
し
か
る
べ
き
機
関
に
提
訴
で
き
る
制
度
が
作
ら
れ
て
い
る
と
き

に
限
ら
れ
る
。

条
約
２
条
は
、
批
准
国
に
対
し
て
、
条
約
に
規
定
さ
れ
た
各
種

平
等
原
則
の
実
施
の
た
め
に
、
国
情
に
即
し
た
政
策
を
作
成
し
て

実
施
に
む
か
う
義
務
を
課
し
て
い
る
。
政
策
を
「
宣
言
し
、
追
求

す
る
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
、
条
約
上
の
義
務
が
宣
言
的
で
あ
る
こ
と

を
表
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
条
約
全
体
が
宣
言

的
な
、
原
則
設
定
的
な
文
書
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
○
○
号

条
約
に
も
「
宣
一
一
一
一
口
し
、
追
求
す
る
」
と
い
う
一
一
一
一
口
葉
は
使
わ
れ
て
い

る
が
、
男
女
間
の
不
平
等
を
明
記
し
た
法
令
や
慣
行
が
あ
っ
た
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
直
ち
に
条
約
違
反
と
な
る
し
、
本
条
約
の
場
合

も
、
１
条
に
定
義
さ
れ
た
差
別
が
法
令
上
お
よ
び
実
際
上
存
在
す

れ
ば
、
条
約
と
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
規
定
的
で

あ
る
の
は
２
条
に
い
う
政
策
の
策
定
と
そ
の
実
施
に
つ
い
て
の
み

で
あ
る
。
こ
の
場
合
で
も
、
政
策
が
宣
言
さ
れ
な
い
場
合
、
ま
た

は
政
策
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
実
効
的
に
実
施
さ
れ
て
い
な

い
場
合
は
条
約
と
の
整
合
性
が
問
わ
れ
よ
う
。

２
平
等
促
進
政
策

３
条
で
は
、
そ
れ
ら
の
政
策
に
関
し
て
あ
る
程
度
の
指
針
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
に
よ
っ
て
社
会
状
況
が
大
き
く
異
な

り
、
差
別
を
な
く
す
政
策
に
も
い
ろ
い
ろ
な
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
が
考

え
ら
れ
る
の
で
条
約
は
あ
え
て
こ
の
あ
た
り
を
柔
軟
に
し
て
い

る
。
罰
則
を
含
む
立
法
措
置
に
よ
っ
て
差
別
禁
止
が
具
体
化
さ
れ

る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
地
域
的
な
条
約
に
よ
っ
て
さ
ら
な
る
実
質
化

が
図
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
裁
判
所
に
よ
る
判
例
法
形
成
が

大
き
な
影
響
力
を
も
つ
場
合
も
多
い
。
国
に
よ
っ
て
は
、
事
実
の

上
で
の
差
別
を
な
く
す
た
め
に
逆
に
優
遇
政
策
（
囚
監
［
三
豊
『
①

四
＆
・
ロ
）
を
と
る
こ
と
が
適
当
な
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
。

一
雇
用
お
よ
び
職
場
と
い
う
状
況
が
人
間
生
活
の
中
で
主
要
部
分

を
占
め
て
い
る
こ
と
や
、
広
い
意
味
の
職
業
訓
練
に
学
校
教
育
ま

で
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
本
条
約
が
カ
バ
ー
す
る
平

等
待
遇
は
か
な
り
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で

き
る
。
公
務
員
と
し
て
採
用
す
る
に
際
し
、
政
治
的
意
見
や
宗
教

を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
は
本
条
約
に
反
す
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
表
面
的
に
は
、
そ
こ
で
は
一
雇
用
に
際
し
て
の
差
別

待
遇
が
問
題
に
さ
れ
て
は
い
る
が
、
本
質
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の

は
そ
の
よ
う
な
雇
用
制
限
規
定
の
基
礎
と
な
る
差
別
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
一
雇
用
お
よ
び
職
場
に
お
け
る
差
別
を
禁
止
す
る
と
い
う
条

３
二
一
号
条
約
の
包
括
性



６ 

Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
一
九
九
六
年
に
刊
行
し
た
〃
閂
ｐ
二
岸
買
ご
両
三
℃
］
＆
乢

三
の
昌
二
Ｑ
ｏ
ｎ
Ｓ
ｂ
畳
。
ご
“
と
い
う
報
告
書
が
あ
る
。
こ
の
報
告

約
の
本
来
的
保
護
法
益
を
越
え
て
、
平
等
原
則
一
般
を
守
備
範
囲

に
入
れ
る
も
の
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
あ
る
国
に
お
い
て
、
旅
券
を
国
民
に
発
行
す
る
条

件
と
し
て
、
政
治
信
条
上
ま
た
は
宗
教
上
の
条
件
を
課
し
て
い
る

こ
と
は
、
当
面
こ
の
条
約
と
は
関
係
の
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
国
の
労
働
者
の
多
数
が
海
外
へ
の

出
稼
ぎ
に
よ
っ
て
生
計
を
立
て
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
職
業

選
択
の
自
由
を
政
治
的
、
宗
教
的
理
由
に
よ
っ
て
奪
う
結
果
と
な

り
、
本
条
約
に
い
う
平
等
原
則
に
反
す
る
。
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い

る
の
は
、
旅
券
法
の
改
正
で
は
な
く
、
政
治
信
条
に
よ
る
差
別
と

い
う
こ
と
自
体
で
あ
る
。
強
制
労
働
に
つ
い
て
の
一
○
五
号
条
約

の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
本
権
条
約
は
、
労
働

と
い
う
と
こ
ろ
に
着
目
は
し
な
が
ら
も
、
よ
り
一
般
的
な
人
権
保

障
条
約
と
し
て
の
性
質
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
一
号

条
約
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
な
お
、
た
ま
た
ま
同
番

号
に
な
っ
た
勧
告
二
一
号
が
、
促
進
す
べ
き
政
策
の
内
容
な
ど

に
つ
い
て
、
さ
ら
に
細
か
い
規
定
を
し
て
い
る
。

二
条
約
の
実
施
の
監
視

理
事
会
で
の
決
定
に
端
を
発
し
て
い
る
。
こ
こ
で
理
事
会
は
、
一

二
号
条
約
に
つ
い
て
は
四
年
毎
に
締
約
国
政
府
か
ら
報
告
書
を

提
出
さ
せ
、
さ
ら
に
は
非
締
約
国
で
あ
っ
て
も
報
告
書
を
提
出
さ

せ
る
と
い
う
決
定
を
行
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
例
は
過
去
に
も
な

書
は
一
二
号
条
約
に
関
す
る
諸
国
家
の
法
令
と
実
行
に
関
す
る

最
新
の
情
報
を
集
大
成
し
た
も
の
で
、
い
わ
ば
二
一
号
条
約
に

つ
い
て
の
現
時
点
に
お
け
る
も
っ
と
も
充
実
し
た
解
説
書
、
コ
ン

（
３
）
 

メ
ン
タ
ー
ル
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

こ
の
報
告
書
に
結
実
し
た
一
一
一
号
条
約
に
関
す
る
分
析
活
動

は
、
確
立
し
た
国
際
法
規
と
し
て
の
条
約
に
根
拠
が
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
二
一
号
条
約
を
批
准
す
る
事
か
ら
発
生
す

る
国
際
法
上
の
義
務
の
履
行
と
し
て
加
盟
国
が
従
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
継
続
的
な
監
視
活
助
を
続
け
る
中
で
じ
ょ
ｃ

ょ
に
形
成
さ
れ
て
き
た
い
わ
ば
慣
習
法
上
の
義
務
の
上
に
な
り
た

っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
国
際
機
構
法
の
立
場
か
ら
見
て
も
非
常

に
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
根
拠
を

も
た
な
い
監
視
活
動
が
継
続
し
、
強
化
さ
れ
て
い
く
現
象
は
、
世

界
人
権
宣
言
を
は
じ
め
と
し
て
国
際
人
権
法
の
分
野
で
は
広
く
見

ら
れ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
二
一
号
条
約
に
関
す
る
報
告

書
は
手
続
き
の
特
殊
性
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
中
で
も
と
く
に
傑

出
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
報
告
書
の
作
成
は
、
一
九
七
八
年
と
七
九
年
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
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か
つ
た
こ
と
も
な
い
が
、
そ
の
場
合
の
多
く
は
報
告
書
の
提
出
は

求
め
る
も
の
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
監
視
機
構
が
個
別
の
実
質
的
な
審
査
を

す
る
こ
と
が
な
く
、
報
告
書
が
提
出
さ
れ
っ
ぱ
な
し
の
よ
う
な
状

況
が
続
い
て
い
た
。
そ
れ
を
抜
本
的
に
改
善
し
た
の
が
七
八
’
九

年
の
理
事
会
の
決
定
で
あ
っ
た
。
他
方
、
そ
の
決
定
に
基
づ
く
手

続
で
は
、
八
七
号
条
約
で
採
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
提
出
方
式
が

当
面
は
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
結
社
の
自
由
に
関
す

る
委
員
会
の
よ
う
な
恒
常
的
な
監
視
機
関
が
設
立
さ
れ
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。

そ
の
後
一
一
一
号
条
約
で
は
、
’
九
七
九
年
、
八
三
年
、
九
一

年
の
一
一
一
度
に
わ
た
っ
て
、
上
記
の
理
事
会
決
定
に
基
づ
い
て
政
府

報
告
書
の
提
出
が
要
請
さ
れ
、
専
門
家
委
員
会
と
総
会
委
員
会
で

そ
れ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
四
年
毎
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
で
い
っ
て

一
九
九
五
年
が
そ
れ
に
続
く
報
告
書
の
提
出
期
曰
で
あ
り
、
こ
の

報
告
書
の
提
出
を
受
け
て
ま
と
め
ら
れ
た
の
が
こ
の
報
告
書
で
あ

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
条
約
実
施
監
視
制
度
は
国
際
機
構
法
に
あ
っ
て
は
非

常
に
拡
充
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
も
代
表
的
な
も
の
が

Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
一
三
条
に
基
づ
く
批
准
し
た
条
約
に
関
し
て
の
制
度

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
政
府
が
批
准
し
た
条
約
に
つ
い
て
適
用
状

況
を
報
告
書
の
形
で
提
出
し
、
そ
れ
を
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
勧
告
適
用
専

門
家
委
員
会
（
通
称
「
専
門
家
委
員
会
」
）
が
検
討
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
う
ち
で
な
か
な
か
改
善
さ
れ
な
い
よ
う
な
違
反
状
況
に
つ
い

て
は
、
総
会
の
下
に
お
か
れ
た
基
準
適
用
委
員
会
（
通
称
「
総
会

委
員
会
」
）
が
公
開
の
場
に
お
い
て
執
勧
に
審
議
す
る
。
こ
れ
は
Ｉ

Ｌ
Ｏ
憲
章
に
明
文
の
根
拠
を
も
つ
監
視
制
度
で
あ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の

条
約
を
批
准
し
た
以
上
は
締
約
国
は
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
を

負
い
、
専
門
家
委
員
会
と
総
会
委
員
会
の
審
査
に
従
わ
な
け
れ
ば

（
４
）
 

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
憲
章
一
九
条
に
基
づ
く
監
視
制
度
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
独

自
の
制
度
で
そ
の
国
が
批
准
し
て
い
な
い
条
約
や
法
的
拘
束
力

を
も
た
な
い
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
に
つ
い
て
も
、
政
府
は
報
告
書
を
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
制

度
は
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
法
的
な
義
務
で
は
な
い
文
書
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
を
法
的
に
義
務
づ
け

て
い
る
制
度
で
あ
り
、
現
在
の
国
際
法
体
系
の
下
で
は
ほ
か
に
例

を
見
な
い
制
度
で
あ
る
。

二
Ｄ
ニ
レ
ー
ア
ラ
ピ
Ｄ
よ
う
な
現
象
が
生
じ
る
か
と
い
う
と
、
あ

る
国
が
未
批
准
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
や
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
つ
い
て
、
「
わ
が

国
に
と
っ
て
は
こ
れ
ら
の
勧
告
や
条
約
は
不
適
切
な
の
で
、
批
准

す
る
意
図
も
実
施
す
る
意
図
も
な
い
」
と
報
告
書
に
書
く
こ
と
は

自
由
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
報
告
書
自
体
は
提
出
す
る
義
務
が
あ

る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
総
会
の
場
で
非
難
さ
れ
る
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

こ
の
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
な
現
象
が
生
じ
る
か
と
い
う
と
、



８ 

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
一
九
九
八
年
の
総
会
で
採
択
さ
れ
た
「
労

働
に
関
す
る
基
本
的
権
利
に
関
す
る
原
則
宣
言
」
と
い
う
決
議
が

予
定
し
て
い
る
監
視
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
。
こ
の
宣
言
も
そ
の
成
り

立
ち
は
総
会
決
議
で
あ
り
、
法
的
な
拘
束
力
を
も
た
な
い
た
め
、

い
ま
の
と
こ
ろ
制
度
と
し
て
確
立
す
る
か
否
か
は
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
は
、
経
過
と
と
も
に
何
げ
な
く
ソ
フ
ト
ロ

ー
を
ハ
ー
ド
ロ
ー
化
し
て
定
着
さ
せ
て
し
ま
う
固
有
の
力
学
が
あ

る
の
で
、
い
ず
れ
は
制
度
と
し
て
定
着
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
七
号
条
約
と
九
八
号
条
約
に
つ
い
て
は
独
自
の
手
続
き
が
進

行
し
て
お
り
、
あ
る
程
度
判
例
法
の
形
成
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
と

同
様
の
制
度
を
、
一
一
一
号
条
約
と
児
童
の
就
労
に
関
す
る
一
三

八
号
条
約
に
も
設
け
よ
う
と
い
う
の
が
、
こ
の
原
則
宣
言
の
本
旨

の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
使
用
者
代
表
と
政

府
代
表
の
あ
い
だ
に
反
対
論
も
根
強
く
あ
り
、
一
筋
縄
で
い
か
な

い
側
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
一
二
号
条
約
に
つ
い
て
も
監
視

制
度
確
立
に
む
け
た
新
た
な
動
き
で
あ
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
項
に
お
い
て
も
う
一
度
取
り
上
げ
る
。

い
。
実
際
に
報
告
書
を
提
出
し
な
い
で
、
総
会
で
非
難
さ
』

が
多
数
存
在
す
る
。
柔
軟
で
あ
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
←

か
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
巧
妙
な
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
’
九
九
八
年
の
総
会
で
採
択
ざ
れ
坐

い
。
実
際
に
報
告
書
を
提
出
し
な
い
で
、
総
会
で
非
難
さ
れ
た
国

が
多
数
存
在
す
る
。
柔
軟
で
あ
る
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
な
か
な

一
一
一
号
条
約
は
、
宣
言
的
条
約
と
呼
ば
れ
、
促
進
的
性
格
が

強
い
条
約
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
条
約
は
、
直
ち
に
成
果
を
求

め
る
の
で
は
な
く
て
、
最
終
的
な
ゴ
ー
ル
へ
む
け
た
努
力
が
続
け

ら
れ
て
い
る
か
を
中
心
に
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

典
型
的
な
促
進
条
項
は
、
加
盟
国
に
改
善
義
務
を
命
じ
て
い
る
第

三
条
で
あ
る
。
そ
の
改
善
努
力
を
怠
れ
ば
、
義
務
違
反
と
な
る
が
、

今
す
ぐ
直
ち
に
平
等
状
況
が
完
成
し
て
い
な
く
て
も
、
と
り
あ
え

ず
は
条
約
義
務
違
反
と
は
い
わ
れ
な
い
。
但
し
、
第
一
条
に
つ
い

て
は
そ
の
よ
う
な
時
間
的
な
留
保
は
許
さ
れ
ず
、
現
実
に
差
別
が

あ
れ
ば
直
ち
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
就
職
差
別
を
禁
止
す

る
明
示
的
な
法
律
を
制
定
す
る
と
い
う
取
り
組
み
は
、
ま
さ
に
第

三
条
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
差
別
除
去
の
た
め
に

必
要
な
立
法
を
行
わ
な
い
こ
と
は
第
二
条
の
義
務
違
反
に
な
り
う

る
。
も
ち
ろ
ん
差
別
を
結
果
的
に
認
め
る
よ
う
に
な
る
法
律
の
場

合
に
は
、
第
一
条
違
反
と
な
る
。

従
っ
て
日
本
が
こ
の
条
約
を
批
准
し
た
場
合
に
は
、
ま
ず
第
一

に
本
条
約
規
定
、
と
り
わ
け
一
条
と
抵
触
す
る
法
令
お
よ
び
慣
行

１
宣
一
一
一
一
巨
的
条
約
と
し
て
の
一
一
一
号
条
約

一
一
一
日
本
と
一
一
一
号
条
約
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を
直
ち
に
改
正
、
廃
止
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、

第
三
条
の
「
次
の
こ
と
を
行
う
こ
と
を
約
束
す
る
」
の
文
言
で
は

じ
ま
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
国
内
裁
判
所
で
の
直
接
適
用
は
で
き

な
い
が
、
何
の
努
力
も
行
わ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
場
合
は
条
約

義
務
違
反
に
な
る
。
第
三
条
ｂ
項
で
「
法
令
の
制
定
と
、
か
つ
、

そ
の
よ
う
な
教
育
計
画
を
促
進
す
る
こ
と
」
と
い
う
規
定
を
援
用

し
二
厘
用
差
別
や
職
業
差
別
を
撤
廃
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
基

本
計
画
作
り
を
政
府
に
問
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
ま
だ
国
内

裁
判
に
お
い
て
も
理
論
的
に
は
援
用
可
能
で
あ
る
が
、
立
証
責
任

は
政
府
の
義
務
違
反
を
問
う
側
に
課
せ
ら
れ
よ
う
。

先
に
述
べ
た
一
二
号
条
約
に
関
す
る
一
九
九
六
年
の
レ
ポ
ー

ト
は
、
こ
の
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
日
本
も
含
め
た
五
○
数
ヵ

国
に
対
し
て
、
批
准
を
し
て
い
な
い
理
由
を
尋
ね
て
い
る
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
英
国
は
、
こ
の
条
約
に
反
対
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
こ
と
、
コ
モ
ン
ロ
ー
体
系
の
中
で
、
具
体
的
に
政
治
信
条

や
社
会
的
出
身
な
ど
に
基
づ
く
職
業
上
の
差
別
を
禁
止
す
る
法
令

が
存
在
し
な
い
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
一

定
の
公
務
に
つ
く
上
で
の
要
件
と
し
て
国
籍
と
あ
わ
せ
て
一
定

の
国
民
的
出
身
で
あ
る
こ
と
を
課
し
て
い
る
た
め
だ
と
い
う
。
（
五

○
’
五
一
頁
）

２
批
准
し
て
い
な
い
国
ぐ
に
の
立
場

ア
メ
リ
カ
は
、
連
邦
制
を
と
っ
て
お
り
、
労
働
法
制
定
に
つ
い

て
は
各
州
に
権
限
が
あ
る
た
め
連
邦
政
府
が
国
際
的
に
コ
ミ
ッ
ト

で
き
な
い
の
が
表
向
き
の
理
由
で
あ
る
が
（
四
八
‐
四
九
頁
）
、
同

じ
く
連
邦
制
を
と
っ
て
い
る
カ
ナ
ダ
や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
締
約

国
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
説
得
的
な
論
拠
と
は
い
え
な

タ
イ
は
、
国
内
に
ま
だ
ま
だ
男
性
上
位
な
風
潮
が
強
く
残
っ
て

お
り
、
そ
れ
が
変
わ
ら
な
い
限
り
批
准
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
、

堂
々
と
述
べ
て
い
る
（
五
三
頁
）
。

規
定
が
調
和
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
が
必
要
で

あ
る
が
、
こ
の
条
約
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
検
討
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。
「
》
」
の
条
約
の
実
施
に
必
要
な
法
整
備
も

進
め
て
お
り
二
雇
用
に
お
け
る
男
女
の
均
等
待
遇
に
つ
い
て
は
法

整
備
を
済
ま
せ
た
。
一
定
の
私
的
セ
ク
タ
ー
に
お
い
て
労
働
者
の

社
会
的
出
身
に
基
づ
く
差
別
が
行
わ
れ
る
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
承

知
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
適
切
な
措
置
が
取
ら
れ
て
い

る
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
（
五
一
一
頁
）

し。
。

韓
国
は
近
く
批
准
す
る
予
定
の
よ
う
で
あ
る
（
四
八
頁
）
。

曰
本
政
府
の
述
べ
た
理
由
は
、
要
約
す
る
と
、
国
内
法
と
条
約

曰
本
が
近
い
将
来
に
一
二
号
条
約
を
批
准
す
る
た
め
に
は
何

３
日
本
の
批
准
に
む
け
た
働
き
か
け
の
方
法



１０ 

が
必
要
で
あ
る
か
を
検
討
し
た
い
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
の
下
で
は
、
基

本
権
条
約
に
つ
い
て
は
憲
章
上
の
義
務
と
し
て
、
個
別
的
・
具
体

的
な
義
務
と
し
て
で
は
な
く
、
｜
般
的
。
抽
象
的
に
批
准
す
る
義

務
が
あ
る
よ
う
な
規
定
の
仕
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
般
的

抽
象
的
義
務
に
由
来
し
て
、
先
に
見
た
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
一
九
条
に
基

づ
く
監
視
制
度
の
下
で
、
そ
の
条
約
を
批
准
し
て
い
な
い
国
で
あ

っ
て
も
報
告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
本
権
条
約
を
批
准
し
て
い
な
く
て
も
国
際
法
違

反
に
は
な
ら
な
い
が
、
政
府
見
解
は
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
条
約
の
批
准
に
む
け
た
努
力
は
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
努
力
を
し
て
い
な
い
こ
と
が
認
定
さ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
国
際

法
義
務
違
反
に
な
る
。
こ
の
努
力
義
務
を
実
質
化
す
る
働
き
を
す

る
の
が
、
労
使
団
体
の
積
極
的
参
加
の
下
に
行
わ
れ
る
監
視
機
能

で
あ
る
。

現
在
、
曰
本
政
府
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
報
告
書
を

提
出
し
て
い
る
か
は
一
般
的
に
は
不
明
で
あ
る
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
上

は
、
政
府
と
し
て
は
報
告
書
の
写
し
を
「
最
も
代
表
的
な
産
業
上

の
組
織
」
、
す
わ
わ
ち
曰
本
の
場
合
は
連
合
と
日
経
連
、
に
送
付
す

れ
ば
そ
れ
で
義
務
を
履
行
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
、
政
府
報
告
書

が
官
報
な
ど
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
連
合
と
曰
経
連
は
こ

の
報
告
書
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
現
に
そ
れ
に
基

づ
い
て
、
コ
メ
ン
ト
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
送
ら
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
ほ
か
の
労
働
団
体
や
使
用
者
組
織
、
ま
た
は
一

般
の
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
憲

章
規
定
上
は
明
確
で
な
い
が
、
し
か
し
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
憲
章
の
解
釈
と

し
て
「
最
も
代
表
的
な
団
体
に
限
る
」
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
な

い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
団
体
ま
た
は
政
府
に
閲
覧
を

申
し
出
て
、
拒
否
さ
れ
る
理
由
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
情
報
開

示
が
一
般
的
と
な
っ
て
き
て
い
る
今
曰
、
そ
の
要
請
は
さ
ら
に
強

化
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
条
約
活
動
専
門
家
委
員
会
が
各
国
政
府
に
対
し
て
改

善
す
べ
き
点
な
ど
に
つ
い
て
の
直
接
要
請
（
＆
［
①
０
頁
①
Ｅ
①
の
〔
）
を

行
う
。
こ
れ
は
直
接
政
府
に
要
請
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
公
に

さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
（
も
っ
と
も
近
頃
は
円
○
Ｆ
ｐ
Ｈ
な
ど

の
電
子
情
報
ベ
ー
ス
か
ら
入
手
す
る
こ
と
が
容
易
に
な
っ
て
き
て

は
い
る
が
）
そ
こ
に
政
府
の
報
告
書
の
内
容
が
か
な
り
再
現
さ
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
基
本
的
に
は
こ
の
直
接
請
求
も
「
代
表
的

な
使
用
者
団
体
と
労
働
者
団
体
」
に
の
み
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
そ
の
事
案
に
直
接
の
関
係
を
も
つ
個
人
お
よ
び
団
体
か
ら
申

請
が
あ
れ
ば
、
事
務
局
と
し
て
は
そ
れ
を
開
示
す
る
慣
行
が
で
き

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
今
な
お
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
の
協
力
・
連
携
が
弱
い

国
際
機
構
で
あ
る
。
先
住
民
条
約
が
採
択
さ
れ
た
時
に
も
、
使
用

者
団
体
や
労
働
者
団
体
を
通
じ
て
情
報
な
ど
を
収
集
し
よ
う
と
し
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た
が
う
ま
く
い
か
ず
、
そ
の
時
ば
か
り
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て

Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
参
加
を
認
め
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

二
一
号
条
約
の
よ
う
に
広
い
人
権
問
題
が
対
象
と
な
っ
て
い
る

場
合
、
果
た
し
て
労
働
者
団
体
だ
け
が
適
切
に
権
利
の
代
弁
者
と

な
り
う
る
の
か
は
、
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
の
苦
肉
の
策
と
し
て
、

従
軍
慰
安
婦
問
題
を
最
初
に
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
取
り
上
げ
た
の
も
、
労
働

組
合
の
名
称
で
情
報
提
供
を
行
っ
た
神
戸
の
人
権
団
体
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
政
府
・
使
用
者
・
労
働
者
の
一
一
一
者
構
成
で

あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
労
働
組
合
で
な
い
と
こ
ろ
が
問
題
提
起

を
行
っ
て
も
そ
れ
が
、
い
つ
も
適
切
な
取
り
扱
い
受
け
る
と
い
う

保
障
は
な
い
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
基
本
的
に
は
政
府
間
国
際
機
構
で
あ
り
、

使
用
者
と
労
働
者
の
代
表
が
そ
こ
で
投
票
権
を
も
つ
こ
と
自
体
画

期
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
一
一
一
者
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、

い
っ
た
ん
決
定
さ
れ
れ
ば
実
効
的
な
進
展
が
期
待
で
き
る
面
も
あ

る
。
条
約
の
批
准
を
促
進
し
て
い
く
う
え
で
も
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
の

場
合
に
は
、
世
論
を
盛
り
上
げ
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
あ
る
と
と

も
に
使
用
者
団
体
や
労
働
者
団
体
に
強
く
働
き
か
け
て
、
批
准

促
進
の
原
動
力
と
す
る
取
り
組
み
が
有
効
で
あ
る
。

４
基
本
権
吉
已
’
一
一
一
一
巨
を
テ
コ
に
し
た
批
准
な
い
し
は
実
質
的

適
用
へ
の
働
き
か
け

一
九
九
八
年
の
総
会
で
採
択
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
基
本
権
宣
一
一
一
一
口
、

正
式
名
称
「
労
働
に
お
け
る
基
本
的
原
則
お
よ
び
権
利
に
関
す
る

Ｉ
Ｌ
Ｏ
宣
一
一
一
一
口
」
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
い
え
ば
、
総
会
決
議
に
属

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
厳
密
な
意
味
で
の
国
際
労
働
基
準
で
は
な

い
が
、
総
会
が
そ
れ
に
与
え
た
重
要
性
な
ら
び
に
憲
章
一
九
条

が
援
用
さ
れ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
た
点
に
お
い
て
通
常
の
総
会

決
議
よ
り
正
式
な
国
際
労
働
基
準
に
一
歩
進
ん
だ
も
の
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

同
宣
言
は
結
社
の
自
由
、
強
制
労
働
の
廃
止
、
平
等
取
り
扱
い
、

児
童
労
働
の
禁
止
の
四
つ
の
原
則
に
特
別
の
焦
点
を
あ
て
、
こ
れ

ら
の
原
則
は
各
国
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
加
盟
し
た
と
同
時
に
誠
意
を
も
っ

て
実
現
努
力
を
約
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
尊
重
し
、

促
進
し
、
現
実
化
す
る
こ
と
は
憲
章
上
の
義
務
で
あ
る
、
と
い
う

認
識
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
新
し
い
事
柄
で
は
な

く
、
総
会
の
代
表
の
演
説
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
表
れ
る
認
識
で
あ

る
。
ま
た
、
結
社
の
自
由
に
つ
い
て
の
特
別
手
続
が
考
案
さ
れ
た

と
き
も
同
じ
論
理
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
宣
言
が

ふ
つ
う
と
違
う
の
は
、
宣
言
と
不
可
分
の
も
の
と
し
て
フ
ォ
ロ
ー

ア
ッ
プ
手
続
を
定
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
憲
章
一
九
条

第
５
項
（
ｅ
）
を
明
示
的
に
引
用
し
、
す
な
わ
ち
未
批
准
の
条
約

に
関
す
る
加
盟
国
の
義
務
の
遂
行
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
な
が

ら
、
各
加
盟
国
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
よ
る
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
協
力
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
は
、
基
準
の
監
視
と
い
う
言
葉
の
利
用

が
避
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
や
、
宣
言
自
体
が
そ
の
目
的
を
厳
格
に

促
進
的
（
の
三
三
国
官
○
三
○
は
○
三
一
）
で
あ
る
と
規
定
し
て
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
通
常
の
監
視
手
続
の
延
長
線
上
に
あ
る
も

の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
既
存
の
監
視
機
構
（
条
約
勧
告
適
用
専

門
家
委
員
会
や
基
準
適
用
総
会
委
員
会
）
が
取
り
扱
う
問
題
で
は

な
い
の
で
、
宣
一
一
一
一
口
は
そ
の
た
め
に
、
特
別
の
七
人
か
ら
な
る
専
門

家
グ
ル
ー
プ
の
設
置
を
予
定
し
て
い
る
。

宣
言
に
規
定
さ
れ
た
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
手
続
は
、
そ
れ
自
体
再

考
（
円
①
ゴ
の
二
）
の
可
能
性
を
明
記
し
て
い
る
が
、
当
面
は
「
年
次

考
（
Ｈ
①
ゴ
①
三
）
の
可
能
性
を
明
記
し
て
い
る
が
、
当
面
は
「
年
次

フ
オ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
と
「
総
合
報
告
」
の
二
本
立
て
で
行
わ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
は
、
七
つ
の
基
本
権
条
約
（
二
九
号
、

八
七
号
、
九
八
号
、
一
○
○
号
、
一
○
五
号
、
一
一
一
号
、
’
三

八
号
）
に
関
し
て
、
一
九
九
五
年
に
理
事
会
が
導
入
し
た
四
年
毎

八
七
号
、
九
八
号
、
一
○
○
号
、
一
○
五
号
、
一
一
一
号
、
’
三

八
号
）
に
関
し
て
、
一
九
九
五
年
に
理
事
会
が
導
入
し
た
四
年
毎

の
報
告
制
度
を
簡
素
化
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
後

者
は
、
四
つ
の
基
本
原
則
の
一
つ
を
選
び
（
ち
な
み
に
、
初
年
度

は
結
社
の
自
由
原
則
が
選
択
さ
れ
た
）
各
種
の
情
報
を
総
合
し
て

事
務
局
が
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
年
次
フ
ォ
ロ
ー
ァ
ッ

プ
は
、
理
事
会
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
る
。
総
合
報
告
の
方
は
、
事

務
局
長
報
告
と
し
て
総
会
に
提
出
さ
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
審
議

を
経
た
上
で
、
理
事
会
が
取
り
上
げ
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
そ
の
問
題
に
つ

い
て
ど
の
よ
う
な
技
術
協
力
活
動
を
展
開
す
べ
き
か
を
審
議
す
る

一
一
号
条
約
は
、
総
合
的
な
非
差
別
人
権
条
約
と
し
て
重
要

で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
｜
雇
用
と
職
業
に
お
け
る
特
化
し
た
分
野
に

お
い
て
、
き
わ
め
て
重
要
性
が
高
い
国
際
条
約
で
あ
る
こ
と
に
間

違
い
は
な
い
。
批
准
数
も
多
い
が
、
し
か
し
、
一
方
で
は
英
国
や

米
国
が
批
准
し
て
い
な
い
な
ど
、
先
進
国
の
中
で
も
対
応
に
ば
ら

つ
き
が
あ
る
。
ま
た
、
多
く
の
国
が
批
准
を
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
大
陸
に
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
適
用
上
の
問
題
を
抱
え
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
シ
の
よ
う
に
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
勧
告
適
用

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
最
初
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
活
動
は
二
○
○

○
年
三
月
の
理
事
会
と
、
六
月
の
総
会
が
結
社
の
自
由
に
つ
い
て

行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
は
、
さ
ら
に
強
制
労
働
、
差
別
禁
止
、

児
童
労
働
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
順
次
継
続
さ
れ
て
い
く
の
で
、
一

二
号
条
約
問
題
は
近
々
こ
の
「
総
合
報
告
」
に
取
り
上
げ
ら
れ

る
。
ま
た
、
「
年
次
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
」
で
は
、
毎
年
報
告
が
義
務

づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
事
実
上
い
つ
で
も

Ｉ
Ｌ
Ｏ
監
視
機
構
の
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
政
府

は
二
一
号
条
約
を
批
准
し
て
い
な
く
て
も
、
な
ん
ら
か
の
報
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

お
わ
り
に
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専
門
家
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
国
も
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

途
上
国
で
あ
っ
て
も
批
准
し
て
、
完
全
な
適
用
に
む
け
て
努
力
し

（
５
）
 

て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
曰
本
と
し
て
も
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
加
盟
国
と
し
て
は
積
極
的
に
批
准
へ
の
努
力
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
わ
ゆ
る
基
本
権
条
約
の
中
に
あ
っ
て
、
曰
本
が
批
准
し
て
い

な
い
の
は
強
制
労
働
廃
止
に
関
す
る
一
○
五
号
条
約
、
児
童
労
働

に
関
す
る
一
一
一
一
八
号
条
約
と
こ
の
二
一
号
条
約
で
あ
る
。
一
一
一
一

八
号
条
約
は
、
近
い
将
来
の
批
准
が
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

（
６
）
 

若
干
の
問
題
点
を
除
け
ば
、
批
准
は
時
間
の
問
題
の
よ
う
だ
。
’

○
五
号
条
約
に
つ
い
て
は
、
公
務
員
法
、
地
方
公
務
員
法
の
中
で

の
争
議
行
為
の
罰
則
が
あ
る
限
り
当
面
は
批
准
の
可
能
性
は
な

い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
二
一
号
条
約
は
法
令
上
の
問
題
点
は
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
行
に
つ
い
て
も
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
監
視
が
お

よ
ぶ
こ
と
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
完
壁
な
条
約
実
施
を
確
保
で
き

る
と
潅
居
し
て
か
ら
で
な
い
と
批
准
で
き
な
い
と
考
え
る
こ
と
に

る
と
確
信
し
て
か
ら
で
な
い

も
無
理
か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る

し
か
し
、
繰
り
返
す
よ
う
で
あ
る
が
、
本
条
約
は
宣
言
的
条
約

と
も
い
わ
れ
、
現
在
の
時
点
で
す
べ
て
が
完
壁
で
な
く
て
も
批
准

は
可
能
で
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
は
、
世
界
の
一
一
一
一
一
一
一
ヵ
国
も
の

国
が
批
准
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
「
国
際
社
会
に
お
い
て
名
誉
あ

る
地
位
を
占
め
た
い
」
と
す
る
曰
本
の
国
是
か
ら
す
る
な
ら
ば
、

ぬ
も
の
が
あ
る
。

本
条
約
の
批
准
は
政
府
に
と
っ
て
仕
事
が
増
え
る
こ
と
に
な
ろ
う

と
、
早
急
に
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

こ
と
は
、
行
政
府
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
立
法
府
、
市
民
社

会
が
そ
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
し
、
司
法
府
の
意

識
改
造
が
必
要
で
あ
る
。
日
本
で
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
条
約
を
直
接
適
用

（
７
）
 

し
て
判
決
が
下
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
国
に
よ
っ
て
は
、

Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
の
よ
う
な
、
国
際
法
上
拘
束
力
が
な
い
と
い
わ
れ
る

文
書
を
根
拠
に
司
法
判
断
を
下
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
の
に
比

（
８
）
 

べ
て
、
あ
ま
り
に
も
司
法
消
極
主
義
が
徹
底
し
す
ぎ
て
い
な
い
だ

ろ
う
か
。
一
つ
に
は
、
裁
判
官
の
国
際
法
に
関
す
る
基
本
的
知
識

の
欠
如
が
あ
る
。
せ
っ
か
く
憲
法
九
八
条
の
解
釈
と
し
て
、
確
立

し
た
国
際
法
規
は
法
律
と
同
等
な
い
し
は
そ
れ
以
上
の
地
位
が
与

え
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
援
用
し
な
い
の
は
残

念
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
傾
向
は
曰
本
だ
け
で
は
な
く
、
か

な
り
の
国
で
も
同
様
な
問
題
が
あ
る
ら
し
く
、
国
内
法
専
門
家
の

国
際
法
知
識
拡
充
が
望
ま
れ
る
。

へ圧（
１
）
基
本
権
条
約
（
宮
の
甘
言
三
四
口
国
胴
亘
の
○
・
二
の
三
・
口
の
）
に
は
四

つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
。
ま
ず
第
一
が
強
制
労
働
に
関
す
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
で
、
こ
こ
に
は
一
一
九
号
と
一
○
五
号
条
約
が
合
ま
れ
て
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い
る
。
第
二
は
組
合
結
成
権
に
関
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
こ
こ
に
は

八
七
号
と
九
八
号
条
約
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
三
が
差
別
禁
止
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
、
一
○
○
号
と
一
二
号
が
含
ま
れ
て
い
る
。
最
近

で
は
、
児
童
労
働
の
禁
止
に
関
す
る
就
労
年
齢
条
約
（
一
三
八
号
条

約
）
が
第
四
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
付
け
加
え
ら
れ
た
。

（
２
）
日
本
国
籍
を
取
得
し
な
い
「
在
曰
」
の
人
び
と
は
、
法
律
的
に
い
え

ば
「
外
国
人
」
で
あ
っ
て
、
本
条
約
の
適
用
外
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
特
定
な
公
務
に
登
用
が
可
能
に
な
っ
た
り
、
選
挙
権
が
認
め
ら

れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
り
す
る
日
本
の
特
殊
事
情
に
よ
り
、
「
国
民
的

出
身
」
の
概
念
に
準
じ
る
も
の
と
し
て
の
取
り
扱
い
が
可
能
か
も

し
れ
な
い
。

（
３
）
た
だ
し
、
本
条
約
に
つ
い
て
の
最
も
豊
富
な
情
報
源
で
あ
る
と
同

時
に
、
比
較
法
的
な
研
究
と
し
て
も
す
ぐ
れ
た
内
容
を
も
っ
て
い

子
ど
も
の
心
が
ひ
ら
く
人
権
教
育

Ｉ
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
て
Ｉ

る
も
の
と
し
て
、
一
九
八
八
年
の
条
約
勧
告
適
用
専
門
家
に
よ
る

．
般
調
査
」
報
告
書
を
あ
げ
る
必
要
が
あ
る
。

（
４
）
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
監
視
機
構
に
つ
い
て
の
詳
細
は
『
講
座
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労

働
機
関
）
ｌ
社
会
正
義
の
実
現
を
目
指
し
て
ｌ
責
上
巻
）
、
曰
本
Ｉ

Ｌ
Ｏ
協
会
、
一
九
九
九
年
、
一
三
九
’
一
五
一
一
一
頁
参
照
。

（
５
）
ア
ジ
ア
で
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
が
そ
の
例
で
あ
る
。
最
近
は
、
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
が
批
准
を
し
た
。

（
６
）
山
間
部
の
過
疎
地
に
お
け
る
新
聞
配
達
の
問
題
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ

て
い
る
と
い
わ
れ
る
。

（
７
）
拙
稿
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
八
七
号
条
約
と
争
議
権
」
『
平
成
八
年
度
重
要
判
例

解
説
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
臨
時
増
刊
（
ｚ
・
・
巨
届
）
一
一
六
六
’
’
’
六
七
頁

（
８
）
拙
著
、
「
国
際
労
働
基
準
法
」
、
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
一
七
○
頁




