
少
し
古
い
本
で
あ
る
が
、
秋
田
成
就
編
著
『
労
働
契

約
の
法
理
論
ｌ
イ
ギ
リ
ス
と
日
本
罠
総
合
労
働
研
究
所
、

一
九
九
三
年
）
に
私
の
論
文
と
し
て
「
労
働
契
約
と
競

業
避
止
義
務
ｌ
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
競
業
避
止
義
務
の

法
的
構
成
と
わ
が
国
の
理
論
的
課
題
」
が
収
め
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
論
文
は
、
私
が
留
学
中
に
執
筆
し
た
事
情

も
あ
り
、
ま
ず
英
米
法
に
お
け
る
競
業
避
止
義
務
を
勉

強
し
た
後
に
、
わ
が
国
の
競
業
避
止
義
務
を
め
ぐ
る
裁

判
例
や
学
説
に
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
営
業
制
限
法
理
の
メ
イ
ン
・
テ

ー
マ
の
一
つ
と
し
て
競
業
避
止
義
務
に
関
す
る
大
量
の

文
献
と
判
例
が
出
き
れ
て
い
る
英
米
法
と
異
な
り
、
わ

が
国
の
労
働
法
の
分
野
に
お
い
て
競
業
避
止
義
務
と
い

う
テ
ー
マ
は
、
先
駆
的
文
献
が
存
在
す
る
だ
け
で
あ
り
、

裁
判
例
も
な
お
判
例
法
理
と
し
て
の
体
を
な
し
て
お
ら

ず
、
未
開
拓
の
分
野
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
の
裁
判
例
を
読
ん
で
印
象
に
残
っ
た
の
は
、

イ
ギ
リ
ス
法
に
お
け
る
退
職
後
の
競
業
避
止
特
約
に
関

す
る
判
例
法
理
と
酷
似
す
る
競
業
避
止
待
約
の
有
効
性

労働と法

､Tｌ
の
判
断
枠
組
み
を
示
し
て
い
た
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ

ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
判
決
（
奈
良
地
判
昭
四
五
・

一
○
・
一
一
三
）
で
あ
っ
た
。
本
件
は
、
秘
密
保
持
特
約

を
担
保
す
る
競
業
避
止
特
約
に
も
と
づ
き
元
従
業
員
が

勤
務
し
て
い
た
転
職
元
企
業
が
転
職
先
企
業
で
取
締
役

に
就
任
し
た
元
従
業
員
を
相
手
方
と
し
て
そ
の
競
業
行

為
の
差
止
め
の
仮
処
分
を
求
め
た
事
案
で
あ
る
。
私
の

理
解
に
よ
れ
ば
、
本
判
決
は
、
ま
ず
競
業
避
止
特
約
の

合
理
性
を
特
約
に
よ
り
保
護
き
れ
る
使
用
者
の
正
当
な

利
益
の
存
否
を
判
断
し
、
そ
の
要
件
を
ク
リ
ア
し
た
後

に
、
「
競
争
の
制
限
が
合
理
的
範
囲
を
超
え
、
債
権
者

ら
の
職
業
選
択
の
自
由
等
を
不
当
に
拘
束
し
、
同
人
の

生
存
を
脅
か
す
場
合
に
は
、
そ
の
制
限
は
公
序
良
俗
に

反
し
無
効
と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の

合
理
的
範
囲
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
制
限
の
期

間
、
場
所
的
範
囲
、
制
限
の
対
象
と
な
る
職
種
の
範
囲
、

代
償
の
有
無
等
に
つ
い
て
、
債
権
者
の
利
益
（
企
業
秘

密
の
保
護
司
債
務
者
の
不
利
益
（
転
職
、
再
就
職
の
自

由
）
及
び
社
会
約
利
害
（
独
占
集
中
の
虞
れ
、
そ
れ
に

伴
う
一
般
消
費
者
の
利
害
）
の
三
つ
の
観
点
に
立
っ
て

慎
重
に
検
討
す
る
こ
と
を
要
す
る
」
と
し
て
、
当
事
者

の
利
益
と
公
共
の
利
益
の
双
方
の
側
面
で
の
合
理
性
か

ら
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
を
判
断
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
た
し
か
に
、
こ
の
判
決
は
今
日
の
時
点
か
ら
様
々

な
理
解
が
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
競
業
避
止
特

約
が
合
理
的
範
囲
内
に
あ
る
か
ど
う
か
を
、
①
労
働
者

の
地
位
、
②
使
用
者
の
正
当
な
利
益
の
保
護
を
目
的
と

す
る
こ
と
、
③
競
業
が
制
限
さ
れ
る
期
間
、
場
所
、
職

種
の
範
囲
、
④
代
償
措
置
の
有
無
な
ど
の
要
素
を
総
合

考
慮
し
て
判
断
さ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
裁
判
例

で
あ
る
と
の
紹
介
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

私
に
は
、
そ
う
は
思
わ
れ
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

こ
の
小
稿
で
は
、
使
用
者
の
正
当
な
利
益
か
ら
考
え
て

み
た
い
。

ま
ず
本
判
決
は
、
労
働
者
が
在
職
中
に
身
に
つ
け
、

あ
る
い
は
知
り
得
た
技
術
、
技
能
、
秘
密
情
報
は
、
退

職
後
の
秘
密
保
持
特
約
や
競
業
避
止
特
約
が
存
在
し
な

い
限
り
、
労
働
者
の
人
格
的
財
産
と
し
て
退
職
後
に
自

由
に
使
用
ま
た
は
開
示
を
な
し
う
る
と
さ
れ
て
い
た
一

九
九
一
年
・
’
九
九
三
年
の
不
正
競
争
防
止
法
改
正
前

の
法
状
況
の
な
か
で
、
競
業
避
止
特
約
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
秘
密
情
報
の
画
定
に
つ
き
、
退
職
労
働
者
が
持

ち
去
る
こ
と
が
で
き
る
人
格
的
財
産
二
股
的
知
識
・

技
能
）
と
持
ち
去
る
こ
と
の
で
き
な
い
使
用
者
の
財
産

的
情
報
（
使
用
者
の
み
が
有
す
る
特
殊
な
知
識
Ⅱ
営
業

上
の
秘
密
）
と
に
区
分
し
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
（
も

ち
ろ
ん
、
こ
れ
を
ど
う
区
別
す
る
か
は
難
問
で
あ
る
）
。

こ
の
区
分
を
ふ
ま
え
て
、
競
業
避
止
特
約
に
よ
り
保
護
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の
秘
密
）
で
な
く
労
働
者
の
持
ち
去
る
こ
と
の
で
き
る

人
格
的
財
産
二
般
的
知
識
・
技
能
）
で
あ
る
場
合
に

は
、
競
業
避
止
特
約
は
「
単
純
な
競
争
の
制
限
に
他
な

ら
ず
被
用
者
の
職
業
選
択
の
自
由
を
不
当
に
制
限
す
る

も
の
で
あ
っ
て
公
序
良
俗
に
反
す
る
」
こ
と
に
な
る
、

と
す
る
。
最
近
の
わ
が
国
の
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性

を
め
ぐ
る
裁
判
例
は
、
競
業
避
止
特
約
が
、
十
分
な
協

議
が
な
さ
れ
ず
、
「
従
業
員
の
有
す
る
職
業
選
択
の
自

由
等
を
、
著
し
く
制
約
す
る
可
能
性
を
常
に
は
ら
ん
で

い
る
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
競
業
避
止
義
務
の
範
囲
に

つ
い
て
は
、
従
業
員
の
競
業
行
為
を
制
約
す
る
合
理
性

を
基
礎
づ
け
る
必
要
最
小
限
度
の
内
容
に
限
定
し
て
効

力
を
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
」
と
し
て
合
理
性
を
有

効
要
件
と
し
な
が
ら
、
「
合
理
性
を
基
礎
づ
け
る
必
要

最
小
限
の
内
容
の
確
定
に
当
た
っ
て
は
、
従
業
員
が
就

業
中
に
実
施
し
て
い
た
業
務
の
内
容
、
使
用
者
が
保
有

し
て
い
た
技
術
上
及
び
営
業
上
の
情
報
の
性
質
、
使
用

者
の
従
業
員
に
対
す
る
処
遇
や
代
償
等
の
程
度
等
、
諸

般
の
事
情
を
総
合
し
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
（
ア
ー
ト

ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
・
東
京
地
判
平
一
七
・
二
・
一
一
’
一
一
）

と
い
う
よ
う
に
、
合
理
性
の
存
否
を
前
記
の
点
を
判
断

要
素
と
し
て
総
合
判
断
に
よ
り
評
価
す
る
傾
向
に
あ
る
。

と
は
い
え
、
こ
の
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
判
決
が

注
目
き
れ
る
の
は
、
こ
の
総
合
判
断
の
手
法
に
よ
り
な

が
ら
も
、
同
業
他
社
に
転
職
し
た
労
働
者
の
業
務
は
元

の
美
容
業
を
営
む
「
会
社
の
保
有
す
る
特
有
の
技
術
上

又
は
営
業
上
の
情
報
を
利
用
し
た
業
務
で
は
な
く
」
、

「
就
業
中
の
日
常
業
務
か
ら
得
た
知
識
・
経
験
・
技
能

禁
止
さ
れ
る
業
務
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
そ
の
余
の
占
州
を
判
断
す
る
ま
で
も
な
く
」
、
競
業
避
止

義
務
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

私
は
、
ア
ー
ト
ネ
イ
チ
ャ
ー
事
件
判
決
に
賛
意
を
表

し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
競
業
避
止
特
約
の
有
効
性
は
、

競
業
避
止
特
約
が
労
働
者
の
職
業
選
択
の
自
由
・
営
業

の
自
由
を
制
約
す
る
以
上
、
ま
ず
特
約
に
よ
り
保
護
さ

れ
る
使
用
者
の
正
当
な
利
益
の
存
否
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
使
用
者
の
正
当
な
利
益
が
存
在

し
な
い
と
き
に
は
、
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
す
る
ま
で

も
な
く
無
効
と
解
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
点
を
ク
リ
ア
し
た
う
え
で
、
制
限
の
期
間
、

場
所
的
範
囲
、
制
限
の
対
象
と
な
る
職
種
の
範
囲
が
使

用
者
の
正
当
な
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
合
理

的
範
囲
内
に
お
き
ま
っ
て
い
る
か
ど
う
か
が
判
断
き
れ

る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
、
使
用
者
の
正
当
な
利
益
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ

ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
判
決
で
は
、
「
営
業
上
の
秘

密
と
し
て
は
、
顧
客
等
の
人
的
関
係
、
製
品
製
造
上
の

材
料
、
製
法
等
に
関
す
る
技
術
的
秘
密
等
」
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
営
業
上
の
秘
密
に
技
術
的
秘
密
が
該
当
す

る
の
は
疑
問
の
余
地
が
な
い
と
し
て
も
、
顧
客
等
の
人

的
関
係
を
営
業
上
の
秘
密
と
と
ら
え
る
こ
と
に
は
、
秘

密
を
情
報
と
理
解
す
る
限
り
、
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
と

思
わ
れ
る
。
た
だ
、
事
案
と
の
関
係
で
は
、
主
文
が
「
金

、
、
、
、
、
、

属
鋳
造
用
副
資
材
の
製
造
販
売
業
務
に
従
事
し
て
は
な

ら
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
競

益
と
し
て
、
金
属
鋳
造
用
副
資
材
を
製
造
す
る
た
め
の

技
術
的
秘
密
と
と
も
に
、
販
売
相
手
で
あ
る
得
意
先
も

挙
げ
ら
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
意

味
で
は
、
こ
こ
で
い
う
顧
客
等
の
人
間
関
係
と
は
、
ど

の
よ
う
に
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
得
意
先
が
蚕
食
さ
れ

た
の
か
に
も
関
連
す
る
が
、
在
職
中
に
知
り
得
た
取
引

関
連
情
報
を
利
用
し
て
得
意
先
を
蚕
食
し
た
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
最
近
の
ダ
イ
オ
ー
ズ
サ
ー
ビ
シ
ー

ズ
事
件
判
決
（
東
京
地
判
平
一
四
・
八
・
三
○
）
も
そ

の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
フ

ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
判
決
に
お

け
る
競
業
避
止
特
約
の
保
護
法
益
は
技
術
的
秘
密
と
し

か
読
め
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
た
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ
パ
ン
，
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件

判
決
の
時
点
で
、
今
日
労
働
法
学
上
の
重
要
論
点
と
な

っ
て
い
る
、
秘
密
保
持
特
約
に
加
重
し
て
締
結
さ
れ
た

競
業
避
止
特
約
の
効
力
、
と
い
う
二
つ
の
特
約
の
法
的

関
係
が
意
識
き
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
が
、
加
重
が
認
め
ら
れ
る
の
が
フ
ォ
セ
コ
・
ジ
ャ

パ
ン
・
リ
ミ
テ
ィ
ッ
ド
事
件
判
決
の
よ
う
な
事
案
に
お

い
て
で
あ
る
こ
と
は
異
論
の
余
地
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
七
月
の
こ
と
と
な
る
が
、
大
学
院
時
代
か

ら
ご
指
導
い
た
だ
い
た
横
井
芳
弘
先
生
の
突
然
の
計
報

に
接
し
た
。
「
労
働
法
は
団
結
と
労
働
契
約
に
収
敵
す

る
問
題
だ
な
」
と
仰
っ
て
い
た
こ
と
が
昨
日
の
こ
と
の

よ
う
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
ご
冥
福

を
お
祈
り
し
た
い
。

（
い
し
ぱ
し
ひ
ろ
し
）

懲
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