
 

原
告
（
Ｘ
）
は
、
大
学
院
博
士
課
程
に
在
籍
す
る
大
学
院
生
で
あ
っ
た
が
、
年
度
末
ま
で
に
博
士
論
文
審
査
を

終
え
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
被
告
（
Ｙ
）
会
社
に
新
卒
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
六
月
に
内
定
通
知
書
の
交

付
を
受
け
る
と
と
も
に
、
入
社
承
諾
書
と
誓
約
書
を
差
し
入
れ
た
。
そ
の
際
、
試
用
期
間
が
三
ヶ
月
で
あ
る
こ
と

と
、
一
０
月
か
ら
二
週
間
に
一
回
、
多
少
の
課
題
が
出
さ
れ
る
二
、
三
時
間
程
度
の
研
修
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
等
の
説
明
を
受
け
、
研
究
に
支
障
は
な
い
と
判
断
し
て
同
意
し
た
。
そ
の
後
、
二
回
の
内
定
者
懇
親

会
と
四
回
の
入
社
前
研
修
に
出
席
し
た
が
、
Ｙ
か
ら
の
課
題
の
た
め
約
一
週
間
毎
日
二
、
三
時
間
ず
つ
を
割
く
こ

と
と
な
り
、
研
究
と
の
両
立
に
困
難
を
き
た
し
指
導
教
授
に
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
よ
り
研
修
参
加
が
免
除
さ
れ

た
旨
が
伝
え
ら
れ
た
た
め
、
Ｙ
に
連
絡
す
る
こ
と
な
く
五
回
目
以
降
の
入
社
前
研
修
に
参
加
し
な
か
っ
た
。
直
前

研
修
前
の
二
月
末
に
Ｘ
が
連
絡
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
よ
り
、
博
士
号
に
係
る
条
件
は
採
用
条
件
か
ら
外
し
た
と
し
て

研
修
参
加
を
求
め
ら
れ
参
加
し
た
が
、
研
修
が
遅
れ
て
い
る
と
し
て
、
試
用
期
間
を
延
長
す
る
か
博
士
号
取
得
後

に
中
途
採
用
試
験
を
受
け
直
す
か
選
択
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。
Ｘ
が
選
択
を
拒
否
し
た
と
こ
ろ
、
Ｙ
か
ら
採
用

辞
退
し
た
と
の
認
識
が
示
さ
れ
た
た
め
、
内
定
を
違
法
に
取
り
消
さ
れ
た
と
し
て
、
債
務
不
履
行
に
基
づ
き
、
逸

失
利
益
、
慰
謝
料
及
び
弁
護
士
費
用
の
賠
償
を
請
求
し
た
。
Ｙ
は
、
本
件
は
内
定
辞
退
で
あ
る
こ
と
、
仮
に
内
定

取
消
で
あ
る
と
し
て
も
、
就
労
始
期
付
で
あ
る
た
め
入
社
前
研
修
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
研
修
を
連

続
し
て
無
断
欠
席
し
、
直
前
研
修
で
の
成
績
も
不
良
で
あ
る
こ
と
等
か
ら
取
消
し
は
合
理
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
。 

争
点
は
、
採
用
内
定
期
間
中
に
お
け
る
研
修
義
務
の
存
否
で
あ
る
。
内
定
期
間
中
の
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、

就
労
始
期
付
説
と
効
力
始
期
付
説
が
主
張
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
は
「
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
あ
り
方
に
関

す
る
研
究
会
報
告
書
」
に
お
い
て
も
明
確
で
は
な
い
。「
労
働
基
準
法
の
各
条
文
の
適
用
に
つ
い
て
は
…
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
と
の
意
見
」
、
「
採
用
内
定
後
の
ど
の
時
点
か
ら
就
業
規
則
が
適
用
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る

と
の
意
見
」
、「
内
定
期
間
中
に
実
習
等
を
さ
せ
る
場
合
に
は
何
ら
か
の
手
当
が
必
要
で
は
な
い
か
と
の
意
見
」
が
、

「
あ
っ
た
」
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
日
本
労
働
弁
護
団
は
効
力
始
期
付
説
を
主
張
し
、
経
営
法
曹
会
議
は
一
律
取

扱
い
の
法
制
化
に
反
対
し
て
い
る
。
本
判
決
は
、
労
働
契
約
に
基
づ
く
業
務
命
令
と
し
て
の
研
修
等
命
令
を
否
定

す
る
と
と
も
に
、
任
意
の
同
意
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
研
修
等
に
つ
い
て
も
、
内
定
者
が
合
理
的
理
由
に
基
づ
き

参
加
取
り
や
め
を
申
し
出
た
場
合
に
使
用
者
は
免
除
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
判
断
し
た
。
労
働
契
約
法
の
立
法
化

に
も
関
連
し
、
内
定
期
間
中
の
権
利
義
務
関
係
の
明
確
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。 
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判
旨 

 
 本

件
内
定
が
始
期
付
解
約
権
留
保
付
労
働
契
約
で
あ
る
こ
と
は
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
。「
効
力
始
期
付
の
内

定
で
は
、
使
用
者
が
、
内
定
者
に
対
し
て
、
本
来
は
入
社
後
に
業
務
と
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
入
社
日
前
の
研
修
等

を
業
務
命
令
と
し
て
命
ず
る
根
拠
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
効
力
始
期
付
の
内
定
に
お
け
る
入
社
日
前
の
研

修
等
は
、
飽
く
ま
で
使
用
者
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
内
定
者
の
任
意
の
同
意
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
る
も
の
と
い

わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
使
用
者
は
、
内
定
者
の
生
活
の
本
拠
が
、
学
生
生
活
等
労
働
関
係
以
外
の
場
所
に
存

し
て
い
る
以
上
、
こ
れ
を
尊
重
し
、
本
来
入
社
以
後
に
行
わ
れ
る
べ
き
研
修
等
に
よ
っ
て
学
業
等
を
阻
害
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
入
社
日
前
の
研
修
等
に
つ
い
て
同
意
し
な
か
っ
た
内
定
者
に
対
し
て
、
内
定
取

消
し
は
も
ち
ろ
ん
、
不
利
益
な
取
扱
い
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
ま
た
、
一
旦
参
加
に
同
意
し
た
内
定
者
が
、

学
業
へ
の
支
障
な
ど
と
い
っ
た
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
き
、
入
社
日
前
の
研
修
等
へ
の
参
加
を
と
り
や
め
る
旨
申

し
出
た
と
き
は
、
こ
れ
を
免
除
す
べ
き
信
義
則
上
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
」
被
告
は

債
務
不
履
行
に
基
づ
き
、
本
件
内
定
取
消
と
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
原
告
の
損
害
を
賠
償
す
べ
き
義
務
を
負
い
、

相
当
因
果
関
係
が
あ
る
逸
失
利
益
は
同
年
四
月
分
の
賃
金
額
と
解
さ
れ
る
。
＜
請
求
一
部
認
容
＞ 

 

研
究 

 

試
用
期
間
延
長
の
適
法
性
、
留
保
解
約
権
の
理
解
、
逸
失
利
益
、
等
の
論
点
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
内
定
中
の

労
働
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
検
討
す
る
。 

 

一 

裁
判
例
の
検
討 

 

本
判
決
は
、
内
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
労
働
契
約
が
効
力
始
期
付
で
あ
る
と
判
断
し
た
判
決
に
お
い
て
、
効
力

始
期
付
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
内
定
者
か
ら
の
請
求
を
認
容
し
た
始
め
て
の
判
決
で
あ
る
。
従
来
の
裁
判
例

は
、
就
労
始
期
付
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
労
働
基
準
法
や
就
業
規
則
、
更
に
は
解
雇
法
理
の
適
用
を
認
め
て
、

内
定
者
の
請
求
を
認
容
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、
効
力
始
期
付
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
適
用
を
否
定

す
る
こ
と
で
請
求
を
否
認
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
た
。 

 

１ 

就
労
始
期
付
判
断
と
し
て
は
、
大
日
本
印
刷
事
件
最
高
裁
判
決(1)

が
、
就
労
の
始
期
を
大
学
卒
業
直
後
と
し

た
解
約
権
留
保
付
労
働
契
約
の
成
立
を
認
め
た
原
審
を
正
当
と
判
示
し
た
。
原
審
判
決(2)

は
、
取
消
自
由
と
理
解

し
て
い
た
の
は
会
社
の
内
心
の
意
思
に
す
ぎ
ず
、
労
働
契
約
は
当
事
者
意
思
の
客
観
的
合
理
的
な
解
釈
と
し
て
認

め
ら
れ
た
と
断
じ
て
い
た
。
そ
の
上
で
、「
解
約
権
留
保
の
趣
旨
、
目
的
に
照
ら
し
て
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理
由

が
存
在
し
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
是
認
で
き
る
場
合
に
の
み
許
さ
れ
る
」
と
し
て
請
求
を
認
容
し
た
。
解
雇
法

理
に
直
接
は
触
れ
て
い
な
い
が
、
判
決
が
引
用
す
る
三
菱
樹
脂
事
件
最
高
裁
判
決(3)

は
、「
留
保
解
約
権
に
基
づ
く

解
雇
」
と
し
て
「
通
常
の
解
雇
」
と
の
異
同
を
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
イ
ン
フ
ォ
ミ
ッ
ク
ス
事

件
判
決(4)

は
、
整
理
解
雇
の
有
効
性
判
断
に
関
す
る
四
要
素
を
総
合
考
慮
の
上
判
断
し
、
内
定
取
消
し
を
無
効
と

判
断
し
た
。
以
前
の
事
例
と
し
て
は
、
日
立
製
作
所
事
件
判
決(5)

が
、
在
日
朝
鮮
人
を
理
由
と
し
た
取
消
が
労
基

法
三
条
に
も
抵
触
す
る
と
し
て
従
業
員
の
地
位
を
認
め
、
電
電
公
社
事
件
の
仮
処
分
申
請
地
裁
判
決(6)

は
、
就
業

規
則
所
定
の
解
約
事
由
に
該
当
し
な
い
と
判
断
し
て
い
た
。
森
尾
電
機
事
件
判
決(7)

は
、
解
除
条
件
付
と
の
判
断

で
あ
っ
た
が
、
取
消
し
を
解
雇
権
濫
用
で
あ
り
無
効
と
判
断
し
て
い
た
。 
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４ 

第
一
に
、
効
力
始
期
付
の
判
断
基
準
が
明
確
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
電
電
公
社
事
件
最
高
裁
判
決
は
、
担

当
調
査
官
に
よ
っ
て
採
用
通
知
の
文
言
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が(16)

、
大
日
本
印
刷
事
件
と

の
事
実
関
係
の
相
違
点
が
理
解
で
き
な
い(17)

上
に
、
一
方
当
事
者
の
発
し
た
採
用
内
定
通
知
の
文
言
を
根
拠
と
し

て
契
約
解
釈
を
行
う
こ
と
も
問
題
で
あ
る(18)

。
東
京
都
建
設
局
事
件
最
高
裁
判
決
に
つ
い
て
も
、
事
実
関
係
の
相

違
と
し
て
内
規
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
採
用
者
側
の
内
部
的
・
主
観
的
事
情
」
に
す
ぎ
な
い(19)

。
内
々
定

に
つ
い
て
の
裁
判
例
に
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
。
第
二
に
、
留
保
解
約
権
行
使
の
判
断
基
準
が
明
確
で
は
な
い
。

就
労
始
期
付
の
裁
判
例
は
、
労
働
基
準
法
規
定
あ
る
い
は
解
雇
法
理
と
の
関
係
で
判
断
さ
れ
、「
解
約
権
の
正
当
な

行
使
に
安
定
的
な
基
準
を
見
い
だ
す
と
い
う
目
的
論
的
見
地
」(20)

と
も
評
さ
れ
る
。
他
方
で
、
効
力
始
期
付
の
場

合
に
は
、
「
そ
の
始
期
到
来
前
の
解
約
は
解
雇
法
と
は
完
全
に
切
り
離
し
た
と
こ
ろ
で
構
成
す
る
の
が
筋
」(21)

と

な
る
が
、
そ
の
場
合
の
判
断
基
準
が
明
確
で
な
い
。
第
三
に
、
始
期
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
解
約
権

行
使
の
根
拠
を
念
頭
に
お
い
た
お
り
、
研
修
等
の
法
的
根
拠
に
つ
い
て
語
る
と
こ
ろ
が
な
い
。 

 
２ 
効
力
始
期
付
判
断
と
し
て
は
、
電
電
公
社
事
件
最
高
裁
判
決(8)

が
、「
採
用
内
定
通
知
に
は
、
採
用
の
日
、
配

属
先
、
採
用
職
種
及
び
身
分
を
具
体
的
に
明
示
し
て
」
い
る
こ
と
か
ら
、
効
力
始
期
付
労
働
契
約
の
成
立
と
解
し

て
い
る
。
効
力
始
期
付
の
た
め
公
社
法
も
就
業
規
則
も
適
用
さ
れ
な
い
と
し
て
解
約
権
行
使
を
是
認
し
た
。
そ
の

後
、
パ
ソ
ナ
事
件
判
決(9)

は
、
原
告
か
ら
の
整
理
解
雇
の
四
要
件
適
用
の
主
張
を
退
け
て
、
業
務
委
託
契
約
の
不

成
立
に
よ
る
就
労
不
能
を
理
由
と
し
て
解
約
権
行
使
を
是
認
し
た
。
以
前
の
事
例
と
し
て
は
、
東
京
都
建
設
局
事

件
の
地
裁
判
決(10)

が
、
地
方
公
務
員
法
の
適
用
は
な
い
と
し
て
内
定
取
消
し
を
適
法
と
し
、
桑
畑
電
機
事
件
決
定

(11)

も
内
定
取
消
し
を
認
め
て
い
た
。 

１ 

事
案
に
よ
り
就
労
始
期
も
し
く
は
効
力
始
期
と
構
成
す
べ
し
と
の
見
解
も
あ
る
。「
多
様
化
す
る
実
態
（
当
事

者
意
思
）
を
多
様
に
把
握
（
法
律
構
成
）
し
て
い
く
こ
と
」
に
よ
り
契
約
の
性
質
決
定
を
行
い
、
具
体
的
問
題
は

「
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
に
即
し
て
個
別
具
体
的
に
解
決
を
図
る
べ
き
」
と
の
主
張
で
あ
る(22)

。
レ
ポ
ー
ト
提
出
や
研

修
参
加
が
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
契
約
の
効
力
が
発
生
し
て
い
る
と
解
し
、
特
別
の
義
務
を
課
さ
れ
な

い
場
合
に
は
、
入
社
日
を
効
力
発
生
の
始
期
と
す
る
と
理
解
さ
れ
る(23)

、
あ
る
い
は
、
研
修
義
務
を
課
す
こ
と
は

禁
止
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
義
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
契
約
の
効
力
が
発
生
し
て
い
る(24)

と
言

裁
判
例
に
対
し
て
学
説
は
、
内
定
期
間
中
の
使
用
者
か
ら
の
各
種
指
示
の
法
的
根
拠
を
念
頭
に
議
論
さ
れ
て
い

る
。
内
定
の
実
態
が
多
様
で
あ
り
実
態
に
即
し
た
法
的
構
成
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
両
当
事
者
の
合
意
解
釈
に
よ

る
こ
と
、
を
共
通
の
前
提
と
し
た
上
で
、
効
力
始
期
付
説
と
就
労
始
期
付
説
が
主
張
さ
れ
る
。 

 ３ 

労
働
契
約
成
立
を
否
定
し
た
東
京
都
建
設
局
事
件
の
最
高
裁
判
決(12)

と
高
裁
判
決(13)

は
、
職
員
採
用
が
内
規

に
よ
り
辞
令
交
付
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内
定
通
知
を
準
備
行
為
と
し
て
な
さ
れ
る
事
実
上
の
行
為

に
す
ぎ
な
い
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
採
用
内
々
定
に
つ
き
、
新
日
鐵
事
件
判
決(14)

は
、
内
定
式
に
よ
る
採
用
内
定
が

明
確
に
さ
れ
て
い
る
た
め
採
用
内
定
合
意
の
成
立
は
内
定
式
終
了
後
で
あ
る
と
し
、
国
民
生
活
金
融
公
庫
事
件
判

決(15)

も
、
採
用
内
定
は
一
０
月
一
日
以
降
と
す
る
自
主
的
規
律
が
あ
り
、
書
面
の
交
付
が
同
日
予
定
さ
れ
て
い
る

た
め
、
そ
れ
以
前
の
告
知
は
採
用
内
定
の
告
知
で
は
な
い
と
判
断
し
た
。 

二 

学
説
の
検
討 
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２ 
効
力
始
期
付
説
は
、
①
労
働
契
約
成
立
の
根
拠
を
、
両
当
事
者
の
意
識
の
通
常
の
あ
り
方
に
求
め
、「
使
用
者

の
恣
意
的
な
内
定
取
消
か
ら
保
護
し
て
労
働
契
約
上
の
権
利
を
与
え
る
た
め
の
法
技
術
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
」

(26)

と
論
じ
る
。
②
就
労
始
期
付
説
へ
の
批
判
と
し
て
は
、
使
用
従
属
関
係
が
現
実
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
挙
げ

る
も
の
も
あ
る
が(27)
、
多
く
は
、
新
卒
内
定
者
の
本
来
の
地
位
が
学
生
で
あ
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る(28)

。
研
修
等

を
義
務
と
捉
え
る
こ
と
は
内
定
者
の
義
務
を
不
当
に
拡
大
し
、
内
定
取
消
し
を
正
当
な
ら
し
め
る
理
由
に
な
り
か

ね
な
い
と
批
判
し
て
い
る(29)
。
③
内
定
期
間
中
に
は
「
一
切
の
法
的
関
係
は
発
生
し
な
い
」
と
解
す
る
の
が
大
半

で
あ
る
が
、「
入
社
意
思
の
確
認
の
意
味
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
連
絡
や
必
要
書
類
の
提
出
等
の
手
続
き
に
は
応
ず
べ

き
義
務
が
付
着
し
て
い
る
」
と
の
見
解(30)

、
内
定
関
係
に
お
け
る
信
義
則
に
基
づ
き
、
レ
ポ
ー
ト
提
出
や
研
修
参

加
な
ど
の
拘
束
関
係
を
肯
定
す
る
見
解(31)
も
あ
る
。
④
研
修
等
は
別
途
の
合
意
に
よ
り
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

労
働
者
に
過
度
の
負
担
と
な
ら
な
い(32)

、
と
の
制
限
を
加
え
る
必
要
性
も
主
張
さ
れ
て
い
る
。 

わ
れ
る
。
こ
の
立
場
は
「
結
局
は
当
事
者
、
と
り
わ
け
使
用
者
の
意
向
如
何
と
い
う
こ
と
に
な
」
る(25)

。 
４ 

あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
内
定
者
に
対
し
て
特
に
何
も
し
な
か
っ
た
企
業
は
八
％
に
す
ぎ
ず
、
内
定
者
交
流
会

等
、
定
期
的
連
絡
、
技
術
や
知
識
の
講
習
等
、
を
実
施
す
る
も
の
が
約
半
数
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
お
り(44)

、
何

ら
か
の
指
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。
事
案
に
よ
っ
て
判
断
す
る
見
解
は
、
権
利
義
務
の
存
在
と
そ
の
行
使
・
履
行
と

が
別
問
題
で
あ
る
こ
と(45)

、
当
事
者
の
主
観
的
意
思
の
探
求
は
、
内
定
制
度
が
主
と
し
て
会
社
側
の
要
請
に
よ
り

作
り
出
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
用
者
の
意
向
に
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
の
問
題
が
あ
る
。

効
力
始
期
付
説
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約
締
結
の
意
義
を
内
定
取
消
か
ら
の
保
護
の
た
め
の
法
技
術
と
の
み
見
る

べ
き
で
は
な
い
し
、
内
定
者
へ
の
拘
束
の
側
面
の
み
で
は
な
く
権
利
保
障
の
側
面
も
評
価
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
内
定
期
間
中
の
研
修
義
務
に
つ
い
て
は
肯
定
説
と
否
定
説
が
あ
る
。
内
定
者
の
就
労
義
務
が
存
在
し
な
い
こ

と
、
研
修
は
、
学
生
生
活
に
支
障
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
公
序
や
強
行
法
規
に
違
反
す
る
も
の
で
な
く
、
報
酬
支

払
い
が
必
要
と
な
る
こ
と
、
で
は
共
通
し
て
い
る
。
肯
定
説
は
、
入
社
前
教
育
の
目
的
が
必
ず
し
も
不
法
不
当
と

も
言
え
な
い
こ
と
か
ら
、
入
社
前
教
育
と
し
て
妥
当
で
あ
る
か
ぎ
り
、
業
務
命
令
に
準
ず
る
法
的
拘
束
力
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
と
す
る(37)

。
研
修
に
応
じ
る
こ
と
が
、
内
定
者
に
と
っ
て
も
当
該
企
業
に
即
応
す
る
労
働
力
の
価

値
増
殖
を
可
能
に
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ(38)

、
会
社
に
も
、
所
定
の
時
期
に
就
労
さ
せ
る
べ
き
準
備
す
る
義
務

が
発
生
す
る(39)

。
否
定
説
は
、
採
用
内
定
制
度
が
主
に
企
業
側
の
要
請
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

入
社
前
教
育
等
に
関
し
労
働
契
約
上
の
拘
束
関
係
を
一
般
的
に
肯
定
す
る
見
解
は
疑
問(40)

と
の
考
え
を
も
と
に
、

研
修
義
務
は
労
務
提
供
義
務
の
内
容
を
な
し
て
い
る
が
、
入
社
前
に
は
就
労
義
務
が
な
い
の
で
業
務
命
令
と
し
て

研
修
を
強
制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い(41)

と
論
じ
る
。
た
だ
し
、
レ
ポ
ー
ト
提
出
な
ど
は
、
従
業
員
た
る
地
位
取
得

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
内
定
者
の
義
務
で
あ
る
と
し
て
、
研
修
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
多
い(42)

。
入
社
前
教
育
は

内
定
者
と
の
合
意
に
よ
る
こ
と
に
な
る
が
、「
必
要
最
小
限
度
の
も
の
に
と
ど
め
る
べ
き
」(43)

と
も
主
張
さ
れ
る
。 

３ 

就
労
始
期
付
説
は
、
①
労
働
契
約
成
立
の
根
拠
を
、
当
事
者
の
主
観
的
意
思
に
求
め
る
も
の
も
あ
る
が
、
内

定
の
実
態
や
法
政
策
的
観
点
を
強
調
す
る
見
解
が
有
力
で
あ
る
。
内
定
と
い
う
合
意
を
契
機
と
し
て
従
属
的
労
働

関
係
が
生
じ
た
と
い
う
実
態
か
ら
判
断
す
べ
き(33)

、
応
募
者
の
保
護
と
い
う
政
策
的
観
点
を
重
視
し
て
契
約
当
事

者
の
意
思
を
客
観
的
・
合
理
的
に
解
釈
す
べ
き(34)

等
と
論
じ
ら
れ
る
。
②
効
力
始
期
付
説
へ
の
批
判
と
し
て
は
、

諾
成
契
約
で
あ
る
か
ら
効
力
発
生
の
た
め
に
就
労
が
必
要
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
、
内
定
中
の
入
社
前
教
育

等
に
つ
い
て
の
使
用
者
か
ら
の
指
示
を
い
か
に
解
す
る
の
か
に
困
難
を
来
す
こ
と(35)

、
就
労
を
前
提
と
し
な
い
労

基
法
規
定
や
解
雇
法
理
の
適
用
を
認
め
て
よ
い
こ
と(36)

が
挙
げ
ら
れ
る
。 
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本
判
決
が
研
修
義
務
を
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
評
価
で
き
る
。
学
説
の
ど
の
立
場
に
立
っ
た
と
し
て
も
こ
の
結

論
は
肯
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う(46)

。
し
か
し
一
方
で
、
博
士
号
取
得
が
採
用
の
条
件
と
さ
れ
て
い
た
事
例
で
あ
り
、

博
士
論
文
執
筆
中
の
大
学
院
生
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
学
部
の
通
常
学
生
の
場
合
へ
の
危
惧
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
本
判
決
の
問
題
点
が
現
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
研
修
等
を
内
定
者
の
「
自
由
な
同
意
に
よ
る
」
と
し
か
構
成
で
き
て
い
な
い
問
題
が
あ
り
、
就
労
始
期
付

説
が
と
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
研
修
義
務
肯
定
説
に
対
し
、
内
定
者
の
義
務
が
拡
大
す
る
こ
と
、
そ
れ
へ
の
制
約

と
し
て
「
学
習
へ
の
支
障
を
来
さ
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
る
の
み
で
は
内
定
者
の
私
生
活
へ
の
過
大
な
干
渉
と
な
る
、

と
の
危
惧
は
正
当
で
あ
る
が
、
他
方
で
義
務
否
定
説
に
つ
い
て
も
、
内
定
者
交
流
会
出
席
と
研
修
と
を
区
別
す
る

基
準
が
不
明
確
で
あ
り
、
研
修
義
務
を
内
定
者
の
合
意
に
か
か
ら
し
め
て
い
る
こ
と
の
問
題
が
指
摘
で
き
る
。
内

定
の
状
態
と
は
、
労
働
契
約
成
立
し
た
後
、
現
実
に
就
労
す
る
ま
で
の
準
備
期
間
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
、
内
定

期
間
中
の
労
使
の
義
務
は
就
労
準
備
に
関
す
る
義
務
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。
内
定
期
間
中
の
使
用
者
か
ら
の
指

示
も
、
こ
の
性
質
に
即
し
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
内
定
者
の
義
務
と
解
さ
れ
る
。 

問
題
の
第
一
は
、
本
件
内
定
を
効
力
始
期
付
と
判
断
し
た
理
由
が
不
明
な
点
で
あ
る
。
第
二
は
、
研
修
合
意
を

正
当
と
す
る
要
件
が
不
明
な
点
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
研
修
合
意
の
成
立
と
違
反
に
対
す
る
内
定
取
消
の
可
能
性

を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
合
意
の
虚
偽
性
に
つ
い
て
は
重
ね
て
指
摘
さ
れ
て
き
て
お
り
合
意
が
正
当
で
あ
る
こ

と
の
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
し
、
労
働
契
約
と
は
別
個
の
研
修
合
意
に
よ
っ
て
な
ぜ
労
働
契
約
の
解
約
が
正
当
化

さ
れ
る
の
か
の
検
討
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
三
は
、
免
除
義
務
と
構
成
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
端
的
に
指
揮
命
令

権
が
な
い
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
が
、
免
除
義
務
と
構
成
し
た
た
め
そ
の
要
件
充
足
性
の
問
題
が
生
じ
る
。 

三 

本
判
決
の
意
義
と
問
題
点 
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(5) 

横
浜
地
判 
昭
和
四
九
年
六
月
一
九
日
・
労
民
集
二
五
巻
三
号
二
七
七
頁
。
労
働
契
約
の
効
力
に
つ
い
て
ふ
れ

て
い
な
い
が
、
労
基
法
三
条
に
抵
触
す
る
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
就
労
始
期
付
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
下

井
隆
史
「
在
日
朝
鮮
人
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
採
用
取
消
の
効
力
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
六
八
号
（
一
九
七
四
年
）

一
二
三
頁
以
下
）
。 

                             
 

 
(1) 

最
二
小
判 

昭
和
五
四
年
七
月
二
０
日
・
民
集
三
三
巻
五
号
五
八
二
頁 

(2) 
大
阪
高
判 

昭
和
五
一
年
一
０
月
四
日
・
民
集
三
三
巻
五
号
六
一
九
頁 

(3) 

最
大
判 

昭
和
四
八
年
一
二
月
一
二
日
・
民
集
二
七
巻
一
一
号
一
五
三
六
頁 

(4) 

大
阪
地
判 

平
成
一
０
年
一
月
二
三
日
・
判
時
一
六
二
九
号
一
四
五
頁 

(6) 

大
阪
地
判 

昭
和
四
六
年
八
月
一
六
日
・
労
民
集
二
四
巻
四
・
五
号
五
０
六
頁 

(7) 

東
京
地
判 

昭
和
四
五
年
一
一
月
三
０
日
・
労
民
集
二
一
巻
六
号
一
五
五
０
頁
、
東
京
高
判 

昭
和
四
七
年
三

月
三
一
日
・
労
民
集
二
三
巻
二
号
一
四
九
頁 

(8) 

最
二
小
判 

昭
和
五
五
年
五
月
三
０
日
・
民
集
三
四
巻
三
号
四
六
四
頁
。
地
裁
判
決
（
大
阪
地
判 

昭
和
五
二

年
四
月
二
一
日
・
民
集
三
四
巻
三
号
四
八
八
頁
）
、
仮
処
分
申
請
事
件
の
高
裁
判
決
（
大
阪
高
判 

昭
和
四
八
年
一

０
月
二
九
日
・
労
民
集
二
四
巻
四
・
五
号
四
七
三
頁
）
で
は
「
公
社
の
公
共
的
性
格
」
も
理
由
と
し
て
い
る
。
電

電
公
社
に
お
け
る
類
似
し
た
別
事
件
（
大
阪
地
決 

昭
和
四
九
年
一
一
月
一
日
・
判
時
七
六
０
号
一
０
０
頁
）
は

同
様
の
理
由
付
け
の
上
、
非
違
行
為
が
軽
微
で
あ
る
こ
と
か
ら
解
約
権
行
使
を
無
効
と
判
断
し
て
い
る
。 

(9) 

大
阪
地
判 

平
成
一
六
年
六
月
九
日
・
労
働
判
例
八
七
八
号
二
０
頁 

(10) 

東
京
地
判 

昭
和
四
九
年
一
０
月
三
０
日
・
民
集
三
六
巻
五
号
七
八
九
頁 

(11) 

大
阪
地
決 

昭
和
五
一
年
七
月
一
０
日
・
労
民
集
二
七
巻
三
・
四
号
三
一
三
頁 

(12) 

最
一
小
判 

昭
和
五
七
年
五
月
二
七
日
・
民
集
三
六
巻
五
号
七
七
七
頁 

(13) 

東
京
高
判 

昭
和
五
一
年
九
月
三
０
日
・
民
集
三
六
巻
五
号
八
一
九
号 

(14) 

東
京
高
判 

平
成
一
六
年
一
月
二
二
日
・
労
働
経
済
判
例
速
報
一
八
七
六
号
二
四
頁
、
東
京
地
判 

平
成
一
五

年
五
月
一
六
日
・
労
働
経
済
判
例
速
報
一
八
七
六
号
三
一
頁 

(15) 

東
京
地
判 

平
成
一
五
年
六
月
二
０
日
・
労
判
八
五
四
号
五
頁 

(16) 

時
岡
泰
「
最
高
裁
判
所
判
例
解
説
」
法
曹
時
報
三
四
巻
二
号
（
一
九
八
二
年
）
二
０
三
頁
以
下 

(17) 

渡
辺
章
「
無
届
け
デ
モ
の
指
導
行
為
に
つ
き
公
安
条
例
違
反
等
の
廉
で
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
起
訴
猶
予
処
分
を
う

け
た
者
に
対
す
る
電
電
公
社
の
採
用
取
消
が
有
効
と
さ
れ
た
例
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
三
九
号
（
一
九
八
一
年
）
一
一

七
頁
以
下 

(18) 

萬
井
隆
令
「
採
用
内
定
取
消
と
留
保
解
約
権
の
行
使
を
認
め
た
事
例
」
民
商
法
雑
誌
八
三
巻
六
号
（
一
九
八
一

年
）
九
六
四
頁
以
下 

(19) 

奥
山
明
良
「
職
員
研
修
反
対
集
会
へ
の
参
加
、
逮
捕
を
理
由
の
地
方
公
務
員
採
用
内
定
者
に
対
す
る
内
定
取
消

と
認
容
行
為
の
成
否
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
八
七
号
（
一
九
八
三
年
）
一
０
一
頁
以
下 

(20) 

渡
辺
章
「
職
員
研
修
反
対
集
会
に
参
加
し
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
地
方
公
務
員
の
採
用
内
定
取
消
」

ジ
ュ
リ
ス
ト
六
一
一
号
（
一
九
七
六
年
）
一
四
五
頁
以
下 

(21) 

浜
田
冨
士
郎
「
採
用
内
定
の
取
消
し
」
法
学
教
室
一
五
二
号
（
一
九
九
三
年
）
六
頁
以
下 

(22) 

水
町
勇
一
郎
「
労
働
契
約
の
成
立
過
程
と
法
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
講
座
２
１
世
紀
の
労
働
法 

第
四
巻
』

（
有
斐
閣
、
二
０
０
０
年
）
四
一
頁
以
下 

(23) 

浅
倉
む
つ
子
・
島
田
陽
一
・
盛
誠
吾
『
労
働
法 

第
二
版
』
（
有
斐
閣
・
二
０
０
二
年
）
九
五
頁
［
島
田
陽
一

執
筆
部
分
］  

(24) 

山
川
隆
一
『
雇
用
関
係
法 

第
三
版
』（
新
世
社
、
二
０
０
三
年
）
六
九
頁 

(25) 

道
幸
哲
也
「
採
用
内
定
２
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
六
九
号
（
二
０
０
二
年
）
三
八
頁 

(26) 

岩
村
正
彦
「
求
人
票
記
載
の
賃
金
見
込
額
の
意
味
と
賃
金
額
の
確
定
」
労
働
判
例
四
三
一
号
（
一
九
八
四
年
）

一
六
頁 

(27) 

外
尾
健
一
『
労
働
権
保
障
の
法
理
』
（
信
山
社
、
一
九
九
九
年
）
一
七
八
頁 

(28) 

土
田
道
夫
『
労
働
法
概
説
Ⅰ
』
（
弘
文
堂
、
二
０
０
四
年
）
三
二
頁
、
等 

(29) 

毛
塚
勝
利
「
採
用
内
定
・
試
用
期
間
」
日
本
労
働
法
学
会
編
『
現
代
労
働
法
講
座
一
０
』（
総
合
労
働
研
究
所
、

一
九
八
二
年
）
八
四
頁
以
下 
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(46) 

判
例
評
釈
に
は
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
小
畑
史
子
「
入
社
前
研
修
不
参
加
等
を
理
由
と
す
る
採
用
内
定
の
取
消
」

労
働
基
準
六
七
六
号
（
二
０
０
五
年
）
三
０
頁
以
下
、
佐
竹
真
之
「
入
社
前
研
修
不
参
加
を
理
由
と
す
る
内
定
取

り
消
し
は
違
法
」
労
働
法
学
研
究
会
報
二
三
七
０
号
（
二
０
０
五
年
）
四
頁
以
下
、
島
田
陽
一
「
採
用
内
定
者
に

研
修
参
加
を
義
務
付
け
ら
れ
る
の
か
」
月
刊
人
事
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
（
二
０
０
五
年
）
一
一
八
頁
以
下
、
丸
山
亜
子

「
入
社
前
研
修
へ
の
不
参
加
等
を
理
由
と
し
た
採
用
内
定
取
消
し
」
労
旬
一
六
二
０
号
（
二
０
０
六
年
）
五
０
頁

以
下
、
山
田
省
三
「
入
社
前
研
修
不
参
加
を
理
由
と
す
る
採
用
内
定
取
消
の
効
力
」
労
働
法
学
研
究
会
報
二
三
六

五
号
（
二
０
０
五
年
）
二
二
頁
、
廣
石
忠
司
「
宣
伝
会
議
事
件
」
賃
金
実
務
九
八
０
号
（
二
０
０
五
年
）
四
八
頁

以
下
、
山
崎
文
夫
「
判
例
解
説 

入
社
前
研
修
へ
の
不
参
加
を
理
由
と
す
る
採
用
内
定
取
り
消
し
が
違
法
と
さ
れ
た

例
」
企
業
と
人
材
八
六
二
号
（
二
０
０
五
年
）
三
六
頁
以
下 

                              
 

(30) 
外
尾
健
一
・
前
掲
書
二
０
八
頁 

(31) 
唐
津
博
「
採
用
内
定
」
『
労
働
判
例
百
選
［
第
六
版
］
』
（
有
斐
閣
、
一
九
九
五
年
）
二
三
頁 

(32) 
野
本
夏
生
「
採
用
内
定
、
試
用
期
間
、
労
働
条
件
の
明
示
」
季
刊
労
働
者
の
権
利
二
六
三
号
（
二
０
０
六
年
）

三
一
頁 

(33) 

萬
井
隆
令
『
労
働
契
約
締
結
の
法
理
』（
有
斐
閣
、
一
九
九
七
年
）
一
七
九
頁 

(34) 

西
谷
敏
「
卒
業
予
定
者
の
採
用
内
定
の
取
消
と
留
保
解
約
権
の
濫
用
」
民
商
法
雑
誌
八
二
巻
四
号
（
一
九
八
０

年
）
八
六
頁
以
下 

(35) 

萬
井
・
前
掲
書
一
八
一
頁 

(36) 

中
窪
裕
也
・
野
田
進
・
和
田
肇
『
労
働
法
の
世
界
（
第
六
版
）
』（
有
斐
閣
、
二
０
０
五
年
）
五
二
頁 

(37) 

萬
井
・
前
掲
書
一
九
三
頁 

(38) 

菊
谷
達
彌
「
内
定
取
消
・
自
宅
待
機
と
内
定
者
の
期
待
的
地
位
」
季
刊
労
働
法
九
六
号
（
一
九
七
五
年
）
一
八

頁
以
下 

(39) 

萬
井
隆
令
「
採
用
内
定
と
試
用
」
沼
田
稲
次
郎
・
本
多
淳
亮
・
片
岡
曻
編
『
シ
ン
ボ
ジ
ュ
ー
ム
労
働
保
護
法
』

（
青
林
書
院
、
一
九
八
四
年
）
五
二
頁
以
下 

(40) 

高
木
紘
一
「
採
用
内
定
」『
労
働
判
例
百
選
［
第
五
版
］
』
（
一
九
八
九
年
）
二
一
頁 

(41) 

林
和
彦
「
新
入
社
員
教
育
研
修
の
法
的
根
拠
と
賃
金
・
手
当
・
労
働
時
間
」
労
働
法
学
研
究
会
報
二
０
九
五
号

（
一
九
九
七
年
）
一
頁
以
下 

(42) 

『
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
弟
四
版 

労
働
基
準
法
』
（
日
本
評
論
社
、
一
九
九
九
年
）
五
八
頁
以
下
［
遠
藤

昇
三
執
筆
部
分
］ 

(43) 

和
田
肇
「
大
学
生
の
就
職
戦
線
の
変
化
」
法
学
教
室
二
三
０
号
（
一
九
九
九
年
）
一
０
二
頁
以
下 

(44) 

『
大
学
生
の
就
職
・
募
集
採
用
活
動
実
態
調
査
結
果
Ⅰ
』
（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
、
二
０
０
六
年
）
一

一
頁 

(45) 

菊
谷
・
前
掲
論
文 
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