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二
　
不
法
就
労
者
の
法
的
地
位

　
一
方
、
不
法
就
労
者
の
法
的
地
位
を
み
る
と
、
合
衆
国
で
は
、
移
民

法
の
も
と
で
不
法
就
労
者
は
退
去
強
制
の
対
象
と
な
る
が
、
雇
用
す
る

こ
と
自
体
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
前
述
の
と
お
り
、

一
九
八
六
年
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
は
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら

雇
用
し
た
雇
用
主
等
を
罰
す
る
規
定
を
創
設
し
た
。
こ
の
よ
う
に
不
法

就
労
者
の
雇
用
を
禁
止
す
る
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
施
行
後
は
、
労
働
法
上
の
保

護
を
不
法
就
労
者
に
与
え
う
る
か
否
か
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
。
具

体
的
に
は
、
①
不
法
就
労
者
に
も
労
働
法
規
が
適
用
さ
れ
る
か
、
さ
ら

に
②
適
用
さ
れ
る
と
す
る
と
、
労
働
法
規
の
も
と
で
の
保
護
の
内
容
は

い
か
な
る
も
の
に
な
る
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
上
記
①
に
つ
い
て
の
裁
判
例
は
、
州
の
労
災
補
償
法
な
ど
に
つ
き 

（
　
）
９０続

Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
目
的
に
照
ら
し
て
不
法
就
労
者
に
保
護
を
与
え
な
い
と
す

る
も
の
も
あ
る 

、
多
く
の
裁
判
例
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
と
各
労
働
法
規
の
適

用
は
矛
盾
し
な
い
と
し
て
適
用
を
認
め
る
傾
向
に
あ 

。

　
次
に
、
上
記
②
に
つ
い
て
は
、
不
法
就
労
者
に
つ
い
て
の
全
国
労
働
関

係
法
（N

ational
Labor

Relations
A
ct:
N
LRA

                          
     
   
）
上
の
バ
ッ
ク
ペ
イ

の
救
済
等
の
可
否
が
問
題
と
な
っ
た
事
案
で
、
最
近
に
至
り
重
要
な
合
衆

国
最
高
裁
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
（H

offm
an
Plasti

     
         c  

Com
pounds,

    
        

I  n  c.
v.

       

）（
以
下
、「H

offm
a

 
    
 n  
判
決
」）。
そ
こ
で
同
判
決
を
簡

単
に
紹
介
す
る
。

　
本
件
で
は
、
全
国
労
働
関
係
局
（N

ational
Labor

Relations

 
                        

Board:
N
LRB

        
   
）
が
、
雇
用
主
が
組
合
支
持
の
被
用
者
四
名
を
レ
イ
オ

フ
し
た
こ
と
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
八
条
（  ａ
） （
３
）
に
反
す
る
不
当
労
働
行
為

に
あ
た
る
と
し
て
、
将
来
の
違
反
行
為
の
中
止
・
禁
止
命
令
、
ポ
ス

ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
の
ほ
か
、
復
職
お
よ
び
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
支
払
い
を
命

（
　
）
９１が

（
　
）
９２る

（
　
）
９３

N
LR

 
  B  
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七
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令
し 

。
そ
の
後
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
命
令
遵
守
手
続
の
過
程
で
、
被
用
者

の
一
人
（Castro
      
）
が
、
メ
キ
シ
コ
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
テ
キ
サ
ス

州
出
身
の
他
人
の
出
生
証
明
を
提
示
す
る
な
ど
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
自
ら
証
言
し
た
こ
と
か
ら
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
。

　
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
は
、
雇
用
主
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら

Castro

      
を
採
用
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
う
え
で
、
同
人
に
は

復
職
の
救
済
を
与
え
ず
、
バ
ッ
ク
ペ
イ
に
つ
い
て
雇
用
主
が
同
人
を
不
法

就
労
者
で
あ
る
と
知
っ
た
日
ま
で
の
支
払
い
を
命
令
し 

。
こ
れ
に
対

し
、
雇
用
主
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
施
行
後
は
不
法
就
労
者
の
雇
用
は
禁
止
さ
れ

て
い
る
た
め
本
件
命
令
は
違
法
で
あ
る
と
し
て
、
司
法
審
査
を
求
め
た
。

そ
こ
で
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
巡
回
区
控
訴
裁
判
所
は
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
命

令
を
支
持
し
た
が
、
雇
用
主
が
上
告
し
、
合
衆
国
最
高
裁
は
、
原
判
決

を
破
棄
し
た
。Rehnquist

 
        
首
席
裁
判
官
の
法
廷
意
見
（
五
対
四
の
多

数
意
見
）
は
述
べ
て
い
る
。

　
本
件
の
よ
う
な
不
法
就
労
者
の
救
済
に
つ
い
て
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ

と
移
民
政
策
と
の
衝
突
が
生
じ
る
が
、「
被
用
者
が
合
法
的
に

合
衆
国
に
滞
在
せ
ず
、
雇
用
さ
れ
る
資
格
が
な
か
っ
た
期
間
は

就
労
可
能
性
が
な
い
」
と
し
て
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
救
済
を
否
定
し

たSure-Tan

 
       
事
件
の
最
高
裁
判 

は
、
不
法
就
労
者
に
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ 

を
適
用
し
う
る
と
し
て
も
、
救
済
方
法
に
関
す
る
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の

（
　
）
９４た

（
　
）
９５た

（
　
）
９６決

権
限
は
連
邦
の
移
民
政
策
か
ら
の
制
約
を
受
け
る
と
判
断
し
た

も
の
で
あ
る
。
同
判
決
で
示
さ
れ
た
「
就
労
可
能
性
」
が
な
い

場
合
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
文
脈
か
ら
み
て
、
合
衆
国
か
ら
出

国
し
た
外
国
人
に
限
る
と
の
見
解
（
本
件
の
原
審
）
と
、
文
字

ど
お
り
「
合
法
的
に
合
衆
国
に
滞
在
し
て
お
ら
ず
、
雇
用
さ
れ

る
資
格
が
な
い
」
外
国
人
一
般
を
い
う
と
す
る
見 

と
の
対
立

が
あ
る
が
、
本
件
問
題
は
よ
り
広
い
法
的
背
景
か
ら
検
討
す
る

べ
き
で
あ
り
、
こ
の
争
点
を
解
決
す
る
必
要
は
な
い
。

　
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
に
よ
る
救
済
方
法
の
選
択
が
そ
の
権
限
外
の
連
邦

法
を
侵
害
す
る
場
合
に
は
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
救
済
は
後
退
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。Sure-Tan

 
       
事
件
判
決
の
二
年
後
に
制
定
さ
れ
た

Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
は
、「
就
労
資
格
確
認
制
度
」
を
創
設
し
て
、
外
国

人
が
合
衆
国
で
就
職
す
る
た
め
に
、
虚
偽
書
類
等
を
使
用
す
る

こ
と
を
禁
じ
た
。
本
件
で
は
、
詐
欺
に
よ
り
得
ら
れ
た
職
に
つ

き
、
何
年
も
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
労
働
に
対
し
て
、
合
法
的
に

獲
得
し
え
な
い
賃
金
の
遡
及
払
い
をCastro

 
     
に
認
め
る
こ
と

は
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
が
執
行
の
権
限
を
持
た
な
い
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
政
策

に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
救
済
に
お
け
る
裁
量
権
の
限
界

を
超
え
て
い
る
。
ま
た
、
本
件
命
令
で
は
、Castro

 
     
が
違
法
に

滞
在
し
続
け
た
場
合
に
の
み
バ
ッ
ク
ペ
イ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
バ
ッ
ク
ペ
イ
を
与
え
る
こ
と

は
、
移
民
法
を
矮
小
化
す
る
だ
け
で
な
く
、
将
来
の
違
反
を
促

（
　
）
９７解 五

八

筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）



進
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
そ
し
て
、
バ
ッ
ク
ペ
イ
を
否
定
し
て
も
、
本
件
雇
用
主
に

は
、
中
止
・
禁
止
命
令
、
お
よ
び
ポ
ス
ト
・
ノ
ー
テ
ィ
ス
命
令

が
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
裁
判
所
侮
辱

罪
を
問
わ
れ
る
の
で
、
雇
用
主
が
罰
を
免
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
現
行
の
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
救
済
能
力
に
不
足
が
あ
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
議
会
が
扱
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
本
判
決
は
、
レ
イ
オ
フ
さ
れ
た
不
法
就
労
者
に
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
救
済

を
与
え
る
こ
と
は
移
民
政
策
（
具
体
的
に
は
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
に
よ
っ
て
改
正

さ
れ
た
Ｉ
Ｎ
Ａ
）
に
反
し
、
ま
た
、
移
民
政
策
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
の
権
限
外

で
あ
る
か
ら
そ
の
裁
量
が
認
め
ら
れ
る
事
項
で
は
な
い
と
し
て
、
Ｎ
Ｌ

Ｒ
Ｂ
は
不
法
就
労
者
に
対
し
て
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
救
済
を
与
え
る
権
限
が

な
い
と
判
断
し
た
も
の
で
あ
り
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
下
で
の
不
法
就
労
者
に

対
す
る
救
済
内
容
の
問
題
に
つ
い
て
最
高
裁
の
見
解
を
示
し
た
点
で
意

義
が
あ
る
。

　
た
だ
し
、
本
判
決
は
、Sure-Tan

 
       
事
件
判
決
の
示
し
た
「
就
労
可
能

性
」
と
い
う
判
断
基
準
を
用
い
ず
に
、
雇
用
主
が
不
法
就
労
者
と
知
り

つ
つ
雇
用
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
移
民
政
策
を
根
拠
に
不
法

就
労
者
へ
の
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
救
済
を
否
定
し
た
点
で
、
従
来
の
ア
プ

ロ
ー
チ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
従
来
の
裁
判
例
の
う
ち
、
バ
ッ

ク
ペ
イ
命
令
を
認
め
た
も
の
が
採
用
し
て
き
た
、
救
済
を
与
え
な
い
こ

と
が
不
法
就
労
者
の
雇
用
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
に
な
る
と
の
論
理
を
用

い
ず
（
こ
れ
を
採
用
し
た
反
対
意
見
が
付
さ
れ
て
い
る
。）、
む
し
ろ
、

不
法
就
労
者
に
救
済
を
与
え
る
こ
と
は
、
不
法
就
労
者
が
違
法
に
合
衆

国
に
滞
在
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
な
る
と
述
べ
、
従
来
と
は
逆
の
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
を
展
開
し
た
点
に
お
い
て
も
特
色
が
あ
る
。

　
し
か
し
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
立
法
史
に
お
い
て
、
同
法
は
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
な
ど

の
連
邦
機
関
の
救
済
権
限
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
て

い
た
こ 

か
ら
す
る
と
、
本
判
決
が
、
不
法
就
労
者
に
バ
ッ
ク
ペ
イ
の

救
済
を
与
え
る
こ
と
は
移
民
政
策
に
反
す
る
と
判
示
し
た
こ
と
に
は
疑

問
が
生
じ
う 

。
も
っ
と
も
、
本
判
決
へ
の
批
判
も
、
移
民
政
策
を
労

働
法
の
解
釈
に
い
か
に
反
映
さ
せ
る
か
と
い
う
点
に
関
す
る
見
解
の
違

い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
移
民
政
策
を
考
慮
し
た
労
働
法
の
解
釈

を
行
お
う
と
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

　
本
判
決
後
、
不
法
就
労
者
に
対
し
労
働
法
上
の
救
済
を
与
え
う
る
か

が
問
題
と
な
っ
た
事
件
に
つ
い
て
、
下
級
審
裁
判
例
で
は
、
本
判
決
に

従
う
も
の
も
あ
る
が
、
本
判
決
の
射
程
距
離
を
限
定
す
る
動
き
が
み
ら

れ
る
。
具
体
的
に
は
、
公
正
労
働
基
準
法
（Fair

Labor
Standards

                     

A
ct:
FLSA

 
        
）
は
、
過
去
の
労
働
に
対
す
る
最
低
賃
金
、
割
増
賃
金
の

支
払
い
を
命
ず
る
も
の
な
の
で
、
本
人
が
救
済
当
時
適
法
に
国
内
に
滞

在
し
て
い
る
か
い
な
い
か
は
問
題
と
な
ら
な
い
よ
う
で
あ 

。
労
災
補

償
法
に
お
い
て
は
、
逸
失
賃
金
の
算
定
が
主
な
問
題
と
な
る
が
、
本
判

決
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
り
、
裁
判

（
　
）
９８と

（
　
）
９９る

（
　
）
１００る五

九

外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
（
早
川
）



例
の
立
場
は
分
か
れ
て
い 

。

　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
労
働
法
に
お
け
る
不
法
就
労
者
の
法
的

地
位
に
関
す
る
全
体
的
特
徴
を
み
る
と
、
裁
判
例
は
一
方
で
、
不
法
就
労

者
に
も
労
働
法
の
適
用
を
認
め
て
、
保
護
を
与
え
つ
つ
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
目

的
を
阻
害
し
な
い
よ
う
に
、
救
済
内
容
に
お
い
て
適
法
就
労
者
と
異
な

る
扱
い
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
で
き
る
。
不
法
就
労
者
の
雇
用
を

禁
止
し
た
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
（
一
九
八
六
年
制
定
）
の
法
政
策
を
考
慮
せ
ざ
る

を
得
な
い
九
〇
年
代
以
降
の
判
例
に
お
い
て
、
こ
の
特
徴
は
顕
著
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
合
衆
国
で
は
、
移
民
政
策
の
実
現
を
損
な
わ
な
い
よ

う
な
労
働
法
規
の
解
釈
が
志
向
さ
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
移
民
政
策

が
労
働
法
に
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
、
不
法
就
労
者
の
労
働
法
上
の
保
護
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、H

offm
an

 
    
  
判
決
後
も
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
裁
判
例
の
中
で
も
、
①
移
民
政
策
な
い
し
移

民
法
と
不
法
就
労
の
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
で
見
解
が
分
か
れ
る
。
一

方
で
は
、
不
法
就
労
者
に
労
働
法
の
保
護
を
与
え
れ
ば
、
雇
用
主
が
就

労
資
格
の
な
い
外
国
人
を
移
民
法
に
違
反
し
て
雇
用
す
る
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
を
減
ら
す
の
で
、
労
働
政
策
の
実
施
を
図
れ
る
だ
け
で
な
く
、

移
民
政
策
に
も
合
致
す
る
と
い
う
見
解
が
あ 

。
他
方
で
、
不
法
就
労

者
に
労
働
法
の
保
護
を
与
え
れ
ば
、
外
国
人
が
就
労
資
格
な
く
し
て
合

衆
国
に
入
国
す
る
と
い
う
逆
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
ら
す
と
の
見

解
が
あ 

。

（
　
）
１０１る

（
　
）
１０２る

（
　
）
１０３る

　
次
に
、
②
問
題
と
な
っ
て
い
る
労
働
法
の
領
域
な
い
し
法
的
規
律
の

内
容
に
応
じ
た
取
扱
い
の
違
い
か
ら
生
ず
る
議
論
が
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
の
も
と
で
バ
ッ
ク
ペ
イ
の
救
済
を
否
定
し
たH

offm
a

 
    
 n  

判
決
に
対
す
る
批
判
と
い
う
形
で
、（
ア
）
救
済
内
容
の
レ
ベ
ル
で
、

既
往
の
労
働
に
対
応
す
る
救
済
は
な
お
可
能
で
あ
る
と
す
る
考
え 

や
、（
イ
）
各
労
働
法
規
の
救
済
内
容
に
照
ら
し
て
、
差
止
め
に
よ
る

救
済
や
懲
罰
的
損
害
賠
償
な
ど
は
可
能
と
す
る
考
え 

が
あ
る
。
ま

た
、（
ウ
）
当
該
労
働
者
の
就
労
可
能
性
、
す
な
わ
ち
、
適
法
に
就
労

す
る
地
位
を
取
得
す
る
可
能 

を
労
働
者
側
が
立
証
で
き
た
場
合
、
適

法
就
労
に
な
る
こ
と
を
条
件
に
救
済
を
認
め
る
考
え 

も
あ
る
。
さ
ら

に
、
上
記
①
と
も
関
連
す
る
が
、（
エ
）
救
済
に
お
い
て
、
不
法
就
労

者
に
労
働
法
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
、
移
民
政
策
の
実
現
に
対
す
る

イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
と
逆
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
両
方
が
あ
る
こ
と
を
念
頭

に
お
い
て
、
雇
用
主
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、

知
ら
な
か
っ
た
か
で
救
済
を
分
け
る
見 

が
み
ら
れ
る
。

第
三
章
　
ア
メ
リ
カ
法
の
特
色
と
日
本
法
へ
の
提
言

第
一
節
　
ア
メ
リ
カ
法
の
位
置
付
け

　
以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
お
よ
び
取
扱
い

を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
特
色
を
み
て
ゆ
く
。
詳
細
は
以
下
で
述
べ
る

が
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
移
民
法
な
い
し
移
民
政
策
と
、
労
働
法
な

い
し
労
働
政
策
が
、
そ
れ
ぞ
れ
交
錯
し
て
関
連
付
け
ら
れ
、
影
響
を
与 （

　
）
１０４方

（
　
）
１０５方

（
　
）
１０６性

（
　
）
１０７方

（
　
）
１０８解
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え
合
う
な
ど
、
相
互
に
密
接
な
関
連
を
持
つ
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
る
点
に
特
色
が
あ
る
。

第
一
項
　
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
け
る
労
働
政
策

　
以
下
で
は
、
第
二
章
で
概
観
し
て
き
た
、
労
働
証
明
制
度
、
雇
用
主

処
罰
制
度
お
よ
び
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
を
そ
れ
ぞ
れ
取
り
上

げ
、
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
い
て
は
、
労
働
政
策
に
配
慮
し
た
制
度
設

計
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。

一
　
労
働
証
明
制
度
の
位
置
付
け

　
ア
メ
リ
カ
移
民
法
の
労
働
証
明
制
度
は
、
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
国

内
労
働
市
場
の
保
護
を
図
る
機
能
を
持
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
そ
の

点
で
、
移
民
法
に
お
い
て
労
働
政
策
を
反
映
し
た
制
度
と
し
て
位
置
付

け
ら
れ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
労
働
証
明
制
度
は
、
そ
れ
自
体
は
移
民
法
上
の
制
度
で

は
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
、
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
に
よ
り
、
国

内
の
労
働
市
場
に
お
い
て
合
衆
国
労
働
者
と
の
競
合
が
発
生
す
る
こ
と

を
避
け
る
と
と
も
に
、
合
衆
国
労
働
者
の
賃
金
等
の
労
働
条
件
に
不
利

な
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
配
慮
し
て
い
る
も
の
と
い
え
、
国
内
労
働
市

場
に
悪
影
響
を
も
た
ら
す
外
国
人
を
受
け
入
れ
な
い
よ
う
に
す
る
と
い

う
点
で
、
国
内
労
働
市
場
の
保
護
を
図
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
外
国
人

労
働
者
を
「
排
除
」
す
る
か
、
あ
る
い
は
「
受
入
れ
」
を
認
め
る
か
を

決
定
す
る
制
度
で
あ
り
、
労
働
市
場
政
策
の
実
現
と
い
う
要
素
を
も
兼

ね
備
え
て
い
る
。

　
ま
た
、
合
衆
国
の
労
働
証
明
制
度
に
お
い
て
は
、
Ｂ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
の
入
国

お
よ
び
資
格
変
更
の
許
可
の
前
提
と
し
て
、
労
働
長
官
が
労
働
証
明
を

発
給
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
入
国
・
滞
在
管
理

お
よ
び
就
労
の
管
理
を
一
元
的
に
行
う
シ
ス
テ
ム
を
と
っ
た
場
合
で

も
、
入
国
・
滞
在
許
可
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
段
階
と
し
て
労
働
行
政

機
関
が
労
働
市
場
テ
ス
ト
を
実
施
し
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
、
労
働
証
明
制
度
の
運
営
が
、
労
働
政
策
を
専
門
に
担
当
す

る
労
働
長
官
（
労
働
省
）
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
同

制
度
が
、
移
民
法
上
の
制
度
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
の
実
施
を
労
働
行

政
が
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
労
働
政
策
の
実
現
の
一
環
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
。

二
　
雇
用
主
処
罰
制
度
の
位
置
付
け

　
雇
用
主
処
罰
制
度
は
、
移
民
法
上
の
制
度
で
あ
り
、
不
適
切
な
外
国

人
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
う
移
民
法
の
「
選
択
」
の
理
念
の
う
ち
の

「
排
除
」
の
側
面
を
、
雇
用
主
の
側
を
罰
す
る
こ
と
に
よ
り
実
現
し
よ

う
と
す
る
も
の
と
い
い
う
る
。
こ
の
点
で
は
、
雇
用
主
処
罰
制
度
は
、

ビ
ザ
制
度
の
実
効
性
を
高
め
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
就
労
資
格
の
な
い
外
国
人
が
流
入
す
る
と
、
不
法
就
労
す
る
こ
と

が
多
く
、
国
内
労
働
市
場
に
悪
影
響
を
与
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う

六
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な
悪
影
響
が
発
生
す
る
の
を
防
止
し
よ
う
と
す
る
労
働
政
策
を
反
映
し

た
も
の
と
も
い
え
る
。

　
労
働
証
明
制
度
が
、
国
内
労
働
市
場
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
外
国
人
を

直
接
的
に
「
排
除
」
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
雇
用
主
処

罰
制
度
は
、
そ
の
よ
う
な
外
国
人
が
「
排
除
」
さ
れ
ず
に
入
国
・
滞
在

し
て
不
法
就
労
を
行
う
こ
と
に
よ
る
国
内
労
働
市
場
へ
の
悪
影
響
を
防

ぐ
機
能
を
持
ち
、
し
か
も
、
不
法
就
労
者
を
国
外
に
退
去
さ
せ
る
だ
け

で
は
な
く
、
雇
用
関
係
の
相
手
方
で
あ
る
雇
用
主
を
規
律
の
対
象
と
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
雇
用
主
処
罰
制
度
は
、
移
民
法
の
制
度
で
あ
る

が
、
不
法
就
労
を
な
く
す
と
い
う
点
で
国
内
労
働
市
場
の
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
の
一
環
と
し
て
、
労
働
政
策
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
位
置
付
け
ら

れ
る
。

三
　
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
の
位
置
付
け

　
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
は
、
雇
用
主
処
罰
の
波
及
効
果
と
し

て
、
適
法
な
就
労
資
格
を
持
つ
外
国
人
や
外
国
人
に
似
た
外
貌
の
者

が
、
い
わ
ば
「
排
除
」
の
「
と
ば
っ
ち
り
」
を
受
け
る
よ
う
な
か
た
ち

で
差
別
を
受
け
る
な
ど
の
問
題
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、「
統

合
」
の
観
点
か
ら
、
出
身
国
な
い
し
国
籍
を
理
由
に
差
別
を
す
る
こ
と

を
禁
止
す
る
こ
と
で
保
護
を
図
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
は
、
適
法
に
受
け
入
れ

た
外
国
人
に
つ
い
て
は
、
可
能
な
限
り
「
統
合
」
を
図
ろ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
労
働
政
策
の
観
点
か
ら
、
外
国
人
を
「
統
合
」
し
よ
う
と

す
る
機
能
を
持
つ
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
移
民
関
連
不
当
雇
用
行

為
の
規
定
は
、
移
民
法
上
に
設
け
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
で
、
実
質

的
に
は
労
働
法
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
と
も
い
え
る
。

　
ま
た
、
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
が
、
雇
用
主
処
罰
制
度
の
創

設
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
移
民
法
に
規
定
さ
れ
た
経
緯
に
照
ら
す
と
、
ア

メ
リ
カ
移
民
法
は
、
前
述
の
と
お
り
雇
用
主
処
罰
制
度
が
「
選
択
」
の

理
念
の
う
ち
の
「
排
除
」
の
側
面
の
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
に

対
し
、
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
の
規
定
に
は
「
統
合
」
の
機
能
を
持

た
せ
、
両
制
度
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
、
後

者
の
保
護
す
る
範
囲
か
ら
不
法
就
労
者
を
除
く
こ
と
に
よ
り
前
者
の
制

度
と
の
調
整
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
も
特
色
が
あ
る
。

　
最
後
に
、「
就
労
資
格
書
類
確
認
制
度
の
濫
用
」
に
つ
い
て
み
る

と
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
つ
つ
雇
う
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
の
「
就
労
資
格
書
類
確
認
制
度
」
が
、
差
別
的
意
図
を
も
っ
て
濫
用

さ
れ
た
場
合
、
雇
用
主
処
罰
規
定
の
徹
底
に
よ
っ
て
生
じ
る
お
そ
れ
が

あ
る
「
選
択
」
の
理
念
の
う
ち
の
「
排
除
」
の
側
面
が
不
当
に
機
能
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
を
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
と
す
る
こ
と

で
、
差
別
禁
止
に
よ
る
「
統
合
」
機
能
で
合
衆
国
市
民
や
適
法
就
労
者

を
保
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
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第
二
項
　
ア
メ
リ
カ
労
働
法
に
お
け
る
移
民
政
策

　
以
上
、
移
民
法
政
策
と
労
働
法
政
策
の
交
錯
に
つ
い
て
、
労
働
政
策

か
ら
の
移
民
法
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
て
き
た
が
、
以
下
で
は
、
移
民

政
策
か
ら
の
労
働
法
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
み
て
ゆ
く
。

一
　
適
法
就
労
者
の
法
的
地
位
の
位
置
付
け

　
適
法
就
労
者
と
の
関
係
で
は
、
外
国
人
政
策
の
観
点
か
ら
み
る
と
、

内
外
人
平
等
の
原
則
に
加
え
、
労
働
法
に
お
い
て
外
国
人
労
働
者
の

「
統
合
」
が
図
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
第
七
編
を
中
心
と
す
る

雇
用
差
別
禁
止
法
に
よ
り
、
外
国
人
に
対
す
る
差
別
も
一
定
の
要
件
の

も
と
で
出
身
国
差
別
と
し
て
違
法
と
な
り
う
る
取
扱
い
が
な
さ
れ
て
い

る
。
言
い
換
え
る
と
、
雇
用
差
別
禁
止
法
に
お
け
る
出
身
国
差
別
の
禁

止
が
、
機
能
と
し
て
は
外
国
人
の
「
統
合
」
の
機
能
を
担
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
移
民
政
策
が
労
働
法
に
反
映
し
、
あ
る
政
策
の
実

現
機
能
を
他
の
法
が
担
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
移
民
法
と
労
働
法
の

交
錯
が
み
ら
れ
る
。「
英
語
の
み
ル
ー
ル
」
に
つ
い
て
の
前
述
の
取
扱

い
は
、
外
国
人
に
と
っ
て
の
言
語
（
母
国
語
）
の
使
用
が
「
統
合
」
を

図
る
う
え
で
重
要
な
機
能
を
も
つ
こ
と
の
反
映
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

二
　
不
法
就
労
者
の
法
的
地
位
の
位
置
付
け

　
上
述
の
と
お
り
、
移
民
法
は
「
選
択
」
の
理
念
を
実
現
す
る
機
能
を

担
っ
て
お
り
、
受
け
入
れ
る
外
国
人
の
基
準
に
反
し
て
不
法
に
入
国
・

滞
在
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
退
去
強
制
、
す
な
わ
ち
、
同
理
念
の
う

ち
「
排
除
」
の
側
面
に
基
づ
く
手
続
き
の
対
象
と
す
る
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
に
本
来
は
「
排
除
」
の
対
象
で
あ
る
外
国
人
が
、
国
内
に
入
っ

て
し
ま
い
不
法
就
労
者
と
な
っ
た
場
合
、
そ
の
労
働
関
係
上
の
利
益
を

保
護
す
る
必
要
が
生
じ
う
る
の
で
、
適
法
就
労
者
と
同
じ
内
容
で
は
な

い
に
せ
よ
、
労
働
法
に
よ
る
「
統
合
」
の
側
面
も
無
視
で
き
な
く
な

る
。
こ
こ
で
は
、「
選
択
」
の
理
念
の
う
ち
の
「
排
除
」
の
側
面
と

「
統
合
」
の
理
念
と
の
調
整
の
問
題
を
生
じ
る
。

　
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
不
法
就
労
者
に
も
一
般
に
労
働
法
の
適
用
を

認
め
て
い
る
が
、
救
済
面
に
お
い
て
は
、
救
済
を
与
え
る
こ
と
に
よ
り

結
果
的
に
不
法
就
労
を
適
法
な
も
の
と
認
め
る
の
と
同
じ
に
な
っ
て
し

ま
う
効
果
を
避
け
る
よ
う
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
移
民
政
策
と
の
調

整
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
判
例
等
の

概
ね
の
傾
向
は
、
労
働
法
の
適
用
そ
の
も
の
に
お
い
て
は
、
不
法
就
労

者
に
対
し
て
も
「
統
合
」
の
要
請
が
一
定
限
度
働
く
が
、
救
済
に
お
い

て
は
、
不
法
就
労
者
と
い
う
地
位
を
考
慮
せ
ざ
る
を
得
ず
、
救
済
の
う

ち
既
往
の
労
働
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
排
除
」
の
要
請
は

弱
く
な
る
も
の
の
、
将
来
の
労
働
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
認
め
る
と
入
国
・
滞
在
を
認
め
る
の
と
同
様
の
効
果
が
生
じ
う
る

の
で
、
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
と
な
ら
な
い
よ
う
「
排
除
」
の
要
請
が
強

く
な
る
こ
と
か
ら
、
既
往
分
か
将
来
分
か
で
分
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
上
述
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
労
働
法
に
お
け
る
不
法
就
労
者
の
取
扱
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い
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
立
場
の
違
い
が
あ
る
に
し
て
も
、
労
働

法
の
解
釈
に
当
た
り
、
移
民
政
策
を
考
慮
す
る
点
で
は
共
通
し
て
お

り
、
移
民
政
策
に
よ
る
「
選
択
」
の
理
念
の
う
ち
の
「
排
除
」
の
側
面

と
、
労
働
法
に
よ
る
「
統
合
」
の
理
念
の
両
者
の
調
整
を
図
ろ
う
と
し

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

第
三
項
　
ア
メ
リ
カ
法
の
全
体
的
特
色
と
そ
の
背
景

　
以
上
み
て
き
た
ア
メ
リ
カ
移
民
法
お
よ
び
労
働
法
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け

る
特
色
を
ま
と
め
て
、
外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
法
の
全
体

的
特
色
を
述
べ
る
と
以
下
の
よ
う
に
い
え
る
。

　
ア
メ
リ
カ
法
の
分
析
の
視
点
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
取
り
上
げ
て

き
た
次
の
二
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
法

か
ら
は
、
①
移
民
法
政
策
と
労
働
法
政
策
の
交
錯
と
い
う
視
点
と
、
②

「
選
択
」
と
「
統
合
」
の
理
念
を
具
体
化
さ
せ
る
制
度
の
存
在
と
、「
選

択
」
の
理
念
の
う
ち
「
排
除
」
の
側
面
と
、「
統
合
」
の
理
念
と
の
調

和
な
い
し
調
整
と
い
う
視
点
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
わ
が
国
の
学
説
に
お
い
て
も
、
外
国
人
の
入
国
・
滞
在
を
管
理
・
規

制
す
る
移
民
法
（
わ
が
国
で
の
入
管
法
）
は
労
働
市
場
法
の
一
形
態
で

も
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る 

、
こ
の
よ
う
に
、
移
民
法
政
策

と
労
働
法
政
策
の
交
錯
や
そ
の
よ
う
な
政
策
が
も
つ
理
念
の
調
和
な
い

し
調
整
を
意
識
し
た
制
度
の
あ
り
方
は
、
今
後
の
わ
が
国
の
制
度
設
計

に
と
っ
て
も
有
益
な
示
唆
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
外
国

（
　
）
１０９が

の
法
制
度
を
参
考
に
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
制
度

の
背
景
を
な
す
事
情
に
も
考
慮
が
必
要
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
法
の
背
景
と
な
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
雇
用
環

境
を
み
て
い
く
と
、
以
下
の
点
を
指
摘
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
①
原
則
と
し
て
解
雇
は
自 

で

あ
る
た
め
、
外
部
労
働
市 

の
機
能
が
大
き
く
な
る
こ
と
、
②
人
種
差

別
等
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
、
差
別
是
正
の
要
請
が
強
く
働
く
こ
と
、

③
内
部
労
働
市 

に
お
い
て
は
、
職
務
を
特
定
し
た
採
用
が
一
般
的
で

あ
り
、
異
職
種
配
転
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
う
し
た
合
衆
国
特
有
の
雇
用
環
境
を
背
景
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
法

の
特
色
は
、
第
一
に
、
外
部
労
働
市
場
の
役
割
が
大
き
い
た
め
、
そ
の

な
か
で
、
募
集
・
採
用
の
適
正
化
の
要
請
が
強
く
働
く
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
労
働
証
明
制
度
が
募
集
・
採
用
の
プ
ロ
セ
ス
に
焦
点
を
当
て
て

い
る
の
は
、
外
部
労
働
市
場
重
視
の
現
れ
と
も
い
い
う
る
。

　
第
二
に
、
そ
も
そ
も
合
衆
国
の
雇
用
差
別
禁
止
法
自
体
に
、
差
別
の

禁
止
を
通
じ
て
国
内
労
働
者
の
「
統
合
」
を
図
ろ
う
と
す
る
理
念
が
含

ま
れ
て
い
る
が
、
合
衆
国
の
外
国
人
政
策
で
は
、
こ
の
よ
う
な
雇
用
差

別
禁
止
法
が
本
来
持
っ
て
い
る
「
統
合
」
機
能
を
、
外
国
人
の
「
統

合
」
を
実
現
さ
せ
る
た
め
に
活
用
し
、
一
定
程
度
の
外
国
人
差
別
の
禁

止
を
含
ま
せ
て
い
る
。
ま
た
、
移
民
法
の
中
で
一
定
範
囲
の
国
籍
差
別

も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
合
衆
国
は
移
民
国
家
と
し
て
成
立
し

（
　
）
１１０由

（
　
）
１１１場

（
　
）
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た
国
で
あ
り
、
人
種
差
別
や
出
身
国
差
別
の
禁
止
を
通
じ
て
い
わ
ゆ
る

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
差
別
へ
の
対
応
の
強

力
さ
は
、
合
衆
国
の
外
国
出
身
者
の
多
い
労
働
市
場
を
反
映
し
た
も
の

と
い
い
う
る
。

　
第
三
に
、
ア
メ
リ
カ
法
上
の
不
法
就
労
者
の
取
扱
い
の
点
で
は
、
合

衆
国
に
お
い
て
は
、
不
法
就
労
者
で
あ
っ
て
も
、
訴
訟
を
通
じ
て
自
ら

の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
、
わ
が
国
と
比
較
し
て
容
易
で
あ
る
こ
と

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
そ
の
た
め
、
実
際
に
不
法
就
労
者
を
当
事

者
と
す
る
多
く
の
裁
判
例
が
存
在
す
る
。）。
合
衆
国
で
は
、
不
法
就
労

者
が
そ
の
よ
う
な
保
護
を
あ
て
に
し
て
入
国
す
る
逆
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

も
否
定
で
き
な
い
の
は
、
同
国
が
訴
訟
社
会
（
す
な
わ
ち
、
訴
訟
に
よ

る
紛
争
解
決
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
高
い
社
会
）
で
あ
る
こ
と
に
よ
る

も
の
と
い
え
る
。

　
第
四
に
、
移
民
法
上
の
制
度
で
あ
る
労
働
証
明
制
度
を
労
働
行
政
が

運
営
し
て
い
る
よ
う
に
、
移
民
法
政
策
と
労
働
法
政
策
が
一
体
と
な
っ

て
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
の
雇
用
環
境
と
そ
れ
を
反
映
し
た
労
働
法
の

特
色
は
、
①
近
年
働
き
方
に
多
様
性
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は

い
え
、
長
期
雇
用
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
背
景
と
し
て
、
民

法
上
の
雇
用
契
約
に
お
け
る
解
雇
自
由
の
原
則
を
修
正
し
た
「
解
雇
権

濫
用
法
理
」
が
確
立
し
て
お 

、
内
部
労
働
市
場
に
お
け
る
雇
用
安
定

の
要
請
が
強
い
こ
と
、
②
そ
の
よ
う
な
長
期
雇
用
の
中
で
、
職
務
を
特

（
　
）
１１３り

定
し
な
い
採
用
が
一
般
的
に
行
わ
れ
、
異
職
種
配
転
も
し
ば
し
ば
行
わ

れ
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
内
部
労
働
市
場
に
関
し
て
は
、

雇
用
主
の
裁
量
権
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の
雇
用
環
境
は
、
合
衆
国
の
雇
用
環
境
と
は
背

景
を
異
に
す
る
が
、
外
国
人
政
策
に
お
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
な
共
通

点
も
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
具
体
化
の
仕
組
み
は
異
な
る
と
し
て

も
、
①
「
選
択
」
と
「
統
合
」
の
理
念
を
併
せ
持
つ
こ
と
、
お
よ
び
②

外
国
人
受
入
れ
に
際
し
、
国
内
労
働
市
場
の
保
護
は
、
国
の
責
任
で
あ

る
こ 

、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
点
が
み
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
法
の
外
国
人
労
働
者
の
取
扱

い
は
、
日
本
法
の
も
と
で
も
有
益
な
示
唆
を
与
え
う
る
も
の
と
い
え

る
。

　
第
一
に
、
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
労
働
政
策
が
影
響
を
与
え
て
い
る
点

に
つ
い
て
、
ア
メ
リ
カ
法
は
以
下
の
二
つ
の
示
唆
を
日
本
法
に
与
え
う

る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、
①
労
働
証
明
制
度
に
お
い
て
、（
ア
）
労
働

政
策
的
視
点
が
制
度
上
明
示
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
う
え
、（
イ
）

そ
れ
を
実
施
す
る
行
政
機
関
に
労
働
行
政
を
担
当
す
る
労
働
省
が
関
与

し
て
い
る
こ
と
、
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
、
②
雇
用
主
処
罰
制
度
と
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
と
の

関
係
に
お
い
て
、
前
者
の
規
制
強
化
に
よ
る
国
内
労
働
市
場
の
保
護
政

策
と
、
後
者
の
一
定
範
囲
の
適
法
就
労
者
等
に
対
す
る
差
別
を
禁
ず
る

保
護
規
定
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
　
）
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第
二
に
、
ア
メ
リ
カ
労
働
法
に
移
民
政
策
が
影
響
し
て
い
る
と
い
う

点
に
つ
い
て
は
、
移
民
法
上
適
法
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
外
国
人
に
つ
い

て
は
、
主
と
し
て
、
内
外
人
平
等
原
則
と
雇
用
差
別
禁
止
法
に
よ
っ

て
、「
統
合
」
の
実
現
が
図
ら
れ
て
い
る
が
、
不
法
就
労
者
に
つ
い
て

は
、
移
民
法
と
労
働
法
の
衝
突
が
生
じ
る
。
後
者
に
つ
き
、
ア
メ
リ
カ

法
は
、
不
法
就
労
者
に
労
働
法
の
適
用
を
認
め
る
一
方
で
、
救
済
面
に

お
い
て
一
定
の
制
約
を
加
え
、「
統
合
」
と
「
排
除
」
の
調
整
を
図
っ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
法
の
発
想
は
、
日
本
法
に
取
り
入
れ
る
場

合
に
検
討
す
べ
き
視
点
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
（
背
景
事
情
の
差

異
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。）。

第
二
節
　
日
本
法
へ
の
示
唆
と
今
後
の
方
向
性

第
一
項
　
入
管
法
制

　
以
下
で
は
、
わ
が
国
の
入
管
法
と
ア
メ
リ
カ
移
民
法
の
制
度
の
違
い

に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
わ
が
国
の
入
管
法
に
ア
メ
リ
カ
移
民
法
が

与
え
る
示
唆
を
検
討
す
る
。
そ
こ
で
は
、
ア
メ
リ
カ
法
の
発
想
な
い
し

示
唆
が
わ
が
国
に
と
っ
て
有
益
か
否
か
、
わ
が
国
に
取
り
入
れ
た
場
合

に
考
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
み
て
ゆ
く
。

一
　
日
米
比
較

（
一
）
合
衆
国
の
労
働
証
明
制
度
と
わ
が
国
の
在
留
資
格
該
当
性

の
判
断

　
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
、
入
国
・
滞
在
管
理
お
よ
び
就
労
管
理
に
お

い
て
、
わ
が
国
も
在
留
資
格
制
度
の
も
と
で
、
合
衆
国
と
同
様
に
一
元

管
理
を
行
っ
て
い
る
が
、
合
衆
国
で
は
労
働
証
明
制
度
を
実
施
し
て
い

る
の
に
対
し
、
わ
が
国
に
は
こ
の
よ
う
な
制
度
は
導
入
さ
れ
て
い
な

い
。

　
す
な
わ
ち
、
わ
が
国
で
は
、
法
務
省
入
国
管
理
局
が
入
国
・
滞
在
を

認
め
る
か
否
か
を
決
す
る
段
階
で
、
入
管
法
お
よ
び
基
準
省
令
等
が
具

体
的
要
件
を
定
め
て
お
り
、
こ
の
基
準
省
令
の
内
容
を
み
る
と
「
日
本

人
が
従
事
す
る
場
合
に
受
け
る
報
酬
と
同
等
額
以
上
の
報
酬
を
受
け
る

こ
と
」
と
い
う
収
入
基
準
が
あ
る
な
ど
、
日
本
の
労
働
市
場
に
悪
影
響

を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ

 

。
し
か
し
、
入
国
・
滞
在
を
認
め
る
か
否
か
の
判
断
に
当
た
っ
て

は
、
労
働
行
政
機
関
は
関
与
し
て
お
ら
ず
、
基
準
省
令
を
改
正
す
る
場

合
等
の
連
絡
協
議
な
ど
を
除
け
ば
、
専
ら
、
入
管
法
の
施
行
を
担
当
す

る
行
政
機
関
の
担
当
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
で
は
、
本
論
文
で
述
べ
た
よ
う
に
労
働
市
場

の
影
響
の
有
無
に
つ
い
て
、
よ
り
専
門
的
知
識
を
有
し
て
い
る
労
働
省

に
労
働
証
明
制
度
を
実
施
さ
せ
、
そ
の
結
果
を
待
っ
て
、
国
土
安
全
保

障
省
の
Ｂ
Ｃ
Ｉ
Ｓ
（
か
つ
て
は
Ｉ
Ｎ
Ｓ
）
が
入
国
お
よ
び
資
格
の
変
更

（
　
）
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の
許
可
を
出
す
と
い
う
制
度
が
採
ら
れ
て
お
り
、
二
つ
の
行
政
機
関
が

関
与
し
て
い
る
。

　
次
に
、
合
衆
国
の
労
働
証
明
制
度
に
お
け
る
労
働
市
場
テ
ス
ト
は
厳

格
に
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
制
度
の
下
で
は
、
①
雇
用
主
に

ま
ず
合
衆
国
労
働
者
の
募
集
を
行
わ
せ
る
と
と
も
に
、
募
集
に
お
い

て
、
過
度
の
制
約
を
付
す
こ
と
を
禁
止
し
、
②
支
配
的
賃
金
以
下
で
募

集
す
る
こ
と
お
よ
び
当
該
外
国
人
を
採
用
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
労
働
証
明
制
度
を
実
施
す
る
理
由
は
、
合
衆

国
が
移
民
受
入
れ
国
で
あ
り
、
長
期
に
わ
た
り
国
内
の
労
働
市
場
に
影

響
を
も
た
ら
す
移
民
に
つ
い
て
は
、
よ
り
厳
格
に
審
査
を
行
う
必
要
性

が
、
わ
が
国
の
よ
う
な
移
民
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
国
と
比
べ
て
高
い

か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ 

。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
の
よ
う
な
制
度
で
は
、
国
内
労
働
市
場
へ

の
悪
影
響
を
避
け
る
と
い
う
目
的
を
十
分
に
達
成
し
う
る
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
と
は
い
い
に
く
い
が
、
他
方
、
合
衆
国
の
よ
う
な
制
度

は
、
手
続
き
が
複
雑
に
な
り
、
審
査
期
間
も
長
期
化
す
る
と
い
う
問
題

が
あ
る
（
た
だ
し
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
手
続

き
の
簡
素
化
の
た
め
に
様
々
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。）。
以
上
の
点

も
日
米
の
違
い
と
い
い
う
る
が
、
こ
の
問
題
を
ど
の
程
度
重
視
す
る
か

は
、
外
国
人
を
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
受
け
入
れ
る
か
、
避
け
る
べ
き
労

働
市
場
へ
の
影
響
が
ど
の
程
度
大
き
く
な
る
か
と
い
う
政
策
的
判
断
と

関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
　
）
１１６る

（
二
）
合
衆
国
の
雇
用
主
処
罰
制
度
と
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為

制
度
お
よ
び
わ
が
国
の
不
法
就
労
助
長
罪
と
入
管
法
上
の

差
別
禁
止
規
定
の
不
在

　
す
で
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
、
最
近
、
外
国
人
労
働

者
に
関
す
る
政
策
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
議
論
が
再
び
活
発
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
中
で
不
法
就
労
対
策
も
議
論
さ
れ
て
い
る
。
国
際
化
の
進
展

に
つ
れ
、
今
後
不
法
就
労
助
長
罪
の
適
用
事
例
が
増
え
、
こ
の
制
度
の

重
要
性
も
増
し
て
い
く
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
合
衆
国
の
制
度
と
わ
が
国
の
制
度
を
比
較
す
る
と
、
合
衆

国
で
は
、
雇
用
主
処
罰
制
度
に
つ
い
て
、
詳
細
な
手
続
き
や
、
免
責
さ

れ
る
要
件
な
ど
の
ル
ー
ル
が
決
め
ら
れ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
き
、
わ
が
国
の
手
続
き
は
発
達
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
合
衆

国
で
行
わ
れ
て
い
る
「
就
労
資
格
書
類
確
認
制
度
」
も
存
在
し
な 

。

　
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
移
民
法
に
お
い
て
は
、
雇
用
主
処
罰
と
そ
れ
に
よ

る
適
法
就
労
者
等
の
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
の
移
民
関
連
不
当
雇
用

行
為
の
禁
止
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対

し
、
わ
が
国
で
は
入
管
法
上
、
不
法
就
労
助
長
罪
が
も
た
ら
し
う
る
適

法
就
労
者
等
へ
の
不
利
益
を
回
避
す
る
た
め
の
規
定
が
存
在
し
な
い
。

二
　
今
後
の
方
向
性

（
一
）
日
本
型
「
労
働
証
明
制
度
」
の
導
入

　
上
述
の
と
お
り
、
合
衆
国
で
は
、
入
国
・
滞
在
と
就
労
の
管
理
が
一

（
　
）
１１７い
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元
化
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
一
種
の
労
働
市
場
テ
ス
ト
と
い
う
べ
き

労
働
証
明
制
度
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
労
働
証
明
制
度
は
、
移
民
法

に
労
働
政
策
（
特
に
労
働
市
場
政
策
）
を
反
映
さ
せ
る
よ
う
設
計
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
た
め
の
手
続
き
を
設
け
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
に

と
っ
て
有
益
な
示
唆
を
な
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
前
述
の
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
、
一
部
の
在
留
資
格
に
つ
い
て
、
基

準
省
令
に
従
っ
た
受
入
れ
の
可
否
の
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
個
々

の
事
案
に
お
け
る
労
働
市
場
の
影
響
を
考
慮
す
る
仕
組
み
は
と
ら
れ
て

い
な 

。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
外
国
人
を
雇
用
し
よ
う
と
す
る
企

業
に
国
内
労
働
者
の
募
集
手
続
き
を
と
る
こ
と
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い

が
、
将
来
わ
が
国
に
お
い
て
よ
り
広
い
範
囲
で
の
外
国
人
労
働
者
の
受

入
れ
を
行
う
場
合
に
は
、
国
内
労
働
市
場
へ
の
影
響
が
大
き
く
な
り
う

る
の
で
、
一
定
範
囲
で
、
合
衆
国
の
よ
う
に
、
労
働
市
場
へ
の
影
響
を

よ
り
具
体
的
に
判
断
す
る
労
働
証
明
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
国
内
労
働
市
場

へ
の
影
響
を
判
断
す
る
の
に
適
し
て
い
る
労
働
行
政
機
関
に
関
与
さ
せ

る
方
向
で
検
討
す
べ
き
と
考
え
る
。

　
た
だ
し
、
労
働
証
明
制
度
を
わ
が
国
に
導
入
す
る
場
合
に
は
、
国
内

労
働
市
場
に
お
け
る
国
内
労
働
者
の
雇
用
・
労
働
条
件
の
安
定
性
へ
の

配
慮
も
要
請
さ
れ
る
。
雇
用
・
労
働
条
件
の
安
定
性
は
、
合
衆
国
で
も

協
約
賃
金
と
の
矛
盾
を
考
慮
す
る
な
ど
の
配 

が
多
少
は
な
さ
れ
て
は

い
る
も
の
の
、
外
部
労
働
市
場
の
流
動
性
が
高
く
、
ま
た
、
雇
用
保
障

（
　
）
１１８い

（
　
）
１１９慮

と
連
動
し
て
労
働
条
件
保
障
に
つ
い
て
も
一
般
的
に
い
え
ば
希
薄
で
あ

る
合
衆
国
で
は
そ
れ
ほ
ど
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
え
る
。
わ
が
国
に

こ
の
よ
う
な
労
働
証
明
制
度
を
導
入
す
る
場
合
、
国
内
労
働
者
の
事
前

募
集
や
、
賃
金
以
外
の
労
働
条 

に
つ
い
て
も
よ
り
細
や
か
な
配
慮
が

要
請
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
と
考
え
る
。
た
と
え
ば
、
就
労
予
定
企
業
で

の
労
働
時
間
や
労
働
環
境
を
判
断
要
素
に
取
り
入
れ
る
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ 

。
現
有
労
働
者
の
解
雇
を
行
っ
た
り
、
労
働
条
件
の
不
当
な

引
下
げ
を
行
っ
て
い
な
い
か
等
も
労
働
証
明
の
発
給
に
当
た
っ
て
考
慮

す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
。

　
ま
た
、
わ
が
国
は
、
移
民
受
入
れ
国
で
は
な
い
た
め
、
国
内
労
働
市

場
へ
の
影
響
を
入
国
・
滞
在
お
よ
び
就
労
許
可
の
判
断
基
準
に
取
り
入

れ
る
と
し
て
も
、
合
衆
国
と
同
様
の
厳
格
な
手
続
き
を
用
い
る
こ
と
は

必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
が
、
外
国
人
の
定
住
化
が
進
み
つ
つ
あ
る
と

の
指
摘
が
あ
る
中
、
今
後
の
外
国
人
受
入
れ
範
囲
の
如
何
に
よ
っ
て

は
、
現
行
の
基
準
省
令
よ
り
も
国
内
労
働
市
場
に
配
慮
し
た
基
準
を

も
っ
た
制
度
を
採
用
す
る
こ
と
は
検
討
に
値
す
る
。

　
他
方
、
国
際
的
な
人
材
獲
得
競
争
が
激
化
す
る
な
か
、
高
度
人
材
の

積
極
的
な
受
入
れ
は
、
わ
が
国
の
外
国
人
政
策
の
方
針
と
し
て
確
立
し

て
い
る
と
い
え 

。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
外
国
人
の
受
入
れ
の

促
進
を
図
る
た
め
に
、
当
該
外
国
人
お
よ
び
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
雇

用
主
の
負
担
軽
減
を
図
る
必
要
が
あ
る
。「
医
療
」
な
ど
高
度
な
専
門

性
を
要
す
る
職
業
が
該
当
す
る
在
留
資
格
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
高

（
　
）
１２０件

（
　
）
１２１る

（
　
）
１２２る
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度
人
材
に
該
当
し
、
国
内
労
働
市
場
へ
の
悪
影
響
も
ほ
と
ん
ど
な
い
と

考
え
ら
れ
る
の
で
、
労
働
証
明
制
度
の
対
象
外
と
す
る
、
あ
る
い
は
、

自
動
的
に
労
働
証
明
を
与
え
る
措
置
が
考
え
ら
れ
る
（
現
在
、
就
労
が

認
め
ら
れ
て
い
る
在
留
資
格
の
う
ち
、
基
準
省
令
の
適
用
の
な
い
も
の

は
こ
れ
に
当
た
る
と
考
え 

。
ま
た
、
わ
が
国
で
の
就
労
活
動
に
制

限
の
な
い
、「
特
別
永
住
者
」
や
「
永
住
者
」
な
ど
の
在
留
資
格
を
有

す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
も
そ
も
在
留
資
格
制
度
の
も
と
で
就
労
活
動

に
制
限
が
な
い
こ
と
か
ら
、
想
定
さ
れ
る
労
働
証
明
制
度
の
枠
外
と
す

る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
専
門
性
が
そ
れ
ほ
ど
高
い
と
は
い
え
な
い
職
業
が
該

当
す
る
在
留
資
格
や
国
内
労
働
者
と
の
競
合
が
懸
念
さ
れ
る
職
業
が
該

当
す
る
在
留
資
格
（
た
と
え
ば
、「
技
術
」
や
「
人
文
知
識
・
国
際
業

務
」
な 

）、
ま
た
、
新
た
に
、
さ
ほ
ど
高
度
と
は
い
え
な
い
職
種
に

つ
い
て
も
在
留
資
格
を
拡
大
す
る
と
し
た
場
合
（「
中
間
技
能
」
と
い

う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
創
設
が
主
張
さ
れ
て
い 

。）、
そ
の
よ
う
な
外
国
人

の
受
入
れ
は
、
国
内
労
働
市
場
に
影
響
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
在
留
資

格
に
つ
い
て
は
、
労
働
証
明
制
度
を
創
設
し
て
そ
の
適
用
対
象
と
す
る

こ
と
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
、
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
わ
が
国
で
は
、
入
国
時
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
け
で
は
、
不
十
分
で

あ
る
。
入
国
時
だ
け
で
な
く
、
在
留
期
間
の
更
新
時
な
ど
に
、
そ
れ
ぞ

れ
在
留
資
格
に
沿
っ
た
活
動
内
容
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
仕
組
み

（
労
働
証
明
制
度
）
が
必
要
と
考
え
る
。
在
留
資
格
外
の
就
労
活
動
が

（
　
）
１２３る
。） 

（
　
）
１２４ど

（
　
）
１２５る

で
き
な
い
と
い
う
縛
り
が
あ
る
た
め
、
わ
が
国
で
は
、
不
法
就
労
者
だ

け
で
な
く
、
適
法
就
労
者
も
規
制
の
対
象
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
適
法

就
労
者
に
認
め
ら
れ
る
内
外
人
平
等
原
則
も
在
留
資
格
制
度
に
よ
っ
て

一
定
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

（
二
）
不
法
就
労
者
の
雇
用
主
へ
の
対
処

　
ま
ず
、
合
衆
国
の
雇
用
主
処
罰
制
度
に
つ
い
て
は
、
上
述
の
と
お

り
、
不
法
就
労
者
と
「
知
り
つ
つ
」
採
用
、
募
集
、
職
業
紹
介
す
る

者
、
継
続
し
て
雇
用
す
る
者
が
処
罰
の
対
象
と
な
る
。
わ
が
国
の
入
管

法
の
「
不
法
就
労
助
長
罪
」
に
お
い
て
も
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と

の
認
識
は
要
件
と
な
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の 

、
合
衆
国
で
の
雇
用

主
処
罰
制
度
で
の
「
知
り
つ
つ
」
雇
用
し
た
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
な

ど
、
同
制
度
は
日
本
法
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
な
る
。

　
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
外
国
人
を
採
用
す
る
際
、
旅
券
や
外

国
人
登
録
証
明
書
で
就
労
資
格
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
は
一
般
に
行

わ
れ
て
い
る
が
、
合
衆
国
の
よ
う
な
「
就
労
資
格
書
類
確
認
制
度
」
は

導
入
さ
れ
て
い
な
い
。
わ
が
国
で
は
、
不
法
就
労
対
策
が
急
務
と
な
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
制
度
は
、
将
来
に
お
け
る
制
度
設
計

を
検
討
す
る
に
あ
た
り
参
考
と
な
る
と
思
わ
れ
、
同
様
の
制
度
を
導
入

す
る
方
向
で
の
制
度
設
計
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
は
、
Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
に
お
い
て

雇
用
主
処
罰
制
度
の
導
入
に
よ
る
弊
害
を
避
け
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た

（
　
）
１２６で
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も
の
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
は
こ
う
し
た
制
度
は
導
入
さ
れ
て
い
な

い
。
し
か
し
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
労
基
法
三
条
に
お
い
て
国
籍
差

別
が
禁
止
さ
れ
て
お
り
、
一
面
に
お
い
て
は
、
一
定
限
度
し
か
国
籍
差

別
の
禁
止
を
し
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
法
よ
り
も
厳
格
な
規
定
が
存
在
す

る
。
そ
こ
で
、
わ
が
国
で
は
、
外
国
人
差
別
に
対
し
て
、
新
た
な
差
別

禁
止
規
定
を
設
け
な
く
と
も
、
外
国
人
に
対
す
る
同
条
の
適
用
お
よ
び

解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
労
働
者
へ
の
不
利
益
を
回
避
し
う
る
余
地

が
あ
る
と
考
え 

。

　
今
後
、
わ
が
国
に
お
い
て
、
一
層
の
不
法
就
労
対
策
が
必
要
と
な

り
、「
不
法
就
労
助
長
罪
」
の
適
用
が
増
え
た
場
合
に
、
外
国
人
で
あ

る
こ
と
を
理
由
と
す
る
採
用
差
別
が
広
が
っ
て
い
く
お
そ
れ
が
あ 

、

合
衆
国
で
の
こ
の
よ
う
な
差
別
禁
止
規
定
は
、
今
後
の
わ
が
国
に
お
け

る
制
度
を
検
討
す
る
上
で
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
が
国
に
お
い

て
は
、
労
基
法
三
条
に
よ
る
上
記
の
よ
う
な
対
応
が
可
能
で
あ
る
の

で
、
わ
が
国
で
必
要
性
が
生
じ
う
る
も
の
と
し
て
は
、
就
労
資
格
書
類

確
認
制
度
を
導
入
し
た
場
合
の
、
不
必
要
な
書
類
を
求
め
て
は
な
ら
な

い
と
す
る
同
確
認
義
務
の
濫
用
に
よ
る
差
別
の
禁
止
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

（
三
）
わ
が
国
の
適
法
就
労
者
を
め
ぐ
る
問
題
の
解
決
策

①
 労
働
条
件
申
請
制
度
の
創
設

　
ま
た
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
申
請

（
　
）
１２７る

（
　
）
１２８り

や
在
留
資
格
の
変
更
許
可
の
申
請
に
際
し
、
雇
用
主
の
作
成
す
る
労
働

条
件
等
を
記
載
し
た
書
類
が
入
国
管
理
局
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
と
現
実
の
労
働
条
件
が
異
な
っ
て
い
た
場
合
に
、
労
働
契
約
の
内
容

を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
裁
判
所
は
入
管
局

に
申
告
さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
は
労
働
契
約
と
は
な
ら
な
い
と
判
断
し

て
い
る
（
山
口
製
糖
事
件
決 

）。
現
行
法
の
も
と
で
は
や
む
を
得
な

い
結
論
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
入
管
法
制
に
お
い
て
、
労
働
条
件
等

を
記
し
た
書
類
の
提
出
を
要
求
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
書
類
に
記
載
さ

れ
た
労
働
条
件
等
が
基
準
省
令
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
チ
ェ
ッ

ク
す
る
た
め
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
り
、
あ
る
程
度
日
本
の
労
働
市
場
に

悪
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
役
割
を
果
た
し
う
る
。

　
し
か
し
、
山
口
製
糖
事
件
決
定
の
よ
う
な
立
場
で
は
、
せ
っ
か
く
労

働
市
場
に
悪
影
響
を
与
え
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
基
準
省
令
へ
の
該
当

性
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
の
労
働
契
約
関
係

に
お
い
て
は
、
そ
の
結
果
か
ら
か
け
離
れ
た
取
扱
い
に
対
し
て
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
及
ぼ
せ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
い
、
上
記
の
よ
う
な
目
的

が
十
分
に
達
成
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
残
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の

解
決
に
関
し
て
、
合
衆
国
で
行
わ
れ
て
い
る
、
一
部
の
非
移
民
ビ
ザ
の

申
請
に
先
立
ち
、
雇
用
主
が
労
働
省
に
対
し
、
賃
金
や
労
働
条
件
等
に

つ
い
て
誓
約
を
行
う
労
働
条
件
申
請
制
度
の
取
扱
い
は
、
わ
が
国
に
示

唆
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ
が
国
で
も
、
入
管
法
そ
の
も
の
が

（
　
）
１２９定

七
〇

筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）



労
働
関
係
を
規
律
す
る
と
い
う
取
扱
い
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
も
、
入

管
法
上
の
手
続
き
が
労
働
契
約
に
一
定
の
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
仕
組
み

が
必
要
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
入
管
当
局
に
提
出
し
た
書
類
記
載
の
労

働
条
件
が
労
働
契
約
の
内
容
と
な
る
よ
う
に
、
雇
用
主
に
対
し
、
そ
の

書
類
を
外
国
人
労
働
者
に
交
付
さ
せ
る
こ
と
で
当
該
労
働
条
件
の
開
示

を
行
う
よ
う
に
求
め
る
な
ど
の
立
法
措
置
が
考
え
ら
れ
る
。

第
二
項
　
労
働
法
制

　
以
下
で
は
、
わ
が
国
の
労
働
法
と
ア
メ
リ
カ
労
働
法
の
外
国
人
労
働

者
の
取
扱
い
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
た
う
え
で
、
わ
が
国
の
労
働
法
の

解
釈
に
ア
メ
リ
カ
労
働
法
の
解
釈
が
与
え
る
示
唆
を
検
討
し
て
い
く
。

そ
こ
で
は
、
前
項
と
同
様
、
ア
メ
リ
カ
法
の
発
想
な
い
し
示
唆
が
、
わ

が
国
に
と
っ
て
有
益
か
否
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
わ
が
国
に
取
り
入
れ

る
場
合
に
考
慮
す
べ
き
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
み
て
ゆ
き
、
今
後
の

方
向
性
に
つ
き
、
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
　
日
米
比
較

（
一
）
適
法
就
労
者
の
「
統
合
」
施
策

　
外
国
人
政
策
に
お
け
る
「
統
合
」
と
い
う
要
請
の
実
現
の
た
め
に
、

労
働
法
が
果
た
す
役
割
は
日
米
共
通
で
あ
る
。
わ
が
国
の
労
基
法
三
条

は
国
籍
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
点
で
は
、
国
籍
差
別
に
つ
い
て
は
、
一

九
六
四
年
公
民
権
法
第
七
編
に
お
い
て
は
そ
れ
自
体
を
禁
止
す
る
規
定

が
な
く
、
移
民
関
連
不
当
雇
用
行
為
制
度
に
よ
り
、
ま
た
、
第
七
編
の

出
身
国
差
別
禁
止
規
定
を
通
じ
て
間
接
的
に
外
国
人
の
平
等
取
扱
い
を

実
現
し
て
い
る
に
留
ま
る
ア
メ
リ
カ
法
よ
り
強
力
で
あ
る
と
い
い
う

 

。
　
他
方
で
、
合
衆
国
で
は
、
雇
用
差
別
禁
止
の
ル
ー
ル
が
大
き
な
役
割

を
果
た
し
て
お
り
、
規
制
も
強
力
で
あ 

。
こ
の
た
め
、
主
と
し
て
司

法
の
場
で
雇
用
差
別
禁
止
法
を
通
じ
て
「
統
合
」
の
実
現
を
図
ろ
う
と

す
る
志
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
わ
が
国
は
、
差
別
禁
止
の
規
制
は

合
衆
国
ほ
ど
ま
で
は
強
く
な
く
、
訴
訟
件
数
も
少
な
い
。
そ
の
た
め
、

わ
が
国
に
お
け
る
「
統
合
」
は
、
差
別
禁
止
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
に
加

え
た
行
政
支
援
を
必
要
と
す
る
と
考
え
る
。

（
二
）
不
法
就
労
者
の
労
働
法
上
の
取
扱
い

　
日
本
法
に
お
い
て
は
、
不
法
就
労
者
に
労
働
法
上
の
保
護
を
与
え
る

か
ど
う
か
、
ま
た
保
護
を
与
え
る
と
し
て
も
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
が

故
の
制
限
が
加
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
、
入
管
法
政
策
と
の
関
係
で
問

題
と
な
る
が
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
こ
の
点
に
関
す
る
検
討
は
ま
だ
十

分
に
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
特
に
、
入
管
法
政
策
と
労
働
法
政
策
の
調
整

と
い
う
観
点
か
ら
の
検
討
は
不
十
分
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
不
法
就
労
者
に
労
働
法
上
の

保
護
を
与
え
る
こ
と
は
、
雇
用
主
が
不
法
就
労
者
を
雇
お
う
と
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
抑
制
す
る
こ
と
に
な
り
、
移
民
政
策
に
も
合
致
す
る

（
　
）
１３０る

（
　
）
１３１る
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と
い
っ
た
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
が
あ
る
。

　
他
方
、H

offm
an

 
    
  
判
決
の
法
廷
意
見
で
は
、
む
し
ろ
逆
イ
ン
セ
ン

テ
ィ
ブ
論
と
も
い
う
べ
き
、
不
法
就
労
者
に
労
働
法
上
の
保
護
を
与
え

る
こ
と
は
、
不
法
就
労
者
に
将
来
の
不
法
就
労
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
る
こ
と
に
な
り
、
移
民
政
策
に
反
す
る
と
の
立
場
が
う
か
が
わ

れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
立
場
も
、
不
法
就
労
者
の
労
働
法
上
の
取

扱
い
を
考
え
る
際
に
、
移
民
政
策
に
配
慮
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い

る
。

　
た
だ
し
、
上
述
の
逆
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
論
の
背
景
と
し
て
、
日
米
間

の
訴
訟
件
数
の
違
い
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ 

。
す
な
わ
ち
、
訴
訟
を

通
じ
て
不
法
就
労
者
も
権
利
の
主
張
が
で
き
る
合
衆
国
で
は
、
労
働
法

の
保
護
を
あ
て
に
し
て
入
国
す
る
逆
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
も
あ
な
が
ち
否

定
で
き
な
い
。
一
方
、
日
本
の
現
状
で
は
、
不
法
就
労
者
が
訴
訟
を
通

じ
た
権
利
主
張
を
す
る
こ
と
は
少
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
り
、
わ
が
国

の
現
状
の
も
と
で
は
、
む
し
ろ
、
移
民
政
策
お
よ
び
労
働
政
策
上
、
労

働
法
の
保
護
を
与
え
る
要
請
が
比
較
的
強
い
と
い
え
る
。
そ
う
で
あ
る

と
し
て
も
、
将
来
の
不
法
就
労
を
前
提
と
す
る
救
済
を
与
え
る
こ
と
に

は
疑
問
が
あ
り
、
救
済
の
内
容
を
考
え
る
に
あ
た
り
留
意
す
る
必
要
が

あ
る
。

（
　
）
１３２る

二
　
今
後
の
方
向
性

（
一
）
適
法
就
労
者
へ
の
対
応

①
  「統
合
」
の
実
現
手
法

　
労
働
法
に
お
い
て
は
、
入
管
政
策
を
考
慮
し
た
取
扱
い
と
「
統
合
」

の
促
進
が
要
請
さ
れ
る
。

　
す
で
に
み
た
と
お
り
、
わ
が
国
で
は
、
労
基
法
三
条
に
国
籍
差
別
の

禁
止
が
あ
り
、
出
身
国
差
別
も
同
条
で
禁
止
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い

る
。
同
条
は
採
用
に
は
適
用
さ
れ
な
い
取
扱
い
と
な
っ
て
い
る
が
、
将

来
、
外
部
労
働
市
場
の
流
動
性
が
高
ま
り
、
そ
こ
で
の
雇
用
機
会
の
平

等
の
要
請
も
強
ま
っ
た
場
合
に
は
、
採
用
に
つ
い
て
も
同
条
の
適
用
に

つ
い
て
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
わ
が
国

で
は
、
訴
訟
制
度
に
よ
る
実
現
の
面
も
含
め
、
合
衆
国
に
比
べ
て
差
別

禁
止
の
規
制
は
弱
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、「
統
合
」
へ
の

行
政
に
よ
る
支
援
が
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、「
外
国
人
労
働
者
の

雇
用
・
労
働
条
件
に
関
す
る
指 

は
そ
の
一
例
で
あ
る
が
、「
統
合
」

の
実
現
の
た
め
に
、
こ
れ
に
法
律
上
の
根
拠
を
与
え
て
、
よ
り
実
効
性

の
あ
る
行
政
指
導
・
助
言
等
を
可
能
と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
他
、
特
に
法
律
の
根
拠
を
必
要
と
す
る
訳
で
は
な
い
が
、
外

国
人
労
働
者
に
対
し
て
労
働
法
や
紛
争
解
決
手
続
き
お
よ
び
生
活
面
に

関
す
る
情
報
提
供
や
支
援
を
よ
り
積
極
的
に
行
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
生
活
指
導
、
外
国
人
に
理
解
可
能
な
労
働
条
件
の
明

示
や
安
全
衛
生
指
導
、
あ
る
い
は
日
本
語
指
導
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

（
　
）
１３３針
」
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き
る
。

②
 契
約
を
め
ぐ
る
問
題

　
さ
ら
に
、
採
用
し
た
外
国
人
が
、
そ
の
在
留
資
格
に
見
合
っ
た
職
務

を
遂
行
す
る
に
は
能
力
不
足
で
あ
っ
た
た
め
に
そ
の
外
国
人
を
配
転
し

た
こ
と
が
問
題
と
な
っ
た
鳥
井
電
器
事 

で
み
ら
れ
た
よ
う
な
、
能
力

に
見
合
っ
た
配
転
を
行
う
と
資
格
外
就
労
を
も
た
ら
す
と
い
う
結
果
が

生
じ
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
雇
用
主
が
、
認
め
ら
れ
て

い
る
在
留
資
格
の
範
囲
外
の
職
務
を
担
当
さ
せ
る
配
転
を
行
う
こ
と

は
、
入
管
法
と
の
調
整
の
必
要
が
あ
る
た
め
、
原
則
と
し
て
そ
の
よ
う

な
配
転
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
、
当
該
労
働

契
約
に
お
い
て
は
、
在
留
資
格
に
対
応
し
た
職
種
限
定
の
合
意
が
明
示

的
又
は
黙
示
的
に
あ
る
こ
と
が
多
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
を
超
え
る

配
転
命
令
は
、
無
効
と
な
る
（
職
種
限
定
の
合
意
が
認
定
さ
れ
な
い
場

合
も
、
入
管
法
上
認
め
ら
れ
な
い
就
労
を
強
制
す
る
配
転
命
令
は
、
日

本
の
法
秩
序
と
調
和
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
公
序
違
反
と
し
て
無
効

と
な
し
え
よ
う
。）。

　
そ
の
場
合
に
は
、
解
雇
も
や
む
を
え
な
い
こ
と
が
多
く
な
る
で
あ
ろ

う
が
、
雇
用
主
は
、
直
ち
に
解
雇
を
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
、
改
善

の
機
会
や
警
告
を
与
え
た
う
え
で
、
在
留
資
格
の
範
囲
内
で
の
配
転
可

能
性
を
検
討
す
る
な
ど
の
努
力
を
す
べ
き
で
あ 

。
そ
し
て
、
そ
の
努

力
が
可
能
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
怠
っ
た
場
合
に
は
、
解
雇
は
解
雇
権

（
　
）
１３４件

（
　
）
１３５る

の
濫
用
と
な
り
う
る
と
考
え
る
。

　
ま
た
、
在
留
期
間
と
契
約
期
間
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
雇
用
契
約
が

期
間
の
定
め
の
あ
る
も
の
で
あ
る
と
の
認
定
に
つ
き
、
在
留
期
間
を
理

由
の
一
つ
と
し
た
裁
判
例
（
フ
ィ
リ
ッ
プ
ス
・
ジ
ャ
パ
ン
事
件
決 

）

が
あ
る
が
、
在
留
期
間
と
契
約
期
間
は
論
理
的
に
は
同
じ
で
は
な
い
。

こ
の
場
合
に
も
、
労
働
契
約
が
入
管
法
違
反
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、

「
法
務
大
臣
の
在
留
資
格
の
許
可
な
い
し
在
留
期
間
の
更
新
が
認
め
ら

な
い
」
場
合
に
、
契
約
を
解
除
す
る
旨
の
条
項
を
労
働
契
約
に
定
め
る

こ
と
で
一
応
の
解
決
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
労
基
法
一
四
条
に
お

い
て
は
、
一
定
の
専
門
職
等
に
つ
い
て
、
五
年
間
の
有
期
契
約
が
認
め

ら
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
労
働
政
策
を
入
管
法
に
も
反
映
さ
せ
る
制
度

設
計
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
併
せ
て
、
高
度
人
材
の
受
入
れ
を
促

進
す
る
と
い
う
わ
が
国
の
外
国
人
政
策
の
観
点
か
ら
も
、
入
管
法
制
に

お
い
て
、
労
基
法
一
四
条
の
改
正
を
反
映
し
、
そ
の
改
正
に
合
わ
せ
た

在
留
期
間
を
認
め
る
よ
う
に
す
る
べ
く
、
三
年
を
超
え
て
は
な
ら
な
い

と
す
る
在
留
期
間
の
上
限
に
つ
い
て
、
入
管
法
（
同
法
二
条
の
二
第
三

項
お
よ
び
同
法
施
行
規
則
三
条
に
基
づ
く
同
別
表
第
二
）
を
改
正
す
る

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
労
基
法
一
四
条
に
よ
り
五
年
の

有
期
労
働
契
約
が
認
め
ら
れ
る
職
業
に
該
当
す
る
在
留
資
格
に
つ
い
て

は
、
在
留
期
間
を
五
年
と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ 

。

（
　
）
１３６定

（
　
）
１３７る
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（
二
）
不
法
就
労
者
へ
の
対
応

①
 基
本
的
枠
組
み

　
次
に
、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
不
法
就
労
者
の
労
働
法
上
の
取
扱
い

か
ら
の
示
唆
を
受
け
て
、
わ
が
国
に
お
け
る
不
法
就
労
者
の
労
働
法
上

の
取
扱
い
の
ル
ー
ル
を
検
討
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
枠
組
み
を
提
示

し
う
る
。

　
す
な
わ
ち
、
不
法
就
労
者
に
つ
い
て
も
、
①
原
則
と
し
て
労
働
法
の

適
用
を
認
め
た
う
え
で
、
②
救
済
に
お
い
て
は
、
入
管
政
策
の
要
請
を

考
慮
し
、
不
法
就
労
者
に
就
労
資
格
を
与
え
た
の
と
同
様
の
結
果
と
な

ら
な
い
よ
う
配
慮
す
る
。
し
か
し
、
既
往
の
労
働
に
対
応
す
る
部
分
に

つ
い
て
は
、
将
来
の
不
法
就
労
を
促
進
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
た

め
、
そ
の
よ
う
な
要
請
は
弱
ま
る
の
で
、
保
護
を
与
え
う
る
と
考
え

る
。
一
方
、
③
将
来
の
労
働
に
対
応
す
る
部
分
の
救
済
に
つ
い
て
は
、

不
法
就
労
者
で
あ
る
労
働
者
側
が
、
適
法
就
労
者
と
な
り
う
る
蓋
然
性

を
相
当
程
度
ま
で
立
証
し
得
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
条
件
と
し
て
、
そ

の
よ
う
な
部
分
に
つ
い
て
も
救
済
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解
す
る

こ
と
と
し
た
い
。
た
だ
し
、
④
そ
の
よ
う
な
蓋
然
性
を
立
証
で
き
な

か
っ
た
場
合
、
ア
メ
リ
カ
法
の
ル
ー
ル
で
は
救
済
が
否
定
さ
れ
る
可
能

性
が
高
い
が
、
損
害
賠
償
請
求
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
、
既
に
改

進
社
事
件
最
高
裁
判
決
が
、
一
定
程
度
の
期
間
を
就
労
可
能
な
期
間
と

し
て
事
実
認
定
し
う
る
場
合
に
は
、
そ
の
期
間
に
つ
き
日
本
ベ
ー
ス
で

の
損
害
賠
償
を
認
め
る
判
断
枠
組
み
を
示
し
て
い
る
。
金
銭
支
払
い
に

よ
る
損
害
賠
償
を
認
め
て
も
現
実
の
就
労
自
体
を
認
め
る
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
、
こ
う
し
た
判
断
枠
組
み
は
支
持
し
う
る
も
の
で
あ
る

（
詳
細
は
後
述
す
る
。）。

　
以
上
の
よ
う
な
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
、
わ
が
国
で
の
不
法
就
労
者

の
労
働
法
上
の
取
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
て
い
る
（
ま
た
は
、
生
じ
う

る
）
代
表
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
解
決
方
法
を
以
下
検
討
す
る
。

②
 逸
失
利
益
の
算
定

　
わ
が
国
の
労
災
事
故
で
の
民
法
の
損
害
賠
償
に
つ
い
て
は
、
労
働
法

的
要
素
も
含
ん
で
い
る
と
い
い
う
る
た
め
、
入
管
政
策
か
ら
の
労
働
法

的
な
法
理
念
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
同
様
に
検
討
し
う
る
問
題
で
あ
る
と

い
い
う 

。
た
だ
し
、
日
本
法
の
も
と
で
現
実
の
損
害
に
つ
い
て
は
、

将
来
に
向
け
て
の
損
害
額
も
認
定
す
る
の
で
、
基
本
的
に
は
事
実
認
定

の
問
題
で
あ
っ
て
も
、
将
来
の
滞
在
可
能
性
の
判
断
に
関
わ
っ
て
規
範

的
評
価
が
入
っ
て
く
る
。

　
こ
の
点
に
つ
き
、
改
進
社
事
件
判
決
は
、
わ
が
国
で
の
就
労
可
能
期

間
は
わ
が
国
で
の
収
入
等
を
基
礎
と
し
、
そ
の
後
は
想
定
さ
れ
る
出
国

先
（
多
く
は
母
国
）
で
の
収
入
を
基
礎
と
し
て
逸
失
利
益
を
算
定
す
る

と
し
た
う
え
で
、
わ
が
国
で
の
就
労
可
能
期
間
に
つ
い
て
は
、「
来
日

目
的
、
事
故
の
時
点
に
お
け
る
本
人
の
意
思
、
在
留
資
格
の
有
無
、
在

留
資
格
の
内
容
、
在
留
期
間
、
在
留
期
間
更
新
の
実
績
お
よ
び
蓋
然

性
、
就
労
資
格
の
有
無
、
就
労
の
態
様
等
の
事
実
的
及
び
規
範
的
な
諸

（
　
）
１３８る
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要
素
」
を
考
慮
し
て
認
定
す
る
と
い
う
判
断
枠
組
み
を
示
し
た
（
同
判

決
の
こ
の
判
断
枠
組
み
を
「
改
進
社
ル
ー
ル
」
と
呼
ぶ
。）。
そ
こ
で
述

べ
ら
れ
た
「
規
範
的
要
素
」
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
、
学
説
の
理
解

は
分
か
れ
て
い 

。
同
判
決
は
、
損
害
額
に
つ
い
て
、
現
実
ま
た
は
将

来
起
こ
る
で
あ
ろ
う
具
体
的
損
害
を
ベ
ー
ス
に
し
て
損
害
額
が
認
定
さ

れ
る
と
い
う
ル
ー
ル
に
則
っ
て
判
断
し
て
お
り
、
事
実
の
評
価
に
お
い

て
、
入
管
法
の
評
価
が
入
っ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
事
実
認
定
の
問
題

で
あ
っ
て
、「
改
進
社
ル
ー
ル
」
自
体
に
は
、「
規
範
的
要
素
」
の
中
に

憲
法
一
四
条
の
理
念
や
労
働
者
保
護
と
い
う
観
点
は
必
ず
し
も
含
ま
れ

て
い
な
い
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
で
、「
改
進
社
ル
ー
ル
」
は
、
損
害

の
認
定
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
入
管
政
策
を
考
慮
し
て
、
不
法
就
労

者
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
滞
在
し
、
就
労
す
る
期
間
を
そ
れ
ほ
ど
長

期
の
も
の
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
と
の
観
点
に
立
つ
も
の
と
い
い
う

る
。
す
な
わ
ち
、「
改
進
社
ル
ー
ル
」
で
示
さ
れ
た
「
規
範
的
要
素
」

は
、
入
管
法
の
「
選
択
」
の
理
念
に
配
慮
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の

よ
う
な
点
で
、「
改
進
社
ル
ー
ル
」
は
、「
規
範
的
要
素
」
と
し
て
、
入

管
法
政
策
を
考
慮
に
入
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
、「
改
進
社
ル
ー
ル
」
に
、
実
態
と
し
て
の

労
働
関
係
に
着
目
し
た
労
働
者
保
護
と
い
う
考
慮
を
取
り
入
れ
る
こ
と

を
加
え
る
こ
と
と
は
矛
盾
し
な
い
。
改
進
社
事
件
判
決
が
、
日
本
で
の

就
労
可
能
期
間
を
三
年
と
認
定
し
た
こ
と
は
、
一
定
程
度
こ
の
点
を
考

慮
し
た
も
の
と
も
い
え
る
。

（
　
）
１３９る

　
ま
た
、
こ
う
し
た
規
範
的
要
素
に
お
い
て
、
入
管
法
違
反
と
い
う
事

実
を
考
慮
す
る
と
し
て
も
、
逆
に
、
入
管
法
違
反
の
事
実
が
解
消
さ
れ

る
可
能
性
を
考
慮
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ 

。
す
な
わ
ち
、
改
進
社
事

件
判
決
の
立
場
で
は
、
不
法
就
労
者
の
就
労
可
能
期
間
は
長
期
な
も
の

と
し
て
は
認
定
さ
れ
得
な
い
が
、
こ
こ
で
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
労
働

者
側
が
、
自
ら
が
在
留
特
別
許 

を
受
け
る
な
ど
滞
在
が
合
法
化
さ
れ

る
蓋
然
性
が
相
当
程
度
高
い
こ
と
を
立
証
で
き
た
場
合
に
は
、
相
当
な

期
間
に
つ
い
て
、
日
本
ベ
ー
ス
で
の
算
定
が
可
能
と
な
る
と
解
す
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
合
衆
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
立
証
責
任
上
の

取
扱
い
を
明
確
に
示
す
裁
判
例
が
あ
り
、
日
本
法
の
解
釈
と
し
て
参
考

に
な
る
（
改
進
社
事
件
判
決
で
も
、
そ
の
よ
う
な
立
証
が
あ
っ
た
場
合

に
つ
い
て
は
結
論
が
異
な
り
う
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。）。

③
 不
法
就
労
者
の
解
雇
を
め
ぐ
る
問
題

　
上
記
①
で
示
し
た
枠
組
み
を
労
働
災
害
に
よ
る
逸
失
利
益
の
問
題
に

当
て
は
め
る
と
、
上
記
②
の
と
お
り
と
な
る
が
、
そ
の
他
の
労
働
法
の

適
用
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
も
、
基
本
的
に
同
様
の
取
扱
い
が
可
能

と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
わ
が
国
の
労
働
法
規
も
合
衆
国
と
同
様
に
、

不
法
就
労
者
に
も
適
用
が
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当
で
あ 

。
わ
が
国

の
労
働
法
が
、
実
態
と
し
て
の
労
働
関
係
に
着
目
し
て
労
働
者
を
保
護

し
よ
う
と
す
る
発
想
を
も
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
実
に
雇
用
さ
れ
て

い
る
者
に
つ
い
て
は
、
在
留
資
格
の
有
無
を
問
わ
ず
、
労
働
法
規
の
適

（
　
）
１４０る

（
　
）
１４１可

（
　
）
１４２る七

五

外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
（
早
川
）



用
を
認
め
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
具
体
的
な
労
働
法
の
適
用
の
あ
り
方
、
ま
た
、
救
済
の
内

容
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
労
働
法
規
ご
と
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
以
下
で
は
、
労
働
法
の
規
律
対
象
の
中
で
も
最
も
代
表
的
な
解
雇

を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
不
法
就
労
者
の
解
雇
が
解

雇
権
の
濫
用
に
あ
た
る
か
が
問
題
と
な
る
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
つ

き
検
討
す
る
と
、
上
記
の
枠
組
み
に
よ
れ
ば
、
不
法
就
労
者
に
も
労
基

法
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
同
法
一
八
条
の
二
に
よ
り
、
解
雇
を
ど
の
よ

う
な
場
合
に
無
効
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
ま
た
、
解
雇
が
無
効
と

な
る
場
合
の
救
済
方
法
は
ど
う
な
る
か
が
問
題
と
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
は
、
雇
用
主
が
、
被
用
者
が
不
法
就
労
者
で
あ
る

こ
と
を
（
ア
）
知
ら
ず
に
雇
っ
て
い
た
か
、（
イ
）
知
り
つ
つ
雇
っ
て

い
た 

で
状
況
は
異
な
り
う
る
。

　
ま
ず
、（
ア
）
の
場
合
に
は
、
雇
用
主
は
被
用
者
が
不
法
就
労
者
で

あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
解
雇
す
る
こ
と
に
は
、
解
雇
を
な
す
に
一
応

の
合
理
性
ま
た
は
、
社
会
通
念
上
の
相
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
る
。
わ
が
国
で
は
本
来
就
労
で
き
な
い
不
法
就
労
者
で
あ
る
と

知
ら
ず
に
雇
っ
て
い
た
雇
用
主
が
、
入
管
法
違
反
の
状
態
を
是
正
し
よ

う
と
し
て
も
、
解
雇
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
は
不
都
合
で
あ
る
か
ら

（
不
法
就
労
助
長
罪
の
成
立
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。）、
入

管
法
違
反
の
事
実
を
知
っ
た
場
合
に
は
解
雇
の
合
理
的
理
由
が
認
め
ら

れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
　
）
１４３か

　
そ
こ
で
、
就
労
資
格
の
な
い
こ
と
を
知
ら
ず
に
雇
っ
て
い
た
雇
用
主

の
場
合
、
被
用
者
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
解
雇
す
る
こ

と
は
、
解
雇
権
の
濫
用
に
当
た
ら
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ 

。

　
次
に
、（
イ
）
の
場
合
に
は
、
雇
用
主
は
、
自
ら
就
労
資
格
が
な
い

こ
と
を
知
り
つ
つ
外
国
人
を
雇
用
し
て
不
法
就
労
状
態
を
作
り
出
し
た

の
で
あ
る
か
ら
、
被
用
者
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
解
雇

の
適
法
性
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
禁
反
言
な
い
し
ク
リ
ー
ン
ハ
ン
ド
の

原
則
に
照
ら
し
て
許
さ
れ
な
い
と
の
見
解
と
、
雇
用
主
が
不
法
就
労
の

事
実
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
労
働
者
は
入
管
法
上
、
本
来
就
労
で

き
な
い
立
場
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
解
雇
権
濫
用
に
は
な
ら
な
い

と
の
見
解
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
の
見
解
は
、
入
管
法
政
策
を
労
働
政

策
に
優
先
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
み
る
よ
う
に
救
済
面
で
両

方
の
調
整
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
前
者
の
無
効
説

を
取
っ
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
よ
う
に
解
す
る
場
合
、
解
雇
を
無
効
と
す
る
こ
と
が
、
将
来
の

不
法
就
労
を
認
め
る
こ
と
に
な
り
、
結
果
と
し
て
、
不
法
就
労
者
に
就

労
資
格
を
与
え
た
の
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
問
題
を
別
途
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
雇
自
由
の
原
則
が
と
ら
れ
る
合
衆
国
の

ル
ー
ル
は
、
わ
が
国
に
直
接
示
唆
す
る
も
の
は
な
く
、
わ
が
国
独
自
の

問
題
で
あ
る
。
し
か
し
、
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ａ
に
基
づ
き

Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
が
復
職
命
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
の
点
に
お
い

（
　
）
１４４る 七

六

筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）



て
は
ア
メ
リ
カ
法
の
取
扱
い
は
示
唆
と
な
り
う
る
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ

カ
法
の
取
扱
い
を
見
る
と
、H

offm
an

 
    
  
判
決
は
、
不
法
就
労
者
の
復
職

命
令
を
一
般
に
認
め
な
い
方
向
を
と
っ
て
い 

。

　
こ
れ
を
参
考
に
し
て
考
察
す
る
と
、
解
雇
権
濫
用
に
対
す
る
救
済

が
、
通
常
の
場
合
と
同
様
に
解
雇
の
無
効
に
基
づ
く
地
位
確
認
判
決
で

あ
る
と
し
た
場
合
、
雇
用
主
は
、
こ
れ
に
従
っ
て
労
働
者
を
原
職
に
復

帰
さ
せ
る
と
（
い
わ
ゆ
る
就
労
請
求
権
は
原
則
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い

る
が
、
地
位
確
認
判
決
が
出
さ
れ
た
以
上
、
雇
用
主
は
原
職
復
帰
措
置

を
と
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
る
。）、
不
法
就
労
助
長
罪
に
該
当
す
る
行
為

を
行
っ
た
も
の
と
し
て
、
入
管
法
違
反
の
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
こ
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
確
認
判
決
は
、
入
管
政
策
に
反

し
、
国
の
機
関
で
あ
る
裁
判
所
が
こ
う
し
た
判
決
を
下
す
こ
と
は
適
当

で
な
い
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
、
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
も
意
味
が
な

い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
判
決
時
点
で
適
法
な
在
留
資
格
が
認

め
ら
れ
な
い
場
合
（
原
告
側
が
、
適
法
就
労
者
と
な
り
う
る
蓋
然
性
を

相
当
程
度
ま
で
立
証
し
得
た
場
合
を
除
く
。）、
確
認
判
決
を
求
め
る
訴

え
の
利
益
は
否
定
す
べ
き
と
考
え 

。

　
次
に
、
賃
金
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
場
合
、
解
雇
が
無
効
で
あ
れ

ば
、
雇
用
主
に
民
法
五
三
六
条
二
項
の
帰
責
事
由
が
あ
る
と
し
て
、
解

雇
時
か
ら
判
決
時
ま
で
の
賃
金
支
払
い
が
命
じ
ら
れ
る
の
が
通
例
で
あ

り
、
不
法
就
労
者
に
つ
い
て
も
同
様
の
取
扱
い
が
で
き
る
か
が
問
題
と

な
る
。H

offm
an

 
    
  
判
決
を
そ
の
ま
ま
当
て
は
め
れ
ば
そ
れ
を
認
め
る
こ

（
　
）
１４５る

（
　
）
１４６る

と
は
難
し
く
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
上
記
の
よ
う
に
、
わ
が
国
で
は
改

進
社
事
件
の
最
高
裁
判
決
が
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
ル
ー
ル
を
示
し
て

い
る
の
で
、
こ
れ
に
従
う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
定
程

度
の
期
間
を
就
労
可
能
な
期
間
と
し
て
事
実
認
定
し
う
る
場
合
に
は
、

そ
の
期
間
に
つ
き
、
無
効
な
解
雇
に
よ
り
就
労
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

は
雇
用
主
の
帰
責
事
由
に
基
づ
く
も
の
だ
と
し
て
、
賃
金
支
払
い
を
認

め
る
べ
き
と
考
え
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
将
来
の
賃
金
の
支
払
い
は
、

通
常
で
あ
れ
ば
そ
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
で
も
、
入
管

政
策
に
矛
盾
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
と
思
わ
れ 

。

お
わ
り
に

　
本
論
文
は
、
外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
、
①
移
民
法
政

策
と
労
働
法
政
策
の
交
錯
の
視
点
、
お
よ
び
②
外
国
人
政
策
が
も
つ
、

「
選
択
」
と
「
統
合
」
の
二
つ
の
理
念
の
具
体
化
と
い
う
視
点
か
ら
、

ア
メ
リ
カ
法
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
っ
た
。

　
そ
の
う
え
で
、
今
後
の
わ
が
国
に
お
け
る
法
政
策
の
方
向
性
に
つ
い

て
検
討
を
行
い
、
入
管
法
制
に
お
い
て
は
、
労
働
政
策
を
考
慮
し
て
、

日
本
型
の
「
労
働
証
明
制
度
」
を
導
入
す
る
こ
と
、
移
民
関
連
不
当
雇

用
行
為
に
対
応
す
る
差
別
禁
止
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
べ
き
こ
と
、

さ
ら
に
、「
就
労
資
格
書
類
確
認
制
度
」
を
入
管
法
に
導
入
し
つ
つ
、

書
類
確
認
義
務
の
濫
用
禁
止
規
定
を
設
け
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

　
次
に
、
労
働
法
制
に
関
し
て
は
、
適
法
就
労
者
の
統
合
を
促
進
す
る

（
　
）
１４７る

七
七
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労
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者
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法
的
地
位
（
早
川
）



た
め
に
、
差
別
禁
止
規
定
を
充
実
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
行
政
に
よ
る

「
統
合
」
支
援
策
を
講
じ
る
こ
と
な
ど
を
提
案
し
、
不
法
就
労
者
に
つ

い
て
は
、
原
則
と
し
て
労
働
法
の
適
用
を
認
め
た
う
え
で
、
不
法
就
労

者
に
就
労
資
格
を
与
え
た
の
と
同
様
の
結
果
と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
し

た
救
済
の
あ
り
方
を
示
し
た
。

　
本
論
文
で
は
、
立
法
論
の
詳
細
に
は
必
ず
し
も
検
討
が
及
ん
で
い
な

い
が
、
今
後
は
、
外
国
人
の
受
入
れ
政
策
の
動
向
を
踏
ま
え
て
、
さ
ら

に
検
討
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

（
完
）

注（
　
） 

早
川
智
津
子
「
外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
―
入
管
法
政
策
と
労
働
法
政
策

９０
の
交
錯
―
（
一
）」
筑
波
法
政
四
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
四
三－
六
五
頁
。
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A
pp.D

iv.)(
 
     
      
本
件
は
そ
の
後
上
告
さ
れ
た
が
、
上
告
は
そ
の
後
取
り
下
げ
ら
れ

た
。2005

N
.Y.A

pp.D
iv.LEX

IS
5735.),

 
     
  
   
     
       
           and

   

Rosa
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） Se   e  

Singh
v.Jutla

&
C.D
.&
R
O
il,Inc.
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note
100.

          

１０２
（
　
） Se   e  

Sanango
v.200

East16th
St.H

ousin

                               
     g

Corp.,

         supra

     

note
101.

          

１０３
（
　
） Se   e   supr

    a  

note
100

         .  

１０４
（
　
） Se   e  

Singh
v.Jutla

&
C.D
.&
R
O
il,Inc.

                 
    
   
    
        ,   supra

     

note
100,Renteria

v.Italia

                              

１０５Foods,Inc.,2003
U
.S.D
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IS
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     698
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.D
.Ill.),

      
  
         and
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,

            
    
  

Inc.,
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2004),

                                     reh
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        ,
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Cir.
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       cert

    .   denied

      ,125
S.Ct.1603,2005

U
.S.LEX

IS
2

                         
       
    264
(2005)

          .  

（
　
） 

こ
こ
で
の
就
労
可
能
性
は
、
本
文
で
示
し
た
よ
う
に
、
単
に
国
内
で
事
実
と

１０６
し
て
就
労
で
き
る
と
い
う
事
実
上
の
も
の
と
は
異
な
る
。

（
　
） Se   e  

Escobar
v.Spartan

Security
Service

                                    ,281
F.Supp.2d

895;2003
U
.S.

                            
    

１０７D
ist.LEX

IS
20939

(S.D
.Tx.)

 
        
             
      .  

（
　
） Se   e  

Rosa
v.Partners

in
Progress,Inc.,

                                     supra

     

note
101.

          

１０８
（
　
） 

た
と
え
ば
、
今
後
の
外
国
人
受
入
れ
に
お
い
て
、
国
内
の
労
働
力
需
給
状
況

１０９
を
出
入
国
管
理
に
反
映
さ
せ
る
制
度
の
設
定
が
必
要
で
あ
る
と
の
提
言
や
（
菅

野
・
前
掲
注
（
　
）
書
二
二
二
頁
）、
入
管
法
は
雇
用
政
策
法
の
一
分
野
で
あ
る

４４

と
の
指
摘
（
諏
訪
・
前
掲
注
（
　
）
書
二
四
八
頁
）
が
な
さ
れ
て
い
る
。

４５

（
　
） 

合
衆
国
で
は
、
期
間
の
定
め
の
な
い
雇
用
契
約
に
お
い
て
は
、
雇
用
主
は
、

１１０
理
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
い
つ
で
も
即
座
に
労
働
者
を
解
雇
し
う
る
と
い
う

「
随
意
的
雇
用
」（em

ploym
entatw

ill

  
     
        
   
）
の
原
則
が
維
持
さ
れ
て
い
る
（
中
窪
裕

也
・
ア
メ
リ
カ
労
働
法
（
弘
文
堂
、
一
九
九
五
年
）
五－

六
頁
）。

（
　
） 

外
部
労
働
市
場
と
は
、
雇
用
関
係
に
な
い
求
人
企
業
と
求
職
者
に
よ
り
構
成

１１１
さ
れ
る
市
場
を
指
す
。

（
　
） 

内
部
労
働
市
場
と
は
、
雇
用
関
係
の
中
で
の
雇
用
主
と
従
業
員
に
よ
り
構
成

１１２

さ
れ
る
市
場
を
指
す
。

（
　
） 

判
例
法
理
で
あ
る
「
解
雇
権
濫
用
法
理
」
を
追
認
す
る
か
た
ち
で
、
二
〇
〇

１１３
三
（
平
成
一
五
）
年
労
基
法
改
正
に
よ
り
、「
解
雇
は
、
客
観
的
に
合
理
的
な
理

由
を
欠
き
、
社
会
通
念
上
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、
そ
の
権
利

を
濫
用
し
た
も
の
と
し
て
、
無
効
と
す
る
」
と
の
規
定
（
同
法
一
八
条
の
二
）

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

（
　
） 

雇
用
対
策
法
一
条
参
照
。

１１４
（
　
） 

構
造
改
革
特
別
区
域
法
に
よ
る
外
国
人
研
修
生
の
受
入
れ
人
数
枠
の
緩
和
の

１１５
特
例
要
件
の
一
つ
に
、「
該
当
特
区
に
お
け
る
求
人
倍
率
が
、
全
国
又
は
当
該
特

区
が
設
定
さ
れ
た
都
道
府
県
に
お
け
る
求
人
倍
率
を
上
回
る
こ
と
」（「
法
務
省

関
係
構
造
改
革
特
別
区
域
法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
告
示
の
特
例
に
関
す

る
措
置
及
び
そ
の
適
用
を
受
け
る
特
定
事
業
を
定
め
る
件
」（
平
成
一
五
年
八
月

二
九
日
法
務
省
告
示
四
五
三
号
、
最
近
改
正
平
成
一
六
年
八
月
二
八
日
法
務
省

告
示
三
六
四
号
）
二
条
四
号
）
と
の
要
件
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
要

件
は
、
よ
り
詳
細
に
該
当
す
る
地
域
の
雇
用
状
況
に
配
慮
し
た
も
の
と
い
い
う

る
。

（
　
） 

も
っ
と
も
、
以
上
の
要
件
の
す
べ
て
が
移
民
受
入
れ
を
前
提
と
し
て
い
る
わ

１１６
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
一
部
の
非
移
民
ビ
ザ
に
関
す
る
労
働
条
件
申
請
制

度
に
つ
い
て
は
、
支
配
的
賃
金
の
基
準
（
こ
れ
と
当
該
雇
用
に
お
け
る
「
実
際

に
支
払
わ
れ
て
い
る
賃
金
（actualw

age

        
   
）」
と
比
べ
い
ず
れ
か
高
い
方
の
額
以

上
で
あ
る
こ
と
を
要
す
。）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
　
） 

た
だ
し
、「
興
行
」
の
在
留
資
格
と
の
関
連
で
、
風
俗
営
業
に
係
る
人
身
取
引

１１７
に
「
興
行
」
の
在
留
資
格
を
有
す
る
外
国
人
が
巻
き
込
ま
れ
て
い
た
実
態
に
か

ん
が
み
、
そ
の
防
止
の
た
め
、
二
〇
〇
五
（
平
成
一
七
）
年
一
一
月
七
日
、「
風

俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
」（
風
俗
営
業
法
）
が

改
正
さ
れ
（
法
律
一
一
九
号
）、
風
俗
営
業
者
等
は
、
接
客
業
務
従
事
者
の
生
年

七
九

外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
（
早
川
）



月
日
、
国
籍
、
在
留
資
格
、
在
留
期
間
等
を
確
認
し
、
そ
の
確
認
の
記
録
を
保

存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
規
定
（
三
六
条
の
二
第
一
項
、
二
項
）
が
導
入

さ
れ
た
。

（
　
） 

非
移
民
受
入
れ
の
手
続
き
に
つ
い
て
も
、
合
衆
国
の
労
働
条
件
申
請
制
度

１１８
は
、
わ
が
国
に
比
べ
、
労
働
市
場
へ
の
影
響
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
判
断
を

し
て
い
る
と
い
え
る
。

（
　
） 

労
働
証
明
の
手
続
き
の
レ
イ
オ
フ
し
た
労
働
者
に
対
す
る
募
集
の
周
知
も
外

１１９
国
人
労
働
者
に
国
内
労
働
者
を
代
替
さ
せ
な
い
よ
う
な
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る

と
考
え
る
。

（
　
） 

合
衆
国
で
も
、
二
〇
〇
五
年
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
労
働
省
規
則
「
電
子
申

１２０
請
管
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
」（Program

Electronic
Review

M
anagem

ent

       
                  
  
      
   :PERM

      

）

の
も
と
で
の
労
働
証
明
制
度
で
は
、
労
働
証
明
官
に
よ
る
労
働
市
場
へ
の
悪
影

響
の
チ
ェ
ッ
ク
事
項
と
し
て
、
従
来
か
ら
の
支
配
的
賃
金
だ
け
で
な
く
、
支
配

的
労
働
条
件
（
た
と
え
ば
労
働
時
間
）
も
配
慮
す
る
と
し
て
い
る
。
具
体
的
な

運
用
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
あ
る
が
、
同
様
の
観
点
を
示
す
も
の
と
い

え
る
。

（
　
） 

こ
の
よ
う
な
内
容
の
対
応
は
、
手
続
き
の
複
雑
化
を
意
味
し
な
い
。
合
衆
国

１２１
の
労
働
証
明
制
度
は
、
手
続
き
は
厳
格
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
内
容
は
シ
ン
プ

ル
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
わ
が
国
で
同
様
の
制
度
を
導
入
す
る
場
合
は
、

手
続
き
に
は
後
注
（
　
）
の
誓
約
手
続
き
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、
で
き
る
だ
け

１２３

簡
素
化
を
し
た
う
え
で
、
内
容
は
き
め
細
や
か
な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

（
　
）
二
〇
〇
五
年
三
月
に
公
表
さ
れ
た
法
務
省
の
第
三
次
出
入
国
管
理
基
本
計
画

１２２
（
Ⅲ
１ 
茨
イ
）
参
照
。

（
　
） 

そ
の
他
、
非
移
民
ビ
ザ
で
あ
るH  

-

 1B   

ビ
ザ
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
誓
約
手
続

１２３
き
は
、
労
働
証
明
制
度
の
簡
易
型
と
も
い
い
う
る
も
の
で
あ
り
、
非
移
民
受
入

れ
国
で
あ
る
わ
が
国
に
と
っ
て
参
考
に
な
ろ
う
。

（
　
） 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
比
較
的
高
度
人
材
に
近
い
の
で
、
簡
易
型
の
労
働
証
明

１２４
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
　
） 

井
口
・
前
掲
注
（
　
）
書
一
九
〇
、
一
九
七
頁
参
照
。

１２５

３３

（
　
） 

不
法
就
労
助
長
罪
を
定
め
た
入
管
法
七
三
条
の
二
に
は
、「
知
り
つ
つ
」
と
の

１２６
文
言
が
明
文
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
の
認
識
は
要

件
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
（
出
入
国
管
理
法
令
研
究
会
・
注
解
判
例
出
入
国
管
理
外

国
人
登
録
実
務
六
法
［
平
成
一
七
年
版
］（
日
本
加
除
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）
一

三
九
頁
は
、
同
条
一
項
二
号
に
つ
き
、「
不
法
就
労
さ
せ
る
た
め
に
」
と
は
、
不

法
就
労
さ
せ
る
目
的
で
、
ま
た
は
他
人
が
不
法
就
労
活
動
を
さ
せ
る
こ
と
を
知

り
な
が
ら
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
て
い
る
。）。

（
　
） 

有
泉
亨
・
労
働
基
準
法
（
有
斐
閣
、
一
九
六
三
年
）
七
八
頁
は
、
差
別
取
扱
い

１２７
の
理
由
が
、
適
性
、
能
率
等
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
間
接

的
に
国
籍
等
に
由
来
す
る
も
の
（
言
語
能
力
な
ど
）
で
あ
っ
て
も
労
基
法
三
条

違
反
と
は
な
ら
な
い
と
の
限
定
的
見
解
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は

検
討
を
要
す
る
。

（
　
） 

Ｉ
Ｒ
Ｃ
Ａ
の
雇
用
主
処
罰
に
照
ら
し
、
わ
が
国
で
不
法
就
労
助
長
罪
を
強
化

１２８
し
た
場
合
に
、
雇
用
差
別
が
広
が
る
可
能
性
を
指
摘
し
、
法
改
正
を
示
唆
し
た

も
の
と
し
て
、
石
岡
邦
章
・
最
近
に
お
け
る
米
国
移
民
法
改
正
に
つ
い
て
の
実
証

的
研
究
（
法
務
研
究
報
告
書
八
二
集
四
号
）（
法
務
総
合
研
究
所
、
一
九
九
五

年
）
一
三
一
頁
が
あ
る
。

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
決
定
。

１２９

５５

（
　
） 

解
釈
上
、
国
籍
差
別
の
禁
止
に
は
出
身
国
差
別
の
禁
止
も
含
ま
れ
て
い
る
と

１３０
考
え
ら
れ
て
い
る
（
山
川
隆
一
・
雇
用
関
係
法
［
第
三
版
］（
新
世
社
、
二
〇
〇

三
年
）
四
五
頁
）。
ま
た
、
人
種
差
別
の
禁
止
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
（
菅
野
・
前
掲
注
（
　
）
書
一
三
〇
頁
参
照
）。

６４

八
〇

筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）



（
　
） 

中
窪
・
前
掲
注
（
　
）
書
二
一
四－

二
二
〇
頁
参
照
。

１３１

１１０

（
　
） 

ま
た
、
合
衆
国
で
は
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
や
、
エ
ク
イ
テ
ィ
に
お
け
る
差
止

１３２
め
な
ど
独
自
の
救
済
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
ら
に
対
応
し
た
議
論

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
議
論
は
、
基
盤
を
異
に
す
る
わ
が
国
で
は
必

ず
し
も
妥
当
し
な
い
。

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
指
針
。

１３３

５０

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
判
決
参
照
。

１３４

５６

（
　
） 

た
だ
し
、
配
転
先
の
職
務
を
担
当
で
き
る
よ
う
に
在
留
資
格
の
変
更
を
申
請

１３５
す
る
手
続
き
を
行
い
、
能
力
に
見
合
っ
た
職
務
を
探
す
こ
と
ま
で
は
要
求
さ
れ

な
い
と
解
す
る
。
他
方
、
入
管
法
に
お
い
て
は
、
一
時
的
な
配
転
に
よ
っ
て
在

留
資
格
に
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
る
職
務
の
範
囲
を
超
え
る
場
合
で
も
、
当
該
配

転
に
合
理
性
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
後
に
従
来
の
職
務
に
復
帰
す
る
こ
と
が
確
実

な
と
き
に
は
、
資
格
外
活
動
と
は
判
断
し
な
い
な
ど
の
対
応
を
検
討
す
る
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

（
　
） 

前
掲
注
（
　
）
決
定
参
照
。

１３６

５２

（
　
） 

こ
の
点
に
つ
い
て
、
経
済
産
業
省
・
通
商
白
書
二
〇
〇
五
（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二

１３７
〇
〇
五
年
）
二
六
八
頁
が
同
様
の
提
言
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
構
造
改
革
特
別

区
域
法
に
基
づ
く
特
定
研
究
活
動
を
行
う
研
究
者
等
の
在
留
期
間
は
特
例
措
置

と
し
て
五
年
と
さ
れ
て
い
た
（
前
注
（
　
）
参
照
）。
最
近
、
入
管
法
が
改
正
さ

１２

れ
、
同
様
の
研
究
者
等
の
活
動
を
在
留
資
格
「
特
定
活
動
」
に
明
示
し
た
う
え

で
在
留
期
間
の
特
例
が
全
国
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
平
成
一
八
年

五
月
二
四
日
法
律
第
四
三
号
。
同
年
一
一
月
二
四
日
施
行
）。

（
　
） 

日
本
法
に
お
け
る
労
災
事
件
の
安
全
配
慮
義
務
に
基
づ
く
損
害
賠
償
の
問
題

１３８
は
、
民
法
の
枠
内
で
考
え
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
労
災
事
故
に

お
け
る
損
害
賠
償
は
、
労
働
関
係
の
安
全
配
慮
義
務
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ

り
（
不
法
行
為
で
も
実
質
は
変
わ
り
な
い
。）、
ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
移
民
政

策
か
ら
の
労
働
法
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
も
参
考
に
し
う
る
問
題
で
あ
る
と
い
い

う
る
。

（
　
） 

前
注
（
　
）
掲
記
の
各
文
献
参
照
。

１３９

７６

（
　
） 

不
法
就
労
者
の
合
法
化
の
可
能
性
を
考
慮
要
素
と
す
る
説
が
あ
る
（
藤
村
・
前

１４０
掲
注
（
　
）
書
二
五
〇
頁
）。

７４

（
　
） 

最
近
、
法
務
省
入
管
局
に
よ
っ
て
、「
在
留
特
別
許
可
に
係
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

１４１
ン
」
が
策
定
さ
れ
た
（
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、
個
々
の

事
案
ご
と
に
諸
般
の
事
情
を
総
合
的
に
勘
案
す
る
と
の
従
来
と
同
様
の
立
場
を

維
持
し
つ
つ
、
許
否
判
断
に
お
い
て
、
①
日
本
人
ま
た
は
特
別
永
住
者
の
子
、

②
そ
れ
を
扶
養
す
る
実
の
親
、
③
日
本
人
ま
た
は
特
別
永
住
者
の
配
偶
者
、
④

人
道
的
配
慮
を
要
す
る
者
の
う
ち
一
定
の
者
に
つ
い
て
、
積
極
的
要
素
と
し
て

考
慮
し
、
こ
れ
に
対
し
、
⑤
刑
罰
法
令
違
反
等
、
⑥
不
法
就
労
助
長
罪
な
ど
入

管
行
政
の
根
幹
に
係
る
違
反
、
⑦
過
去
の
退
去
強
制
歴
を
消
極
的
要
素
と
し
て

考
慮
す
る
と
し
て
い
る
。
同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
よ
り
、
考
慮
要
素
が
示
さ
れ
た

こ
と
は
、
在
留
特
別
許
可
の
蓋
然
性
を
争
う
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
の

行
方
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
法
務
省
入
管
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w.m
oj.go.jp/N

Y
U
K
A
N
/nyukan52
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参
照
。

（
　
） 

た
だ
し
、
社
会
保
障
に
関
し
て
は
別
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

１４２
（
　
） 

当
初
は
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
知
ら
な
い
で
雇
っ
て
い
て
も
、
そ
の
後
、
不

１４３
法
就
労
者
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
も
雇
用
し
続
け
た
よ
う
な
場

合
は
（
イ
）
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。

（
　
） 

も
っ
と
も
、
実
際
の
解
雇
理
由
が
、
他
の
法
違
反
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
場

１４４
合
に
は
、
他
の
法
の
規
定
に
よ
り
解
雇
が
無
効
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
い
う
理
由
以
外
に
、
解
雇
が
、
不
当

労
働
行
為
に
当
た
る
場
合
や
、
不
法
就
労
者
の
正
当
な
行
為
に
対
す
る
報
復
措

置
と
し
て
な
さ
れ
た
場
合
（
多
く
は
報
復
措
置
を
禁
ず
る
法
律
の
保
護
が
あ

八
一

外
国
人
労
働
者
の
法
的
地
位
（
早
川
）



る
。）
に
は
、
解
雇
は
無
効
と
な
る
余
地
も
あ
り
う
る
と
考
え
る
。

（
　
）H

offm
an

 
 
    
  
判
決
以
前
の
裁
判
例
や
現
在
も
学
説
の
議
論
と
し
て
有
力
な
の
は
、

１４５
不
法
就
労
者
に
就
労
資
格
を
立
証
さ
せ
る
こ
と
を
条
件
に
復
職
を
認
め
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
わ
が
国
で
も
参
考
と
な
り
う
る
。

（
　
） 

こ
の
場
合
、
実
体
法
上
の
法
律
関
係
に
お
い
て
、
労
働
関
係
は
存
在
す
る

１４６
が
、
就
労
で
き
る
地
位
を
判
決
に
よ
り
法
的
に
支
持
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
観
念
す
る
こ
と
は
極
め
て
技
巧
的
な
の
で
、
以
下
で
述
べ
る
と
お

り
、
立
法
的
解
決
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

（
　
） 

以
上
は
解
釈
論
で
の
対
応
で
あ
る
が
、
や
や
複
雑
な
解
釈
な
の
で
、
解
雇
が

１４７
無
効
に
な
り
う
る
場
合
で
も
、
労
働
者
が
不
法
就
労
者
で
あ
る
と
の
事
実
が
認

め
ら
れ
れ
ば
、
就
労
資
格
を
取
得
す
る
見
込
み
が
な
い
限
り
、
解
雇
を
有
効
と

し
て
、
雇
用
契
約
は
終
了
す
る
も
の
と
し
つ
つ
、
金
銭
的
補
償
を
義
務
付
け
る

こ
と
を
立
法
で
規
定
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
（
二
〇
〇
五
（
平
成
一

七
）
年
九
月
に
発
表
さ
れ
た
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
の
報

告
書
に
お
け
る
立
法
提
言
で
も
、
解
雇
の
金
銭
解
決
制
度
が
含
ま
れ
て
い
る

（「
今
後
の
労
働
契
約
法
制
の
在
り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
報
告
書
・
労
働
調
査
会

出
版
局
編
・
ど
う
な
る
？
ど
う
す
る
？
労
働
契
約
法
制
（
全
国
労
働
基
準
関
係
団

体
連
合
会
、
二
〇
〇
五
年
）
所
収
二
〇
八－

二
一
二
頁
）。
た
だ
し
、
要
件
は
異

な
っ
て
い
る
の
で
、
外
国
人
に
つ
い
て
の
特
別
立
法
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。）。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
害
者
に
労
働
法
の
保
護
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
、

入
管
政
策
の
観
点
か
ら
も
、
雇
用
主
の
不
法
就
労
者
を
雇
お
う
と
す
る
イ
ン
セ

ン
テ
ィ
ブ
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
う
え
、
出
稼
ぎ
目
的
の
不
法
就
労
者
の
帰

国
も
促
進
で
き
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（
た
だ

し
、
補
償
額
に
つ
い
て
は
、
入
管
政
策
と
整
合
的
な
算
定
を
必
要
と
す
る
と
考

え
る
。）。

　
　
　
な
お
、
二
〇
〇
七
（
平
成
一
九
）
年
二
月
に
示
さ
れ
た
「
労
働
契
約
法
案
要

綱
」
に
お
い
て
は
、
解
雇
の
金
銭
解
決
の
提
案
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。

（
筑
波
大
学
大
学
院
ビ
ジ
ネ
ス
科
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
企
業
科
学
専
攻
修
了 

博
士
（
法
学
）・
岩
手
大
学
助
教
授
）

八
二

筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）


