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労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
い
て

’

岩

田

実

　
労
基
法
第
二
十
四
条
に
は
「
賃
金
は
、
通
貨
で
、
直
接
労
働
者
に
、
そ
の
全
額

を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
法
令
若
し
く
は
労
働
協
約
に
別
段
の
定

め
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
払
い
、
ま
た
、
法
令
に
別

段
の
定
め
が
あ
る
場
合
若
し
く
は
当
該
事
業
場
の
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る

労
働
組
合
が
あ
る
と
き
は
そ
の
労
働
組
合
、
労
働
者
の
過
半
数
で
組
織
す
る
労
働

組
合
が
な
い
と
き
は
労
働
者
の
過
半
数
を
代
表
す
る
者
と
の
書
面
に
よ
る
協
定
が

あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
賃
金
の
一
部
を
控
除
し
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。
②

賃
金
は
毎
月
一
回
以
上
、
一
定
の
期
日
を
定
め
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

但
し
、
臨
時
に
支
払
わ
れ
る
賃
金
、
賞
与
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
で
命
令
で

定
め
る
賃
金
に
つ
い
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
」
と
し
て
、
通
貨
払
、
全
額
払

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）

毎
月
最
低
一
回
払
、
お
よ
び
一
定
期
日
払
の
五
源
則
を
規
定
し
て
い
る
。

　
し
か
る
に
、
現
今
見
聞
す
る
一
部
の
と
こ
ろ
に
お
い
て
、
法
令
若
し
く
は
労
働

協
約
に
別
段
の
定
め
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
支
払
日
に
賃
金
を
受
領
し

な
か
っ
た
者
に
対
し
て
、
賃
金
を
通
貨
で
直
接
労
働
者
に
支
払
わ
な
い
で
、
盗
難

等
を
理
由
に
通
貨
に
代
え
て
預
金
通
帳
を
渡
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
賃
金
支
払
者
側
に
す
れ
ば
、
当
然
定
め
ら
れ
た
賃
金
支
払
口
に
当
該
労

働
者
が
受
取
り
に
こ
な
か
っ
た
こ
と
と
、
そ
の
結
果
そ
れ
ら
の
人
達
の
賃
金
を
金

庫
に
保
管
し
て
盗
難
に
合
う
恐
れ
の
あ
る
こ
と
か
ら
ま
ぬ
が
れ
る
た
め
、
賃
金
支

払
日
の
定
刻
後
に
一
括
し
て
銀
行
に
当
該
労
働
者
の
個
人
名
義
で
通
帳
を
作
成
し

預
金
を
し
て
い
る
だ
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
定
期
日
以
降
の
賃
金
支
払
は
通

貨
で
直
接
労
働
者
に
支
払
わ
な
い
で
、
そ
の
預
金
通
帳
を
当
該
労
働
者
に
渡
す
こ

と
に
し
て
お
り
、
そ
れ
を
受
取
っ
た
労
働
者
は
そ
れ
を
指
定
銀
行
に
持
参
し
現
金

を
受
取
る
と
い
う
手
順
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
場
合
、
当
該
事
業
所
内
に
指
定
銀

行
の
外
務
社
員
が
、
特
定
の
曜
日
に
出
張
し
て
く
る
も
の
や
、
常
駐
し
て
い
る
も

の
等
が
あ
る
。
し
か
し
、
何
分
一
人
の
出
張
員
が
一
定
の
金
額
を
持
参
し
て
く
る

に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
者
の
側
に
お
い
て
全
額
を
引

出
し
得
な
い
よ
う
な
不
都
合
な
点
等
が
い
ろ
い
ろ
と
存
し
て
い
る
）
。

　
右
に
述
べ
た
よ
う
な
、
賃
金
支
払
日
以
降
に
は
賃
金
支
払
者
が
賃
金
を
通
貨
で

直
接
労
働
者
に
支
払
わ
な
い
で
預
金
通
帳
で
渡
す
こ
と
が
、
前
述
の
労
基
法
第
二

十
四
条
所
定
の
通
貨
払
の
原
則
に
抵
触
し
な
い
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

注

寺
本
広
作
著
「
改
訂
新
版
労
働
基
準
法
解
説
」

そ
の
他
言
常
敷
等
参
照

二
〇
一
頁

労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

一
二
一



労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

ご
［
二

二

　
ま
ず
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
と
は
何
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
考

察
す
る
必
要
が
存
す
る
ゆ

　
そ
こ
で
労
働
法
学
上
、
こ
の
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
対
し

て
、
　
い
か
な
る
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す

る
。　

　
　
労
基
法
第
二
十
四
条
の
通
貨
払
の
原
則
に
つ
い
て
、
松
岡
教
授
は
「
通
貨

　
　
払
の
原
則
は
、
い
わ
ゆ
る
ト
ラ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
現
物
給
与
）
の
禁
止
を

　
　
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
通
常
の
労
働
法
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

　
　
わ
が
国
の
工
場
法
も
そ
の
原
則
を
採
用
し
て
い
た
（
同
法
病
冠
二
二
条
）
。

　
　
そ
れ
は
第
一
に
、
現
物
給
与
特
に
住
宅
、
寄
宿
舎
の
給
与
が
労
働
者
を
拘
束

　
　
し
、
封
建
的
な
労
使
関
係
の
温
床
と
な
る
し
、
第
二
に
、
現
物
給
与
は
、
賃

　
　
金
の
引
下
げ
を
も
た
ら
し
、
第
三
に
現
物
給
与
は
、
闇
取
引
の
も
と
と
な
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
、
却
っ
て
労
働
者
に
不

　
　
利
益
と
な
る
の
で
、
右
の
弊
害
の
生
じ
な
い
こ
と
並
に
労
働
者
の
利
益
を
考

　
　
慮
に
お
い
て
『
法
令
又
は
労
働
協
約
に
別
段
の
定
を
し
た
と
き
』
は
と
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
許
す
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
現
物
給
与
制
度

　
　
に
は
欠
陥
が
存
す
る
か
ら
、
労
働
者
に
対
す
る
賃
金
と
し
て
現
物
給
与
を
し

　
　
て
は
な
ら
な
い
が
、
労
働
者
に
と
っ
て
現
物
給
与
が
不
利
益
と
な
ら
な
い
限

　
　
度
に
お
い
て
は
そ
れ
が
許
さ
れ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
解
し

　
　
う
る
。
従
っ
て
こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
「
通
貨
」
と
は
い
わ
ゆ
る
社

　
　
会
通
念
上
現
金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
な
て
も
よ
く
、
労
働
の
対
価
と
し
て

　
　
の
賃
金
と
同
額
に
正
当
に
換
金
し
う
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
解
し
う
る
の

　
　
で
は
な
か
ろ
か
。
し
か
し
、
同
書
で
同
教
授
は
「
通
貨
」
の
意
味
に
つ
い
て

　
　
「
こ
こ
に
、
『
通
貨
」
と
は
、
強
制
通
用
力
あ
る
貨
幣
を
い
う
（
貨
幣
法
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
条
、
党
換
銀
行
券
条
令
四
条
）
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

す
れ
ば
、
　
「
通
貨
」
と
は
い
わ
ゆ
る
現
金
の
み
を
指
す
も
の
と
解
せ
ら
れ

る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
前
述
の
理
解
と
の
間
に
矛
盾
が
存
す
る
こ
と

に
な
る
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
本
稿
二
一
，
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）
。

　
慶
谷
教
授
は
「
賃
金
は
、
『
通
貨
』
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通

貨
と
は
強
制
通
用
盲
あ
る
貨
幣
を
い
う
（
貨
幣
法
七
条
）
。
こ
の
原
則
は
、

通
貨
の
支
払
を
確
保
し
て
労
働
者
の
生
活
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
が
、
こ
の
目
的
に
反
し
な
い
限
り
、
便
宜
上
振
替
貯
蓄
制
を
利
用
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
と
か
、
小
切
手
を
利
用
し
て
銀
行
に
支
払
わ
せ
て
も
差
し
支
え
な
い
」
と

し
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
　
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
す
な
わ
ち
社
会
通
念

上
現
金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
を
指
す
の
だ
が
、
労
基
法
第
二
十
四
条
の
目
的

は
、
労
働
者
の
生
活
の
自
由
を
確
保
す
る
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
反

し
な
い
限
度
に
お
い
て
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
何
で

あ
っ
て
も
よ
い
と
し
て
い
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
類
推
す
れ
ば
、
前
述
の
松
岡
説
も
表
言
こ
そ
違
え
、
こ
れ
と

同
旨
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
吾
妻
教
授
は
「
賃
金
を
通
貨
以
外
の
も
の
で
支
給
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ

て
い
る
。
製
品
等
の
支
給
で
通
貨
の
支
払
に
か
え
る
慣
行
（
い
わ
ゆ
る
ト
ラ

ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
）
が
、
か
っ
て
に
、
広
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

か
か
る
現
物
給
与
は
評
価
に
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
，
換
価
が
容
易
で
な
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

あ
に
、
労
働
者
の
生
活
を
圧
迫
す
る
危
険
が
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
し

更
に
、
　
「
賃
金
は
『
通
貨
』
で
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
貨
と
は

強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
（
貨
幣
法
七
条
）
で
あ
る
が
、
通
貨
払
の
制
度
が

主
と
し
て
、
現
物
給
与
の
禁
止
を
目
的
と
し
て
い
る
点
に
鑑
み
、
振
替
貯
蓄

制
の
利
用
や
、
小
切
手
の
交
付
等
を
禁
ず
る
趣
旨
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
て

　
（
5
）

い
る
。
」
と
し
て
、
賃
金
は
原
則
と
し
て
現
金
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
労
基
法
第
二
十
四
条
の
目
的
（
ト
ラ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
の
禁
止
）
に

反
し
な
い
限
り
に
お
い
て
は
、
こ
こ
に
い
う
「
通
貨
」
と
は
現
金
で
な
く
と



も
、
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
な
ら
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。
こ
の

説
も
、
表
言
の
多
少
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
結
論
と
し
て
は
、
前
記
諸
説
と

同
趣
旨
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
北
岡
寿
逸
教
授
は
「
通
貨
払
の
原
則
は
、
英
国
に
お
い
て
賃
金
が
実
物
に

よ
っ
て
払
わ
れ
た
と
い
う
幣
害
を
除
く
為
に
出
来
た
↓
歪
。
閃
9
9
（
現
物

賃
金
禁
止
法
）
に
起
源
す
る
の
で
、
我
国
に
お
い
て
も
、
形
式
的
に
こ
れ
を
模

倣
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
我
国
に
現
実
に
堪
え
が
た
き
実
害
が
あ
っ
て
出
来

た
規
定
で
は
な
い
。
抽
象
論
と
し
て
『
貨
幣
は
自
由
を
与
え
る
」
に
反
し
、

実
物
給
与
は
労
働
者
に
消
費
の
自
由
を
奪
う
か
ら
、
労
働
者
に
対
す
る
賃
金

は
貨
幣
に
よ
っ
て
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
て
い
る
。
然
し
社
会
保

険
に
お
い
て
は
治
療
費
を
通
貨
で
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
は
幣
害
あ
り
と

し
、
医
療
の
給
付
は
現
物
支
給
と
し
て
医
師
に
治
療
費
を
払
う
の
が
各
国
の

原
則
で
あ
る
。
英
国
に
お
い
て
児
童
の
栄
養
改
善
の
た
め
の
給
与
は
栄
養
物

の
実
物
給
与
（
ミ
ル
ク
・
オ
レ
ン
ジ
ジ
ェ
ー
ス
等
）
に
よ
る
の
で
貨
幣
給
与

に
よ
ら
な
い
。
こ
れ
等
の
事
例
に
お
い
て
は
実
物
給
与
が
通
貨
給
与
よ
り
適

切
な
り
と
さ
れ
る
の
で
、
賃
金
通
貨
支
払
も
常
に
労
働
者
保
護
に
な
る
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
第
一
項
の
但
書
が
、
前
段
の
実
物
に
依
る
支
払
を
認
め

た
の
は
、
物
資
統
制
時
代
に
、
実
物
給
与
を
希
望
し
た
と
か
、
技
能
者
養
成

の
場
合
に
お
い
て
、
実
物
給
与
の
必
要
が
あ
る
と
い
う
時
、
実
際
の
必
要
に

応
ず
る
為
の
も
の
で
あ
る
が
、
実
物
給
与
に
し
て
評
価
の
出
来
る
も
の
は
評

価
額
を
賃
金
よ
り
差
引
き
、
評
価
の
出
来
な
い
も
の
は
福
利
施
設
と
認
め
て

賃
金
と
見
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
但
書
前
段
の
規
定
も
、
ほ
と
ん
ど
必

要
が
な
い
と
い
え
る
。
問
題
に
な
る
の
は
、
小
切
手
と
か
振
替
貯
金
で
支
払

っ
て
良
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
　
賃
金
の
中
に
は
、
　
高
級
幹
部
職
員

や
、
重
役
の
賞
与
も
含
ん
で
い
る
以
上
、
小
切
手
支
払
い
を
禁
止
す
る
わ
け

に
も
行
か
ず
、
遠
方
に
送
金
す
る
場
合
に
振
替
貯
金
を
禁
止
す
る
わ
け
に
も

行
か
な
い
。
も
し
労
働
者
に
零
細
な
賃
金
を
払
う
場
合
に
小
切
手
で
払
え
ば

弊
害
が
あ
る
が
、
か
か
る
非
常
識
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
心
配
も
な
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ら
、
こ
れ
は
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
。
」
と
史
的
説
明
を
も
加
え
て
詳
論
さ

れ
て
い
る
。

結
論
と
し
て
は
、
以
上
の
諸
説
と
同
様
で
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
で
な
く

て
も
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
述
の
な
か
に
お
い
て
「
賃
金
の
中
に
は
、
高
級
幹
部
職
員

や
、
重
役
の
賞
与
も
含
ん
で
い
る
以
上
、
小
切
手
支
払
を
禁
止
す
る
わ
け
に

も
行
か
ず
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
通
貨
と
は
現
金
と
解
し
、
労
働
者
個
人

が
特
定
の
理
由
に
よ
り
小
切
手
支
払
を
望
む
場
合
に
限
っ
て
の
み
、
そ
れ
を

許
す
と
解
し
て
は
如
何
と
思
う
。
ま
た
、
　
「
遠
方
に
送
金
す
る
場
合
に
振
替

貯
金
を
禁
止
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
現
今
に

お
い
て
は
、
現
金
書
留
制
度
も
存
し
て
い
る
故
、
現
金
に
よ
る
送
金
も
可
能

で
あ
る
。
更
に
、
　
「
労
働
者
に
零
細
な
賃
金
を
払
う
場
合
に
小
切
手
で
払
え

ば
弊
害
が
あ
る
が
、
か
か
る
非
常
識
な
こ
と
が
行
わ
れ
る
心
配
も
な
い
か

ら
、
こ
れ
は
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い
て
小

切
手
支
払
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の
は
、
小
切
手
の
支
払

拒
絶
の
問
題
を
勘
案
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
小
切
手
を
利
用
す
る

こ
と
の
便
利
性
の
問
題
を
勘
案
し
て
い
る
も
の
と
思
う
。
そ
れ
故
に
労
働
者

に
対
し
て
零
細
な
賃
金
を
小
切
手
で
支
払
え
ば
弊
害
は
存
す
る
が
、
こ
の
よ

う
な
心
配
は
な
い
か
ら
小
切
手
支
払
を
禁
止
す
る
必
要
は
な
い
と
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
で
も
、
賃
金
を
現
金
の
代
わ
り
に
預
金
通
帳
で
渡
す
こ
と

の
あ
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
小
切
手
と
預
金
通
帳
の
性
格
は
違
う
と
し
て

も
、
指
定
場
所
へ
出
頭
し
現
金
と
換
え
る
段
に
お
い
て
は
不
便
さ
は
同
一
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　
末
弘
教
授
は
「
通
貨
支
払
の
原
則
は
、
労
働
者
の
生
活
上
の
自
由
を
確
保

し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
目
的
に
反
し
な
い
限

り
、
実
際
上
の
便
宜
に
応
じ
て
こ
れ
に
代
る
方
法
を
と
る
こ
と
は
差
支
え
な

労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

二
一
三



労
墓
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

一
コ
四

　
　
い
。
例
え
ば
、
会
社
か
ら
直
接
通
貨
支
払
と
す
る
代
わ
り
に
振
替
貯
蓄
制
を

　
　
利
用
す
る
と
か
、
小
切
手
を
利
用
し
て
銀
行
に
支
払
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と

　
　
を
し
て
も
差
支
え
な
い
。
通
貨
支
払
と
い
う
言
葉
に
促
わ
れ
て
、
こ
の
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
便
法
を
排
除
す
る
が
如
き
は
本
条
の
精
神
に
反
す
る
。
」
と
し
て
、
前
記
諸

　
　
説
と
同
旨
で
は
あ
る
が
、
よ
り
明
確
な
文
言
を
も
っ
て
説
述
さ
れ
て
い
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
労
基
法
第
二
十
四
条
の
目
的
に
従
っ
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
貨
幣

　
　
法
七
条
所
定
の
強
制
通
用
力
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
社
会
通
念
上
現
金
と
呼
称

　
　
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
も
、
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば

　
　
よ
い
と
し
て
い
る
。
以
上
の
諸
説
は
こ
の
説
に
準
拠
し
て
い
る
か
の
よ
う
に

　
　
思
わ
れ
る
。

　
右
に
述
べ
た
諸
説
を
要
約
す
る
と
、
結
論
と
し
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
で

な
く
て
も
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
も
の

で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
　
　
次
に
、
寺
本
広
作
氏
は
「
通
貨
払
い
に
つ
い
て
規
定
を
設
け
る
こ
と
は
ト

　
　
ラ
ッ
ク
・
ア
ク
ト
（
↓
触
障
O
閃
　
帥
O
榊
ω
　
一
Q
Q
も
◎
一
直
潮
〔
物
一
◎
◎
¶
O
岳
）
以
来
、
物
品
賃

　
　
金
制
を
禁
止
す
る
の
が
労
働
保
護
立
法
の
例
で
あ
り
工
場
法
施
行
令
（
第
二

　
　
十
二
条
）
に
も
同
様
の
規
定
が
あ
っ
た
。
イ
ン
フ
レ
イ
シ
ョ
ン
経
済
の
下
で
は

　
　
現
物
給
与
は
労
働
者
に
歓
迎
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
梢
も
す
れ
ば
基
本

　
　
給
を
不
当
に
低
く
据
置
く
原
因
と
な
り
、
又
闇
取
引
の
原
因
と
な
る
惧
も
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
る
の
で
本
法
で
は
先
例
通
り
原
則
と
し
て
こ
れ
を
禁
止
す
る
こ
と
と
し
た
。
」

　
　
と
述
べ
、

　
　
　
ま
た
、
高
田
章
教
授
も
「
賃
金
は
通
貨
、
す
な
わ
ち
、
強
制
通
用
力
あ
る

　
　
貨
幣
（
貨
幣
法
第
七
条
）
で
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
現
物
給

　
　
与
は
、
価
格
も
不
明
確
で
あ
り
、
換
価
に
も
不
便
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
賃

　
　
金
の
実
質
的
引
き
下
げ
な
ど
の
不
利
益
を
労
働
者
に
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る

　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
か
ら
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
両
説
は
と
も
に
、
　
現
物
給
与
制
度
の
欠
陥
を
指
適
し
、
　
そ
れ
故

　
　
に
、
労
働
者
に
支
払
う
賃
金
は
「
通
貨
」
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
の
だ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
い
う
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
の
み
を

　
　
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
末
弘
説
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
説
の
ご
と
く

　
　
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
い
る
の
か
、
、
小

　
　
切
手
お
よ
び
振
替
貯
金
等
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
点
は

　
　
不
明
確
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
　
　
こ
れ
と
は
別
に
浅
井
教
授
は
、
単
に
「
賃
金
は
、
通
貨
で
、
直
接
労
働
者

　
　
に
、
r
そ
の
全
額
を
、
　
毎
月
一
回
以
上
一
定
の
期
日
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な

　
　
い
。
し
か
し
、
法
令
ま
た
は
労
働
協
約
に
特
別
の
定
が
あ
る
場
合
は
通
貨
以
外

　
　
の
も
の
で
支
払
い
、
ま
た
法
令
に
別
段
の
定
が
あ
る
か
、
も
し
く
は
労
使
間
の

　
　
　
　
　
　
　
イ

　
　
所
定
の
協
定
が
あ
る
場
合
に
は
賃
金
の
一
部
控
除
も
認
め
ら
れ
る
。
組
合
費

　
　
そ
の
他
の
控
除
を
約
す
る
い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ッ
ク
オ
フ
（
O
げ
Φ
O
脚
＆
）
協
定

　
　
は
組
合
の
内
部
に
限
定
し
て
効
力
を
も
つ
の
も
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
い
う
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
部
控
除
協
定
と
ま
っ
た
く
性
質
を
異
に
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
賃
金
は
通
貨
で
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
述
さ
れ
て
い

　
　
る
が
、
通
貨
と
は
何
を
指
す
か
に
つ
い
て
触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
、

　
　
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
の
み
を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
現
金
と
同
一
の
機
能

　
　
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
。
こ

　
　
の
点
に
お
い
て
、
寺
本
、
高
田
説
と
同
旨
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
こ
れ
ら
諸
説
を
要
約
す
る
と
、
結
論
と
し
て
は
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
そ
れ
が
現

金
を
指
す
の
か
、
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
よ
い
と
す
る

の
か
を
明
確
に
説
述
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
い
う
る
。

　
　
　
更
に
、
松
岡
教
授
は
、
　
「
賃
金
の
法
律
相
談
」
に
お
い
て
「
い
わ
ゆ
る
ト

　
　
ラ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
（
現
物
給
与
）
の
禁
止
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ

　
　
れ
は
、
第
一
に
、
現
物
給
与
と
く
に
住
宅
、
寄
宿
舎
の
給
与
が
労
働
者
を
拘

　
　
束
し
、
封
建
的
な
労
使
関
係
の
温
床
と
な
る
し
、
第
二
に
、
現
物
給
与
は
、

　
　
賃
金
の
引
下
げ
を
も
た
ら
し
、
第
三
に
、
現
物
給
与
は
、
闇
取
引
の
も
と
と



な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
全
面
的
に
禁
止
す
る
と
、
か
え
っ
て
労

働
者
に
不
利
益
と
な
る
の
で
、
右
の
弊
害
の
生
じ
な
い
こ
と
な
ら
び
に
労
働

者
の
利
益
を
考
慮
に
お
い
て
「
法
令
ま
た
は
労
働
協
約
に
別
段
の
定
め
を
し

た
と
き
』
は
と
く
に
許
す
こ
と
に
し
て
い
る
。

通
貨
払
の
義
務
は
、
右
の
目
的
か
ら
判
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ

う
な
立
場
か
ら
み
る
と
、
こ
の
通
貨
も
、
貨
幣
法
の
い
う
通
貨
す
な
わ
ち
強
制

通
用
力
あ
る
貨
幣
（
貨
幣
法
七
条
、
兇
換
銀
行
券
例
四
条
）
の
み
を
指
す
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

い
う
よ
う
に
厳
格
に
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
同
教
授
の
「
条

解
労
働
基
準
法
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
先
に
類
推
し
た
場
合
と
異

な
り
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
明
白
に
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
現
金

を
指
す
と
さ
れ
て
い
る
（
筆
者
の
理
解
力
の
不
足
か
、
著
者
が
後
日
そ
の
説

を
補
足
さ
れ
た
も
の
か
と
思
う
）
。
す
な
わ
ち
、
現
物
給
与
制
度
に
は
欠
陥

が
存
し
、
労
働
者
に
不
利
と
な
る
場
合
が
多
い
か
ら
、
　
「
通
貨
」
と
は
い
わ

ゆ
る
現
金
を
指
す
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
労
働
の
対
価
と
し
て
支
払
わ
れ
る

賃
金
に
は
現
物
給
与
と
現
金
と
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
く
も
の
で
は

な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
現
物
給
与
制
度
に
は
欠
陥
が
存
す
る

か
ら
、
賃
金
と
し
て
支
払
わ
れ
る
も
の
は
、
現
金
に
限
る
と
さ
れ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
松
岡
説
に

対
す
る
筆
者
の
理
解
は
誤
り
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
こ
の
こ
と

は
、
現
金
以
外
の
小
切
手
等
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
通
貨

の
範
疇
が
判
然
と
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

　
労
働
省
労
働
基
準
局
編
著
「
労
働
基
準
法
」
に
お
い
て
は
、
　
「
通
貨
と
は

強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
を
い
い
、
鋳
造
貨
幣
の
ほ
か
、
紙
幣
及
び
銀
行
券

が
含
ま
れ
る
。
小
切
手
、
振
替
貯
蓄
等
を
利
用
す
る
支
払
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
を
通
貨
に
よ
る
支
払
と
認
め
得
る
か
ど
う
か
問
題
で
あ
り
、
わ
が
国
の
現

状
で
は
必
し
も
一
般
に
普
及
し
て
い
る
支
払
手
段
と
は
言
い
難
く
、
こ
れ
を

受
領
し
た
労
働
者
に
不
便
と
若
干
の
危
険
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
通
、

労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

　
　
貨
と
い
う
語
の
字
義
通
り
、
小
切
手
等
は
含
ま
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ

　
　
（
1
2
）

　
　
う
。
」
と
し
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
の
み
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
現
金

　
　
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
は
通
貨
に
含
ま
れ
な
い
と
し
て
い
る
。

　
　
　
本
多
教
授
も
「
わ
が
国
現
在
の
労
使
関
係
に
お
い
て
は
、
小
切
手
等
が
通

　
　
貨
と
同
様
の
機
能
を
も
っ
と
は
認
め
難
く
、
か
つ
労
働
者
は
使
用
者
の
賃
金

　
　
支
払
と
い
う
債
務
の
履
行
に
つ
い
て
必
要
以
上
の
協
力
行
為
を
要
求
さ
れ
、

　
　
あ
る
い
は
時
に
小
切
手
の
支
払
拒
絶
等
の
危
険
に
あ
う
こ
と
も
あ
る
か
ら
、

　
　
こ
れ
ら
を
通
貨
と
認
め
な
い
こ
と
が
法
目
的
に
合
致
す
る
と
見
る
見
解
に
賛

　
　
　
（
1
3
）

　
　
成
す
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
強
制
通

　
　
車
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
社
会
通
念
上
呼
称
さ
れ
る
現
金
を
．
指
す
と
さ
れ

　
　
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
、

　
右
に
述
べ
た
諸
説
を
要
約
す
る
と
、
結
論
と
し
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
い
わ
ゆ

る
社
会
通
念
上
現
金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
を
指
す
と
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

　
以
上
に
お
い
て
種
々
考
察
し
た
よ
う
に
、
　
「
通
貨
」
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
結

論
と
し
て
、
　
「
通
貨
と
は
、
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
す
な
わ
ち
社
会
通
念
上
現

金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
の
み
で
な
く
、
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
（
た

と
え
ば
小
切
手
等
）
で
あ
れ
ば
よ
い
」
と
す
る
説
と
、
こ
れ
と
は
反
対
に
、
　
「
通

貨
と
は
、
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
社
会
通
念
上
現
金
と
呼
称
さ
れ
る

も
の
を
指
し
、
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
（
た
と
え
ば
小
切
手
等
）
を

含
ま
な
い
」
と
す
る
説
、
お
よ
び
「
『
賃
金
は
、
通
貨
で
、
直
接
労
働
者
に
支
払

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
』
と
の
み
説
述
し
て
、
そ
れ
（
通
貨
）
が
い
わ
ゆ
る
現
金

を
指
す
の
か
、
あ
る
い
は
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と

し
て
い
る
の
か
に
触
れ
て
い
な
い
」
説
と
が
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
大
別
す
る
と
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
の
定
義
に
つ
い
て

は
、
前
二
者
の
学
説
が
存
し
て
い
る
と
い
い
う
る
。

　
（
1
）
松
岡
三
郎
著
「
条
解
労
働
基
準
法
」
＝
二
六
頁

　
（
2
）
松
岡
三
郎
平
「
前
掲
書
」
＝
二
七
頁

一
＝
五



労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

一
二
六

（
3
）
慶
谷
淑
夫
著
「
労
働
基
準
法
概
説
」
八
九
頁

（
4
）
吾
妻
光
俊
編
「
註
解
労
働
基
準
法
」
二
三
〇
頁

（
5
）
吾
妻
光
俊
編
「
前
掲
書
」
二
三
一
頁

（
6
）
北
岡
寿
逸
著
「
労
働
法
講
義
」
九
三
、
九
四
頁

（
7
）
末
弘
厳
太
郎
著
「
労
働
基
準
法
解
説
」
　
（
法
律
時
二
〇
巻
二
号
）
二
四
頁

（
8
）
寺
本
広
作
著
「
改
訂
新
版
労
働
基
準
法
解
説
」
二
〇
一
、
二
〇
二
頁

（
9
）
高
田
章
著
「
労
働
法
概
説
」
　
一
六
九
頁

（
1
0
）
浅
井
清
信
　
者
「
労
働
至
正
概
説
」
二
一
⊥
ハ
頁

（
1
1
）
松
岡
三
郎
著
「
賃
金
の
法
律
相
談
」
五
六
頁

（
1
2
）
労
働
省
労
働
基
準
局
編
著
「
労
働
基
準
法
」
上
、
二
五
一
頁

　
　
宮
島
久
義
著
「
労
働
法
上
の
賃
金
」
一
三
九
頁
同
旨

（
1
3
）
共
同
研
究
労
働
法
1
「
労
働
基
準
法
論
」
　
（
代
表
著
者
西
村
信
雄
）
一
五
七
、

　
　
八
頁

三

一
五

　
前
項
に
お
い
て
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
の
定
義
に
つ
き
二
つ

の
学
説
の
存
す
る
乙
と
を
知
り
得
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
こ
の
二
つ
の
学
説
に

つ
き
吟
味
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
の
一
は
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
社
会
通
念

上
現
金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
で
な
く
て
も
、
．
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の

で
あ
れ
ば
よ
い
と
す
る
説
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
説
の
そ
の
事
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
畢
・
寛
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
通

貨
払
の
原
則
が
現
物
給
与
制
度
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
か
ら
と
す
る
点
に
帰
一
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
現
金
で
な
く
と
も
現

金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
（
た
と
え
ば
小
切
手
や
振
替
貯
金
）
で
あ
れ
ば

よ
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
小
切
手
や
振
替
貯
金
に
お
い
て
は
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
の
便
利
な
場

合
も
あ
る
が
、
小
切
手
に
お
い
て
は
時
と
し
て
支
払
拒
絶
に
あ
う
危
険
性
も
あ

り
、
か
つ
、
指
定
さ
れ
た
場
所
へ
労
働
者
は
換
金
し
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

不
便
も
存
す
る
。
こ
の
場
合
、
支
払
先
は
銀
行
で
あ
る
か
ら
、
労
働
者
は
そ
れ
を

そ
の
営
業
時
問
内
に
受
取
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
の
営
業
時

間
は
当
該
労
働
者
の
勤
務
時
間
で
あ
る
の
が
常
で
あ
る
故
、
当
該
労
働
者
が
そ
れ

を
受
取
る
た
め
に
は
遅
刻
を
す
る
か
早
退
を
す
る
か
等
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
と
な
っ
て
（
そ
の
結
果
は
賃
金
や
昇
進
等
に
影
響
が
及
び
）
、
労
働
者
に
シ

ワ
寄
せ
が
来
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
当
該
労
働
者
の
家
族
が
受
取
り

に
行
く
こ
と
を
強
写
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
労
働
者
に
と
っ

て
は
不
利
益
で
あ
る
（
振
替
貯
金
の
場
合
も
同
様
）
。

ま
た
、
労
基
法
は
労
働
者
を
保
護
す
る
目
的
を
も
っ
て
制
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ

る
現
金
を
指
す
も
の
と
解
し
て
は
如
何
と
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
解

に
す
る
方
が
む
し
ろ
法
目
的
に
合
致
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
二
は
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
強
制
通
用
力
の
あ
る
貨
幣
い
わ
ゆ
る
現
金
を
指

す
と
す
る
説
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
説
の
そ
の
事
由
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
芝
垣
、
小
切
手
に
お
い
て
は
そ
の
支
払

拒
絶
に
あ
う
危
険
性
が
あ
り
、
、
振
替
貯
金
に
お
い
て
は
不
便
が
伴
な
い
、
い
ず
れ

に
し
て
も
労
働
者
が
不
利
益
を
こ
う
む
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
点
に
帰
一
す
る
も

の
で
あ
る
。

私
見
と
し
て
は
、
そ
の
一
に
お
い
て
吟
味
し
た
よ
う
に
、
こ
の
見
解
に
賛
同
す
る

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
事
由
と
し
て
、
小
切
手
お
よ
び

振
替
貯
金
が
労
働
者
に
不
利
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て

い
る
が
、
小
切
手
お
よ
び
振
替
貯
金
以
外
の
い
わ
ゆ
る
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有

す
る
も
の
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
本
稿
に
お
い
て
い
う
預
金

通
帳
で
も
っ
て
賃
金
を
支
払
う
場
合
に
つ
い
て
は
如
何
に
取
扱
う
か
を
明
文
を
も



っ
て
記
せ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
事
由
等
に
従
っ
て
、
こ
の
説

の
適
用
範
囲
を
更
に
進
め
て
頂
き
、
こ
の
預
金
通
帳
を
も
小
切
手
お
よ
び
振
替
貯

金
と
同
一
に
取
扱
う
よ
う
に
し
て
は
如
何
と
考
察
す
る
次
第
で
あ
る
。

四

　
以
上
に
お
い
て
考
察
し
た
よ
う
に
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
の

定
義
に
つ
い
て
は
二
つ
の
学
説
が
存
す
る
が
、
　
「
通
貨
」
と
は
、
社
会
通
念
上
い

わ
ゆ
る
現
金
と
呼
称
さ
れ
る
も
の
の
み
を
指
す
と
厳
格
に
解
し
て
は
如
何
と
考
察

す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
お
い
て
本
稿
に
い
う
預
金
通
帳
を
も
っ
て
賃
金
を
支
払
う

場
合
、
こ
の
預
金
通
帳
が
通
貨
に
相
当
し
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
通
貨
払

の
原
則
に
抵
触
し
な
い
の
か
と
い
う
点
に
関
し
て
吟
味
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
こ
の
預
金
通
帳
の
場
合
は
、
小
切
手
の
よ
う
に
支
払
拒
絶
に
あ
う
危
険
性
は
存

し
な
い
が
、
し
か
し
指
定
さ
れ
た
場
所
に
行
き
払
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
は
同
じ
で

あ
り
、
ま
た
、
労
働
者
が
そ
れ
を
換
金
す
る
た
め
に
は
、
先
に
小
切
手
等
に
つ
い

て
述
べ
た
と
同
様
少
な
く
と
も
銀
行
の
営
業
時
個
中
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
ら
な

い
し
、
そ
の
営
業
時
間
は
労
働
者
個
人
の
勤
務
時
間
に
合
致
す
る
場
合
が
多
い
こ

と
の
故
、
遅
刻
な
い
し
は
早
退
を
す
る
か
、
い
ず
れ
に
し
て
も
労
働
者
は
自
己
の

労
働
時
間
を
犠
牲
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
結
果
は
、
労
働
者
個
人
の
賃
金

や
昇
進
等
に
は
ね
か
え
り
が
く
る
恐
れ
が
存
す
る
。
更
に
、
労
働
者
の
家
族
に
換

金
に
行
か
さ
せ
る
と
し
て
も
、
指
定
さ
れ
た
場
所
へ
行
く
た
め
の
経
費
と
そ
の
時

間
の
損
失
を
強
用
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
不
利
益
を
労
働
者
が
負
う
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
か
ら
、
た
と
え
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
通
貨
払
の
原
則
が
現
物
給
与

制
度
の
欠
陥
を
是
正
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
労
基
法
自
体
が

労
働
者
の
保
護
を
目
的
と
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
　
「
通
貨
」

と
は
、
現
金
の
み
に
限
る
と
解
す
る
方
が
法
目
的
に
合
致
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。か

つ
、
労
基
法
第
二
十
四
条
の
目
的
か
ら
し
て
、
　
「
通
貨
」
と
は
現
金
の
み
に
限

ら
ず
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
し
て
も
、
現
金
と
現

金
以
外
の
現
金
と
同
一
の
機
能
を
有
す
る
も
の
と
の
間
に
は
、
わ
が
国
経
済
生
活

の
上
に
お
い
て
流
通
性
な
い
し
は
安
全
性
の
点
で
差
違
が
存
し
、
同
一
視
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
か
ら
、
や
は
り
「
通
貨
」
と
は
、
現
金
の
み
を
指
す
と
解
し
て
は

如
何
と
思
考
す
る
も
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
預
金
通
帳
も
労
基
法
第
二
十
四
条
所

定
の
「
通
貨
」
に
該
当
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
に
て
、
労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通

貨
」
と
は
、
　
「
現
に
流
通
し
て
い
る
貨
幣
」
い
わ
ゆ
る
現
金
の
み
を
指
す
と
解
す

る
の
が
妥
当
な
り
と
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
労
働
者
の
側
に
お
け

る
特
殊
な
事
情
た
と
え
ば
病
欠
等
に
よ
っ
て
、
そ
の
賃
金
を
、
当
該
労
働
者
の
意

思
に
基
づ
い
て
当
該
労
働
者
が
小
切
手
等
で
受
領
す
る
こ
と
は
何
等
差
支
え
な

い
）
。

　
な
お
、
労
基
法
第
二
十
四
条
は
一
般
の
労
働
者
は
も
ち
ろ
ん
特
別
労
働
関
係
法

上
の
労
働
者
に
も
そ
の
適
用
を
み
る
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
賃
金
は
す
べ
て
の

労
働
者
に
「
通
貨
」
い
わ
ゆ
る
現
金
で
も
っ
て
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

他
に
論
述
し
た
き
点
が
存
ず
る
も
、
紙
数
の
制
約
に
よ
り
割
愛
す
る
。

労
基
法
第
二
十
四
条
所
定
の
「
通
貨
」
に
つ
て

二
一
七


