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海外労働事情

随
意
雇
用
原
則
の
影
響

米
国
／
リ
サ
・
リ
ー
バ
ー
ウ
ィ
ッ
ツ

（
コ
ー
ネ
ル
大
学
准
教
授
）

　

米
国
の
労
働
法
お
よ
び
雇
用
法
は
、
コ
モ

ン
ロ
ー
の
「
随
意
雇
用
原
則
（E

m
ploym

ent 
at w

ill

）」
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。

こ
れ
は
雇
用
者
が
い
つ
で
も
雇
用
し
、
そ
し

て
好
き
な
と
き
に
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
原
則
で
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
に
こ
の

原
則
を
規
制
し
て
い
く
の
か
が
問
題
だ
。
随

意
雇
用
原
則
は
必
ず
し
も
労
使
協
約
に
よ
っ

て
規
制
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ほ
と

ん
ど
の
団
体
労
使
協
約
は
正
当
な
理
由
に
対

す
る
規
定
を
設
け
て
い
る
が
、
組
合
に
加
入

し
て
い
る
民
間
企
業
労
働
者
は
八
％
以
下
に

過
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
ほ
と
ん
ど
の
労
働
者
は
、

「
不
当
解
雇
」
請
求
の
前
提
と
な
る
個
別
契

約
を
締
結
し
て
い
な
い
。
随
意
雇
用
原
則
に

お
け
る
使
用
者
権
限
を
考
慮
す
る
と
、
こ
れ

ら
を
制
定
法
で
制
限
す
る
こ
と
は
、
社
会
的

に
無
責
任
な
雇
用
判
断
を
制
限
す
る
た
め
に

重
要
と
な
る
。
こ
う
し
た
法
的
制
限
は
、
一

九
三
五
年
全
米
労
使
関
連
法
（N

ational 
L
abor R

elations A
ct of 1935

）
と
後
の

一
九
六
〇
年
代
の
公
民
権
運
動
の
結
果
生
ま

れ
た
法
律
が
起
源
と
な
る
。 

　

差
別
禁
止
法
に
適
用
さ
れ
る
差
別
禁
止
理

論
の
発
展
の
中
枢
を
担
っ
て
き
た
の
が
、
公

民
権
第
七
編
（T

itle V
II of the C

ivil 
R
ights A

ct

）
で
あ
る
が
、
差
別
禁
止
法
の

範
囲
が
、
第
七
編
に
お
け
る
「
干
渉
さ
れ
な

い
権
利
規
範
（N

egative R
ight M

odel

）」

に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い
う
点
は
特
に
重

要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
差

別
法
と
い
う
の
は
、
使
用
者
が
一
定
の
、
あ

る
い
は
あ
る
特
定
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
規

制
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
随
意
雇
用
原
則
は
、

使
用
者
に
よ
る
雇
用
関
係
の
ほ
ぼ
完
全
な
一

方
的
制
御
を
可
能
に
し
、
一
方
、
雇
用
差
別

法
の
「
干
渉
さ
れ
な
い
権
利
規
範
」
は
、
こ

の
使
用
者
権
限
の
大
部
分
を
、
使
用
者
の
行

為
に
対
す
る
個
別
的
制
限
を
設
け
る
こ
と
で

防
御
し
て
い
る
。

「
干
渉
さ
れ
な
い
権
利
規
範
」
は
、
意
図

的
雇
用
差
別
に
焦
点
を
絞
っ
た
差
別
的
取
扱

法
理
（D

isparate treatm
ent theory

）
で

も
っ
と
も
的
確
に
説
明
さ
れ
る
。
差
別
的
取

扱
法
理
は
、
女
性
、
人
種
的
少
数
者
、
民
族

的
少
数
者
、
障
害
者
、
高
齢
者
の
平
等
を
達

成
す
る
手
段
と
し
て
も
っ
と
も
効
果
的
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
、「
形
式
的
平
等
」
と
い
う
条

件
を
設
け
る
こ
と
で
、
雇
用
基
準
を
満
た
し

て
い
る
女
性
と
少
数
者
に
機
会
均
等
を
拡
大

す
る
と
い
う
法
律
の
目
的
が
促
進
さ
れ
る
。

例
え
ば
使
用
者
に
対
し
て
、
エ
ン
ジ
ニ
ア
を

採
用
す
る
に
当
た
り
、
男
女
の
候
補
者
に
性

別
に
基
づ
く
異
な
る
待
遇
を
与
え
る
こ
と
を

禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
司
法
が
形
式
的

平
等
を
重
視
し
た
結
果
、
差
別
的
取
扱
訴
訟

は
、
意
図
的
差
別
を
証
明
す
る
方
法
を
定
義

す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

最
高
裁
は
、
一
九
九
一
年
よ
り
以
前
に
、

第
七
編
に
照
ら
し
た
差
別
的
取
扱
の
判
決
を

下
す
た
め
に
二
つ
の
方
法
を
生
み
出
し
た
。

第
一
の
方
法
は
、
一
九
七
三
年
、

　フォーカス

雇用差別法の新展開
―アメリカ・ドイツ・フランス３カ国の動向―

国際研究部

労働政策フォーラム

　

性
・
年
齢
に
よ
る
差
別
禁
止
、
雇
用
形
態
に

お
け
る
均
等
処
遇
な
ど
日
本
の
雇
用
平
等
法
制

は
い
ま
大
き
な
転
換
点
を
迎
え
て
い
る
。
当
機

構
で
は
、
海
外
に
お
い
て
も
最
近
著
し
い
進
展

を
見
せ
て
い
る
「
雇
用
差
別
法
」
を
テ
ー
マ
に

取
り
上
げ
、
二
月
二
〇
日
東
京
・
霞
が
関
で
労

働
政
策
フ
ォ
ー
ラ
ム
「
雇
用
差
別
法
の
新
展
開

―

ア
メ
リ
カ
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
三
カ
国
の

動
向
」
を
開
催
し
た
。
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
は
、中
窪
教
授（
一

橋
大
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
特
別
研
究
員
）
の
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
ト
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
示
唆
に
富
む
議

論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
フ
ォ
ー
ラ
ム

に
参
加
し
た
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス

の
専
門
家
に
よ
る
報
告
を
基
に
、
各
国
で
展
開

さ
れ
て
い
る
雇
用
差
別
法
の
現
状
を
紹
介
す
る
。
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M
cD

onnell D
ouglas v. G

reen

裁
判
に
お

い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
最
高
裁

は
、「
実
体
不
在
の
弁
明
」（
不
法
差
別
と
い
う

真
の
理
由
に
対
す
る
虚
偽
ま
た
は
隠
ぺ
い
）

は
人
種
、
性
別
、
国
籍
、
宗
教
以
外
の
何
ら

か
の
理
由
の
隠
ぺ
い
で
あ
っ
た
と
結
論
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う
判
断
を
下
し
た
。

意
図
的
差
別
を
証
明
す
る
た
め
の
第
二
の
手

法
は
原
告
に
よ
り
有
利
と
な
る
「
動
機
の
競

合
」
議
論
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

前
述
の
裁
判
か
ら
一
六
年
後
のP

rice 
W

aterhouse H
opkins　

裁
判
で
あ
り
、
こ

こ
で
最
高
裁
は
「
使
用
者
が
そ
の
意
思
決
定

過
程
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
が
影
響
し
た
と
す
る
場

合
は
、
使
用
者
は
そ
の
最
終
決
断
を
正
当
化

す
る
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

判
断
し
た
。
こ
の
結
果
、
原
告
は
使
用
者
の

決
定
が
少
な
く
と
も
一
部
、
不
法
な
指
摘
に

基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

で
、
不
法
差
別
を
立
証
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
っ
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
。

こ
の
中
で
も
っ
と
も
注
目
を
浴
び
て
い
る
の

が
性
差
別
に
よ
る
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
こ
の
セ
ク
ハ
ラ
に
つ
い
て
は
二
つ

の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ひ
と
つ
は
使
用
者

が
敵
対
的
な
環
境
を
つ
く
り
あ
げ
た
と
い
う

こ
と
を
立
証
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
と
い

う
こ
と
。
二
つ
目
に
は
、
差
別
的
な
取
扱
い

が
あ
る
こ
と
を
原
告
側
が
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
現
在
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
非
常

に
重
要
性
を
増
し
て
い
る
問
題
に
、
ク
レ
ー

ム
に
対
す
る
報
復
的
行
為
が
あ
る
。
米
国
で

申
し
立
て
ら
れ
た
報
復
的
行
為
は
、
一
九
九

三
年
に
は
全
提
訴
の
一
五
％
で
あ
っ
た
が
、

二
〇
〇
六
年
に
は
二
九
・
五
％
に
増
加
し
て

い
る
。

　

差
別
的
取
扱
い
訴
訟
に
お
け
る
形
式
的
平

等
と
い
う
規
範
は
、
雇
用
に
機
会
を
開
く
一

方
で
、
白
人
男
性
を
「
基
準
」
と
し
て
定
義

す
る
た
め
、
一
方
で
差
別
禁
止
法
を
制
限
す

る
可
能
性
を
内
包
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
つ

ま
り
、
原
告
が
白
人
男
性
と
「
同
じ
」
基
準

を
有
し
、
ま
た
使
用
者
が
原
告
を
そ
の
保
護

対
象
グ
ル
ー
プ
と
い
う
地
位
の
た
め
に
意
図

的
に
排
除
し
た
と
い
う
こ
と
を
原
告
が
証
明

で
き
る
場
合
の
み
、
形
式
的
平
等
の
平
等
権

が
及
ぶ
。
い
く
つ
か
の
司
法
解
釈
は
「
差
別

的
取
扱
い
」
の
検
討
に
社
会
条
件
、
性
役
割
、

無
意
識
的
差
別
を
導
入
し
て
い
る
。

　

米
国
の
差
別
禁
止
法
は
、
米
国
以
外
の
法

制
度
と
比
較
し
て
し
ば
し
ば
「
間
接
差
別
」

と
呼
ば
れ
る
、
差
別
に
関
す
る
「
差
別
的
効

果
（D

isparate Im
pact

）」
の
法
理
に
よ
り
、

実
質
的
平
等
に
向
け
た
進
展
を
果
た
し
て
い

る
。
差
別
的
効
果
法
理
で
原
告
は
、「
表
面
上

中
立
的
な
」
雇
用
慣
行
が
、
制
定
法
の
保
護

対
象
グ
ル
ー
プ
に
不
均
衡
な
否
定
的
効
果
を

及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
一
方
の
使
用
者
は
雇
用
慣
行
が
職

務
に
関
連
し
業
務
上
必
要
で
あ
る
こ
と
を
証

明
し
て
抗
弁
す
る
。
差
別
的
効
果
法
理
が
も

つ
実
質
的
平
等
の
推
進
が
可
能
と
な
る
の
は
、

も
っ
と
も
重
視
さ
れ
る
要
件
が
女
性
に
否
定

的
影
響
を
及
ぼ
す
場
合
な
ど
、
明
確
に
定
義

さ
れ
た
客
観
的
要
件
に
関
す
る
裁
判
に
お
い

て
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
に
は
女
性
の
原
告

は
、
消
防
士
や
警
官
な
ど
の
職
に
課
さ
れ
る

身
体
検
査
（
体
力
要
件
）
へ
の
異
議
申
し
立

て
に
は
苦
戦
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
な
ど
の
非
典

型
労
働
者
と
し
て
雇
用
さ
れ
る
労
働
者
に
つ

い
て
の
問
題
で
あ
る
。
米
国
に
お
い
て
は
こ

う
し
た
人
々
が
全
体
の
三
〇
％
程
度
を
占
め

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
効
果
的
な
規
制

は
存
在
せ
ず
、
非
典
型
労
働
者
を
法
律
で
保

護
す
る
こ
と
は
他
国
よ
り
は
る
か
に
遅
れ
て

い
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
彼
ら
を
保
護

す
る
法
律
の
欠
如
を
考
慮
す
る
と
き
、
労
働

組
合
お
よ
び
団
体
交
渉
の
役
割
は
、
非
典
型

労
働
を
増
や
そ
う
と
い
う
使
用
者
の
戦
術
に

対
抗
す
る
手
段
と
し
て
非
常
に
重
要
で
あ
る
。

年
齢
差
別
に
お
け
る
議
論

ド
イ
ツ
／
ベ
ル
ン
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス

ハ
ー
ゲ
ン
大
学
教
授

　

ド
イ
ツ
国
内
法
は
、
最
近
の
Ｅ
Ｕ
レ
ベ
ル

で
の
進
展
が
み
ら
れ
る
以
前
か
ら
、
雇
用
に

お
け
る
差
別
的
慣
例
の
防
止
を
あ
る
程
度
定

め
て
い
た
。
し
か
し
、
雇
用
差
別
禁
止
と
い

う
概
念
が
よ
り
中
心
的
役
割
を
果
た
す
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
〇
年
の
Ｅ
Ｕ
指
令

が
採
択
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

こ
れ
ら
指
令
を
国
内
で
施
行
す
る
た
め
に
既

存
の
規
定
を
改
正
す
る
必
要
が
、
少
な
く
と

も
一
部
領
域
に
は
必
要
な
い
と
い
う
意
見
が

多
数
を
占
め
た
が
、
そ
の
後
の
困
難
な
過
程

を
経
て
、
二
〇
〇
六
年
八
月
一
八
日
に
一
般

平

等

取

扱

法
（A

llgem
eines 

G
leichbehandlungsgesetz

）
が
成
立
し
た
。

　

新
法
成
立
以
前
か
ら
ド
イ
ツ
に
定
着
し
て

い
る
差
別
禁
止
原
則
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る

法
秩
序
の
本
質
的
要
素
と
な
っ
て
お
り
、
ド

イ
ツ
憲
法
、
い
わ
ゆ
る
基
本
法

（G
rundgesetz

）
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
憲
法
上
の
差
別
禁
止
原
則
は
広
範
囲
に
及

ぶ
が
、
使
用
者
と
労
働
者
と
の
関
係
に
直
接

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
個
々
の

雇
用
関
係
に
及
ぼ
す
影
響
は
限
ら
れ
て
い
た
。

　

使
用
者
に
よ
る
労
働
者
へ
の
差
別
を
防
ぐ

た
め
の
制
定
法
条
項
の
一
つ
、
二
〇
〇
〇
年

パ
ー
ト
タ
イ
ム
お
よ
び
有
期
雇
用
法

（T
eilzeit-und B

efristungsgesetz

）
第

四
条
は
、
非
典
型
雇
用
に
お
け
る
広
範
な
差

別
禁
止
原
則
を
記
し
て
い
る
。
同
法
第
四
条

第
一
項
に
よ
る
と
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者

は
、
待
遇
の
違
い
を
正
当
化
す
る
客
観
的
理

由
が
な
い
限
り
、
そ
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働

に
対
し
比
較
対
象
と
な
る
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
よ
り
も
劣
る
待
遇
を
受
け
て
は
な
ら
な

い
」
と
定
め
て
い
る
。
有
期
契
約
も
基
本
的

に
同
様
の
適
用
を
受
け
る
。
こ
れ
ら
の
差
別

禁
止
は
Ｅ
Ｕ
法
に
由
来
し
て
お
り
、
第
四
条

は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
に
関
す
る
指
令
と
、

有
期
契
約
に
関
す
る
別
の
指
令
の
条
項
に
依

拠
し
、
こ
れ
を
よ
り
具
体
化
し
た
も
の
だ
と

い
え
る
。

　

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
同
一
賃
金
原
則
は
、
下

請
け
専
門
の
労
働
分
野
に
も
見
ら
れ
る
。
労

働
者
派
遣
業
規
制
法
第
九
条
第
二
項
に
よ
る

と
、「
派
遣
労
働
者
の
派
遣
期
間
中
の
基
本
的

労
働
条
件
が
、
報
酬
と
い
う
観
点
を
含
め
、

そ
の
派
遣
先
事
業
所
の
比
較
対
象
と
な
る
労

働
者
に
適
用
さ
れ
る
条
件
よ
り
劣
る
」
契
約

は
無
効
と
な
る
。

　

先
に
述
べ
た
、
二
〇
〇
六
年
に
成
立
し
た

一
般
平
等
取
扱
法
は
、
現
在
ま
で
の
ド
イ
ツ

に
お
け
る
雇
用
差
別
禁
止
法
の
分
野
に
お
い

て
も
っ
と
も
重
要
な
法
律
と
な
っ
て
い
る
。

同
法
第
一
条
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
「
人
種
ま

た
は
民
族
的
出
身
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
、
宗
教
ま
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た
は
非
宗
教
的
信
条
、
障
害
、
年
齢
、
性
同

一
性
を
理
由
と
し
た
差
別
を
防
止
ま
た
は
撤

廃
す
る
こ
と
」
を
目
的
と
す
る
。
労
働
法
の

均
等
待
遇
原
則
で
は
、
使
用
者
は
正
当
な
理

由
な
く
あ
る
労
働
者
の
待
遇
を
他
の
労
働
者

よ
り
も
劣
る
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

労
働
法
の
均
等
待
遇
原
則
が
定
め
る
の
は
、

労
働
者
を
任
意
に
差
別
化
し
な
い
と
い
う
一

般
的
な
義
務
で
あ
る
が
、
一
般
平
等
取
扱
法

の
差
別
禁
止
条
項
は
制
定
法
と
し
て
明
示
さ

れ
て
い
る
と
い
う
点
で
個
別
に
規
定
さ
れ
て

い
る
と
い
え
る
。
労
働
法
の
均
等
待
遇
原
則

は
、
本
質
的
に
配
分
的
正
義
（D

istributive 
Justice

）
と
い
う
考
え
方
と
の
関
連
性
が

大
き
い
が
、
一
般
平
等
取
扱
法
は
人
間
の
尊

厳
を
強
調
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

「
雇
用
機
会
」
に
適
用
す
る
同
法
条
項
は
、

使
用
者
が
特
定
の
質
問
を
ど
の
程
度
回
避
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
問

題
と
す
る
。
妊
娠
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
以

前
か
ら
使
用
者
は
労
働
者
に
妊
娠
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
尋
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
定

め
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
条
項
は
、
妊
娠
だ

け
で
は
な
く
、
差
別
の
可
能
性
が
あ
る
あ
ら

ゆ
る
理
由
に
適
用
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

差
別
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
が
あ
る
が
、
一

般
平
等
取
扱
法
の
第
三
条
一
項
に
直
接
差
別

の
定
義
が
、
同
法
第
三
条
二
項
に
間
接
差
別

に
つ
い
て
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
三

条
二
項
の
狙
い
は
一
見
、
非
差
別
的
取
り
扱

い
に
見
え
る
カ
ム
フ
ラ
ー
ジ
ュ
に
隠
さ
れ
た

使
用
者
の
労
働
者
差
別
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
。

具
体
例
と
し
て
、
も
し
使
用
者
が
事
業
所
で

パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
に
フ
ル
タ
イ
ム
労
働

者
と
は
異
な
る
待
遇
を
与
え
、
パ
ー
ト
タ
イ

ム
労
働
者
グ
ル
ー
プ
が
主
に
女
性
労
働
者
で

構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
行
動
は

間
接
差
別
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し

不
平
等
な
取
り
扱
い
が
合
法
的
な
目
的
を
も

っ
て
お
り
、
適
切
か
つ
必
要
で
あ
る
と
判
断

せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
は
、
間
接
的
差
別
は

存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
欧
州

裁
判
所
の
最
近
の
判
決
を
見
る
と
、
勤
務
期

間
に
基
づ
い
て
男
性
労
働
者
に
女
性
労
働
者

よ
り
も
高
額
の
給
与
を
支
払
う
こ
と
が
許
さ

れ
て
お
り
、
出
産
及
び
育
児
休
暇
を
考
慮
に

入
れ
る
義
務
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　

一
般
平
等
取
扱
法
第
七
条
一
項
は
、
使
用

者
だ
け
で
は
な
く
ラ
イ
ン
管
理
者
、
同
僚
、

第
三
者
（
た
と
え
ば
使
用
者
の
顧
客
）
を
含

め
、
差
別
で
き
る
立
場
の
あ
る
あ
ら
ゆ
る
人

物
に
適
用
さ
れ
る
。
こ
の
条
項
は
、
団
体
協

約
の
当
事
者
（
労
使
協
議
会
だ
け
で
は
な
く

労
働
組
合
を
含
む
）
に
さ
え
も
向
け
ら
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
団
体
協
約
が
差
別
的
規
定

を
含
む
場
合
、
こ
の
規
定
は
無
効
と
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
も
っ
と
も
激
し
く

議
論
さ
れ
て
い
る
基
準
は
「
年
齢
」
で
あ
る
。

年
齢
差
別
と
い
う
領
域
に
お
け
る
不
平
等
な

取
扱
い
の
正
当
化
に
つ
い
て
は
特
別
な
規
定

が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
一
般
平
等
取
扱
法
第

一
〇
条
第
一
項
は
、「
第
八
条
に
挙
げ
ら
れ
た

事
例
と
は
別
に
、
年
齢
に
よ
る
取
扱
い
の
違

い
は
、
そ
れ
ら
が
合
法
的
な
狙
い
に
よ
り
客

観
的
か
つ
合
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
場
合
に

も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
同
項
は
「
こ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
の

違
い
」
は
、
た
と
え
ば
「
雇
用
機
会
に
対
す

る
、
ま
た
は
雇
用
関
連
の
あ
る
利
益
を
受
け

る
た
め
の
上
限
年
齢
、
職
業
経
験
ま
た
は
先

任
順
位
を
設
定
す
る
こ
と
」
を
含
む
と
記
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
労
働
者
に
は

年
齢
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
あ
る
段
階
の

「
臨
界
年
齢
」
に
い
る
人
（
た
と
え
ば
、
労

働
市
場
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
青
少
年
、
ま

た
は
定
年
が
近
い
高
齢
者
）
の
こ
と
が
考
慮

さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

年
齢
に
も
と
づ
く
差
別
を
正
当
化
す
る
可

能
性
に
関
す
る
問
題
で
、
い
わ
ゆ
る
「
社
会

的
選
択
」
が
あ
る
。
あ
る
労
働
者
が
や
む
を

得
な
い
業
務
上
の
理
由
に
よ
り
解
雇
さ
れ
る

場
合
、
解
雇
す
る
労
働
者
を
選
択
す
る
に
あ

た
り
使
用
者
が
そ
の
労
働
者
の
先
任
順
位
、

年
齢
、
重
軽
度
の
障
害
者
を
支
援
す
る
義
務

を
ま
っ
た
く
、
あ
る
い
は
十
分
に
考
慮
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
解
雇
は
ド
イ
ツ
国

内
法
に
よ
り
無
効
と
な
る
（
解
雇
制
限
法

K
ündigungsschutzgeset

第
一
条
第
三
項
）。

全
体
と
し
て
、
将
来
的
に
使
用
者
は
、
年
齢

と
い
う
基
準
の
使
用
に
消
極
的
で
あ
る
べ
き

だ
と
い
う
点
に
は
、
広
範
な
意
見
の
一
致
が

見
ら
れ
る
。

伝
統
的
保
護
規
制
に
変
化

フ
ラ
ン
ス
／
パ
ス
カ
ル
・
ロ
キ
エ
ク

パ
リ
第
一
三
大
学
教
授

　

伝
統
的
に
フ
ラ
ン
ス
の
労
働
法
は
非
常
に

保
護
的
で
あ
る
と
、
世
界
的
に
み
て
も
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
思
わ
れ

て
い
る
。
三
五
時
間
と
い
う
労
働
時
間
や
、

解
雇
法
制
に
関
し
て
も
非
常
に
厳
し
い
規
定

と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
〇
年
間
に
労

働
法
の
機
能
が
大
き
く
変
化
し
て
お
り
、
保

護
的
な
側
面
は
徐
々
に
弱
ま
っ
て
き
て
い
る
。

一
方
で
新
し
い
機
能
も
加
わ
っ
た
。
ひ
と
つ

に
は
、
労
働
法
を
一
種
の
手
段
と
し
て
、
経

営
者
が
有
利
に
企
業
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
、
労
働
時
間
に
関
し
て
は
フ
レ
ッ

ク
ス
化
が
可
能
に
な
り
、
三
五
時
間
労
働
に

つ
い
て
も
、
一
カ
月
で
の
平
均
や
一
年
で
の

平
均
で
計
算
し
て
よ
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

サ
ル
コ
ジ
大
統
領
は
、
超
過
勤
務
や
残
業
を

政
策
的
に
非
常
に
強
力
に
後
押
し
し
て
い
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
失
業
は
非
常
に
大
き

な
問
題
で
あ
る
が
、
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
労

働
法
、
特
に
解
雇
に
関
わ
る
法
律
が
、
雇
用

に
対
す
る
一
種
の
障
害
と
み
な
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
労
働
関
係
の
法
律
家
の
間
で
は
問
題

と
な
っ
て
い
る
。
雇
用
に
対
す
る
障
害
と
い

う
こ
と
に
関
し
て
、
こ
の
二
カ
月
で
一
番
大

き
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
試
用
期
間

で
あ
れ
ば
簡
単
に
解
雇
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
仕
組
み
が
出
き
た
こ
と
だ
。
こ
れ
に

つ
い
て
は
全
国
的
な
労
働
協
約
が
締
結
さ
れ
、

試
用
期
間
を
長
く
し
よ
う
と
い
う
試
み
が
な

さ
れ
て
い
る
。

　

差
別
禁
止
の
原
則
は
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の

中
核
的
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
差
別
禁
止
法

は
、
第
一
に
Ｅ
Ｃ
法
に
基
づ
き
、
第
二
に
フ

ラ
ン
ス
憲
法
に
由
来
す
る
。
成
文
法
に
お
い

て
、
労
働
法
典
は
差
別
禁
止
に
関
す
る
複
数

の
条
項
を
含
み
、
差
別
を
行
っ
て
は
い
け
な

い
理
由
を
す
べ
て
列
挙
し
て
い
る
。 

雇
用
、

訓
練
期
間
、
試
用
期
間
、
解
雇
、
懲
戒
処
分
、

退
職
、
そ
し
て
雇
用
契
約
の
有
効
期
間
に
関

す
る
す
べ
て
の
理
由
を
含
め
、
ほ
ぼ
す
べ
て

の
種
類
の
差
別
が
こ
の
条
項
の
対
象
と
な
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
法
律
で
禁
止
さ
れ
る
差
別
理
由

の
リ
ス
ト
は
か
な
り
の
長
さ
と
な
る
が
、
本

来
は
性
別
に
基
づ
く
間
接
的
差
別
の
問
題
で

あ
る
雇
用
状
態
（
パ
ー
ト
タ
イ
ム
な
ど
）
は

含
ま
れ
て
い
な
い
。
企
業
に
存
在
す
る
差
別

の
数
に
比
べ
、
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
数
は
、

特
に
主
要
差
別
理
由
で
あ
る
男
女
平
等
に
関

し
て
は
極
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。
頻
繁
に
裁

判
に
持
ち
込
ま
れ
る
差
別
理
由
は
、
特
に
労

働
組
合
差
別
に
対
す
る
挙
証
責
任
規
定
が
拡

大
さ
れ
て
以
降
、
労
働
組
合
加
入
者
差
別
で

あ
る
。
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フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
重
要
な
性
差
別
の
テ

ー
マ
と
し
て
夜
間
労
働
が
あ
る
。
長
い
間
、

女
性
は
夜
勤
に
つ
く
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
い

た
が
、
夜
勤
の
方
が
昼
間
の
仕
事
よ
り
も
給

料
が
高
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
女
性
た
ち
が

欧
州
裁
判
所
に
不
服
を
申
し
立
て
た
。
フ
ラ

ン
ス
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
女
性
の
夜
勤
禁

止
は
、
女
性
の
安
全
を
考
え
た
場
合
望
ま
し

く
な
い
こ
と
だ
と
し
て
正
当
化
の
理
由
を
挙

げ
た
が
、
裁
判
所
は
こ
れ
を
認
め
ず
、
フ
ラ

ン
ス
政
府
は
敗
訴
し
た
。
現
在
、
夜
間
労
働

に
つ
い
て
は
新
し
い
法
律
が
成
立
し
て
い
る
。

　

障
害
に
関
す
る
規
則
は
多
く
あ
る
が
、
最

も
重
要
な
も
の
の
ひ
と
つ
に
、
二
〇
人
以
上

の
従
業
員
を
抱
え
る
企
業
の
場
合
、
六
％
に

あ
た
る
障
害
者
を
雇
用
す
る
義
務
が
決
め
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
障
害
者
を
雇
う
代
わ

り
に
障
害
者
を
助
け
る
た
め
の
基
金
に
支
払

い
を
す
る
代
替
措
置
が
認
め
ら
れ
て
い
る
た

め
、
実
際
に
は
ほ
と
ん
ど
の
企
業
が
基
金
の

選
択
を
好
む
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
実
質
的

な
障
害
者
差
別
を
な
く
し
て
い
こ
う
と
い
う

試
み
は
失
敗
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
で
の
年
齢
差
別
禁
止
は
二
〇
〇

一
年
以
降
、
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
以
前
も
、
有
名
な
フ
ォ
リ
ー
・
ベ
ル
ジ
ェ

ー
ル
劇
場
事
件
で
証
明
さ
れ
る
よ
う
に
、
裁

判
所
は
年
齢
差
別
に
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。

フ
ォ
リ
ー
・
ベ
ル
ジ
ェ
ー
ル
劇
場
の
就
業
規

則
は
、
ダ
ン
サ
ー
の
上
限
年
齢
を
三
九
歳
と

し
て
い
た
。
二
〇
〇
一
年
以
前
で
あ
っ
て
も

年
齢
は
公
平
な
解
雇
事
由
と
さ
れ
て
は
い
な

か
っ
た
が
、
パ
リ
控
訴
院
は
、
職
業
の
特
異

性
に
お
い
て
ダ
ン
サ
ー
と
い
う
仕
事
に
年
齢

が
及
ぼ
す
影
響
と
い
う
理
由
か
ら
、
三
九
歳

に
達
し
た
ダ
ン
サ
ー
の
解
雇
は
正
当
で
あ
る

と
判
断
し
た
。
し
か
し
こ
の
控
訴
院
の
決
定

は
「
解
雇
は
労
働
者
の
年
齢
と
は
無
関
係
な

理
由
が
な
い
限
り
正
当
で
は
な
い
」
と
い
う

理
由
で
、破
毀
院（
最
高
裁
判
所
に
あ
た
る
）

に
よ
り
無
効
と
さ
れ
た
。

　

平
等
原
則
は
、
差
別
禁
止
の
み
な
ら
ず
、

待
遇
の
実
質
的
な
平
等
を
求
め
る
こ
と
で
報

酬
の
領
域
に
も
踏
み
込
ん
で
い
る
。
破
毀
院

は
、
有
名
なP

onsolle

事
件
（
一
九
九
六

年
一
〇
月
二
九
日
）
に
よ
り
、「
同
一
労
働
同

一
賃
金
」
原
則
を
生
み
出
し
た
。
そ
れ
以
降
、

こ
の
原
則
は
フ
ラ
ン
ス
法
廷
に
お
い
て
頻
繁

に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
労
働

者
が
裁
判
に
訴
え
る
大
き
な
論
拠
と
し
て
急

速
に
広
ま
り
、
労
働
者
の
報
酬
を
差
別
化
し

よ
う
と
し
て
い
た
使
用
者
の
権
限
を
過
剰
に

制
限
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
破

毀
院
は
、
差
別
報
酬
を
正
当
化
で
き
る
条
件

を
示
し
た
。
つ
ま
り
先
任
権
、
効
率
性
、
労

働
の
質
、
労
働
価
値
の
格
差
を
示
す
要
素
に

も
と
づ
け
ば
報
酬
の
差
別
化
は
可
能
で
あ
る

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

年
齢
差
別
は
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
に
お
け
る

基
本
的
な
差
別
の
源
流
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
監
視
機
関
（F

rench 
O
bservatory

）
に
よ
る
最
近
の
研
究
で
は
、

年
齢
は
、
第
二
位
の
民
族
的
差
別
と
僅
差
で

雇
用
差
別
理
由
の
第
一
位
と
な
っ
て
い
る
。

高
齢
者
雇
用
の
促
進
の
た
め
、
二
〇
〇
六
年

八
月
二
九
日
の
執
行
命
令
（
デ
ク
レ
）
以
降
、

高
齢
の
労
働
者
の
み
を
対
象
と
す
る
有
期
契

約
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
シ
ニ

ア
層
」
は
五
七
歳
以
上
の
高
齢
労
働
者
に
限

定
さ
れ
、
三
六
カ
月
以
上
の
契
約
は
で
き
な

い
。
あ
ら
ゆ
る
使
用
者
は
こ
の
特
別
契
約
を

導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
こ
の
制

度
は
高
齢
労
働
者
の
雇
用
促
進
を
目
的
と
し

て
お
り
、
二
〇
〇
五
年
の
全
国
的
労
働
協
約

で
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
パ
ー
ト
ナ
ー
に
よ
り
提
示

さ
れ
た
概
念
で
あ
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究

か
ら
、
条
項
発
効
後
、
こ
の
契
約
を
提
示
さ

れ
た
労
働
者
は
約
二
〇
人
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。 

　

他
方
、
若
年
者
雇
用
の
促
進
を
目
的
と
し

た
も
の
と
し
て
、
二
六
歳
未
満
の
職
業
志
願

者
を
対
象
と
し
た
「
初
期
雇
用
契
約

(C
ontrat P

rem
ière em

bauche-C
P
E

）

が
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
解
雇
の
正
当
な

理
由
を
必
要
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
労
働
法
の
例

外
と
な
る
こ
の
契
約
を
締
結
す
れ
ば
、
使
用

者
は
最
初
の
二
年
間
い
つ
で
も
雇
用
契
約
を

任
意
に
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
こ
の
新
契
約
は
労
働
経
験
の
限

ら
れ
る
若
年
者
の
雇
用
促
進
と
い
う
意
図
で

導
入
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

れ
に
対
し
て
、
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
の
大
学

に
お
い
て
大
規
模
な
反
対
デ
モ
が
起
こ
っ
た

た
め
、
発
効
に
い
た
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。 

Ｃ
Ｐ
Ｅ
へ
の
主
な
批
判
は
、
一
つ
に
は
公
平

な
解
雇
事
由
の
必
要
性
に
例
外
を
設
け
る
こ

と
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
年
齢
差
別

が
も
う
一
方
の
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉

R
isa L.Lieberw

itz
（
リ
サ
・
リ
ー
バ
ー
ウ
ィ

ッ
ツ
）
コ
ー
ネ
ル
大
学
労
使
関
係
学
部　

労

働
・
雇
用
法
准
教
授

　

一
九
七
九
年
に
フ
ロ
リ
ダ
大
学
法
科
大
学
院

で
法
務
博
士
を
取
得
後
、
全
国
労
働
関
係
委
員

会
（
Ｎ
Ｌ
Ｒ
Ｂ
）
ア
ト
ラ
ン
タ
地
方
支
局
で
弁

護
士
勤
務
を
経
て
、
八
二
年
よ
り
コ
ー
ネ
ル
大

学
で
教
鞭
を
取
り
、
九
〇
年
よ
り
現
職
。
著
書

に
〝E

m
ploym

ent D
iscrim

ination L
aw

: 
C
ases and M

aterials

〞（
共
著
、
一
九
九
五
）

な
ど
。

B
ernd W

aas

（
ベ
ル
ン
ト
・
ヴ
ァ
ー
ス
）

　

ハ
ー
ゲ
ン
大
学
法
学
部
教
授

　

テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
お
よ
び
ミ
ュ
ン
ヘ
ン

大
学
に
て
法
学
を
学
び
、
一
九
九
二
年
に
ト
リ

ア
大
学
法
学
博
士
、
二
〇
〇
二
年
に
教
授
資
格

を
取
得
。
同
大
学
の
労
働
法
・
労
使
関
係
研
究

所
で
シ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
フ
ェ
ロ
ー
（
八
九

〜
〇
三
年
）
を
務
め
た
後
、
二
〇
〇
三
年
よ
り

現
職
。
近
年
の
著
書
に
〝M

odell H
olland? - 

F
lex

ib
ilität u

n
d
 S

ich
erh

eit im
 

A
rbeitsrecht der N

iederlande

〞（
共
著
、
二

〇
〇
二
）。

P
ascal Lokiec

（
パ
ス
カ
ル
・
ロ
キ
エ
ク
）

　

パ
リ
第
一
三
大
学
教
授

　

一
九
九
六
年
パ
リ
第
一
〇
大
学
修
士
課
程
修

了
後
、
エ
セ
ッ
ク
ス
大
学
に
て
法
学
修
士
（
Ｅ

Ｃ
法
）、
九
八
年
に
パ
リ
第
一
〇
大
学
で
博
士

号
取
得
。
同
大
学
法
学
部
准
教
授
を
経
て
、現
職
。

著
書
に
〝C

ontrat et pouvoir : essai sur 
les transform

ations du droit prive des 
rapports contractuels

〞（
二
〇
〇
四
）
な
ど
。

※ 

な
お
、
本
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ

シ
ョ
ン
の
模
様
に
つ
い
て
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
「
イ
ベ
ン
ト
（
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
）」

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

http://w
w
w
.jil.go.jp/event/ro_forum

/index.htm
l

（
国
際
研
究
部
）


