
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
論

と
そ
の
前
提
的
諸
問
題

久

保

敦

彦

-

国
連
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
案
を
中
心
と
し
て
-



一

序

論

二

｢外
国
人
労
働
者
｣
の
定
義

1

社
会
問
題
上
の
1
般
用
例

2

法
制
上
の
定
義

m

日
本
の
国
内
法
制
上
の
用
例

闇
国
際
条
約
上
の
定
義

三

日
本
に
お
け
る
問
題
状
況

1

実
態
面
で
の
特
徴

2

法
制
面
で
の
特
徴

3

外
国
人
法
制
論
議
に
見
ら
れ
る
特
徴

m

一
般
外
国
人
論
と
特
定
外
国
人
論

㈲
｢国
際
化
｣
論
議
の
下
で
の
外
国
人
法
制
論

四

国
連
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
の
概
要

1

条
約
の
構
成

2

条
約
の
規
定
内
容

3

対
象
範
囲
及
び
詔
定
義

は
権
利
に
関
す
る
差
別
禁
止

愉

全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
構
成
員
の
人
権

㈲

正
規
状
態
に
あ
る
全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
構
成
員
の
そ
の
他
の
権
利

五

結

語



外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

一

序

論

近
年
'
日
本
に
お
い
て
は
謂
ゆ
る

｢
外
国
人
労
働
者
｣
の
受
入
れ
に
関
す
る
是
非
論
が
喧
し
い
｡
こ
の
議
論
は
各
種
経
済
団
体
'
労
働

組
合
な
ど
直
接
当
事
者
た
る
立
場
を
持

つ
諸
組
織
'
関
係
詔
省
庁
の
み
な
ら
ず
'
広
-

一
般
社
会
の
関
心
事
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
'
専

(1
)

(2
)

門
誌
か
ら

一
般
メ
デ
ィ
ア
に
至
る
ま
で
多
彩
な
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
ま
た
､
世
論
調
査
に
よ
る

一
般
国
民
の
意
見
聴
取
も
な
さ
れ
た
｡

本
稿
は
こ
れ
ら
論
議
と
の
関
連
に
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
'
そ
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
受
入
れ
可
香
に
つ
い
て
急
ぎ

一
定
の
方
向
付
け

を
行
お
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
受
入
れ

へ
の
賛
香
は
ひ
と
ま
ず
措
き
'
問
題
検
討
に
不
可
欠
な

一
要
素
と
し
て
'
従
来
の
論

議

の
中
で
は
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
点
を
指
摘
す
る
こ
と
を
そ
の
目
的
と
す
る
｡
即
ち
'
受
入
れ
に
関
す
る
結
論

提
示
で
は
な
-
､
結
論
到
達
の
た
め
の
前
提
的
検
討
課
題
の
呈
示
で
あ
る
｡

こ
こ
で
言
う
不
可
避
的
前
提
問
題
と
は
'
受
入
れ
を
行

っ
た
場
合
'
受
入
れ
後
に
外
国
人
労
働
者
が
受
入
国
で
持
つ
べ
き
法
的
地
位
如

何
'
特
に
単
な
る
外
国
人
と
し
て
で
は
な
-
就
労
者
と
し
て
持

つ
べ
き
権
利
内
容
如
何
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
問
題
は
現
在
で
は
受
入
国

が
そ
の
国
内
事
情
の
み
に
依
拠
し
て
単
独
で
処
理
で
き
る
事
柄
で
は
な
-
'
広
い
意
味
で
の
国
際
的
人
権
保
証
制
度
の
枠
組
の
中
で
'
ま

た
外
国
人
労
働
者
保
護
に
つ
い
て
の
専
門
的
国
際
立
法

へ
の
動
き
を
も
踏
ま
え
て
考
え
る
べ
き
案
件
と
な

っ
て
い
る
｡
外
国
人
労
働
者
の

(3
)

受
入
れ
如
何
が
各
国
の
専
権
的
裁
量
事
項
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
が
'

一
度
受
入
れ
を
行

っ
た
場
合
に
は
'
そ
の
後
の
処

遇
に
つ
い
て
は
も
は
や
そ
の
国
の
自
由
裁
量
で
す
べ
て
を
決
し
得
る
の
で
は
な
-
'
国
際
的
基
準
の
存
在
を
念
頭
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
-
な
る
の
で
あ
る
｡
外
国
人
労
働
者
を
対
象
と
す
る
専
門
条
約
は
'
社
会
保
障
な
ど
特
定
分
野
別
に
は
か
ね
て
か
ら
I
L
O
が
手
が
け

(4
)

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
よ
り
綜
合
的
保
護
立
法
が
現
在
国
連
第
三
委
員
会
で
進
行
中
で
あ
る
｡
ま
た
､
外
国
人

一
般
に
つ
い
て
の
地

253



(5
)

位
宣
言
は
既
に
採
択
済
み
で
も
あ
る
｡
そ
う
と
す
れ
ば
'
各
国
と
も
今
後
の
外
国
人
労
働
者
関
連
の
国
内
法
制
の
立
法
及
び
運
用
に
際
し

て
こ
れ
ら
の
動
き
を
そ
れ
ぞ
れ
の
国
内
事
情
と
共
に
併
せ
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
考
慮
の
態
様
は
､
対
象
と
な
る
文
書
が

単
な
る
宣
言
で
あ
る
か
又
は
条
約
で
あ
る
か
'
条
約
に
つ
い
て
も
当
該
国
に
対
し
て
効
力
を
生
じ
て
い
る
か
香
か
に
よ

っ
て
異
な
る
の
は

当
然
で
あ
る
が
'
宣
言
'
未
発
効
条
約
と
い
え
ど
も
国
内
的
論
議

の
場
'
特
に
政
策
論
レ
ベ
ル
で
は
言
及
､
援
用
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る

の
で
'
や
は
り
観
察
の
目
を
向
け
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡

こ
の
意
味
で
'
国
連
で
討
議
の
進
ん
で
い
る

｢
全
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族

の
権
利
保
護

に
関
す

る
国
際
条
約
｣
(lnterロationa-

Convention
on
the
P
rotection
of
the
R
ights
of
A
tl
M
igran
t
W
orkers
and
T

heir
F
am
itie
s

)-
以
下
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
と

略
称
-

は
'
日
本
の
外
国
人
労
働
者
問
題
を
め
ぐ
る
立
法
論
に
と

っ
て
既
に
避
け
て
通
り
得
な
い
存
在
と
な

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で

(6
)

(7
)

あ
る
｡
こ
の
条
約
は
現
在
ま
だ
案
の
段
階
で
は
あ
る
が
'

一
九
七
三
年
に
経
済
社
会
理
事
会
'

一
九
七
四
年
に
総
会
で
条
約
の
必
要
性
が

(8
)

(9
)

確
認
さ
れ
'

一
九
七
五
年
の
総
会
決
議
で
方
向
付
け
が
行
わ
れ
'

一
九
七
九
年
の
作
業
部
会
設
置
か
ら

一
〇
年
近
-
を
経
て
第
二
読
会
で

(10
)

の
実
質
規
定
討
議
が
固
ま
り
つ
つ
あ
る
状
況
に
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
条
約
内
容
の
網
羅
的
か
つ
詳
細
な
検
討
は
別
と
し
て
'
そ
の
要
点

に
言
及
す
る
の
は
も
は
や
時
期
尚
早
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
以
下
に
お
い
て
は
条
約
規
定
に
反
映
さ
れ
る
移
住
労
働
者
の
諸
権
利
を
考
察
す

る
が
'
そ
れ
に
先
立

っ
て
現
在
の
日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
の
論
議
と
そ
の
背
景
的
事
実
に
見
ら
れ
る
諸
特
徴
を
も
管
見
し
て

お
く
こ
と
と
す
る
｡
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(
1
)

法
務
省
入
国
管
理
局
総
務
課

｢
昭
和
六
十
三
年
中
の
新
聞
及
び
雑
誌
に
現
れ
た
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
す
る
記
事
に
つ
い
て
｣
国
際
人
流
二

二
号
三

一
頁
以
下
に
よ
れ
ば
､
法
学
専
門
誌
お
よ
び
一
般
誌
が
掲
載
し
た
関
連
雅
誌
記
事
だ
け
で
一
三
七
点
に
及
ぶ
｡

(
2
)

法
務
省
入
国
管
理
局

｢外
国
人
の
就
労
に
関
す
る
意
識
調
査
の
概
要
に
つ
い
て
｣
所
収
の
調
査
集
計
結
果
が
詳
し
い
｡
こ
の
調
査
結
果
は
国
際

人
流

一
〇
号
二
六
頁
以
下
に
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
｡

(
3
)

R
.
B
,L
ittich
T
"
D
u
ties
o
f
StatesR
e
g
a
rd
in
g

the
Civ
it
R
ig
h
ts
o
f
A
tie
n
s
"
,
R
ecu
e
il
d
es
C
o
u
rs
79
78
7777
p
,
3
3
9
,
小
和
田
悟

｢
入



外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

国
管
理
の
現
状
と
外
国
人
の
就
労
問
題
｣
(座
談
)
ジ
ュ
リ
ス
-
八
七
七
号
七
頁
｡

(4
)

I
L
O
第

1
九
号
'
四
八
号
'

二

八
号
条
約
他
'
久
保
敦
彦

｢国
際
社
会
保
障
協
定
に
関
す
る

一
考
察
-

二
国
間
社
会
保
障
協
定
を
中
心

と
し
て
ー

｣
神
奈
川
法
学
八
巻
二
号

二

六
頁
以
下
､

二

二

頁
註
仙
参
照
.

(tJ,
)

D
ectarati.n
.n
the
h
u
m
a
n
rig
h
ts
.f
in
d
iv
id
u
atsw
h
.a
re
n
.t
n
a
tion
ats
of

the
count
r
y

in

w

hic
h
they
Liv
e,
U
N
A
J
C
.
3
'

40
JL2'p･307
G
A
O
R
40]144
･
古
川
照
美

｢外
国
人
の
人
権
宣
言
｣
ジ
ュ
リ
ス
-
八
八
三
号
五

一
頁
以
下
'
同
五
六
-
七
頁
に
私
訳
｡

(6
)

経
済
社
会
理
事
会
第

一
七
四
九
号
決
議
'
R
eso-utioロ
C
OnCerniロg
m
ig
ra
ロ
t
W
Orkers.

(7
)

総
会
第
三
二
二
四
号
決
議
'
M
easu
l
eS
tO
im
p
r
ove
the
situ
a
tio
n
o
f
m
igran
t
w
orkers.

(
8
)

総
会
第
三
四
四
九
号
決
議
'
M
easures
to
eロSure
the
bum
aロ
rightsa
ロ
d
d
ig
ロ
ity
o
f
a
｡

m
igraロ
t
W
Orkers.

(
9
)

総
会

窒
＼
)72
決
議
'
M
easu
res
t.
im

pr.ve
the
sit
uati.n
an
d
e
n
su
re
t
he
hum
an
righ
t
sa
n
d
d
ignity
of
a
lt
m
ig
ran
t
w
orkers.

(
10
)

作
業
部
会
設
置
当
初
か
ら
の
経
緯
に
つ
い
て
は
R
･B
･L
i｡
ich㌦

he
hum
aロ
rights
of

a-ieロS
in
con
t
emp
orary
iロterロa
t
ioロa=
a
w
,

p
,
7
4
,

二

｢
外
国
人
労
働
者
｣
の
定
義

l

社
会
問
題
上
の

一
般
用
例

日
本
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
問
題
は
'
近
年
急
激
に
顕
著
と
な

っ
た
資
格
外
活
動
'
不
法
残
留
な
ど
に
該
当
す
る
不
法
就
労
の
増
加

(1
)

現
象
と
し
て
社
会
的
注
目
を
集
め
る
に
至

っ
た
｡
こ
れ
ら
就
労
の
内
容
と
し
て
は
'
風
俗
関
係
､
土
木

･
建
設
､
工
員
'
就
役
､
給
仕
'

(2
)

店
員
な
ど
の
職
種
が
中
心
で
あ
る
｡

し
た
が

っ
て
社
会
問
題
的
視
点
か
ら
は
'
そ
れ
が
必
ず
し
も
定
義
と
呼
ぶ
べ
き
ほ
ど
厳
密
な
用
語
法

(3
)

と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
に
せ
よ
'
単
純
労
働
者
'
不
熟
練
労
働
者
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
が

一
般
で
あ
る
｡

(4
)

(5
)

不
法
就
労
増
加
の
原
因
と
し
て
日
本
側
に
お
け
る
特
定
分
野
で
の
人
手
不
足
'
送
出
国
側
に
お
け
る
外
国
出
稼
ぎ
政
策
が
賃
金
差
と
共
に
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プ
ル
'
プ
ッ
シ
ュ
の
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
に
鑑
み
て
も
'
外
国
人
労
働
者
問
題
は
南
北
問
題
絡
み
で
新
た
に
日
本
が
直
面
す
る

に
至

っ
た
事
柄
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
感
が
強
い
｡
謂
ゆ
る
単
純
労
働
者
は
従
来
入
国
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ

る
の
で
'
新
規
の
問
題
と
し
て
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
を
論
じ
る
と
す
れ
ば
'
こ
の
関
連
で
言
う
外
国
人
労
働
者
と
は
当
然
単
純
労
働
者

を
意
味
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
｡

2

法
制
上
の
定
義

社
会

一
般
の
問
題
意
識
と
は
異
な
り
'
法
制
上
の
外
国
人
労
働
者
と
は
国
内
立
法
上
も
国
際
条
約
の
通
例
上
も
よ
り
広
義
の
概
念
で
あ

256

っ
て
､
就
労
分
野
､
就
労
形
態

被
用
者
か
独
立
自
営
者
か
-

如
何
を
問
わ
ず
'
凡
そ
稼
得
活
動
に
従
事
す
る
者

一
般
を
指
す
｡

印

日
本
の
国
内
法
制
上
の
用
例

入
管
法
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
立
法
に
は
､
規
定
中
の
用
語
と
し
て
は
外
国
人
労
働
者
と
の
言
葉
は
使
わ
れ
て
お
ら
ず
､
し
た
が
っ
て

(6
)

(7
)

明
文
上
の
定
義
も
存
在
し
な
い
.
し
か
し
'
法
務
省
'
労
働
省
と
も
に
'
外
国
人
労
働
者
の
語
に
は
現
行
法
上
も
就
労
を
認
め
ら
れ
る
自

営
者
､
管
理
職
､
特
別
技
能
者
'
熟
練
労
働
者
な
ど
を
も
含
む
も
の
と
し
て
用
い
て
お
り
'
単
純
労
働
者
は
そ
の
一
部
を
成
す
存
在
と
位

置
付
け
て
い
る
｡

闇

国
際
条
約
上
の
定
義

国
際
的
文
書
に
お
い
て
は
､
外
国
人
労
働
者
を
指
す
用
語
と
し
て

｢
移
住
労
働
者
｣
(m
igrant
w

orkers)を
使
-
の
が

一
般
的
で
あ
る
｡

(8
)

こ
の
用
語
は
既
に
I
L
O
諸
条
約
で
定
着
化
し
て
お
り
'
国
連
の
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
も
こ
れ
ら
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
｡
同

(9
)

条
約
は
第
二
条
で
移
住
労
働
者
を
'
そ
の
者
が
国
民
で
な
い
国
に
お
い
て
｢稼
得
活
動
に
従
事
｣
す
る
者
と
し
て
お
り
､
そ
の
稼
得
活
動
の

種
別
､
態
様
如
何
を
特
定
し
て
い
な
い
.
ま
た
そ
の
期
間
の
長
短
を
も
間
-
て
い
な
い
｡

｡m
ig
ra
n
t
"
に
当
る
日
本
語
と
し
て
の
｢
移
住
｣
'

ま
し
て
や

｢
移
民
｣
は
語
感
か
ら
し
て
何
か

一
生
の
永
住
を
期
し
て
他
国
に
渡
る
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
が
､
条
約
で
言
う

｢
移
住
｣
は

そ
の
よ
う
な
趣
旨
で
は
な
-
'
む
し
ろ
非
永
住
的
滞
在
を
こ
そ
主
眼
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
ば
永
住
権
を
得
た
外
国
人
は
多
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-
の
面
で
内
国
民
待
遇
を
得
'
よ
り
手
厚
い
権
利
保
証
を
得
て
い
る
の
が
実
態
で
あ
り
､
条
約
に
よ
る
保
護
の
必
要
性
は

一
時
的
移
住
者

に
こ
そ
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
こ
と
は
条
約
審
議
過
程
で
永
住
権
者
を
適
用
対
象
外
に
し
よ
う
と
の
提
案
さ
え
あ

っ
た
こ
と
か
ら
も
窺

(10
)

え
る
｡

し
た
が
っ
て
'
日
本
で
法
制
上
言
わ
れ
る
外
国
人
労
働
者
と
国
際
条
約
上
の
移
住
労
働
者
と
は
'
定
義
上
の
人
的
範
囲
の
面
で
も
'
そ

の
中
で
実
質
上

l
時
的
移
住
者
が
重
視
さ
れ
る
と
の
面
で
も

一
致
す
る
の
で
あ
り
'
本
稿
で
も
以
下
こ
の
意
味
で
外
国
人
労
働
者
､
移
住

労
働
者
の
語
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
｡
な
お
'
両
者
は
同
義
で
あ
る
が
'

一
般
的
慣
行
に
鑑
み
て
日
本
の
問
題
状
況

へ
の
言
及
に
際
し
て

は
前
者
を
'
条
約
と
の
関
連
で
は
後
者
を
採
る
こ
と
と
す
る
｡

(
-
)

不
法
就
労
者
数
は

一
九
八
八
年
度
摘
発
数
で
一
万
四
三

一
四
人
'
初
め
て
男
性
が
過
半
を
占
め
た
｡
法
務
省
入
国
管
理
局

｢統
計
に
見
る
不
法

就
労
外
国
人
の
実
態
｣
国
際
人
流
二
三
号
二
〇
頁
参
照
｡
な
お
'
実
数
は
摘
発
数
の
数
倍
に
は
達
す
る
と
も
予
測
さ
れ
て
い
る
｡

(
2
)

広
田
崇
夫

｢
わ
が
国
の
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
問
題
｣
外
交
時
報

二

一五
三
号

〓

頁
｡

(
3
)

小
池
和
男

｢外
国
人
労
働
者
問
題
に
ど
う
対
応
す
る
か
｣
(座
談
)
日
本
労
働
協
会
兼
誌
三
四
八
号
八
二
頁
'
加
藤
敏
幸
同
八
五
頁
は
'
｢単
純
労

働
者
｣
に
代
え
て

｢不
熟
練
労
働
者
｣
の
用
語
を
提
唱
す
る
｡

(4
)

広
田
崇
夫
前
掲
四
貢
｡

(5
)

入
管
協
会

｢外
国
人
労
働
者
入
国
問
題
検
討
委
員
会
報
告
書
｣

一
四
頁
､
浅
田
護

｢外
国
人
労
働
者
入
国
問
題
検
討
委
員
会
最
終
報
告
ま
と
ま

る
｣
国
際
人
流
二
三
号
三
-
四
頁
｡

(6
)

例
え
ば
法
務
省
入
国
管
理
局

｢出
入
国
管
理
｣
(昭
和
六

1
年
度
版
)
1
五
七
-
八
頁
｡

(7
)

例
え
ば
労
働
省
職
業
安
定
局

｢今
後
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
受
入
れ
の
方
向
｣
九
頁
以
下
｡

(
8
)

I
L
O
第
六
六
'
九
七
二

四
三
号
諸
条
約
'
そ
れ
以
降
で
は
第

一
五
1
号
勧
告
｡
R
.P
tend
e
r,tntern
at
ionatM
ig
ration
Law
,p
.

369･7).

(9
)
A

＼
C

.

3
'
4
0
[
6
.
p
.
3
4
.

(
10
)

A
＼
C
.
3
[
4
0
[
6
,
p

,
2
6
,
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三

日
本
に
お
け
る
問
題
状
況

258

1

実
態
面
で
の
特
徴

古
-
は
大
陸
か
ら
の
渡
来
人
の
時
代
に
始
ま
り
､
明
治
維
新
前
後
か
ら
最
近
に
至
る
ま
で
'
そ
の
時

々
の
先
達
と
し
て
の
外
国
人
を
迎

え
る
の
に
は
日
本
は
積
極
的
で
あ

っ
た
｡
但
し
'
日
本
の
地
理
的
条
件
等
か
ら
来
日
す
る
外
国
人
に
か
か
る
物
理
的
､
社
会
的
リ
ス
ク
は

高
-
'
そ
れ
に
伴

っ
て
公
私
の
受
入
機
関
側
が
担
う
受
入
条
件
整
備
-

報
酬
'
生
活
環
境
面
で
の
-

に
関
わ
る
負
担
も
大
き
い
の
を

常
と
し
た
｡
高
負
担
の
反
面
､
外
国
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
る
べ
き
利
益
が
大
で
あ
る
と
の
裏
付
け
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ

っ
た
｡
逆
に

こ
の
裏
付
け
は

一
般
労
働
'
単
純
労
働
の
場
合
に
は
成
立
せ
ず
'
外
国
人
'
受
入
機
関
双
方
に
と

っ
て
間
尺
の
合
わ
な
い
こ
の
種
の
就
労

分
野
で
は
長
ら
-
問
題
が
提
起
さ
れ
る
基
盤
自
体
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
｡
経
済
'
労
働
事
情
の
変
化
に
よ

っ
て
旅
費
等
の
高

(1
)

額
投
資
を
行

っ
て
も
日
本
で
の
就
労
が
見
合
-
も
の
と
な
り
'
日
本
で
人
手
不
足
'
日
本
人
の
就
き
た
が
ら
な
い
職
場
が
出
現
し
て
プ
ル

要
因
が
強
-
働
-
よ
う
に
な

っ
た
の
は
こ
の
近
年
の
こ
と
で
あ
り
'
こ
こ
に
漸
-
問
題
発
生
の
実
態
的
前
提
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

2

法
制
面
で
の
特
徴

社
会
の
実
態
が
法
制
に
反
映
さ
れ
る
の
は
常
の
こ
と
で
あ
る
が
'
右
の
状
況
を
受
け
て
日
本
の
入
管
法
制
上
の
在
留
資
格
設
定
が
経
済
'

産
業
の
指
導
的
推
進
役
及
び
特
殊
技
能
者
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
て
き
た
の
は
言
わ
ば
自
然
的
結
果
で
あ

っ
た
｡

一
九
八

一
年
の
法
改
正

に
よ
る
産
業
研
修
生
資
棉
(入
管
法
第
四
条
一
-
六
-
二
)
の
追
加
は
'
逆
の
立
場
の
外
国
人
受
入
れ
に
道
を
備
え
た
の
で
あ
る
が
'
活
動

に

制
限
の
無
い
永
住
権
者
を
別
と
し
て
'
稼
得
活
動
に
直
接
関
わ
る
資
格
設
定
に
つ
い
て
は
外
国
人
を
指
導
的
立
場
或
は
被
指
導
的
立
場
の

い
ず
れ
か
に
位
置
付
け
る
発
想
に
終
始
し
て
い
る
｡
言
わ
ば
外
国
人
と
内
国
民
と
の
社
会
的
相
互
関
係
を
垂
直
的
'
縦
型
に
の
み
捉
え
よ

(2
)

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
現
状
に
対
し
て
'
現
在
法
務
省
自
ら
も
予
定
す
る
法
改
正
に
よ
る

一
般
就
労
者
の
枠
の
拡
大
'
そ
の
資
格
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(3
)

要
件
の
透
明
化
は
外
国
人
と
し
て
の
特
性
を
発
想
の
基
点
と
は
し
な
が
ら
も
'
内
国
民
と
水
平
的
立
場
で
同
僚
と
し
て
就
労
す
る
と
い
う

横
型
の
思
考
に

一
歩
近
づ
-
要
素
を
持

つ
｡
更
に
'
単
純
労
働
者
受
入
れ
の
是
非
論
は
純
然
た
る
横
型
就
労
形
態
容
認
の
可
否
を
問
う
も

の
で
あ

っ
て
'
肯
定
論
の
立
場
か
ら
新
制
度
を
設
け
る
と
す
れ
ば
入
管
法
制
上
の
基
本
原
則
の
変
更
を
も
意
味
す
る
こ
と
と
な
る
｡
即
ち
'

(4
)

近
時
諸
外
国
で
見
ら
れ
る
法
改
正
が
就
労
資
格
の
基
本
的
枠
組
は
維
持
し
な
が
ら
資
格
取
得
の
諸
条
件
を
変
更
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
異

な
り
'
ま
た
単
な
る
運
用
上
の
方
針
転
換
に
よ

っ
て
現
実
状
況
の
変
遷
に
対
応
し
ょ
-
と
す
る
の
と
異
な
り
'
単
純
労
働
者
に
関
す
る
日

本
の
論
議
は
法
制
度
の
よ
り
大
き
な
t
か
つ
構
造
的
な
変
革
を
も
検
討
課
題
と
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
｡

3

外
国
人
法
制
論
議
に
見
ら
れ
る
特
徴

㈲

一
般
外
国
人
諭
と
特
定
外
国
人
論

日
本
に
お
け
る
登
録
済
み
外
国
人
約
八
七
万
人
の
う
ち
'
韓
国

･
朝
鮮
籍
の
者
が
六
八
万
人
を
占
め
､
更
に
そ
の
中
の
六
三
万
近
-
は

(5
)

一
般
永
住
者
'
協
定
永
住
者
'
法

l
二
六
-
二
1
六
該
当
者
で
あ
る
｡
こ
れ
に
若
干
の
中
華
民
国
国
籍
者
を
も
加
え
'
在
留
外
国
人
の
ほ

ぼ
四
分
の
三
が
旧
日
本
国
籍
者
で
あ

っ
て
終
戦
前
か
ら
現
日
本
国
領
域
内
に
居
住
し
て
い
た
者
及
び
そ
の
子
で
占
め
ら
れ
て
い
る
の
が
現

状
で
あ
る
｡
こ
の
比
率
を
見
れ
ば
'
外
国
人
法
制
の
問
題
が
即
刻
在
日
韓
国

･
朝
鮮
人
問
題
に
投
影
さ
れ
'
主
と
し
て
そ
の
角
度
か
ら
論

(6
)

(7
)

じ
ら
れ
る

の
も
己
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
.
外
国
人
労
働
者
問
題
に
関
し
て
も
こ
の
視
点
か
ら
の
発
言
が
あ
る
｡
し
か

し
'
こ
れ
ら
在
日
韓
国

･
朝
鮮
人
は
歴
史
的
経
緯
か
ら
し
て
日
本
と
特
別
の
関
係
を
持

つ
者
で
あ
る
｡
日
本
で
は
'
こ
の
よ
う
に
性
質
上

特
殊
な
性
格
を
持

つ
外
国
人
問
題
が
対
象
者
の
数
の
面
で
は
大
勢
を
占
め
'
逆
に

一
般
制
度
の
適
用
対
象
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
者
が

少
数
と
の
反
転
現
象
が
あ
る
｡
こ
の
事
実
が
時
と
し
て
外
国
人
法
制
論
議
の
整
理
を
妨
げ
る
嫌

い
も
あ
る
が
'
本
稿
で
は
質
と
量
と
の
問

題
を
峻
別
す
る
意
味
か
ら
も
'

一
般
外
国
人
制
度
の

一
環
と
し
て
の
労
働
者
受
入
問
題
を
論
じ
る
｡

闇

｢
国
際
化
｣
論
議
の
下
で
の
外
国
人
法
制
論

外
国
人
労
働
者
問
題
が
貿
易
'
金
融
面
で
の
自
由
化
促
進
論
を
追
う
形
で
内
外
か
ら
提
起
さ
れ
た
た
め
か
'
物
と
金
と
に
つ
い
て
の
自
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(8
)

由
化
論
の
延
長
線
上
に
立

っ
て
外
国
人
労
働
者
問
題
を
人
の
白
由
化
問
題
と
し
て
捉
え
る
風
潮
が
あ
る
｡
し
か
し
'
自
由
化
が
時
の
流
れ

で
あ
る
と
し
て
も
'
商
品
'
資
本
と
異
な
り
'
人
'
特
に
稼
得
活
動
者
の
移
住
は
生
活
基
盤
自
体
の
移
動
を
意
味
す
る
｡
こ
の
移
動
が
本

人
に
と

っ
て
も
受
入
側
社
会
に
と

っ
て
も
好
結
果
と
な
る
た
め
に
は
長
期
的
観
点
に
立

っ
て
の
受
入
諸
条
件
が
備
わ

っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
｡
生
産

･
経
済
活
動
の
果
実
'
手
段
に
す
ぎ
な
い
商
品
'
資
本
に
つ
い
て
は
外
的
条
件
の
変
動
に
伴
う
短
期
的
移
動
調
整
も
可
能

で
あ
る
が
､
経
済
活
動
の
み
な
ら
ず
全
生
活
基
盤
が
関
わ
る
稼
得
活
動
者
に
対
し
て
は
'
長
期
安
定
的
な
滞
在
'
就
労
'
社
会
生
活
面
で

の
法
的
地
位
を
保
証
す
る
の
で
な
け
れ
ば
'
安
心
し
て
移
住
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
移
住
労
働
者
の
地
位

の
不
安
定
は
'

様
々
な
社
会
的
歪
み
に
繋
が
り
'
受
入
国
に
と

っ
て
も
不
利
益
で
あ
る
.
外
国
人
労
働
者
の
導
入
を
も

っ
て
国
際
化
の
一
環
と
す
る
な
ら

ば
'
こ
の
面
で
の
国
際
化
が
受
入
国
社
会
を
益
す
る
か
香
か
は
正
し
-
所
与
の
外
的
諸
条
件
の
下
で
導
入
が
ど
の
よ
-
な
結
果
を
生
む
か

に
か
か
る
｡
し
た
が
っ
て
'
国
際
化
そ
れ
自
体
を
直
ち
に
積
極
的
評
価
或
は
消
極
的
評
価
の
対
象
と
す
る
の
は
結
論
の
急
ぎ
過
ぎ
で
あ
り
'

国
際
化
が
何
を
生
む
か
に
こ
そ
評
価
の
焦
点
を
当
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
国
際
化
と
い
う
包
括
概
念
は
何
ら
具
体
的
内
容
を
明
確
に
す

(9
)

る
も
の
で
な
-
'
そ
の
明
確
化
を
欠
-
ま
ま
自
由
化
を
指
向
す
る
の
は
短
絡
的
と
の
指
摘
が
あ
る
が
'
正
し
-
そ
の
通
り
で
あ
る
.
国
際

化
は
単
な
る
前
提
的
現
象
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ

っ
て
､
社
会

へ
の
効
果
如
何
は
そ
れ
が
も
た
ら
す
個
別
的
結
果
を
も

っ
て
判
断
し
な
け

(10
)

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
'
国
際
化
自
体
を
外
国
人
労
働
者
導
入
が
生
む
プ
ラ
ス
の
社
会
的

コ
ス
I
と
位
置
付
け
る
の
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得

な
い
｡
外
国
人
労
働
者
を
多
数
擁
す
る
諸
国
も
'
国
際
化
自
体
を

一
目
的
と
し
て
そ
の
導
入
を
行

っ
た
の
で
は
な
い
｡
目
的
は
労
働
需
要

(ll
)

充
足
で
あ
り
'
そ
の
限
り
で
は
プ
ラ
ス
の
効
果
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
が
'
反
面
社
会
的
摩
擦
の
発
生
､
特
定
社
会
階
層
の
形
成
な
ど
の
マ

イ
ナ
ス
的
効
果
も
経
済

･
社
会
条
件
の
変
転
と
共
に
問
題
化
し
'
外
国
人
労
働
者

へ
の
法
的
規
制
の
強
化
を
も
促
す
に
至

っ
た
の
で
あ
る
｡

国
際
条
約
に
よ
る
移
住
労
働
者
の
権
利
保
護
の
試
み
は
'
人
権
的
視
点
か
ら
の
目
的
は
も
と
よ
り
と
し
て
'
移
住
労
働
者
の
存
在
が
受

入
国
社
会
に
と

っ
て
も
積
極
的
効
果
を
も
た
ら
す
よ
う
な
前
提
条
件
の
整
備
に
資
す
べ
き
も
の
と
し
て
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
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(
1
)

職
業
安
定
局
雇
用
政
策
課

｢外
国
人
労
働
者
問
題
と
そ
の
考
え
方
に
つ
い
て
｣
労
働
時
報

一
九
八
八
年
二
月
号
二
〇
頁
｡

(
2
)

入
管
法
第
四
条

一
I

l
六
-
三
は
謂
ゆ
る
一
般
就
労
者
に
通
用
さ
れ
る
条
項
で
あ
る
が
'
そ
の
下
で
も

｢
日
本
人
で
は
代
替
で
き
な
い
特
殊
な

技
術
又
は
技
能
を
活
か
し
て
就
職
す
る
｣
こ
と
が
要
件
と
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
要
件
は
内
国
民
優
先
雇
用
の
た
め
と
い
う
よ
り
'
第
四
条

一
-

〓

1

に
言
う

｢産
業
上
の
高
度
な
又
は
特
殊
な
技
術
又
は
技
能
｣
に
準
じ
'
外
国
人
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
す
る
特
性
が
重
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
を
想
定
す

る
｡
し
た
が
っ
て
､
本
条
項
も
外
国
人
の
縦
型
的
位
置
付
け
の
範
噂
に
な
お
属
す
る
｡
四
条

1
-

1
六
-
三
の
通
用
状
況
に
つ
い
て
は
'
山
崎
哲
夫

｢
入
国
管
理
行
政
の
現
状
と
課
題
｣
ジ
ュ
リ
ス
-
九
〇
九
号

1
四
頁
｡

(
3
)

同
右

一
六
頁
｡

(
4
)

労
働
省
職
業
安
定
局
前
掲
二
四
-
五
頁
'
川
原
謙

一
｢
シ
ン
プ
ソ
ン
･
ロ
デ
ィ
ー

･
マ
ゾ
リ
移
民
修
正
管
理
法
｣
ジ
ュ
リ
ス
-
九
〇
九
号
四
二

I
三
百
､
中
村
圭
介

｢西
独
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
政
策
の
展
開
｣
日
本
労
働
協
会
雄
誌
三
四
八
号
五
八
-
九
頁
､
滝
沢
正

｢
フ
ラ
ン
ス
外
国
人
法

の
現
状
｣
ジ
ュ
リ
ス
-
九
〇
九
号
三
六
I
八
頁
'
斎
藤
恵
彦

｢国
際
社
会
に
お
け
る
外
国
人
労
働
者
の
保
護
｣
法
律
時
報
五
九
巻
七
号
四
六
-

七
頁
.

(./i)

法
務
省
入
国
管
理
局

｢在
留
外
国
人
統
計
｣
(昭
和
六
二
年
度
)
二
-
五
頁
｡

(6
)

こ
の
傾
向
は
特
に
指
紋
押
捺
制
度
､
登
録
証
携
帯
義
務
を
め
ぐ
る
論
議
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
｡
例
え
ば
小
野
幸
治

｢在
日
朝
鮮
人
の
人
権
侵

害
状
況
｣
法
律
時
報
五
七
巻
五
号
六
二
頁
以
下
'
今
村
嗣
夫

｢人
権
論
に
お
け
る
定
住
外
国
人
｣
(座
談
)同
右

1
0
'

一
四
貢
.

(7
)

平
健
次

｢『外
国
人
労
働
者
』
論
議
に
欠
け
る
も
の
｣
国
際
人
流

一
九
号
三

一
頁
｡

(
8
)

こ
の
点
を
端
的
に
指
摘
す
る
の
は
桑
原
靖
夫

｢外
国
人
労
働
の
問
題
点
を
衝
-
｣
エ
コ
ノ
､､､
ス
-

一
九
八
八
年
二
月
二
日
号
四
八
頁
､
手
塚
和

彰

｢ち
ょ
っ
と
待
て
外
国
人
労
働
者
の
導
入
｣
中
央
公
論

一
九
八
八
年
二
月
号
二
七
四
-
五
頁
'
同

｢外
国
人
労
働
者
を
め
ぐ
る
法
的
問
題
｣
ジ
ュ

リ
ス
-
九
〇
九
号
二
六
頁
｡

(9
)

手
塚
和
彰
前
掲
(中
央
公
論
)
二
七
四
頁
｡

(10
)

広
田
崇
夫
前
掲

一
二
頁
｡

(11
)

郷
艮
太
郎

｢外
国
人
労
働
者
問
題
に
ど
-
対
応
す
る
か
｣
(座
談
)
日
本
労
働
協
会
韮
誌
三
四
八
号
八
三
頁
'
桑
原
靖
夫
前
掲
五
三
-
四
頁
'
手

塚
和
彰
前
掲
(中
央
公
論
)
二
八
〇
'
二
八
三
-
四
頁
｡
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四

国
連
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
の
概
要

262

l

条
約
の
構
成

条
約
案
は
左
記
の
通
り
全
九
部
構
成
と
な

っ
て
い
る
｡

Ⅰ

対
象
範
囲
及
び
詔
定
義

Ⅱ

権
利
に
関
す
る
無
差
別

Ⅲ

全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
家
族
構
成
員
の
人
権

Ⅳ

正
規
状
態
に
あ
る
全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
家
族
構
成
員
の
そ
の
他
の
権
刺

Ⅴ

特
定
類
型
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
構
成
員
に
適
用
す
る
規
定

Ⅵ

労
働
者
及
び
家
族
の
合
法
的
国
際
移
住
に
関
連
す
る
健
全
､
衡
平
か
つ
人
道
的
諸
条
件
の
育
成

Ⅶ
条
約
の
適
用

Ⅷ

一
般
諸
規
定

Ⅸ

最
終
条
項

右
の
う
ち
'
保
護
対
象
権
利
の
内
容
に
関
す
る
実
質
規
定
は
第
三
部
及
び
第
四
部
で
あ
る
｡
以
下
こ
の
両
部
が
規
定
す
る
諸
権
利
に
言

及
す
る
が
'
条
約
は
こ
の
両
部
の
表
題
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
､
条
約
は
滞
在

･
就
労
の
合
法

･
不
法
を
問
わ
ず
人
権
的
視
点
を
基
盤
と

し
て
全
移
住
労
働
者
に
適
用
す
る
規
定
と
'
合
法
就
労
者
の
み
を
対
象
と
す
る
権
利
規
定
と
を
別
立
て
と
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
不
法
就

労
者
に
つ
い
て
も
そ
の
弱
味
を
利
し
て
の
人
権
侵
害
'
冷
遇
な
ど
の
悪
弊
を
排
し
て

一
定
水
準
の
権
利
を
保
証
す
る

1
万
'
合
法
就
労
者

に
は
そ
れ
を
上
廻
る
積
極
的
保
護
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡



外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

(1
)

第
五
部
は
国
境
労
働
者
'
季
節
労
働
者
'
短
期
巡
廻
労
働
者
'
特
定
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ー
労
働
者
に
関
す
る
特
別
規
定
で
あ
る
が
'
こ
れ
は

こ
れ
ら
就
労
形
態
の
特
殊
性
に
照
ら
し
て
第
四
部
諸
条
項
の
-
ち
ど
れ
を
通
用
す
る
か
の
指
示
規
定
で
あ
る
｡
第
六
部
も
表
記
の
目
的
で

(2
)

の
国
家
的
政
策
立
案

の
要
請
と
国
家
間
協
力
の
促
進
に
関
す
る
諸
規
定
で
あ

っ
て
移
住
労
働
者
の
権
利
を
直
接
定
め
る
も
の
で
は
な
い
｡

し
た
が
っ
て
'
以
下
規
定
内
容
に
つ
い
て
は
第

一
部
か
ら
第
四
部
ま
で
に
限

っ
て
紹
介
'
論
評
の
対
象
と
す
る
｡

2

条
約
の
規
定
内
客

用

対
象
範
囲
及
び
諸
定
義

a

無
差
別
適
用
条
項
(
1
条

一
項
)1

条
約
は
そ
の
冒
頭
に
各
種
の
予
測
さ
れ
る
べ
き
差
別
要
因
を
列
挙
し
て
こ
れ
ら
に
よ
る
移
住

(3
)

労
働
者
及
び
そ
の
家
族
に
対
す
る
差
別
的
取
扱
い
を
禁
じ
て
い
る
が
､
こ
の
趣
旨
は
第
二
部
(第
七
条
)
が
独
立
し
て
規
定
す
る
と

こ
ろ
と

も
な

っ
て
い
る
の
で
､
同
部
に
つ
い
て
の
論
述
に
譲
る
｡

b

適
用
対
象
プ
ロ
セ
ス
(
一
条
二
項

)-
条
約
規
定
を
移
住
の
全
段
階
に
つ
き
適
用
す
べ
き
こ
と
と
す
る
｡
即
ち
準
備
'
出
発
､
移

(4
)

動
'
滞
在
'
帰
国
の
全
て
の
プ
ロ
セ
ス
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
す
る
｡
と
は
言
え
'
就
労
場
所
で
の
労
働
条
件
な
ど
'
そ
の
適
用
可
能
性

が
本
来
的
に
受
入
国
に
限
定
さ
れ
る
条
項
も
多
い
の
で
あ
る
が
､

一
般
的
人
権
規
定
の
性
格
が
強
い
条
項
の
他
'
自
国
か
ら
の
そ
れ
も
含

む
出
国
の
自
由
､
帰
国
入
国
の
自
由
に
関
す
る
規
定
(八
条
)
の
よ
-
に
就
労
地
国
以
外
の
国
の
対
応
を
主
眼
と
し
た
条
項
も
あ
る
の
で
'

準
備
か
ら
帰
国
終
了
ま
で
を
通
用
対
象
の
事
項
的
'
時
間
的
範
囲
に
収
め
て
お
-
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
'
出
発
前
の
本
人
に
対

す
る
情
報
提
供
義
務
(三
三
条
)
な
ど
'
受
入
国
の
国
外
で
の
行
為
を
想
定
し
た
条
項
が
あ
る
こ
と
と
も
関
連
を
持

つ
｡

C

移
住
労
働
者
等
の
定
義
(二
条
)
-

移
住
労
働
者
に
つ
い
て
は
前
述
の
通
り
単
に

｢自
己
が
国
民
で
な
い
国
に
お
い
て
稼
得
活
動

に
従
事
し
ょ
う
と
し
'
従
事
し
'
又
は
従
事
し
て
い
た
者
｣
と
極
め
て
広
-
定
義
さ
れ
た
｡
実
際
に
就
労
中
の
者
の
み
で
な
-
'
そ
の
前

後
の
状
態
に
あ
る
者
を
も
含
め
た
の
は
準
備
､
帰
国
終
了
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
も
条
約
の
適
用
対
象
と
し
た
条
項
と
対
応
す
る
｡

こ
の
定

義
下
で
の
移
住
労
働
者
の
う
ち
'
国
境
労
働
者
'
季
節
労
働
者
'
他
国
箱
船
船
員
'
他
国
管
轄
下
オ
フ
シ
ョ
ア
施
設
労
働
者
'
短
期
巡
廻
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労
働
者
'
特
定
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ー
派
遣
労
働
者
'
特
定
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
は
ま
た
個
別
の
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る
が
'
日
本
の
問
題
状

況
と
の
関
連
で
は
､
季
節
労
働
者
に
つ
い
て
の

｢
そ
の
性
質
上
季
節
的
な
条
件
に
関
わ
り
'

一
年
の

一
部
の
み
に
亘

っ
て
行

わ
れ
る
労

(5
)

働
｣
を
行
う
者
と
の
定
義
(二
項
b
)
'
特
定
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
の

｢
そ
の
性
質
上

一
過
的
又
は
寸
時
的
な
労
働
に
就
労
国

の
雇
用
主

の
要
請
に
よ
り
限
定
的
か
つ
特
定
的
期
間
｣
従
事
し
'
｢
認
可
期
間
の
満
了
の
場
合
'
又
は
当
該
労
働
に
従
事
し
な
-
な

っ
た
場
合

に
は

(6
)

そ
れ
以
前
の
時
点
で
就
労
国
を
離
れ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
る
者
｣
と
の
定
義
(二
項
g
…111
)
が

一
つ
の
参
考
と
な
ろ
う
｡

d

家
族
構
成
員
の
定
義
(四
条
)
1

｢
移
住
労
働
者
と
婚
姻
し
て
い
る
者
又
は
通
用
準
拠
法
に
よ
り
婚
姻
と
同
等
の
効
果

を
生
む
関

係
を
有
す
る
者
｣
と
の
定
義
が
ま
ず
配
偶
者
に
つ
い
て
な
さ
れ
､
ま
た

｢被
扶
養
者
た
る
子
及
び
通
用
準
拠
法
又
は
関
係
国
間
に
通
用
あ

る
二
国
間
若
し
-
は
多
数
国
間
協
定
に
よ
り
家
族
の
構
成
員
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
他
の
被
扶
養
者
｣
と
の
定
義
が
子
等
に
つ
い
て
な
さ
れ

る
｡
こ
の
定
義
に
対
し
て
は
､
純
粋
に
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
に
限
定
を
し
な
か

っ
た
点

へ
の
批
判
が
あ
り
'
ま
た
子
に
つ
い
て
は
未
婚
'

(7
)

未
成
年
を
子
に
つ
い
て
の
要
件
に
加
え
る
意
見
が
表
明
さ
れ
て
い
た
｡
な
お
､
定
義
中
の

｢
通
用
準
拠
法
｣
の
語
は
国
際
私
法
の
指
示
次

(8
)

第
で
外
国
法
が
家
族
関
係
の
判
断
基
準
と
な
る
場
合
も
あ
る
こ
と
を
含
み
と
す
る
｡

e

合
法
'
不
法
の
判
断
基
準
(五
条
)
-

移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
は
'
入
国
'
滞
在
'
稼
得
活
動
に
つ
き
受
入
国
の
法
及

び
受

入
国
を
当
事
国
と
す
る
国
際
協
定
に
よ

っ
て
オ
ー

ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
場
合

｢
記
録
さ
れ
た
｣
者
又
は

｢
正
規
の
状
況
に
あ
る
｣
者
と

さ
れ
る
｡
こ
の
条
件
に
合
致
し
な
い
場
合
に
は

｢
記
録
さ
れ
な
い
｣
又
は

｢
不
正
規
な
｣
者
と
な
る
わ
け
で
あ
る
｡
審
議
の
過
程
で
は
'

条
件
不
充
足
が
自
己
の
力
の
及
び
得
ぬ
事
由
に
よ
る
場
合
に
は
不
正
規
と
し
な
い
趣
旨
を
謡
う
べ
き
と
の
主
張
も
あ

っ
た
が
'
こ
の
判
断

(9
)

は
受
入
国
に
委
ね
る
の
が
妥
当
と
の
立
場
か
ら
こ
の
意
見
採
用
は
見
送
ら
れ
た
｡
本
条
項
の
基
準
に
よ
る
正
規
'
不
正
規
の
区
分
は
'
条

約
第
四
部
が
正
規
の
状
況
に
あ
る
者
に
の
み
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
照
ら
し
て
も
重
要
で
あ
る
｡
な
お
'
本
条
約
が
全
体
を
通

じ
て
合
法
､
不
法
の
語
を
用
い
ず
､
｢
正
規
｣
或
は

｢
記
録
さ
れ
た
｣
､
｢
不
正
規
｣
或
は

｢
記
録
さ
れ
な
い
｣
と
し
て
い
る
の
は
､
序
論

(10
)

で
言
及
し
た

一
九
七
五
年
の
総
会
第
三
四
四
九
号
決
議
の
要
請
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
但
し
'
本
稿
で
は
日
本
で
の
一
般
例
に
し
た
が
い
､
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外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

ま
た
簡
明
さ
の
点
か
ら
'
以
降
も
合
法
'
不
法
の
語
を
用
い
る
.

-

関
係
国
に
関
す
る
定
義
(六
条
)
-

｢
出
身
国
｣
｢
雇
用
国
｣
｢
通
過
国
｣
に
つ
き
'
そ
れ
ぞ
れ
国
籍
国
'
就
労
国
､
雇
用
国

へ
又

は
雇
用
国
か
ら
出
身
国
或
は
常
居
国

へ
の
途
上
経
由
す
る
国
と
定
義
す
る
｡

g

適
用
除
外
者
(三
条
)
-

国
際
組
織
に
よ
り
派
遣
又
は
雇
用
さ
れ
る
者
､
国
家
に
よ
り
公
務
遂
行
の
た
め
そ
の
領
域
外

へ
派
遣
さ

れ
又
は
領
域
外
で
雇
用
さ
れ
る
者
'
開
発
計
画
及
び
そ
の
他
の
協
力
計
画
に
そ
の
領
域
外
で
参
加
す
る
た
め
国
家
に
よ
り
派
遣
又
は
雇
用

さ
れ
る
者
'
出
身
国
以
外
の
国
に
投
資
者
と
し
て
住
所
を
置
-
者
'
難
民
及
び
無
国
籍
者
､
学
生
及
び
研
修
生
は
本
条
約
の
適
用
か
ら
除

(ll
)

外
さ
れ
る
｡
ま
た
､
白
営
者
に
関
し
て
も
同
様
と
す
べ
き
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
'
な
お
最
終
的
取
扱
い
は
未
確
定
と
な

っ
て
い
る
｡

闇
権
利
に
関
す
る
差
別
禁
止

差
別
禁
止
条
項
(
一
条

1L
項
'
七
条
)
1

両
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
の
は
'
性
'
人
種
'
皮
膚
の
色
'
言
語
'
宗
教
又
は
信
条
'
政
治
的

そ
の
他
の
意
見
､
国
民
的

･
民
族
的
又
は
社
会
的
出
自
'
国
籍
'
年
齢
､
経
済
的
地
位
'
財
産
'
婚
姻
関
係
上
の
地
位
'
出
生
又
は
そ
の

他
の
地
位
に
よ
る
区
別
で
あ
る
｡
こ
の
要
因
の
列
挙
は
'
両
国
際
人
権
規
約
第
二
条
中
の
類
似
の
列
挙
に
較
べ
て

一
段
と
詳
細
か
つ
具
体

的
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
う
ち
､
移
住
労
働
者
に
と

っ
て
特
に
注
目
さ
れ
る
べ
き
は
言
語
'
国
籍
'
経
済
的
地
位
'
財
産
､
婚
姻
関
係
上
の

地
位
で
あ
ろ
う
｡
言
語
面
で
は
'
本
人
の
使
用
言
語
が
受
入
国
で
通
用
性
を
持
つ
か
香
か
'
受
入
国
言
語
に
つ
い
て
の
能
力
如
何
が
職
場

及
び
社
会
で
の
優
劣
に
影
響
し
易
い
｡
こ
の
場
合
､
本
人
の
母
国
語
の
種
別
に
よ
る
差
別
が
不
当
で
あ
る
の
は
異
論
な
し
と
し
て
'
受
入

国
言
語
に
関
す
る
能
力
差
に
基
づ
-
処
遇
上
の
差
は
直
ち
に
不
当
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
｡
国
籍
は
本
条
の
文
脈
で
は
受
入
国
に

と

っ
て
の
外
国
人
相
互
間
の
出
身
国
別
の
差
別
に
関
わ
る
要
因
で
あ
り
'
内
国
民
と
外
国
人
全
般
と
の
間
の
差
異
を
禁
じ
る
機
能
は
持
た

な
い
｡
本
条
約
は
内
国
民
と
の
均
等
待
遇
を
求
め
る
場
合
に
は
給
与
'
社
会
保
障
'
各
種
社
会
サ
ー
ビ
ス
､
税
制
な
ど
に
つ
い
て
の
個
別

規
定
で
そ
の
旨
を
定
め
て
お
り
'
ま
た
条
約
自
体
の
通
用
対
象
が
そ
も
そ
も
外
国
人
で
あ
る
の
で
'
国
籍
に
よ
る
差
別
禁
止
は
当
然
に
外

国
人
相
互
間
の
関
係
に
限
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
な
お
'
国
民
的
出
自
と
は
別
立
て
に
国
籍
を
掲
げ
る
こ
と
に
よ
り
'
本
条
項
は
前
者
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(12
)

に
国
籍
の
要
素
を
含
ま
な
い
こ
と
を
明
示
し
た
も
の
と
も
な

っ
て
い
る
｡
経
済
的
地
位
及
び
財
産
は
'
各
国
に
お
い
て
移
住
労
働
者
の
相

当
部
分
を
占
め
る
単
純
労
働
者
の
保
護
に
直
接
関
連
す
る
要
素
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
面
で
の
立
場
の
弱
さ
が
職
業
､
社
会
の
両
生
活
面
で

不
利
を
招
-
の
は
内
国
民
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
事
実
で
あ
る
が
'
外
国
人
の
場
合
そ
の
影
響
が
よ
り
大
き
-
作
用
す
る
の
で
'
特
記

の
必
要
が
意
識
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
｡
婚
姻
関
係
上
の
地
位
は
､
独
身
'
既
婚
の
別
を
意
味
す
る
が
'
こ
の
よ
-
な
家
族
状
況
が
こ
れ
ま

た
特
に
単
純
労
働
者
の
場
合
採
用
の
段
階
か
ら
選
別
の

一
要
素
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
｡
家
族
の
呼
寄
せ
問
題
を
回
避
す
る
目
的
で
単
身

者
に
限
定
'
或
は
こ
れ
を
優
先
し
て
雇
用
す
る
な
ど
の
発
想
が
容
易
に
持
た
れ
易
い
｡
ま
た
雇
用
契
約
の
更
新
な
ど
に
際
し
て
状
況
次
第

に
よ
り
単
身
者
或
は
既
婚
者
の
ど
ち
ら
か

一
方
を
優
遇
し
ょ
-
と
す
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
0
本
項
は
こ
れ
ら
を
戒
め
る
76,の
で
あ
る
の

で
'
日
本
で
の
外
国
人
単
純
労
働
者
導
入
論
議
に
お
い
て
も
留
意
し
て
お
-
必
要
が
あ
ろ
う
｡

差
別
禁
止
に
関
す
る
規
定
が
第

一
条
'
第
七
条
の
双
方
に
置
か
れ
て
い
る
事
実
は
､
当
然
両
者
の
関
係
如
何
を
問
わ
し
め
る
こ
と
に
な

(13
)

り
'
ま
た
両
者
の
一
本
化
の
是
非
に
つ
い
て
の
議
論
を
呼
ぶ
｡
単

一
条
文
化
の
提
案
に
対
し
て
は
'
第

一
条
が

｢
本
条
約
は
-
-
に
よ
る

一
切
の
区
別
無
-
適
用
さ
れ
る
｣
と
し
て
国
家
が
行
-
差
別
だ
け
で
な
-
個
人
'
企
業
な
ど
他
の
法
主
体
が
行
-
も
の
も
含
め
て
い
る
の

に
対
し
､
第
七
条
は

｢
各
締
約
国
は
､
-
-
に
基
づ
-

一
切
の
区
別
無
-
条
約
の
規
定
す
る
諸
権
利
の
尊
重
及
び
確
保
を
計
る
｣
と
し
て
国(14

)

家
の
能
動
的
行
動
を
も
求
め
る
点
で
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
存
在
意
義
'
機
能
を
持

つ
と
し
て
別
立
て
案
を
維
持
す
る
と
の
解
答
が
な
さ
れ
た
｡

㈲

全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
構
成
員
の
人
権

第
三
部
が
規
定
す
る
諸
権
利
に
網
羅
的
に
言
及
す
る
ス
ペ
ー
ス
は
無
-
'
ま
た
､
特
に
移
住
労
働
者
に
特
有
的
に
深
-
関
わ
る
と
の
特

徴
を
持
た
な
い

1
般
的
人
権
も
こ
こ
に
は
多
-
含
ま
れ
る
た
め
､
そ
の
必
要
も
乏
し
い
.
し
か
し
な
が
ら
条
約
の
実
質
規
定
の
中
核
を
成

す
第
三
部
の
規
定
及
び
第
四
部
の
諸
権
利
に
つ
い
て
は
条
約
紹
介
の
意
味
を
も
含
め
て
こ
れ
ら
を
列
記
し
'
そ
の
中
か
ら
日
本
の
外
国
人

労
働
者
問
題
の
論
議
に
と

っ
て
も
重
要
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
事
項
に
つ
い
て
の
み
若
干
の
論
評
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
.

第
三
部
の
諸
権
利
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡
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八
条

九
条

一〇
条

一
一
条

〓

1条

一
三
条

一
四
条

｣
五
条

〓
ハ
条

一
七
条

.一
八
条

一
九
条

二

〇
条

二
二
条

二
二
条

二
二
条

二
四
条

二
五
条

二
六
条

自
国
を
含
む
出
国
の
自
由
及
び
帰
国
入
国
の
自
由

生
命
権

拷
問
'
残
虐

･
非
人
道
的
取
扱
い
の
禁
止

奴
隷
的
処
遇
'
強
制
労
働
の
禁
止

思
想
'
良
心
'
宗
教
の
自
由

意
見
の
自
由

プ

ラ
イ
ヴ

ァ
シ

ー
'
家
庭
'
通
信
等

へ
の
干
渉
排
除

財
産
権
保
証

人
身
の
自
由
と
安
全
の
保
証

身
体
拘
束
時
の
人
道
的
処
遇

司
法
手
続
上
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇

刑
法
適
用
上
の
不
遡
及
原
則

契
約
違
反
の
み
に
よ
る
刑
事
｣
行
政
処
分
の
禁
止

旅
券
'
身
分
証
明
書
'
各
種
許
可
証
な
ど
文
書
押
収
の
禁
止

集
団
追
放
の
禁
止

外
交

･
領
事
機
関
に
よ
る
保
護
の
保
証

法
律
上
の
人
椿
の
保
証

報
酬
面
で
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇

組
合
参
加
権
の
保
証
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二
七
条

社
会
保
障
上
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇

二
八
条

緊
急
医
療
の
保
証

二
九
条

子
女
教
育
の
権
利
の
保
証

三

〇
条

子
の
姓
名
'
登
録
'
由

籍
に
対
す
る
権
利
の
保
証

三
ナ
条

文
化
的
特
性
の
尊
重

三
二
条

滞
在
終
了
時
の
金
銭
'
財
産
の
国
外
持
出
し
権

三
三
条

国
家
協
定
､
国
内
法
制
に
関
す
る
情
報
を
受
け
る
廃

利

三
四
条

滞
在
国
等
の
法
令
を
遵
守
し
'
文
化
を
尊
重
す
る
移
住
労
働
者
の
義
務

以
上
の
諸
規
定
の
う
ち
'
こ
こ
で
は
二

一
-
二
三
'
二
五
､
二
七
､
二
九
'
三

二

三
三
の
計
八
条
関
連

の
事
項
に
の
み
触
れ
て
お
-
｡

な
お
'
以
下
移
住
労
働
者
に
言
及
す
る
場
合
'
特
段

の
断
り
の
無
い
場
合
に
は
そ
の
家
族
を
も
含
む
意
と
す
る
｡

(15
)

a

文
書
押
収
の
禁
止
(二
一
条

)!
権
限
あ
る
公
務
員
が
行
う
場
合
を
除
き
'
旅
券
等
を
押
収
'
破
殴
す
る
こ
と
を
違
法
と
す
る
｡

不
法
就
労
者
の
弱
味
に
つ
け
こ
み
､
雇
用
主
'
職
業
仲
介
者
な
ど
が
旅
券
等
を
半
強
制
的
に
領
置
す
る
と
い
っ
た
実
行
の
あ
る
こ
と
が

日
本
で
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
'
本
条
は
こ
の
種
行
為
を
適
法
化
す
べ
き
も
の
と
す
る
｡
し
た
が

っ
て
'
当
該
行
為
が
他
の
犯
罪
行
為
を

も
構
成
す
る
か
香

か
は
別
と
し
'
単
独
行
為
と
し
て
も
訴
追
の
対
象
と
し
得
る
立
法
が
必
要
と
な
る
｡

b

集
団
追
放
の
禁
止
(二
二
条
)
-

集
団
的
追
放
は
禁
止
さ
れ
'
各
ケ
ー

ス
の
個
別
的
決
定
を
必
要
と
す

る
(
一
項
)
'
決
定
は
対
象

者
の
解
す
る
言
語
で
伝
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(三
項
)
0

本
条
で
は
'
集
団
追
放
に
つ
い
て
の
定
義
は
な
さ
れ
て
い
な
い
が
'
追
放
'
退
去
強
制
措
置
を
い
か
な
る
場
合
も
個
別
ケ
ー

ス
ご
と
の

決
定
と
す
べ
き
旨
の
文
言
に
照
ら
し
'
個
別
的
根
拠
を
欠
-

一
括
的
措
置
は
'
そ
の
方
式
'
基
準
の
如
何
に
よ
ら
ず
集
団
的
と
見
倣
さ
れ

よ
う
｡
し
た
が

っ
て
'
差
別
要
因
の
列
挙
に
該
当
す
る
よ
う
な
基
準
で
な
-
と
も
､

一
定
年
齢
'

1
定
職
種
に
あ
る
者
の
全
部
又
は

1
部

268



外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

を
直
接
的
に
対
象
と
し
た
よ
う
な
場
合
も
こ
れ
に
当
る
と
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
'
特
定
国
籍
者
に
不
法
就
労
の
事
実
が
多
-
､
そ
の
結
果

こ
れ
ら
の
者
が
同
時
大
量
的
に
退
去
強
制
を
受
け
て
も
'
個
人
個
人
に
そ
の
根
拠
が
あ
る
場
合
に
は
現
象
的
に
は
集
団
化
し
て
も
本
条
に

(16
)

抵
触
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
決
定
伝
達
の
言
語
に
本
人
の
解
す
る
も
の
と
の
特
定
を
付
し
た
の
は
'
異
議
申
立
権
の
保
証
と
も
実
質
的
関

連
を
持

つ
が
､
必
ず
し
も
本
人
の
母
国
語
た
る
こ
と
は
要
請
さ
れ
て
い
な
い
｡
但
し
'
特
に
単
純
労
働
者
に
つ
い
て
は
'
職
場
'
社
会
で

の
日
常
生
活
か
ら
こ
の
よ
う
な
究
極
的
場
合
に
至
る
ま
で
'
言
語
の
問
題
は
対
処
を
必
要
と
す
る
大
き
な
事
項
で
あ
る
こ
と
を
本
条
も
示

唆
し
て
い
る
｡

C

外
交

･
領
事
機
関
に
よ
る
保
護
の
保
証
(二
三
条
)
-

移
住
労
働
者
は
本
条
約
上
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合
'
本
国

の
外
交

･

領
事
機
関
の
保
護
'
援
助
を
受
け
る
権
利
を
有
し
(
一
項
)
'
特
に
追
放
に
際
し
て
は
遅
滞
な
く
こ
の
権
利
に
つ
い
て
教
示
が
な
さ
れ
､
追

放
を
行
う
国
は
こ
の
権
利
の
行
使
を
助
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(二
項
)
0

移
住
労
働
者
に
対
す
を
本
国
機
関
か
ら
の
援
護
は
本
来
領
事
任
務
に
属
す
る
｡
こ
の
点
か
ら
本
条
中
の
外
交
機
関

へ
の
言
及
に
は
疑
義

(17
)

も
出
さ
れ
て
い
た
｡
ま
た
'
原
案
に
は
追
放
に
際
し
て
の
本
国
外
交
'
領
事
機
関

へ
の
通
知
を
受
入
国
に
求
め
る
規
定
が
あ

っ
た
が
'
通

(18
)

知
が
本
人
の
利
益
を
損
ね
る
虞
れ
む
あ
る
と
の
指
摘
か
ら
削
除
さ
れ
､
本
国
機
関
と
の
接
触
は
本
人
の
判
断
に
委
ね
ら
れ
た
.
本
人
に
権

利
の
存
在
を
敦
示
し
'
ま

た
そ
の
行
使
を
助
長
す
べ
き
受
入
国
側
の
義
務
に
つ
い
て
は
'
外
交
関
係
'
領
事
関
係
両
条
約
上
の
義
務
の
域

(19
)

を
比
る
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
'
本
人
に
対
す
る
権
利
保
証
が
直
ち
に
本
国
側
の
外
交
的
保
護
棒

の
行
使
を
容
認
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

d

報
酬
面
で
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇
(二
五
条
)
-

報
酬
そ
の
他
労
働
条
件
面
で
内
国
民
を
下
廻
ら
な

い
待
遇
を
与
え
(
一
項
)
I

･l)
れ

へ
,e
背
反
を
遵
法
と
し
(二
項
)､'
就
労
又
は
滞
在
の
不
法
性
を
故
と
し
て
雇
用
主
等
が
背
反
を
行
わ
ぬ
よ
う
全
て
の
適
当
な
措
置
を

と
を
べ
き
こ
と
(三
項
)
を
定
め
る
O

L
報
酬
r
労
働
条
件
面
で
の
均
等
待
遇
は
本
人
の
た
め
の
み
な
ら
ず
､
雇
用
秩
序
'
条
件
水
準
維
持
の
た
め
内
国
民
に
と

っ
て
も
重
要
で
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(20
)

あ
る
6
..均
等
称
遇
義
務
違
反
の
違
法
化
は
こ
の
種
契
約
を
無
効
化
す
る
効
果
を
持
ち
'
当
然
法
律
上
の
救
済
措
置
を
も
予
定
す
べ
き
こ
と

と
な
る
Q
こ
の
均
等
待
遇
を
不
法
就
労
者
に
も
保
証
す
る
の
は
右
の
内
国
民
の
利
益
の
観
点
か
ら
も
原
則
的
に
首
肯
さ
れ
'
ま
た
不
法
就

労
防
止
効
果
も
期
待
さ
れ
る
｡
但
し
'
解
雇
要
件
に
も
合
法
就
労
者
と
同
じ
-
均
等
待
遇
を
保
証
す
る
の
は
'
不
法
就
労
排
除
の
妨
げ
と

(21
)

な
る
懸
念
も
残
り
へ
不
合
理
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

1
℃

社
会
保
障
上
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇
(二
七
条
)
1

国
内
法
及
び
国
際
協
定
上
の
要
件
を
満
た
す
移
住
労
働
者
に
社
会

保
険
制

度
上
内
国
民
待
遇
を
保
証
し
(
一
項
)
'
保
険
加
入
後
に
給
付
支
給
が
不
能
と
な

っ
た
と
き
に
は
保
険
料
還
付
を
同

一
状
況
下
の
内
国
民

に

準
じ
て
考
慮
す
べ
き
こ
と
を
定
め
る
｡

社
会
保
険
加
入
は
労
働
条
件
の
一
環
で
も
あ
る
が
'
こ
れ
を
独
立
の
一
条
と
し
た
の
は

一
般
の
労
働
条
件
が
就
労
期
間
中
の
案
件
で
あ

る
の
に
対
し
て
社
会
保
険
が
就
労
終
了
後
'
帰
国
後
の
受
給
権
保
全
に
も
関
わ
り
を
持

つ
の
が

一
因
で
あ
り
'
ま
た
保
険
加
入
権
'
加
入

期
間
の
国
際
通
算
な
ど
権
利
発
生
'
権
利
内
容
の
確
定
に
関
す
る
国
際
協
定
が
多
く
存
在
し
て
い
る
た
め
で
も
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡
本
条

中
で
の
国
際
協
定

へ
の
言
及
は
こ
れ
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
る
｡
し
か
し
'
協
定

へ
の
言
及
は
社
会
保
険
部
門
で
の
協
定
締
結
が

一

(22
)

般
化
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
だ
け
で
な
く
'
移
住
労
働
者
の
た
め
の
社
会
保
険
上
の
権
利
保
証
は
単
な
る
均
等
待
遇
で
は
十
全
を
期
し
得

な
い
こ
と
を
旦
不
唆
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡
複
数
国
で
の
保
険
に
連
続
性
を
持
た
せ
'
給
付
の
国
外
支
給
を
も
計
る
こ
と
こ
そ
が
必
要

(23
)

な
の
で
あ
る
｡

(24
)

日
本
の
場
合
'

一
九
八
二
年
以
降
各
種
保
険
部
門
に
亘

っ
て
均
等
待
遇

へ
の
法
制
整
備
は
行

っ
た
も
の
の
'
国
際
協
定
の
締
結
は
未
だ

L
で
あ
る
｡
締
結
が
本
条
に
よ
っ
て
義
務
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
が
'
特
に
社
会
的
弱
者
た
る
単
純
労
働
者
は
公
的
保
険

へ
の
依
存
度
が

高
い
の
で
'
受
入
論
議
に
際
し
て
は
見
過
ご
し
得
ぬ

1
課
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

な
お
社
会
保
障
に
は
福
祉
面
も
含
ま
れ
る
が
'
社
会
保
障
の
種
別
､
財
政
方
式
は
国
に
よ
っ
て
多
様
で
あ
る
の
で
'
統

一
的
定
義
は
不

(25
)

可
能
と
し
て
見
送
ら
れ
て
い
る
｡
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-

子
女
教
育
の
権
利
(二
九
条
)-

移
住
労
働
者
の
子
が
内
国
民
と
同
等
の
基
盤
で
教
育
に
与
る
権
利
を
持

つ
こ
と
'
及

び
親
又
は

本
人
の
滞
在
の
不
法
性
を
こ
の
権
利
の
妨
げ
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
定
め
る
0

教
育
を
受
け
る
権
利
に
つ
い
て
は
論
を
侯
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
'
不
法
滞
在
が
絡
む
場
合
に
も
同
様
の
権
利
保
証
が
妥
当
か
香
か

(26
止

に
つ
い
て
は
争
い
が
あ
り
'
本
条
の
権
利
を
合
法
就
労
者
の
み
を
対
象
と
す
る
第
四
部
に
移
す
べ
き
で
あ
る
と
の
発
言
も
見
ら
れ
た
｡
結

局
'
こ
の
意
見
は
記
録
に
留
め
る
の
み
と
し
て
本
条
が
採
択
さ
れ
た
｡
子
に
つ
い
て
は
'
親
の
不
法
状
態
は
も
と
よ
り
本
人
に
つ
い
て
の

そ
れ
も
専
ら
親
の
貴
に
帰
さ
れ
る
べ
き
場
合
が
殆
ど
と
思
わ
れ
る
の
で
'
こ
の
判
断
は
妥
当
と
す
べ
き
で
あ
る
が
'

1
万
'
本
条
の
権
利

(27
)

を
不
法
性
に
基
づ
-
国
外
退
去
措
置
の
障
害
と
す
べ
き
で
は
な
い
旨
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
｡

本
条
の
下
で
の
具
体
的
施
策
と
し
て
は
'
受
入
国
教
育
施
設

へ
の
受
入
れ
'
受
入
国
内
に
他
国
が
設
置
す
る
学
校

へ
の
就
学
の
容
認
が

最
低
限
求
め
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
'
本
条
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
'
自
国
施
設

へ
の
受
入
れ
の
た
め
の
言
語
教
育
'
適
応
上
の
困
難
に
対
処

す
べ
き
そ
の
他
の
措
置
な
ど
が
教
育
効
果
面
で
の
均
等
を
計
る
上
で
政
策
上
配
慮
す
べ
き
事
柄
上
な
ろ
う
｡

g

文
化
的
特
性
の
尊
重
(三
1
条
)
I

各
国
は
移
住
労
働
者
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
尊
重
し
て
本
国
と
の
文
化
的
粋

の

維
持
を
妨
げ
な
い
こ
と
(
一
項
)
'
ま
た
は
粁
維
持
の
努
力
を
援
助
､
激
励
す
る
た
め
適
当
な
措
置
を
と
り
得
る
こ
と
(二
項
)
を
定
め
る
｡

女

化
的
特
性
の
尊
重
を
､

こ
れ
の
妨
げ
と
な
る
よ
う
な
措
置
を
回
避
す
べ
き
不
作
為
義
務
と
し
て
認
知
す
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
｡

文
化
に
は
基
幹
的
に
宗
教
が
介
在
す
る
が
'
国
と
特
定
宗
教
と
の
結
び
付
き
が
深
い
諸
国
が
多
数
で
あ
る
中
で
日
本
は
宗
教
的
寛
容
度
が

高
-
'
格
別
の
問
題
は
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
｡
文
化
的
枠
維
持

へ
の
援
助
'
激
励
は
本
国
が
こ
れ
を
行
う
場
合
､
受
入
国
は
こ
れ
を
容
認
'

尊
重
す
べ
き
こ
と
と
な
る
｡
問
題
は
受
入
国
側
も
こ
の
た
め
の
積
極
的
措
置
を
考
慮
す
べ
き
か
香
か
で
あ
る
が
'
条
約
は
も
と
よ
り
こ
れ

を
義
務
付
け
て
は
い
な
い
｡
と
は
言
え
'
政
策
レ
ベ
ル
で
の
案
件
と
し
て
は
特
定
の
文
化
的
特
性
を
持

つ
移
住
労
働
者
の
規
模
如
何
な
ど

の
状
況
次
第
で
は
提
起
さ
れ
得
る
問
題
で
は
あ
ろ
う
｡

h

法
制
関
連
の
情
報
受
領
権
(三
三
条
)-

本
条
約
上
の
諸
権
利
'
関
連
国
の
入
管
関
係
法
別
な
ど
国
内
諸
法
規
と
そ
の
運
用

に
つ
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き
情
報
を
受
け
る
権
利
(
一
項
)
'
各
国
は
情
報
の
普
及
'
雇
用
主
'
労
働
組
合
等
を
通
じ
て
の
伝
達
の
た
め

の
措
置
を
と
り
(二
項
)､
情

報
提
供
を
無
料
で
'
か
つ
で
き
る
限
り
本
人
の
解
し
得
る
言
語
で
行
う
べ
き
こ
と
(三
項
)
を
定
め
る
｡

関
連
法
規
等
の
周
知
を
計
る
こ
と
は
移
住
労
働
者
'
受
入
国
双
方
に
と

っ
て
の
利
益
で
あ
る
｡
法
制
面
で
の
遺
漏
を
防
止
し
て
お
く
こ

と
は
雇
用
関
係
の
安
定
上
も
必
要
で
あ
る
の
で
'
雇
用
主
等

へ
の
言
及
も
単
な
る
便
宜
上
の
利
便
だ
け
で
な
-
妥
当
な
根
拠
を
持

つ
｡
無

料
提
供
'
言
語
の
特
定
に
つ
い
て
は
実
務
上
無
制
限
に
こ
れ
を
求
め
る
の
は
無
理
で
あ
る
の
で
､
提
供
す
べ
き
情
報
の
範
囲
の
面
か
ら
ま

ず

｢
相
当
な
｣
(ad
equate)と
の
'
言
語
に
関
し
て
は

｢
で
き
る
限
り
｣
と
の
限
定
が
付
さ
れ
た
｡
受
入
国
に
不
相
応
の
負
担
を
課
す
こ
と

へ
の
懸
念
か
ら
'
情
報
の
範
囲
に
つ
い
て
も
原
案
の

｢
適
切
な
｣
(approp
r
iate)が
右
の
よ
-
に
修
正
さ
れ
､
｢相
当
な
｣
と
は

一
般
的
情

(28
)

報
を
指
し
'
細
目
に
ま
で
は
及
ぶ
必
要
は
な
い
も
の
と
の
理
解
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡

ま
た
'
本
条
に
よ
れ
ば
情
報
伝
達
が
本
人
の
解
さ
な
い
言
語
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
排
除
は
さ
れ
な
い
｡
.一
見
'
移
住
労
働
者
の
保
護
に

欠
け
る
印
象
も
生
じ
ょ
う
が
'
本
人
も
自
己
の
選
択
で
国
外
就
労
を
す
る
以
上
'
当
該
国
の
公
用
語
'

一
般
作
業
用
語
を
解
す
る
努
力
を

し
'
そ
れ
が
不
能
の
場
合
に
は
自
ら
そ
れ
を
補
う
措
置
を
と
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て
も
不
当
で
は
な
い
｡
本
条
の
規
定
内
容
は
こ
の
点
を

も
踏
ま
え
て
の
も
の
と
解
せ
ば
'
妥
当
と
思
わ
れ
る
｡

㈲

正
規
状
態
に
あ
る
全
て
の
移
住
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
構
成
員
の
そ
の
他
の
権
利

第
四
部
に
は
以
下
の
諸
権
利
が
規
定
さ
れ
る
｡

三
七
条

出
発
前
'
入
国
前
の
情
報
受
領
権

三
八
条

一
時
的
出
国
に
際
し
て
の
滞
在
許
可
'
就
労
許
可
の
維
持

三
九
条

移
動
'
居
住
の
自
由

四

〇
条

組
合
結
成
権

四

一
条

本
国
に
お
け
る
公
民
権
､
選
挙
権
の
行
使
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四
二
条

利
益
代
表
手
続
参
加
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
決
定
参
加

四
三
条

学
校
'
職
業
紹
介
'
職
業
訓
練
､
住
宅
'
公
共
サ
ー
ビ
ス
､
協
同
組
合
'
文
化
活
動

へ
の
ア
ク
セ
ス

四
四
条

家
族
の
一
体
性
保
護
及
び
再
合

一
促
進

四
五
条

家
族
構
成
員
の
教
育
'
職
業
訓
練
'
公
共
サ
ー
ビ
ス
'
文
化
活
動

へ
の
ア
ク
セ
ス

四
六
条

入
国
'
最
終
帰
国
時
の
輸
出
入
関
税
の
免
除

四
七
条

所
得
'
貯
蓄
の
本
国
送
金
権

四
八
条

課
税
面
で
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇
及
び
二
重
課
税
防
止

四
九
条

就
労
許
可
期
間
中
の
滞
在
保
証

五
〇
条

本
人
死
亡
､
離
婚
等
に
際
し
て
の
家
族
の
滞
在
許
可

五

一
条

失
職
の
際
の
滞
在
保
証

五
二
条

職
業
選
択
権
及
び
そ
の
制
限

五
三
条

家
族
の
職
業
選
択
権

五
四
条

雇
用
保
証
面
で
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇

五
五
条

稼
得
活
動
実
行
面
で
の
内
国
民
と
の
均
等
待
遇

五
六
条

国
外
退
去
要
件

以
上
の
各
条
の
う
ち
'
こ
こ
で
は
日
本
の
現
行
法
制
下
で
も
'
ま
た
外
国
人
単
純
労
働
者
受
入
れ
を
行

っ
て
も
将
来
と
も
ま
ず
問
題
を

生
じ
な
い
と
思
わ
れ
る
諸
事
項
を
除
き
'
三
七
'
三
九
'
四
〇
'
四
二
-

四
五
､
五

一
の
計
八
条
の
内
容
に
触
れ
て
お
く
.
五
二
'
五
三

両
条
は
職
業
選
択
権
に
言
及
し
二

見
日
本
で
の
受
入
問
題
に
も
重
大
な
影
響
を
持

つ
か
の
如
-
で
あ
る
が
'
こ
れ
ら
諸
規
定
は
い
ず
れ

も
入
国
時
か
ら
選
択
の
自
由
を
許
可
さ
れ
た
者
の
み
に
関
す
る
も
の
で
'
当
初
か
ら
の
限
定
許
可
制
を
と
る
日
本
の
法
制
下
で
は
通
用
を
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問
う
必
要
を
生
じ
な
い
.
限
定
型
の
滞
在

･
就
労
許
可
制
は
下
記
五

1
条
が
示
す
如
-
条
約
も
許
容
す
る
と
こ
ろ
な
の
で
'
両
条
に
は
論

述
を
加
え
な
い
｡

a

情
報
の
事
前
受
領
権
(三
七
条
)-

滞
在
'
就
労
に
関
す
る
諸
制
度
'
諸
条
件
に
つ
き
本
国
出
発
前
'
遅
-
と
も
受
入
国
入
国
前

に
情
報
を
提
供
さ
れ
る
権
利
｡

前
記
第
三
部
三
三
条
と
同

一
目
的
の
規
定
で
あ
る
が
'
情
報
の
事
前
伝
達
に
よ
り
入
国
､
滞
在
'
就
労
に
つ
い
て
現
実
制
度
に
つ
い
て

の
本
人
の
認
識
に
甑
齢
の
無
い
こ
と
を

一
層
確
実
化
し
ょ
-
と
す
る
｡
日
本
が
受
入
国
と
な
る
場
合
'
移
住
労
働
者
に
と

っ
て
本
国
と
の

地
理
的
距
離
が
長
-
'
渡
航
経
費
も
相
応
に
高
い
の
が
常
で
あ
る
の
で
'
事
前
伝
達
は

一
層
実
際
的
意
味
が
大
で
あ
る
｡
ま
た
､
合
法
就

労
者
は
事
前
に
受
入
国
在
外
公
館
と
接
触
を
持

つ
こ
と
に
な
る
の
で
､
受
入
国
と
し
て
も
伝
達
の
機
会
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
｡
但
し
'

(29
)

国
側
の
義
務
に
は
明
示
的
に
可
能
か
つ
実
際
的
で
あ
る
範
囲
で
と
の
限
定
を
付
す
べ
き
と
の
意
見
も
あ

っ
た
よ
う
に
'
情
報
の
内
容
と
提

供
の
方
法
の
決
定
に
は
個

々
の
場
合
の
具
体
的
状
況
如
何
が
大
き
-
関
わ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

b

移
動
'
居
住
の
自
由
(三
九
条
)-

移
住
労
働
者
が
受
入
国
国
内
で
移
動
及
び
居
住
地
選
択
の
自
由
を
持

つ
こ
と
(
1
項
)
'
こ
の

自
由
の
制
限
は
国
の
安
全
､
公
の
秩
序
'
公
衆
の
健
康
又
は
道
徳
'
他
の
者
の
権
利
及
び
自
由
の
保
護
以
外
の
事
由
で
は
な
し
得
な
い
こ

と
(二
項
)
を
定
め
る
｡

現
在
の
日
本
の
よ
う
に
外
国
人
此
率
が
人
口
の
二
ハ
-
セ
ン
-
に
も
達
し
な
い
低
率
で
あ
る
場
合
に
は
'
本
条
は
実
際
上
も
抵
抗
な
-

受
け
入
れ
ら
れ
よ
う
｡
し
か
し
'
特
定
地
域

へ
の
集
中
化
現
象
が
生
じ
る
と
そ
の
地
域
で
の
新
規
居
住
制
度
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
｡

大
手
企
業
が
同

一
国
籍
者
を
大
量
採
用
す
る
な
ど
の
場
合
に
こ
の
現
象
に
至
り
易
-
'

一
度
集
中
化
が
起
る
と
そ
れ
が
ま
た
吸
引
力
と
な

っ
て
更
に
流
入
者
が
増
す
こ
と
も
公
知
の
事
実
で
あ
る
｡
こ
の
種
の
状
況
を
抱
え
る
諸
国
は
'
特
定
地
域
に
お
い
て
公
共
の
利
益
の
た
め

法
に
よ
り
本
条
の
自
由
を
制
限
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
の
新
項
を
追
加
す
る
提
案
を
出
し
た
が
'
こ
の
制
限
は
第
二
項
に
よ

っ
て
も
カ
バ

(30
)

-
さ
れ
得
る
と
の
指
摘
も
あ

っ
て
右
の
提
案
は
採
用
に
至
ら
な
か
っ
た
.
移
動
'
居
住
に
つ
い
て
は
外
国
人
の
不
動
産
取
得
に
許
可
制
を
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と
る
国
も
少
な
か
ら
ず
あ
り
'
内
国
民
待
遇
を
無
制
限
に
認
め
る
義
務
は
国
際
法
上
も
存
し
な
い
.
こ
れ
は
'
国
際
人
権
B
規
約
第

二

1

条
も
本
条
二
項
の
範
と
な

っ
た
制
限
事
由
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
旦
不
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
'
こ
の
種
制
限
の
導
入
は
国
内
法
上
の
論

(31
)

議
を
呼
ぶ
可
能
性
も
あ
り
'
日
本
に
つ
い
て
も
受
入
れ
拡
大
を
進
め
た
場
合
に
将
来
的
に
は
生
じ
得
る
問
題
と
し
て
検
討
し
て
お
-
こ
と

が
望
ま
し
い
｡
事
が
現
実
化
し
て
か
ら
で
は
感
情
的
要
素
も
加
わ
り
'
冷
静
な
議
論
が
L
に
-
-
な
る
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
｡

C

組
合
結
成
権
(四
〇
条
)
-

移
住
労
働
者
が
そ
の
利
益
保
護
の
た
め
組
合
を
結
成
す
る
権
利
を
有
し
(
一
項
)
'
こ
れ
に
対
し
て
は

国
家
の
安
全
等
の
た
め
法
に
よ
り
規
定
す
る
も
の
の
他
制
限
を
課
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
(二
項
)
を
定
め
る
｡

組
合
に
つ
い
て
は
第
三
部
二
六
条
も
言
及
す
る
が
､
同
条
が
既
存
組
合

へ
の
加
入
権
を
定
め
る
の
に
対
し
'
本
条
は
移
住
労
働
者
白
身

の
独
白
結
社
'
独
自
組
合
の
結
成
権
を
保
証
対
象
と
す
る
｡
日
本
の
場
合
'
法
制
上
結
社
の
自
由
'
労
働
基
本
権
保
証
が
あ
る
の
で
そ
の

限
り
で
は
問
題
が
な
い
と
し
て
も
'
職
場

レ
ベ
ル
で
は
外
国
人
労
働
者
導
入
に
よ
り
本
条
に
も
支
え
ら
れ
て
新
規
に
組
合
が
作
ら
れ
'
或

は
既
存
組
合
と
並
ん
で
別
組
合
が
組
織
さ
れ
る
可
能
性
も
生
れ
る
｡
企
業
別
組
合
制
を
基
本
と
す
る
日
本
で
は
'
外
国
人
労
働
者
を
雇
用

し
ょ
う
と
す
る
企
業
は
自
ら
の
組
織
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
捉
え
て
お
-
必
要
が
あ
る
｡
な
お
､
本
条
二
項
の
権
利
行
使
制
限
事
由
は
国

(32
)

際
人
権
B
規
約
二
二
条
の
そ
れ
に
添

っ
た
も
の
で
あ
る
｡

d

利
益
代
表
手
続
参
加
及
び
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
決
定
参
加
の
権
利
(四
二
条
)1

移
住
労
働
者
の
特
別
の
必
要
等

へ
の
配
慮

を
行
う
べ
き
手
続
'
機
関
の
設
置
と
こ
れ

へ
の
移
住
労
働
者
代
表
の
参
画
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
(
1
項
)
'
地
域
で
の
生
活
及
び
行
政

に
関

す
る
決
定

へ
の
移
住
労
働
者
の
参
画
を
助
長
す
る
こ
と
(二
項
)
'
政
治
的
権
利
は
受
入
国
が
認
め
る
範
囲
で
享
有
す
る
こ
と
(三
項
)
を
定

め
る
｡

経
済
活
動
に
従
事
す
る
移
住
労
働
者
は
社
会
の
中
で
独
自
の
利
害
関
係
を
持
つ
一
集
団
と
な
る
｡
そ
の
代
表
の
参
加
も
得
て
関
係
諸
問

題
を
取
扱
う
手
続
'
機
関
の
設
置
が
促
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
具
体
的
事
例
と
し
て
は
外
国
人
に
関
連
を
持

つ
案
件
に
関
す
る
公
聴

会

へ
の
参
加
'
外
国
人
オ
ン
ブ
ー
ツ
マ
ン
制
度
の
導
入
な
ど
が
想
定
で
き
る
｡
地
域
社
会
で
の
決
定
参
加
助
長
と
の
関
連
で
は
更
に
地
方
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選
挙
で
の
選
挙
権
問
題
も
論
じ
ら
れ
よ
う
｡
本
条
が
国
政
レ
ベ
ル
と
分
け
て
特
に
地
方
行
政
に
言
及
し
て
い
る
の
も
こ
の
含
み
を
与
え
る

も
の
で
あ
ろ
う
｡
但
し
'
日
本
の
場
合
､
地
方
選
挙

へ
も
国
政
問
題
が
主
要
争
点
と
し
て
持
ち
込
ま
れ
る
現
状
で
は
'
国
政
'
地
方
両
レ

ベ
ル
の
区
別
が
唾
昧
と
な
り
'
住
民
た
る
外
国
人
の
地
方
選
挙
参
加
を
推
進
し
ょ
-
と
す
る
意
見
の
論
拠
を
崩
す
結
果
と
な
り
か
ね
な
い
｡

な
お
'
政
治
的
権
利
享
受
の
範
囲
を
受
入
国
の
主
権
的
判
断
に
委
ね
る
条
項
に
つ
い
て
は
'
削
除
提
案
も
あ

っ
た
も
の
の
'
結
局
採
択
に

(33
)

至

っ
た
｡

e

社
会
的
'
文
化
的
施
設

へ
の
ア
ク
セ
ス
(四
三
､
四
五
条

)-

移
住
労
働
者
本
人
に
対
し
て
は
教
育
'
職
業

の
指
導

･
紹
介

･
訓

練

･
再
訓
練
､
住
宅
'
社
会

･
保
健
サ
ー
ビ
ス
'
文
化
的
生
活

へ
の
ア
ク
セ
ス
に
つ
き
内
国
民
待
遇
を
認
め
､
家
族
に
対
し
て
は
こ
れ
ら

の
う
ち
職
業
紹
介

･
再
訓
練
'
住
宅
を
除
外
し
た
範
囲
で
こ
れ
を
認
め
る
(南
条

一
項
)
｡
右
の
差
が
示
す
よ
う
に
'
家
族
に
つ
い
て
は
職

業
的
訓
練
ま
で
は
教
育
の
一
環
と
し
て
認
め
る
も
の
の
職
業
紹
介
な
ど
就
労
権
を
導
-
サ
ー
ビ
ス
は
除
外
さ
れ
て
い
る
｡
他
方
'
本
人
に

つ
い
て
は
こ
の
他
再
訓
練
な
ど
失
業
時
の
再
就
職
'
転
職
を
想
定
し
た
文
言
も
含
ま
れ
る
｡
日
本
に
お
け
る
職
種
限
定
を
伴
う
外
国
人
労

働
者
導
入
論
と
の
両
立
如
何
が
問
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
｡

f

家
族
共
同
体
の
保
証
(四
四
条

)-

家
族
を
社
会
の
保
護
対
象
た
る
基
本
的
単
位
と
認
め
'
移
住
労
働
者
家
族
の
一
体
性
保
護

の

措
置
を
と
り
(
1
項
)
'
配
偶
者
及
び
そ
れ
に
準
ず
る
者
'
未
婚
未
成
年
子
と
の
再
合

1
を
助
長
し
(二
項
)
'
そ
れ
以
外
の
家
族

に
も
同
様

の
好
意
的
処
遇
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
(三
項
)
を
定
め
る
｡

本
条
に
よ
っ
て
受
入
国
に
求
め
ら
れ
る
の
は
'
就
労
入
国
に
際
し
て
の
家
族
の
同
伴
又
は
事
後
的
呼
寄
せ
の
保
証
で
あ
る
｡
更
に
'
雇

用
契
約
上
単
身
赴
任
や
家
族
生
活
に
不
通
な
施
設

へ
の
入
居
を
義
務
付
け
る
事
例
な
ど
を
規
制
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
よ
う
｡
し
か
し
'

(34
)

(35
)

(36
)

現
実
に
は
同
伴
'
呼
寄
せ
に
1
定
婚
姻
年
数
の
経
過
'
同
居
事
実
の
証
明
'
相
応
の
住
居
の
確
保
を
要
件
と
す
る
な
ど
公
的
規
制
例
も
多

い
｡
こ
れ
ら
は
偽
装
結
婚
の
チ
ェ
ッ
ク
'
生
活
条
件
不
備
に
伴
う
問
題
発
生
の
防
止
な
ど
を
根
拠
と
す
る
が
'
各
国
憲
法
上
の
家
族
保
護

(37
)

規
定
と
の
関
連
で
国
内
法
レ
ベ
ル
で
も
論
議
の
多
い
規
制
で
あ
り
'

一
度
導
入
t
た
規
制
の
撤
廃
例
も
見
ら
れ
る
｡
家
族
に
関
し
て
は
更
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に
本
条
三
項
が
示
唆
す
る
よ
う
に
本
人
の
被
扶
養
者
と
な

っ
て
い
る
親
'
兄
弟
な
ど
の
問
題
'
家
族
と
し
て
入
国
し
た
者
自
身
の
婚
姻
､

子
の
問
題
な
ど
も
存
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
派
生
的
問
題
を
も
含
め
て
'
日
本
で
の
単
純
労
働
者
受
入
れ
論
議
に
お
い
て
も
､
右
の
状
況
に

(翌

(A
)

照
ら
し
て
家
族
単
位

の
事
柄
と
し
て
そ
の
如
何
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
｡
配
偶
者
た
る
こ
と
の
証
明
問
題
は
既
に
現
実
化
し
て
お

り
､
受

(40
)

入
れ
構
想
の

1
部
に
は
家
族
同
伴
不
可
を
前
提
と
す
る
も
の
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
子
の
概
念
､
例
え
ば
非
嫡
出
子
'
養
子
等
の
位

(41
)

置
付
け
も
問
わ
れ
よ
う
｡

g

失
職
の
際

の
滞
在
保
証
(五
一
条

)-

滞
在
許
可
が
明
示
的
に
特
定
の
稼
得
活
動
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
'
任

意

の
職
業
選
択
を
許
さ
れ
て
い
な
い
移
住
労
働
者
が
失
職
し
て
も
そ
の
こ
と
自
体
を
も
つ
て
滞
在
許
す
を
喪
失
せ
し
め
ら
れ
て
は
な
ら
ず
,

残
余
の
就
労
許
可
期
間
に
つ
き
許
可
条
件

の
範
囲
内
で
代
替
の
雇
用
'
失
業
対
策
事
業
'
再
訓
練
に
参
加
し
得
べ
き
こ
と
を
定
め
る
｡

日
本
に
お
け
る
現
行
の
在
留
資
格
で
稼
得
活
動
に
関
係
す
る
も
の
は
永
住
資
格
を
別
と
し
て
い
ず
れ
も
特
定
の
職
場

へ
の
限
定
が
本
来

的
に
付
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
'
特
定
稼
得
活
動
の
許
可
と
在
留
許
可
と
は

一
体
化
し
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
本
条
除
外
例
の
滞
在
許
可
が

(42
)

明
示
的
に
特
定
の
稼
得
活
動
に
か
か
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
相
当
し
､
本
条
本
文
の
通
用
を
考
え
る
べ
き
ケ
ー
ス
に
は
当
ら
な
い
｡

に
も
拘
ら
ず
本
条
に
言
及
し
た
の
は
､
本
条
約
が
移
住
労
働
者
の
権
利
保
護
を
目
的
と
し
な
が
ら
も
右
の
よ
う
な
限
定
的
条
件
付
き
の
移

住
労
働
者
雇
用
を
も
雇
用
の

一
形
態
と
し
て
明
示

的
に
想
定

し
て
い
る

こ
と
を
示

す

た
め
で
あ
る
｡

こ
の
種
限
定
的
条
件
下
で
雇
用
さ

れ

(43
)

る
者
は
'
失
職
時
以
降

の
雇

用
保
証
を
有
し
な

い
こ
と
と
な
る
｡

(

-
)
A
＼C
.

3
'
4
3
J
l
,
p
.
6
4

-
5
,

(
2
)
A

＼
C
.
3
'
4
3
]
7,
p
.
6
5
-7

.

(
3
)
A

＼
C

.

3
[
4
0
[
6
,
p
.
3
3
.

(4
)

A
＼
C
･
3
'
4
L
J
3
'

p,
6
,
な
お
'
こ
の
規
定
は
当
初
草
案
で
は
第
五
条
と
さ
れ
て
い
た
｡

(5
)

こ
の
定
義
は
'
伝
統
的
季
節
労
働
者
受
入
国
で
あ
る
ス
イ
ス
に
お
け
る
も
の
と
同

一
内
容
を
持
う
｡
D
a
n
ie-T
h
守
er㌦
D
ie
R

echtsste-1uロ
g
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d
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,
F
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J
T
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T
D

ie
R
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h
ts
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n
g
v
o
n
A
u
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n
d
er
n
n
a
c
h

s
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a
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h
e
m

R
ec
h
t
u
n
d

V
b
OI
h
e

r
r
e
c
h
t
(im

f
o
lg
e
n
d
e
n

JD
ie
R
e
c
ht
s

s
tellu
n
g
)
}
B
d
.
2
,

S.)3
68
.

(
6
)
A
＼
C
.3
]
4
0
[
6
,
p
.

)8-
2
0
.

(7
)
A
＼
C
.3
'
4
1
]
3
,

p
.9-
1
0
.

(co
)
t
b
id
,,
p
,
)
0
,

(9
)

Ib
id
.,
p
,
1
)
.
1
3
.

(10
)

斎
藤
恵
彦
前
掲
五
〇
頁
参
照
｡

(
1
)

A
＼C
,3
'
40
[
6
,
p
.
3
0
-3
)
.

(
12
)

国
民
的
出
自
に
国
籍
を
も
含
め
て
両
国
際
人
権
規
約
第
二
条
を
解
釈
す
る
見
解
も
あ
る
が
'
こ
れ
に
対
す
る
批
判

に
つ
い
て
は
'
久
保
敦
彦

｢社
会
保
障
に
対
す
る
権
利
の
国
際
的
保
証
と
内
外
人
均
等
待
遇
｣
神
奈
川
法
学

一
五
巻
二
二
六
-

八
頁
｡
ま
た
'
国
連
も
右
の
見
解
を
採

る
も
の

で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
'
E
＼
C
N

.4
J
S

ub
.
2
]
3
3
5
,
p
.

7.

(
3
)

A

/

C
,3
'
4
L
J
3
'
p
,
)
8
,

(
S
)

tb
id
,,
p
,
)
9,

(3
)

A

/

C
,3
'
4
2
J
L
.
p
.
2
)
.

(
16
)

本
条
第

一
項
の
構
文
は
特
に
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
し
て
採
択
さ
れ
て
い
る

.
tbid
..
p
.
2
4
1

(
17
)

tb
id
.,
p
,3
6
.

(
18
)

t
b
id
.
,
p
.3
7-
8
.

(
19

)

l

b
id
.,p
,3
8
,

(
20
)

t
b
id
.T
p
,
4
0
.

(21
)

こ
の
懸
念
は
審
議
中
に
旦
不
さ
れ
て
お
り
'
不
法
就
労
の
因
と
な

っ
て
い
る
雇
用
契
約
の
即
時
解
消
を
定
め
る
国
な
ど
は
'
解
雇
条
件
に
つ
い

て
は
本
条
項
を
留
保
す
る
意
思
を
も
公
に
し
て
い
る
｡

lbid.,
p
,4
0
,
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(
望

佐
藤
進

｢社
会
保
障
の

法
体
系
｣
上
三
四
-
六
頁
､
久

保敦彦前
掲
(

神奈
川

法
学
八
巻
)
九
七-
八
頁
｡

(
～.1
)

久
保
前
掲
(
神奈
川
法

学
1五
巻
)
六
九
-
七
〇
貢
｡

(聖

芹
沢
斉

｢定
住
外
国
人

の人
権
｣
法
学
セ
､､､
ナ
-
四
〇

六号四
1
頁
o

但
し
'

小
川
政
売

｢在日
外
国
人
の
社
会

保
障
法
制
上
の
状
況

｣法律

時
報
五
七
巻
五
号
四
三
頁
'

五
〇
頁
以
下
は

一
九
八
二
年
施

行の現行
法
体

制
下
で

も少
な
か

ら
ぬ問
題
点
が
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
指
摘

する｡

(
cq.J')

A
＼C
･
3'4
2]
1,
p
,
49,
A
＼C
.3
]42[6
,
p
.
9
.

(
26
)

A
＼C
13'
4
2JL,
p
.
55.

(27
)

lb
id
,}p
.
55.

(28
)

A
＼C
.
3'
4
2
[6
.
p
.

)4-
6.

(
eqot)

A
/C
･
3'42J
l,
p
･

58,
A
/C.3
'42]6
,

p
.
)9.

(
30
)

A
＼C
.
3'42[6
.
p
.
23.

(
S
)

K

.Hailbro
nner
,Au
standerre
cht,
S
.
601-3
.

(
3
)

A
/C
.3'
42
]6
,
p
.
24I5
.

(
33
)

削
除
提
案
は
'
四

一
条
で
定
め
る
本
国
政
治
へ
の
参
加
権
保
証
と

の
関
連
で
な

され
た
｡

本
国
選
挙
に

際
し
て
の

立候補
'
投
票
が

受
入

国国

内
で
行
わ
れ
る
場
合
'

そ
れ
が
必
然
的
に
受
入
国
で

の
政
治
活
動
と
も
な

る
の
で

'

この
権
利

へ
の
影
響
を

懸
念
し
て

の
こと
であ
っ

た
olb

id1.

.

p
,

3

6,

(
g

)

S
･T
h
om
sen
,
E.D
ie

R

ech
tsste
llu
n
g

v
on
E
h
ega
--en
un
d

F
a
mi

1ien
an
g
eh
a
rige
n
",
in
R
e
c
h
t
s
s
le
llu
n
gen
J
B
d
.
Ⅰ
)
.
S
.
)940fY

K
･
B
a
r
w
lg
u
･
a
･,
.LF
a
m
ilie
n
n
a
c
h
Zug
V
On
A
uslan
d
e
r
n
a
u
f
d
em
H
in
-e
r
g
r
u
n
d
v
61k
er1
2
Ch
tlich
er
V
e
r
-r
a
ge",
S
･
108
,

(3
)

同
居
意
思
の
確
認
も
含
む
.
Statem
ent
.

f

C

han
ges
in
tm
m
igra-i.n
R
u
tes}H
.C
.)69,
p
.
)4.

(
讐

D
･
T
h
守
e
r,
a
･a
･0
･,
S
･
137
5
･
K
･
H
a
ilb
ron
n
er･
"D
ie
R

eCh
-ss-e
llu
n
g
v
o
n
A
u
s
la
n
d
e
r
n
in
d
e
r
B
u
n
d
esr
e
p
u
b
lik
D

euts
c
h
tan
d
".

in

R
e
c
h
ts
s
iellu
n
g
,B
d
.
Ⅰ,
S
.353,

(
rlrl
)

J
･
G
u
e
n
d
elsb
erger･'
L
T

h
e
R
igh
t
-o
F
am
il
y
U
n
iBc
a
-
io
n

in
F
re
n
Ch
an
d

U
n
i-ed
S
-a-es
lm
m
ig
ration
L
a
w
"
,
C
o,n
ell
ln
te,～
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n

a
tiona
l

L

a
w

J
ou

r

n

a
l
,

V
o
t-
2
(
,
p
,
3
'
37
,

(
38
)

こ
の
意
味
で
労
働
省
外
国
人
労
働
者
問
題
研
究
会
報
告
が
家
族
､
二
世
の
問
題
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
の
は
正
し
い
｡
今
後

こ
の
観
点
か
ら
の

問
題
掘
り
下
げ
が
求
め
ら
れ
よ
う
｡
労
働
省
職
業
安
定
局
前
掲
六
五
頁
.
ま
た
､
入
管
協
会

｢外
国
人
労
働
者
入
国
問
題
検
討
委
員
会
報
告
書
｣
も

こ
の
点
を
受
入
れ
の
可
否
に
関
し
て
検
討
す
べ
き
事
項
に
含
め
て
指
摘
し
て
い
る
｡
同
四
九
-
五
〇
頁
｡

(
39

)

林
陽
子

｢
日
本
に
お
け
る
外
国
人
単
純
労
働
者
｣
法
律
時
報
五
九
巻
七
号
三
四
頁
｡

(
40
)

同
右
三
七
頁
｡

(
41
)

出
入
国
管
理
上
'
子
の
嫡
出
性
如
何
等
に
よ
り
処
遇
を
異
に
す
る
事
例
も
あ
る
｡
T
,
A
,A
lein
ik
cffJD
IA
,M
artin
,
Zm
m
ig
ration
P
ro
c
ess

a

n
d
P
o
tic
y
,
p
,1
2
5
-
6
,

(
42
)

日
本
で
の
就
労
を
目
的
と
す
る
在
留
資
格
の
申
請
に
は
雇
用
主
の
特
定
が
必
要
で
あ
る
の
で
'
当
該
雇
用
主
と
の
問
の
雇
用
関
係
の
終
了
は
在

留
資
櫓
の
基
礎
の
崩
壊
を
意
味
し
'
当
該
資
格
の
喪
失
に
繋
が
る
｡
し
か
し
'
同
種
の
職
域
の
範
囲
内
で
の
転
職
承
認
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ

り
'
こ
の
場
合
は
本
条
で
言
う
代
替
の
雇
用
に
該
当
す
る
｡

(

4

)

A

＼
C
.
3
[
4
3
J
L
,
p
,
)
3
,
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五

結

語

以
上
の
国
連
移
住
労
働
者
権
利
保
護
条
約
の
審
議
の
場
で
'

一
九
八
八
年
六
月
'
日
本
の
代
表
は
'
政
府
が
現
在
外
国
人
労
働
者
受
入

れ
に
つ
い
て
の
基
本
政
策
と
諸
措
置
を
検
討
中
で
あ
る
こ
と
'
し
た
が
っ
て
条
約
に
関
し
て
は
よ
り
後
の
段
階
で
立
場
表
明
を
行
う
権
利

(1
)

を
留
保
す
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
発
言
は
､
国
内
立
法
の
推
移
'
政
策
決
定
を
待

っ
て
条
約
案
に
対
す
る
態
度
表
明
を
行
う
と
の

角
度
か
ら
な
さ
れ
て
お
り
'
現
在
の
時
点
で
法
改
正
を
も
含
め
た
検
討
が
進
行
中
で
あ
る
こ
と
か
ら
当
然
の
内
容
で
も
あ
る
｡
し
か
し
､

正
に
こ
の
国
内
的
検
討
に
と

っ
て
も
条
約
案
の
形
で
国
際
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
移
住
労
働
者
の
権
利
と
し
て
確
立
さ
れ
よ
-
と
し
て
い



外国人労働者受入れ論議とその前提的諸問題 (久保敦彦)

る
諸
権
利
を
認
識
し
'
立
法
政
策
上
顧
慮
し
て
お
-
こ
と
が
必
要
で
あ
る
｡
こ
れ
は
条
約
の
拘
束
を
受
け
る
が
故
に
己
む
無
-
と
の
発
想

で
は
な
-
､
条
約
の
規
定
内
容
と
な
る
程
の
諸
権
利
は
'
人
権
に
意
を
用
い
る
国
と
し
て
は
条
約
の
存
否
に
拘
わ
ら
ず
自
発
的
に
こ
れ
を

保
証
す
る
施
策
を
と
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

但
し
'
序
論
で
も
触
れ
た
よ
う
に
'
外
国
人
労
働
者
の
受
入
れ
如
何
'
受
入
れ
に
際
し
て
の
条
件
設
定
が
各
国
の
主
権
的
判
断
の
範
噂

(2
)

に
属
す
る
こ
と
は
条
約
自
身
も
そ
れ
を
確
認
す
る
規
定
を
置
-
通
り
で
あ
る
｡

し
た
が
っ
て
受
入
れ
如
何
の
決
定
は
自
由
裁
量
で
あ
る
が
'

そ
の
蘭
に
こ
そ
こ
の
判
断
に
作
用
す
べ
き

一
重
大
要
素
と
し
て
､
受
入
れ
た
場
合
に
必
要
と
な
る
権
利
保
証
の
範
囲
と
内
容
を
詰
め
て
お

(3
)

-
こ
と
が
不
可
欠
と
な
る
の
で
あ
る
｡
権
利
保
証
は

一
面
に
お
い
て
受
入
れ
に
つ
い
て
の
社
会
的

コ
ス
-
の
一
種
と
も
な

る｡
こ
の
社
会

的

コ
ス
I
は
'
本
人
の
労
働
条
件
面
等
で
の
均
等
待
遇
壮
も
と
よ
り
と
し
て
'
家
族
の
1
体
性
保
証
に
よ
る
同
伴
'
呼
寄
せ
を
考
え
れ
ば

(4
)

家
族
構
成
員
を
も
含
め
て
の
住
宅
政
策
､
学
校

･
職
業

･
社
会
教
育
'
社
会
保
障
な
ど
広
汎
な
分
野
で
発
生
す
る
｡

日
本
の
外
国
人
労
働

(5
)

者
は
従
来
社
会
的
強
者
層
に
ほ
ぼ
限
ら
れ
て
お
り
'
こ
の
点
は

一
九
八
九
年
一二
月
二
八
日
閣
議
決
定
を
見
た
入
管
法
改

正
案
に
よ

っ
て
も

本
質
的
に
は
変
動
を
受
け
な
い
と
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
者
に
つ
い
て
の
社
会
的

コ
ス
I
は
雇
用
主
が
進
ん
で
負
担
し
'
或
は
本
人
自
ら

の
力
で
そ̀
の
発
生
が
押
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
'
公
的
負
担
と
し
て
表
面
化
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
｡
し
か
し
単
純
労
働
者
の
場
合
に

は
対
応
を
国
家
的
施
策
と
し
て
行
う
必
要
性
が
高
い
の
で
'
よ
り
慎
重
な
事
前
検
討
が
欠
か
せ
な
い
こ
と
と
な
る
｡

右
の
指
摘
は
'
単
純
労
働
者
の
受
入
れ
に
は
そ
の
た
め
の
社
会
的
条
件
整
備
を
国
自
身
の
措
置
と
し
て
'
ま
た
雇
用
主
に
対
す
る
規
制

立
法
と
し
て
行
う
べ
き
こ
と
を
強
調
す
る
点
で
や
や
も
す
れ
ば
受
入
れ
反
対
論
に
与
す
る
も
の
と
の
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し

か
し
既
述
の
通
り
本
稿
の
趣
旨
は
権
利
保
証
面
で
の
要
検
討
課
題
の
呈
示
で
あ

っ
て
'
受
入
れ
賛
否
に
つ
い
て
の
結
論
で
は
な
い
｡

一
方

で
は
安
易
な
国
際
化
ム
ー
ド
に
乗
り
'
或
は
人
手
不
足
下
で
の
低
賃
金
労
働
カ

へ
の
欲
求
か
ら
受
入
れ
を
行
う
の
が
､
結
局
は
外
国
人
労

働
者
自
身
に
も
受
入
国
経
済
に
も
不
幸
な
結
果
を
招
来
す
る
こ
と
'
他
方
で
は
十
分
な
条
件
整
備
を
行
い
'

一
度
合
法
就
労
さ
せ
た
者
の

定
住
化
は
必
至
で
あ
る
こ
と
を
も
念
頭
に
置
い
た
上
で
の
受
入
れ
で
あ
れ
ば
そ
の
懸
念
の
無
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
の
で
'
受
入
れ
に
際
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して整備すべき条件内容を明確にするのが先決問題である｡本稿ではその検討項目たる諸権利を管見したのみであるので'今後は個別の権利保証の具体的内容論の掘り下げが必要となる｡そしてこの権利内容を特定した段階ではじめて受入れに対する可否の判断がなされるべきである｡一般に対する世論調査等も'徒らに受入れの賛否のみを問うのではな-'その前提として権利内容を示し'これら諸権利を享有する者としての外国人労働者受入れの是非を問うとの段取りを踏んで実施すべきである｡従来のともすれば短期出稼ぎ的イメージの下での外国人単純労働者論から'定住市民として位置づけられるべき者についての受入れ是非論へと切り換え､冷静な検討と決定のプロセスを踏むこと

が国際化時代であればこそ肝要とされるのである｡

(1)A/C.3]43JL,p.61.

(2)条約第八部(条文番号未定)｡lbid.,p,4-7)65.

ー(3)広田崇夫前掲一二頁が言うマイナスの社会的コスIには社会不安'人種的対立･偏見の助長が加えられているが'本稿でいう社会的コストとはこれら望ましからざる結果の発生を防止するための権利保証措置を意味する｡小池和男｢雇用許可制度

提唱の趣旨｣ジュリス-九〇九号六頁もこの意味での社会的コス-を指摘する｡

(4)同右広田六頁｡

(TL,)出入国管理及び難民認定法改正案｡第二四国会参議院法務委員会会議録第三号三九-四四頁｡この改正案提出に際して

も'単純労働者問題はなお将来の検討に倹つとされた｡
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