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一

は
じ
め
に

欧
州
司
法
裁
判
所
（
以
下
Ｅ
Ｃ
Ｊ
）
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
大
公
国
の
首
都
で
あ
る
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
と
い
う
小
さ
な
都
市
に
設
立

さ
れ
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
は
人
口
四
七
五
〇
〇
〇
人
の
Ｅ
Ｕ
の
中
で
最
も
小
さ
な
国
の
一
つ
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
フ
ラ
ン
ス
、
ス
ト

ラ
ス
ブ
ー
ル
に
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
人
権
裁
判
所
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
は
Ｅ
Ｕ
構
成
国
よ
り
も
数

多
い
国
か
ら
な
っ
て
お
り
、
Ｅ
Ｕ
の
構
成
国
で
は
な
い
ロ
シ
ア
と
ト
ル
コ
が
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
権
裁
判
所
は
人
権
と
い

う
一
つ
の
領
域
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
。一
方
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
Ｅ
Ｃ
条
約
や
、様
々
な
性
質
の
Ｅ
Ｃ
文
書
並
び
に
Ｅ
Ｕ
文
書
の
解
釈
に
終
局
的

な
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
取
り
扱
う
べ
き
主
た
る
規
定
は
域
内
市
場
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
四
つ
の

自
由
（
モ
ノ
、
人
、
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
資
本
の
自
由
移
動
）、
競
争
法
お
よ
び
国
家
補
助
〔state

aids

〕
に
関
す
る
法
が
含
ま
れ
て
い

翻

訳ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
欧
州
司
法
裁
判
所
に
よ
る

法
的
判
断
に
つ
い
て
の
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド

ヘ
ル
マ
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・
フ
ォ
ッ
フ
ス
ヘ
ー
ル
ト
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る
。一

九
八
九
年
以
降
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
は
二
段
階
の
裁
判
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
新
し
い
第
一
審
裁
判
所
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
付
け
加
え
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
現
在
で
は
、
第
一
審
裁
判
所
の
判
決
に
対
し
て
上
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
審
裁
判
所
は
競
争
法
に
関

す
る
判
断
を
下
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
Ｅ
Ｃ
条
約
の
も
と
に
お
け
る
構
成
国
の
義
務
に
関
す
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
今
で
も
自
ら

を
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
で
は
な
く
Ｅ
Ｃ
裁
判
所
と
称
し
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
は
Ｅ
Ｕ
の
三
本
の
柱
の
中
で
最
初
で
あ
り
か
つ
最
も
超
国
家
的
な
組
織

で
あ
る
。
第
二
の
柱
は
Ｃ
Ｆ
Ｓ
Ｐ
、
す
な
わ
ち
Ｅ
Ｕ
の
共
通
外
国
政
策
及
び
安
全
保
障
を
扱
い
、
第
三
の
柱
は
Ｊ
Ｈ
Ａ
す
な
わ
ち
司
法

及
び
域
内
市
場
に
関
す
る
政
策
を
扱
う
。
極
め
て
微
妙
な
政
策
問
題
で
あ
る
第
二
及
び
第
三
の
柱
に
お
け
る
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
は
今
で
も

ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
る
く
ら
い
小
さ
な
も
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
Ｅ
Ｕ
法
制
度
の
中
で
次
第
に
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
り
Ｅ
Ｃ
条
約
は
有
効
な
も
の
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
法
の
「
最
高
法
規
性
」
や
「
直
接
効
」
の
よ
う
な
連
邦
的
な
重
要
概
念
は
、
条
約
に
明
確
な
根
拠
を
も
た
な

い
ま
ま
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
り
判
断
さ
れ
て
き
た
。
法
学
者
の
中
に
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
「
法
的
直
接
行
動
主
義
者
の
裁
判
所(legal

activist

C
ou

rt)

」
で
あ
る
と
批
判
す
る
者
も
い（
１
）

た
。
裁
判
所
は
、
政
治
家
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
き
て
い
る
。
連
合
王
国
の
首
相
で
あ
っ
た
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
・
サ
ッ
チ
ャ
ー
は
、
彼
女
の
有
名
な
ブ
ル
ー
ジ
ュ
で
の
講
義
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
を
「
政
治
的
な
裁
判
所
」
と
評
し
た
。
そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
下
し
た
多
く
の
判
決
は
構
成
国
の
裁
判
所
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
大
多
数

は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
つ
い
て
何
ら
不
満
を
述
べ
て
い
な
い
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
構
成
国
の
市
民
に
対
し
、
他
の
構
成
国
で
の
多
く
の
特
別
な
権
利
を

認
め
て
き
た
。
さ
ら
に
、
マ
デ
ュ
ー
ロ
が
述
べ
た
よ
う
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、「
多
数
決
主
義
者
の
」
ア
プ
ロ
ー
チ
に
従
っ
て
き
た
の
で
あ

（
２
）

る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
例
は
、
連
合
王
国
と
評
議
会
と
の
間
の
就
労
時
間
指
令
に
関
す
る
事
件
で
あ（
３
）

る
。
事
件
当
時
（
一
九
九
四

年
）
の
連
合
王
国
の
保
守
党
政
権
は
い
わ
ゆ
る
就
労
時
間
指
令
を
受
け
入
れ
た
く
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
指
令
が
「
健
康
と
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安
全
」
に
関
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
の
条
文
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
条
文
が
指
令
の
ベ
ー
ス
と
な
る
た
め
に
利
用
さ
れ
る
場
合

に
は
、
閣
僚
会
議
で
の
多
数
決
が
可
能
で
あ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
政
府
の
見
解
は
、「
健
康
と
安
全
」
は
作
業
場
で
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
着
用

す
る
こ
と
や
火
事
の
指
示
に
従
う
こ
と
で
十
分
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
週
四
八
時
間
労
働
に
関
す
る
規
定
は
そ
れ
以

上
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
労
働
者
の
権
利
義
務
に
関
す
る
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｃ
条
約
の
他
の

条
文
に
よ
り
、
閣
僚
会
議
に
お
け
る
満
場
一
致
票
決
が
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
満
場
一
致
票
決
の
も
と
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
は
指
令

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
台
無
し
に
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
見
解
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
り
否
定
さ
れ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
Ｅ

Ｃ
の
全
加
盟
国
が
採
択
し
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
協
約
に
み
ら
れ
る
「
健
康
と
安
全
」
の
解
釈
に
、
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
型
の
広
く
解
す
る
考
え
を
利

用
し
た
。
そ
の
表
現
で
は
、
労
働
者
の
週
あ
た
り
の
就
労
時
間
は
、
労
働
者
の
健
康
及
び
安
全
に
つ
い
て
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
寄
稿
で
、
私
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
法
的
判
断
を
な
す
際
に
利
用
す
る
メ
ソ
ッ
ド
、
す
な
わ
ち
、
法
律
判
断
方
法
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と

思
う
。
ま
ず
二
で
法
律
判
断
の
主
要
な
メ
ソ
ッ
ド
に
つ
い
て
触
れ
る
。
次
い
で
、
三
で
、
そ
こ
で
利
用
さ
れ
て
い
る
法
律
判
断
メ
ソ
ッ

ド
の
う
ち
、
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド
に
焦
点
を
絞
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
例
法
で
の
い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
基
本
原
則

や
権
利
に
関
す
る
法
的
文
書
若
し
く
は
準
法
的
文
書
が
急
激
に
増
加
し
た
た
め
に
、
法
的
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
の
比
較
法
の
役
割
が
減
じ

て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
議
論
す
る
。
今
後
ま
す
ま
す
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
原
則
や
権
利
に
つ
い
て
検
証
し
て
い
き
、
も
は

や
構
成
国
の
主
た
る
法
制
度
に
つ
い
て
検
証
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

二

Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
る
法
的
判
断
及
び
判
断
形
成
の
メ
ソ
ッ
ド

今
日
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
四
五
年
以
上
の
経
験
に
よ
り
、
我
々
は
、
同
裁
判
所
が
法
的
判
断
を
下
す
際
に
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る
メ
ソ
ッ
ド

に
お
け
る
様
々
な
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
の
オ
ラ
ン
ダ
裁
判
所
に
と
っ
て
、
法
的
判
断
形
成
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
は
、
い
わ
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ゆ
る
歴
史
的
メ
ソ
ッ
ド
が
顕
著
で
あ
る
。
歴
史
的
メ
ソ
ッ
ド
は
、
当
該
法
律
や
条
約
が
作
成
さ
れ
た
年
に
つ
い
て
の
簡
単
な
調
査
を
必

要
と
す
る
。
こ
の
法
律
を
立
法
し
た
理
由
は
何
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
立
法
の
う
ち
の
特
定
の
規
定
の
背
景
は
何
か
。
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
で

の
も
う
一
つ
の
可
能
性
は
、
法
的
判
断
に
お
け
る
要
素
と
し
て
「
立
法
者
意
思
」
を
利
用
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
こ
の
意
思
を

見
い
だ
す
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
い
。
議
会
で
の
議
論
や
立
法
作
業
の
検
討
で
大
抵
は
十
分
で
あ
る
。
様
々
な
政
党
間
で
の

妥
協
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
「
立
法
者
意
思
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
よ
り
難
し
く
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
複
数
の
「
意
思
」
が

あ
り
得
、
裁
判
官
は
妥
協
か
ら
示
唆
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
メ
ソ
ッ
ド
を
利
用
し
た
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
理
由
は
Ｅ
Ｃ
条
約
が
四
五
年
以
上
の
歴
史

を
有
し
て
お
り
、
一
九
五
八
年
か
ら
非
常
に
頻
繁
に
改
正
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
！

「
立
法
者
意
思
」
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
事
件
で
よ

り
頻
繁
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
、
立
法
者
を
批
判
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
な
い
。
時
折
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
構
成

国
に
対
し
て
立
法
化
を
促
し
、
さ
も
な
け
れ
ば
Ｅ
Ｃ
条
約
違
反
と
な
る
と
注
意
す（
４
）

る
。
ま
た
、
時
に
は
立
法
者
意
思
は
Ｅ
Ｃ
条
約
の
規

定
に
反
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
！

一
九
七
〇
年
代
、
フ
ラ
ン
ス
は
児
童
手
当
に
関
す
る
自
国
制
度
を
守
ろ
う
と
し
て

い
た
。
Ｅ
Ｃ
へ
の
移
住
労
働
者
の
社
会
保
障
の
権
利
に
関
す
る
一
四
〇
八
／
七
一
規
則
の
七
三
条
二
項
に
お
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
は
本
国

に
と
ど
ま
り
居
住
す
る
移
住
労
働
者
の
子
供
に
対
し
て
児
童
手
当
を
与
え
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
同
規
則
の
主
た
る
原
則
は
、
し
か
し
、

Ｅ
Ｕ
の
他
の
構
成
国
か
ら
の
移
住
労
働
者
が
子
供
が
居
住
す
る
国
で
は
な
く
彼
ら
が
労
働
し
て
い
る
国
に
お
い
て
児
童
手
当
を
受
け
る

こ
と
に
あ
っ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
が
、
移
住
労
働
者
の
社
会
保
障
権
に
関
す
る
規
則
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
特
別
な

体
制
を
フ
ラ
ン
ス
に
与
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
Ｅ
Ｃ
条
約
の
目
的
は
、
人
の
自
由
移
動
を
阻
害
す
る
も
の
を
除
去

す
る
こ
と
に
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
則
に
お
い
て
新
た
な
障
碍
を
設
け
る
こ
と
は
、
従
っ
て
、
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ（
５
）

る
。
同
規

則
の
規
定
に
関
す
る
も
う
一
つ
の
例
は
、
移
住
労
働
者
が
そ
の
本
国
に
お
い
て
既
に
築
き
上
げ
て
き
た
年
金
を
、
他
の
国
に
移
住
し
そ

翻 訳
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こ
で
働
く
こ
と
を
決
心
し
た
と
き
に
失
っ
て
し
ま
う
た
め
に
、
Ｅ
Ｃ
条
約
の
人
の
自
由
移
動
原
則
に
反
し
無
効
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た

も
の
で
あ（
６
）

る
。
そ
こ
で
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
及
び
閣
僚
会
議
に
対
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
や
規
則
に
お
け
る
あ
る
規
定

が
Ｅ
Ｃ
条
約
の
目
的
を
阻
止
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
規
定
を
無
効
に
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
を
気
づ
か
せ
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
ま
さ
に
憲
法

裁
判
所
と
し
て
行
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

法
的
判
断
の
も
う
一
つ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
規
定
の
文
言
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
指
令
若
し
く
は
規
則
の
規
定
の
文
言

に
従
う
。
時
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
は
明
確
に
一
定
の
状
況
を
指
令
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
が
非
常
に
明
確

に
な
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
当
該
規
定
の
文
言
（
及
び
明
確
な
立
法
者
意
思
）
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
一
例
がF

ran
covich

II

（
７
）
事
件
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
国
籍
を
有
す
る
労
働
者
が
あ
る
企
業
で
働
い
て
お
り

そ
の
企
業
が
倒
産
し
た
。
労
働
者
の
属
す
る
企
業
が
倒
産
し
た
場
合
に
お
け
る
労
働
者
の
保
護
に
関
す
る
構
成
国
間
の
法
律
の
近
接
に

つ
い
て
の
Ｅ
Ｅ
Ｃ
八
〇
／
九
八
七
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
に
よ
り
、
労
働
者
は
雇
用
者
が
設
立
さ
れ
た
国
で
国
家
補
償
基
金
か
ら
三
ヶ
月
分

の
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
。
こ
の
支
払
に
つ
い
て
の
前
提
条
件
は
、
雇
用
者
に
対
す
る
債
権
者
の
請
求
を
集
合
的
に
満

足
さ
せ
る
手
続
を
開
始
す
る
可
能
性
が
、
当
該
国
の
（
倒
産
）
法
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
指
令
は
、
そ
れ

ゆ
え
に
、
明
確
に
内
国
の
、
こ
の
場
合
は
イ
タ
リ
ア
で
あ
る
が
、
立
法
者
が
手
続
を
開
始
す
る
可
能
性
を
そ
の
法
に
組
み
込
ん
で
い
る

こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、F

ran
covich

氏
の
雇
用
者
は
雇
用
者
の
特
別
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
す
な
わ
ち
、
イ
タ
リ
ア
法
上

上
述
の
手
続
か
ら
免
れ
る
種
類
の
企
業
で
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
立
法
者
が
指
令
の
適
用
範
囲
を
明
確
に
制
限
し
て
い
る
以
上
、
Ｅ
Ｃ

Ｊ
は
文
言
解
釈
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。F

ran
covich

氏
は
彼
の
雇
用
者
が
倒
産
し
た
後
に
三
ヶ
月
分
の
賃
金
の
支
払
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
法
的
判
断
の
中
で
最
も
重
要
な
メ
ソ
ッ
ド
は
、
い
わ
ゆ
る
制
度
目
的
的
な
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
。「
制
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度
」
と
い
う
言
葉
は
、「
Ｅ
Ｃ
条
約
の
制
度
」
か
ら
き
て
お
り
、「
目
的
」
と
い
う
言
葉
は
Ｅ
Ｃ
条
約
の
目
的
若
し
く
は
ゴ
ー
ル
を
指
し

て
い
る
。
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
の
人
気
の
高
さ
は
、
あ
る
程
度
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
一
九
五
八
年
当
初
か
ら
Ｅ
Ｃ
条
約
の
広
く
曖
昧
な
概
念
を
扱
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
か
ら
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
文
言
の
検
討
は
、
こ
の
曖
昧
な
用
語
法
ゆ
え
に
単
に
十
分
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
裁
判
所
は
条
約
の
前
文
、
そ
の
目
的
及
び
Ｅ
Ｃ
条
約
二
条
三
条
に
規
定
さ
れ
た
手
段
を
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
条
約
の
制
度
を
精
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
裁
判
所
の
主
た
る
判
断
は
、
Ｅ
Ｃ
法
の
直
接
的
効
果
に
関
す
る

V
an

G
en

d
&

L
oos

判
決
や
、
そ
の
最
高
法
規
制
に
関
す
るC

osta
v.E

N
E

L

判
決
で
あ
る
が
、
こ
の
制
度
目
的
的
メ
ソ
ッ
ド
に
基

づ
き
判
断
さ
れ
て
き
た
。
指
令
や
規
則
に
関
す
る
判
断
は
、
同
時
に
、
こ
の
特
別
な
メ
ソ
ッ
ド
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
労
働
法
に
関
す
る
判
例
法
は
、
た
と
え
ば
、
関
連
す
る
指
令
の
「
社
会
的
目
的
」
に
関
し
て
判
断
を
下
し
て
き
た
。

R
ockfon

判
決
と
い
わ
れ
る
判
例
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
集
団
的
人
員
整
理
手
当
に
関
す
る
構
成
国
法
の
近
接
に
関
す
る
指
令
の

「
社
会
的
目
的
」
を
、
解
雇
さ
れ
た
二
五
人
の
労
働
者
の
権
利
を
同
指
令
の
も
と
で
維
持
す
る
た
め
に
、
利
用
し（
８
）

た
。
指
令
は
、
労
働

者
の
代
表
に
解
雇
の
判
断
を
通
知
し
、
相
談
す
る
義
務
を
認
め
て
い
る
。R

ockfon

事
件
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、
に
お

い
て
は
、
集
団
的
人
員
整
理
手
当
を
与
え
る
労
働
者
の
数
を
ど
の
様
に
数
え
る
べ
き
か
が
問
題
と
さ
れ
た
。
指
令
の
文
言
は
定
員

(establish
m

en
t)

と
い
う
文
言
を
使
用
し
て
い
る
。R

ockfon

社
は
、
し
か
し
、R

ockw
ool

と
い
う
多
国
籍
グ
ル
ー
プ
の
一
部
で
あ

る
。
事
件
当
時
同
グ
ル
ー
プ
は
デ
ン
マ
ー
ク
で
一
四
三
五
人
の
労
働
者
を
有
し
て
い
た
。
同
グ
ル
ー
プ
に
は
デ
ン
マ
ー
ク
全
土
に
つ
い

て
人
を
雇
用
し
解
雇
す
る
責
任
を
負
う
人
事
部
が
一
つ
だ
け
存
在
し
て
い
た
。
指
令
の
通
知
相
談
義
務
は
労
働
者
の
全
数
に
応
じ
て
適

用
さ
れ
る
。
か
り
にR

ockw
ool

グ
ル
ー
プ
の
労
働
者
の
全
数
が
考
慮
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、R

ockfon

部
の
二
五
人
の
解
雇
は
指
令

の
適
用
発
動
に
十
分
な
数
で
は
な
い
。
し
か
し
、R

ockfon

部
の
全
数
で
あ
れ
ば
、
二
五
人
は
十
分
な
数
で
あ
る
。
指
令
に
お
け
る
定

員(establish
m

en
t)

と
い
う
文
言
は
、
十
分
に
明
確
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
後
者
を
選
択
し
た
。
こ
の
後
者
の
解
釈
は
通
知
及
び
相
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談
義
務
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
こ
の
解
釈
は
労
働
者
を
よ
り
保
護
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
の
文
言
に
使
用
さ
れ

て
い
る
用
語
が
曖
昧
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
立
法
者
が
明
確
に
一
定
の
人
な
り
会
社
な
り
を
適
用
範
囲
か
ら
除
外
し
て
い
な
い
場
合
に
は
、

指
令
の
目
的
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
法
的
判
断
形
成
に
お
い
て
重
要
な
要
素
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。R

ockfon

判
決
に
お
い
て
は
比
較

法
メ
ソ
ッ
ド
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
構
成
国
に
お
け
る
「
定
員
」
と
い
う
用
語
の
解
釈
を
検
討

し
て
い
る
。
こ
の
例
は
、
し
か
し
、
本
当
の
意
味
で
の
比
較
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
な
い
。
単
に
共
同
体
法
の
用
語
に
関
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド
の
い
く
つ
か
の
例
を
引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

三

法
的
判
断
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
の
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド

も
う
一
つ
の
メ
ソ
ッ
ド
は
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
に
は
、
現
在
、
全
く
異
な
る
法
制
を
有
す
る
二
五
の
構
成
国
が
存
在
し

て
い
る
。
連
合
王
国
に
お
い
て
は
判
例
法
が
支
配
的
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
よ
う
な
国
に
お
い
て
は
、
法
制
度
は
あ
る
程
度

ロ
ー
マ
法
に
基
づ
い
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
を
他
の
メ
ソ
ッ
ド
に
付
け
加
え
異
な
る
メ
ソ
ッ
ド
と
し
て
利
用
し
て
き
た
。

二
で
述
べ
た
他
の
メ
ソ
ッ
ド
と
こ
の
メ
ソ
ッ
ド
の
関
連
性
の
問
題
に
答
え
る
前
に
、
ま
ず
は
い
く
つ
か
の
実
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
し

よ
う
。

こ
の
メ
ソ
ッ
ド
の
伝
統
的
な
例
は
、
運
転
免
許
に
関
す
るC

h
oqu

et

事
件
で
用
い
ら
れ（
９
）

た
。
Ｅ
Ｃ
条
約
は
、
そ
の
三
九
条
に
お
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
域
内
市
場
の
核
と
な
る
原
則
と
し
て
、
労
働
者
の
自
由
移
動
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
受
け
入
れ
構
成
国
が
労

働
者
の
本
国
で
許
可
さ
れ
た
運
転
免
許
を
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
労
働
者
が
そ

の
本
国
で
あ
る
別
の
構
成
国
の
運
転
免
許
を
有
し
て
い
た
と
し
て
も
、
あ
る
構
成
国
が
そ
の
国
の
運
転
免
許
を
要
求
す
る
こ
と
は
共
同

体
法
に
原
則
と
し
て
は
反
し
な
い
と
判
断
し
た
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
比
較
法
を
し
た
後
に
こ
の
結
論
に
達
し
た
。
同
判
決
の
第
七
パ
ラ
グ
ラ
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フ
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
「
こ
の
分
野
に
お
け
る
構
成
国
間
の
現
時
点
で
の
比
較
法
的
検
証
」
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
検
証
は
、
構
成
国
の

法
が
、「
運
転
免
許
の
認
可
に
つ
い
て
の
要
件
が
十
分
な
程
度
統
一
化
さ
れ
な
け
れ
ば
、
あ
る
構
成
国
の
域
内
に
常
時
居
住
す
る
こ
と

を
選
択
し
た
者
の
た
め
に
運
転
免
許
を
単
純
に
承
認
す
る
こ
と
は
予
想
で
き
な
い
」
程
度
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
し
た
の
で

あ
る
。
運
転
テ
ス
ト
の
規
則
、
健
康
診
断
の
頻
度
、
運
転
免
許
の
有
効
期
間
及
び
自
動
車
の
様
々
な
ク
ラ
ス
の
決
定
に
関
し
、
国
内
法

が
異
な
っ
て
い
た
。
こ
の
結
論
は
、
構
成
国
が
、
本
国
で
既
に
免
許
を
取
得
し
た
者
に
対
し
て
再
び
運
転
テ
ス
ト
を
課
す
よ
う
求
め
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
ま
で
を
意
味
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
九
九
一
年
の
運
転
免
許
に
関
す
る
九
一
／
四
三
九
／
Ｅ
Ｅ
Ｃ
指
令
が

で
き
る
ま
で
、
構
成
国
間
で
の
免
許
の
相
互
承
認
制
度
は
で
き
な
か
っ（
１０
）

た
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
決
に
お
い
て
比
較
法
を
利
用
し
た
例
の
多
く
は
、
法
の
核
と
な
る
領
域
、
す
な
わ
ち
刑
法
、
民
法
及
び
行
政
法
に
関
連

す
る
。
一
例
が
「
不
可
抗
力
」
の
概
念
で
あ
る
。O

rgan
isation

en
D

an
ske

S
lagterier

事
件
に
お
い
て
は
、
あ
る
輸
出
業
者
が

ス
ト
ラ
イ
キ
の
影
響
で
原
料
の
供
給
を
受
け
ら
れ
な
く
な
り
、
約
束
〔com

m
itm

en
t

〕
の
履
行
が
不
可
能
と
な
っ（
１１
）

た
。「
不
可
抗

力
」
を
理
由
に
、
輸
出
業
者
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
規
則
三
一
八
三
／
八（
１２
）

〇
に
基
づ
き
、
輸
出
ラ
イ
セ
ン
ス
の
延
長
を
求
め
た
。「
不
可
抗

力
」
の
概
念
は
同
規
則
三
六
条
一
項
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
概
念
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

問
題
は
、
こ
の
概
念
が
共
同
体
法
の
適
用
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
同
じ
意
味
合
い
を
有
し
て
は
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、

そ
の
先
例
に
お
い
て
す
で
に
「
不
可
抗
力
」
概
念
の
意
味
づ
け
を
行
い
、
そ
こ
で
は
、「
異
常
で
か
つ
予
測
不
可
能
な
出
来
事
」
で
あ

る
と
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
と
実
務
を
検
討
し
た
。
こ
の
検
討
に
よ
り
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
異
常
で
か
つ
予
測
不

可
能
な
出
来
事
と
は
さ
れ
得
な
い
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
も
し
も
輸
出
業
者
が
相
当
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ

を
予
測
し
得
た
し
、
輸
出
ラ
イ
セ
ン
ス
を
後
に
申
請
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
法

に
よ
れ
ば
、
輸
出
組
合
は
ス
ト
ラ
イ
キ
を
す
る
前
に
、
通
知
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
実
際
、
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組
合
は
一
定
期
間
の
通
知
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
で
は
通
知
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
ス
ト
ラ
イ
キ
が
行

わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
通
知
が
な
さ
れ
て
い
る
以
上
は
、
異
常
か
つ
予
測
不
可
能
な
状
況
と
は
も
は
や
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

比
較
法
的
検
討
は
こ
の
文
脈
で
は
有
効
と
い
え
る
。
デ
ン
マ
ー
ク
法
及
び
実
務
は
、
他
の
構
成
国
に
お
け
る
法
や
実
務
と
は
異
な
っ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
共
同
体
法
を
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
デ
ン
マ
ー
ク
法
を
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
。
ス
ト
ラ
イ
キ

が
予
測
不
可
能
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
の
問
題
に
お
け
る
比
較
法
的
検
討
が
こ
の
事
件
で
は
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
内
国
労
働

法
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
打
ち
勝
つ
こ
と
の
で
き
な
い
出
来
事
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
別
の
基
準
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ

は
先
例
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
で
は
、
不
可
抗
力
は
原
材
料
を
入
手
す
る
こ
と
が
完
全
に
不
可

能
な
場
合
に
限
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
不
可
抗
力
を
含
む
、
人
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
超
え
た
異
常
且
つ
予
測
不
可
能
な
状
況

が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
れ
ほ
ど
適
切
な
注
意
を
払
っ
て
い
た
と
し
て
も
結
果
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
比
較
法
は
こ
の
事
件
の
結
論
を
導
く
こ
と
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
有
益
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

国
内
法
の
核
と
な
る
領
域
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
係
争
中
の
事
件
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
場
合
、
比
較
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
解
釈
に

と
っ
て
、
ま
た
、
有
益
と
な
ろ
う
。
一
例
は
、
差
し
止
め
請
求
に
お
い
て
、
あ
る
国
内
法
の
実
施
を
中
止
す
る
た
め
の
国
内
裁
判
所
の

裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
考
慮
し
た
Ｅ
Ｃ
Ｊ
判
決
で
あ
る
。
こ
の
国
内
法
は
Ｅ
Ｃ
規
則
が
そ
う
す
る
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
の
で
立
法
化

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
国
内
法
の
中
止
は
Ｅ
Ｃ
規
則
下
の
人
と
企
業
の
権
利
義
務
に
影
響
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
国
内
裁
判
所
が
Ｅ
Ｃ
規

則
そ
れ
自
体
の
有
効
性
に
つ
い
て
深
刻
な
疑
問
を
有
し
て
い
る
場
合
で
、
か
つ
そ
れ
故
に
当
該
事
項
を
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
付
託
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
場
合
に
の
み
、
関
連
す
る
国
内
法
を
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

構
成
国
の
法
制
の
う
ち
の
一
つ
に
み
ら
れ
る
特
有
な
性
質
に
直
面
し
た
時
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
比
較
法
的
メ
ソ
ッ
ド
を
時
折
用
い
る
。
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考
え
ら
れ
る
最
も
興
味
深
い
事
例
は
、
放
映
日
時
に
関
す
る
テ
レ
ビ
ガ
イ
ド
や
ラ
ジ
オ
ガ
イ
ド
は
著
作
権
の
保
護
対
象
と
な
る
の
か
否

か
で
あ
る
。
競
争
法
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す
る
第
一
審
裁
判
所
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
で
の
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ガ
イ
ド
の
所
有
者

が
他
の
新
聞
で
番
組
表
に
関
す
る
情
報
を
公
表
す
る
こ
と
を
差
止
め
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ（
１３
）

た
。
こ
れ
は
著
作
権
の
保
護
な
の
か
、
そ
れ
と
も
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
ガ
イ
ド
市
場
に
お
け
る
所
有
者
の
独
占
的
地
位
な
の
だ
ろ
う

か
。
こ
の
よ
う
な
市
場
に
お
け
る
独
占
的
地
位
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
競
争
法
に
反
し
て
い
る
。
欧
州
議
会
は
、
共
同
体
法
の
下
で
は
、
テ
レ

ビ
番
組
ガ
イ
ド
に
は
著
作
権
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
国
内
著
作
権
シ
ス
テ
ム
に

関
す
る
比
較
法
的
調
査
は
実
際
的
に
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
番
組
や
ラ
ジ
オ
番
組
の
リ
ス
ト
は
他
の
構
成
国
に
お
い
て
も

同
様
に
保
護
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
比
較
法
的
調
査
の
結
果
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
以
外
の
国
で
も
、
例
え
ば
オ
ラ
ン
ダ
な
ど
で
、
番
組

ガ
イ
ド
へ
の
著
作
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
は
、「
国
内
法
の
統
一
が
な
く
、
共
同
体
で
の

標
準
化
も
な
い
以
上
、
著
作
権
が
保
護
さ
れ
る
要
件
及
び
手
続
は
国
内
用
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
」
と
結
論
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
事
件
の
後
、
こ
の
特
殊
な
著
作
権
を
廃
止
す
る
よ
う
に
と
の
圧
力
は
続
い
た
の
で
あ
る
。
今
日
で

は
、
こ
の
著
作
権
は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
比
較
法
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
範
囲
を
確
定
す
る
の
に
有
益
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

G
rogan

事（
１４
）

件
で
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
高
等
裁
判
所
が
、
構
成
国
間
で
堕
胎
措
置
に
つ
い
て
の
法
制
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
中
で
、

構
成
国
は
連
合
王
国
に
お
け
る
堕
胎
施
設
の
場
所
に
関
す
る
情
報
の
頒
布
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
先

決
判
断
を
求
め
た
。G

rogan

と
他
の
一
四
人
の
学
生
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
女
性
に
対
し
、
堕
胎
措
置
を
受
け
ら
れ
る
ク
リ
ニ

ッ
ク
の
情
報
を
頒
布
し
た
の
で
あ
る
。
妊
娠
中
絶
合
法
化
に
反
対
す
る
団
体
で
あ
る
Ｓ
Ｐ
Ｕ
Ｃ(S

ociety
for

th
e

protection
of

u
n

born
ch

ildren

）
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
裁
判
所
に
対
し
、
こ
の
よ
う
な
資
料
の
頒
布
は
非
合
法
で
あ
る
と
判
断
す
る
よ
う
求
め
た
。
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ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
当
時
妊
娠
中
絶
は
憲
法
で
も
刑
法
で
も
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ま
ず
、「
い
く
つ
か
の
構
成
国
に
お
い
て
合
法
に
行
わ
れ
て
い
る
」
妊
娠
中
絶
は
、
通
常
、
報
酬
を
受
け
て
な
さ
れ
て

い
る
医
療
行
為
で
あ
る
と
確
認
し
た
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
行
為
は
サ
ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
を
保
護
す
る
Ｅ
Ｃ
条
約
四
九
条
に
お
け
る
サ

ー
ビ
ス
と
し
て
性
質
決
定
さ
れ
る
。
Ｓ
Ｐ
Ｕ
Ｃ
に
よ
れ
ば
、
堕
胎
は
「
不
道
徳
な
行
為
」
で
あ
る
か
ら
、
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
性
質
決
定

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
こ
の
見
方
を
採
用
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
問
題
と
さ
れ
て
い
る
行
為
が
合
法
的
に
行
わ
れ

て
い
る
構
成
国
に
お
い
て
、
立
法
者
が
行
う
べ
き
当
該
行
為
の
評
価
を
代
わ
っ
て
行
う
の
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
結
論
を
得
る
た
め
に
は
比
較
法
的
検
証
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
法
が
サ

ー
ビ
ス
の
自
由
移
動
を
制
限
し
て
い
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
学
生
に
よ
る
当
該
資
料
の
頒
布
と
連
合
王
国
に
お
け
る
ク

リ
ニ
ッ
ク
と
の
間
に
何
ら
の
経
済
的
関
連
性
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
表
現
の
自
由
お
よ
び
資
料
を
受
け
取
る
自
由
も
ま

た
本
件
で
問
題
と
さ
れ
て
い
た
点
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
こ
れ
ら
の
自
由
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
と
い
う
の
は
、
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
国
内
法
は
共
同
体
法
の
埒
外
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
裁
判
所
が
判
断
す
べ
き
問
題
で
あ
る
。

競
争
法
に
関
し
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
競
争
法
と
ア
メ
リ
カ
の
シ
ャ
ー
マ
ン
法
と
い
う
世
界
で
最
も
古
い
競
争
法
と
の
比
較
は
通
常
行

わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
日
々
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
で
読
ま
れ
て
い
る
の
は
ア
メ
リ
カ
法
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
地
裁

や
最
高
裁
が
競
争
法
事
項
を
扱
う
手
法
に
つ
い
て
の
比
較
法
的
調
査
は
一
定
の
法
律
上
の
命
題
を
明
確
に
す
る
こ
と
の
助
け
に
は
な
る

だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
比
較
法
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
共
同
体
法
の
限
界
に
つ
い
て
よ
り
深
く
考
え
る
に
は
有
益
で
あ
る
。
仮
に
Ｅ
Ｃ
内
で
の
法
制
の

統
一
と
い
う
も
の
が
な
い
な
ら
ば
、
国
内
法
の
中
心
的
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
た
り
、
特
定
の
国
内
の
法
的
概
念
が
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
調
査
の
対

象
と
な
っ
た
り
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
法
的
検
証
は
有
用
で
あ
る
。
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四

結
論

比
較
法
的
メ
ソ
ッ
ド
は
Ｅ
Ｃ
法
に
お
い
て
法
的
判
断
の
た
め
の
メ
ソ
ッ
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、
法
的
判
断
の
最
も
人
気
の
あ

る
も
の
の
う
ち
の
一
つ
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
制
度
目
的
的
メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
。
こ
の
制
度
目
的
的
メ
ソ
ッ
ド
が
そ
の
魅
力

を
一
定
程
度
減
じ
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
的
秩
序
の
基
礎
は
構
築
さ
れ
つ
つ
あ（
１５
）

る
。
Ｅ
Ｃ
は
今
や
四
五
年
以
上
も
存

続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、
そ
の
メ
ソ
ッ
ド
を
変
え
、
文
言
に
よ
る
メ
ソ
ッ
ド
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
比
較
法
的
メ

ソ
ッ
ド
は
、
私
見
で
は
、
法
的
判
断
の
主
た
る
メ
ソ
ッ
ド
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
法
は
ほ
と
ん
ど
抑
制

さ
れ
る
こ
と
な
く
広
が
っ
て
い
く
油
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
法
的
領
域
の
広
が
り
は
、
い
ま
や
法
の
こ
の
領
域
に
よ
っ
て
影
響
を
受

け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
比
較
法
メ
ソ
ッ
ド
の
重
要
性
を
増
す
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
法
的
秩
序
の
発
展
は
二
、
三
〇

年
前
の
そ
れ
よ
り
遙
か
に
発
展
し
て
き
て
い
る
。
さ
ら
に
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
判
例
法
に
お
い
て
は
、
人
権
に
関
し
て
ソ
フ
ト
・
ロ
ー
を
使
お

う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
一
九
八
九
年
の
Ｅ
Ｃ
に
お
け
る
労
働
者
の
権
利
に
関
す
る
共
同
体
憲
章
は
そ
の
例
の
一
つ
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
詳
細
な
比
較
法
の
検
討
を
す
る
よ
り
も
こ
れ
ら
の
一
般
的
な
条
文
を
利
用
す
る
方
が
よ
り
容
易
で
あ
る
。
比
較
法
の
詳
細
な
検
討

は
時
間
の
浪
費
で
あ
る
。
時
に
、
比
較
法
的
検
証
は
、
不
可
欠
な
も
の
と
な
る
。
私
見
で
は
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
そ
の
根
底
に
あ
る
国
内
法
制

を
考
慮
に
入
れ
る
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
は
よ
り
合
理
的
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
制
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
こ
と

に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
よ
り
よ
い
理
解
へ
と
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

訳
者
あ
と
が
き

本
稿
は
、
平
成
一
七
年
二
月
一
八
日
に
オ
ラ
ン
ダ
グ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
人
文
学
部
・
法
学
部
の
ヘ
ル
マ
ン
・
フ
ォ
ッ
フ
ス
ヘ
ー
ル
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ト
講
師
に
よ
り
、
大
阪
大
学
法
学
会
講
演
（「
市
民
生
活
基
盤
の
法
お
よ
び
行
政
に
関
す
る
日
米
欧
間
の
比
較
検
証
平
成
一
四
―
一
七

年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
・
基
盤
研
究
（
Ａ
）
研
究
会
と
共
催
）
と
し
て
行
わ
れ
た
報
告
を
翻
訳
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ッ
フ
ス
ヘ

ー
ル
ト
講
師
は
、「
大
阪
大
学
・
教
育
研
究
環
境
の
国
際
化
促
進
事
業
」
の
一
環
と
し
て
本
学
を
訪
問
さ
れ
た
。
専
門
は
Ｅ
Ｕ
労
働
法

及
び
国
際
関
係
論
で
あ
り
、
主
要
な
業
績
と
し
て
はIn

terstatelijkh
eid

.D
e

aard
en

d
e

in
ten

siteit
van

h
et

gren
soversch

rijd
en

d
elem

en
t
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rech

tspraak
van

h
et

H
of

van
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u
stitie

van
d

e
E

G
m

et
betrekkin

g
tot

d
e

vier

vrijh
ed

en
.(a

d
issertation

on
th

e
scope

an
d

con
ten

t
ofth

e
fou

r
freed

om
s

as
in

terpreted
by

th
e

E
C

C
ou

rt
of

J
u

stice

in
L

u
xem

bou
rg

)
P

h
d,532

p.,U
n

iversity
of

G
ron

in
gen

,2000

が
あ
げ
ら
れ
る
。
現
在
は
グ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
で
、
Ｅ
Ｕ

に
お
け
る
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
法
制
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
を
進
め
る
一
方
、
日
本
の
国
際
関
係
論
に
つ
い
て
の
教
鞭
も

執
っ
て
お
ら
れ
る
。

フ
ォ
ッ
フ
ス
ヘ
ー
ル
ト
講
師
は
、
グ
ロ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
大
学
に
勤
務
す
る
前
（
一
九
八
九
年
〜
一
九
九
一
年
）
に
二
年
に
わ
た
り
Ｅ
Ｃ

Ｊ
に
勤
務
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
そ
の
時
期
に
Ｅ
Ｃ
Ｊ
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
問
題
に
つ

い
て
、
様
々
な
法
制
度
の
国
を
抱
え
る
Ｅ
Ｕ
の
統
一
的
司
法
判
断
を
下
す
機
関
と
し
て
の
Ｅ
Ｃ
Ｊ
が
、
ど
の
よ
う
な
手
法
に
よ
り
法
的

判
断
を
下
し
て
い
る
か
を
実
証
的
に
紹
介
し
て
い
る
。
こ
こ
で
触
れ
ら
れ
た
様
々
な
手
法
の
い
ず
れ
が
適
切
か
、
と
い
う
問
題
指
向
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
補
完
し
あ
っ
て
い
る
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
果
た
す
役
割
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
と
の
視
点
か

ら
の
報
告
と
見
る
の
が
お
そ
ら
く
適
当
で
あ
ろ
う
。
Ｅ
Ｕ
が
二
五
カ
国
に
拡
大
し
、
ト
ル
コ
の
加
盟
問
題
も
取
り
沙
汰
さ
れ
る
中
、
多

様
な
法
制
の
狭
間
で
、
Ｅ
Ｕ
の
条
約
・
規
則
・
指
令
等
の
解
釈
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
負
担
お
よ
び
役
割
は
ま
す
ま
す

大
き
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
の
中
で
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
法
的
判
断
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
の
か
を
経
験
に

基
づ
い
て
紹
介
し
て
頂
い
た
本
報
告
は
、
活
発
な
議
論
を
生
み
、
そ
れ
ら
を
通
じ
て
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
実
態
を
垣
間
見
る
機
会
を
得
る
こ
と
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が
で
き
た
。
当
日
研
究
会
に
参
加
し
て
頂
き
、
議
論
に
参
加
し
て
頂
い
た
全
て
の
方
に
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
上
げ
る
。

（
１
）

H
.

R
asm

u
ssen

,
O

n
L

aw
an

d
P

olicy
in

th
e

E
u

ropean
C

ou
rt

of
J

u
stice

:
A

C
om

parative
S

tu
d

y
in

J
u

d
icial

P
olicym

akin
g,

D
ordrech

t,B
oston

,L
an

caster,M
artin

u
s

N
ijh

off,1986.

こ
の
デ
ン
マ
ー
ク
の
教
授
は
Ｅ
Ｃ
Ｊ
の
役
割
に
つ
い
て

非
常
に
批
判
的
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
、「
本
質
的
に
政
治
的
な
性
格
を
有
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
中
に
何
ら
か
の
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
い
る
」。
こ
れ
は
、
権
力
の
簒
奪
と
な
り
か
ね
な
い
司
法
上
の
直
接
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
。S

ee
p.

62.

（
２
）

M
.

P
oiares

M
adu

ro,
W

e,
T

h
e

C
ou

rt.
T

h
e

E
u

ropean
C

ou
rt

of
J

u
stice

&
th

e
E

u
ropean

E
con

om
ic

C
on

stitu
tion

,

O
xford,H

art
P

u
blish

in
g,1998,p.72.

本
書
は
主
と
し
て
域
内
市
場
に
お
け
る
モ
ノ
の
自
由
移
動
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
マ
デ
ュ
ー

ロ
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
Ｃ
Ｊ
は
他
の
全
て
の
構
成
国
の
利
益
と
い
う
形
を
と
る
多
数
者
の
利
益
を
、
一
国
の
特
定
の
国
内
の
伝
統
と
い
う
少
数
派

の
利
益
よ
り
好
ん
で
い
る
。

（
３
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C
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U
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n
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（
４
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―4033.
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n
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E
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C
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rtR
eports,1.

（
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C
ase

24
/75,P

etron
i,1975

E
u
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rtR

eports,1149.

（
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C
ase
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u
ropean

C
ou

rtR
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―3843.
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）

C
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/93,R

ockfon
,1995

E
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eports,I

―4291.

（
９
）

C
ase
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/78,C

h
oqu

et,1978
E

u
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C
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rtR
eports,I

―2293.

（
１０
）

O
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ou
rn
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1991,L

237,p.1
as

am
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C
ou

n
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irective
96

/47
/E

C
of23

Ju
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1996,O
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rn
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1996,L
235,p.1.

（
１１
）

C
ase
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/89,O

rgan
isation

en
D

an
ske

S
lagterier,1991

E
u

ropean
C

ou
rtR

eports,I

―2315.

（
１２
）

こ
れ
は
、
欧
州
委
員
会
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
規
則
で
、
輸
出
入
ラ
イ
セ
ン
ス
制
度
お
よ
び
農
業
産
品
の
事
前
証
明
書
の
適
用
に
関
す
る

翻 訳
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詳
細
な
規
定
を
有
し
て
い
る
。O

fficialJ
ou

rn
al,1980,L

228,p.1.

（
１３
）

C
ase

T

―69
/89,R

ad
io

T
elefis

E
irean

n
versu

s
C

om
m

ission
,1991

E
u

ropean
C

ou
rtR

eports,II

―485.
（
１４
）

C
ase

C

―159
/90,S

P
U

C
versu

s
G

rogan
an

d
oth

ers,1991
E

u
ropean

C
ou

rtR
eports,I

―4685.
（
１５
）

一
九
八
六
年
に
す
で
にT

.K
oopm

an
s

は
そ
の
論
文”T

h
e

role
of

law
in

th
e

n
ext

stage
of

E
u

ropean
in

tegration
”,in

In
tern

ation
al

an
d

C
om

parative
L

aw
Q

u
arterly,pp.925

―931

に
お
い
て
、
法
の
道
具
的
役
割
の
減
少
と
ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
へ
の
回

帰
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
的
役
割
は
、
法
の
秩
序
を
作
り
出
す
役
割
に
注
目
し
て
お
り
、
法
的
直
接
主
義
に
は
さ
ほ

ど
重
点
を
置
い
て
い
な
い
。
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