
て
、
使
用
者
側
が
、
自
分
た
ち
は
「
使
用
者
」
で
は
な
い

と
団
体
交
渉
を
拒
否
し
た
事
例
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回

も
同
じ
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
折
し
も
本
書
の
編
集
の

最
終
段
階
で
、
２
０
２
２
年
11
月
25
日
、
ウ
ー
バ
ー
イ
ー

ツ
ユ
ニ
オ
ン
の
救
済
申
立
て
が
都
労
委
で
認
め
ら
れ
ま
し

た
。政

府
や
使
用
者
は
、
こ
の
20
〜
30
年
で
、
あ
ま
り
に
ひ

ど
い
状
態
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、「
賃
上
げ
」
を
言
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
個
々
の
使
用
者
は
「
自
分

の
と
こ
ろ
は
無
理
だ
」
と
言
い
ま
す
。
問
題
の
焦
点
は
こ

こ
に
あ
り
ま
す
。「
持
続
可
能
性
」
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
社
会
全
体
の
生
産
、
分
配
、
消
費
の
あ
り
方
に
目
を

向
け
、
根
本
か
ら
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代

に
入
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
政
府
や
使
用
者
が
、「
何
を

言
っ
て
い
る
か
」
で
は
な
く
、「
何
を
し
て
い
る
か
」
で
判

断
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
労
働
者
の
生
活
安
定
な
く

し
て
社
会
の
持
続
可
能
性
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
本
末
転
倒
の
社
会
に
焦
点
を
当
て

て
、
こ
の
社
会
を
変
え
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
生
ま
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
、
労
働
者
が
社
会
の
主
人
公
で
あ
り
、
労

働
者
の
権
利
は
、
誰
か
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
自

ら
闘
い
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
字
通
り
「
権
利
」
と
な
る
、

と
い
う
民
主
主
義
の
思
想
が
貫
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、
労

働
者
の
闘
い
は
負
け
る
こ
と
も
多
く
、
表
面
的
に
は
後
退

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
必
ず
闘
い
が
生
ま
れ
、
最

後
に
は
労
働
者
が
勝
利
す
る
と
い
う
、
資
本
主
義
の
法
則

に
つ
い
て
の
確
信
も
底
流
に
は
流
れ
て
い
ま
す
。

も
と
よ
り
、
本
書
は
す
べ
て
の
課
題
に
応
え
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
社
会
と
労
働
組
合
に
つ
い
て
考
え
る

素
材
と
し
て
、
職
場
や
地
域
の
仲
間
と
学
習
し
な
が
ら
補

強
し
て
い
た
だ
き
、
闘
い
の
前
進
に
つ
な
が
る
こ
と
を
願

っ
て
い
ま
す
。

な
お
、
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
各
章
ご
と
に
執
筆
者
全

員
で
検
討
し
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
各
執
筆

者
が
責
任
を
負
う
も
の
で
す
。

　
は
じ
め
に

本
書
は
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
労
働
大
学
が
労
働
大
学
出
版

セ
ン
タ
ー
と
協
力
し
て
行
っ
て
い
る
通
信
教
育
講
座
の

「
労
働
組
合
」
講
座
テ
キ
ス
ト
の
全
面
改
訂
版
と
し
て
発
行

さ
れ
ま
し
た
。
旧
版
の
発
行
か
ら
30
年
、
バ
ブ
ル
崩
壊
、
金

融
危
機
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
な
ど
を
経
て
、
情
勢
は
激

変
し
ま
し
た
。
一
方
に
は
莫
大
な
富
の
蓄
積
が
、
他
方
に

は
労
働
者
の
非
正
規
化
、
地
位
の
著

い
ち
じ
るし

い
後
退
が
進
み
ま

し
た
。
本
書
で
は
、
こ
の
間
の
変
化
を
追
い
、
今
日
の
実

態
と
課
題
を
具
体
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
努
め
ま

し
た
。

本
文
に
入
る
前
に
強
調
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
す
べ

て
の
富
は
労
働
者
が
生
み
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
労

働
な
く
し
て
社
会
の
存
続
は
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
こ

と
で
す
。
こ
の
社
会
は
、
途
切
れ
る
こ
と
の
な
い
労
働
で

支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
生
き
る
た
め
に
欠
か
せ

な
い
衣
食
住
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
、

交
通
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
教
育
、
医
療
、
介
護
、
芸
術
・
娯

楽
…
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
労
働
に
よ
っ
て
支
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
た
っ
た
一
日
で
も
労
働
を
止
め
る
と
大
変

な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
電
車
が
止
ま
れ
ば
身
動
き
で
き
ま

せ
ん
。
電
気
や
水
道
、
ガ
ス
が
止
ま
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
命

に
か
か
わ
り
ま
す
。
公
的
医
療
や
保
健
所
機
能
に
関
し
て
、

新
型
コ
ロ
ナ
禍
は
、
行
政
改
革
の
負
の
側
面
を
浮
き
彫
り

に
し
ま
し
た
。
こ
の
欠
か
せ
な
い
労
働
が
著
し
く
軽
視
さ

れ
て
き
た
の
で
す
。
本
末
転
倒
と
言
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

こ
の
30
年
間
に
、
労
働
者
の
大
多
数
の
賃
金
が
大
幅
に

下
が
り
、
長
時
間
労
働
が
蔓
延
し
て
い
ま
す
。
使
用
者
の

意
思
で
、
勝
手
に
賃
金
が
下
げ
ら
れ
た
り
、
解
雇
さ
れ
た

り
し
ま
す
。
解
雇
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
長
時
間
労
働
、
超

低
賃
金
で
「
辞
め
た
く
な
る
」
の
が
多
く
の
職
場
の
実
態

で
す
。
今
「
人
手
不
足
」
が
騒
が
れ
て
い
ま
す
が
、
雇
う

側
は
、
身
か
ら
出
た
錆さ
び

だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
ま

せ
ん
。
近
年
、
本
文
で
も
何
回
か
紹
介
さ
れ
て
い
る
ウ
ー

バ
ー
イ
ー
ツ
配
達
員
の
よ
う
な
、
労
働
者
性
が
問
題
と
な

る
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
労
働
者
も
増
え
て
い
ま
す
。

過
去
に
も
、
団
体
交
渉
を
申
し
入
れ
た
労
働
組
合
に
対
し
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一	

労
働
に
は
ル
ー
ル
が
あ
る

労
働
者
と
は
ど
う
い
う
存
在
か
。

こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
は
た
ら
く
者
の
権
利
」
で
す
。

言
い
換
え
れ
ば
、「
労
働
者
の
権
利
」
で
す
。
し
か
し
、
こ

の
本
を
読
ま
れ
る
方
の
中
に
は
、
い
や
「
私
は
社
員
だ
」

と
か
、「
公
務
員
だ
」、「
教
員
だ
」
と
お
っ
し
ゃ
る
方
が
い

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
労
働
者
と
は
何

か
」
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

労
働
基
準
法
（
以
下
、
労
基
法
）
第
９
条
で
は
、「（
労

働
者
と
は
）
職
業
の
種
類
を
問
わ
ず
、
事
業
又
は
事
業
所

に
使
用
さ
れ
る
者
で
、
賃
金
を
支
払
わ
れ
る
者
」
と
さ
れ

て
い
ま
す
。
事
業
又
は
事
業
所
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
で
は
原
料
や
、
機
械
、
工
場
・
作
業
場
（
総

称
し
て
生
産
手
段
と
言
い
ま
す
）
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

生
産
手
段
か
ら
自
由
で
、
い
つ
で
も
働
け
る
自
由
な
人
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
近
年
で
は
、「
事
業
又
は
事
業
所
に
使
用
さ

れ
」
ず
、
自
ら
生
産
手
段
を
所
有
し
て
い
る
人
、
つ
ま
り
、

労
働
者
の
第
２
の
定
義
、「
生
産
手
段
か
ら
自
由
」
で
な
い

よ
う
な
労
働
者
が
生
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
ッ
ト
フ

ォ
ー
ム
労
働
と
か
、
ギ
グ
ワ
ー
カ
ー
な
ど
と
呼
ば
れ
る
労

働
者
で
す
（
連
合
は
こ
れ
を
「
曖
昧
な
雇
用
関
係
」
と
総

称
し
て
い
ま
す
）。
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
に
よ
る
外
出
規
制

で
一
気
に
拡
大
し
た
ウ
ー
バ
ー
イ
ー
ツ
の
配
送
に
従
事
し

て
い
る
人
た
ち
、
自
宅
で
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
開
発
の
一
部
を

受
託
す
る
労
働
者
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
労
働
も
ウ
ー
バ
ー
運
営
の
シ
ス

テ
ム
、
請
負
元
の
シ
ス
テ
ム
（
た
と
え
ば
ウ
ー
バ
ー
イ
ー

ツ
の
注
文
・
発
注
の
シ
ス
テ
ム
）
が
な
け
れ
ば
働
く
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
請
負
元
の
シ
ス
テ
ム
こ
そ

主
要
な
生
産
手
段
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
も
生
産
手
段
を
持
た
な
い
存
在
、つ
ま

り
労
働
者
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
日
本
に
は
労
働
者
は
ど
の
く
ら
い
い
る
の
で

し
ょ
う
か
？　

労
働
力
調
査
（
２
０
２
１
年
11
月
）
に
よ

れ
ば
、
15
歳
以
上
の
人
口
は
１
億
１
０
２
８
万
人
、
そ
の

う
ち
役
員
を
除
く
雇
用
者
は
５
６
３
３
万
人
い
ま
す
。
こ

の
雇
用
者
の
内
訳
に
は
、
正
規
の
職
員
・
従
業
員
が
３
５

４
６
万
人
（
雇
用
者
の
約
63
％
）、
非
正
規
の
職
員
・
従
業

員
が
２
０
８
７
万
人
（
同
じ
く
37
％
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

非
正
規
の
中
に
は
、
パ
ー
ト
、
ア
ル
バ
イ
ト
、
派
遣
、
契

約
と
呼
ば
れ
る
有
期
の
雇
用
期
間
、
短
時
間
な
ど
正
規
と

異
な
る
不
安
定
な
雇
用
形
態
で
働
く
労
働
者
が
含
ま
れ
ま

す
。
雇
用
者
の
中
に
は
２
０
２
１
年
６
月
時
点
で
１
７
２

万
人
と
さ
れ
る
外
国
人
労
働
者
も
含
ま
れ
ま
す
（
２
０
２

１
年
10
月
15
日
出
入
国
在
留
管
理
庁
発
表
）。
前
述
し
た
プ

ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
マ
ー
の
数
を
調
べ
た
公
式
な
統
計
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
あ
る
人
材
仲
介
業
者
の
調
査
に
よ
れ
ば
副
業

と
し
て
ギ
グ
ワ
ー
ク
に
従
事
し
て
い
る
人
だ
け
で
数
百
万

人
に
上
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
私
た
ち
は
労
働
力
商
品
を
売
っ
て
い
る

私
た
ち
が
暮
ら
し
、
働
く
こ
の
資
本
主
義
社
会
で
は
あ

ら
ゆ
る
も
の
が
商
品
と
な
り
、
売
り
買
い
さ
れ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
労
働
者
の
働
く
能
力
（
労
働
力
）
さ
え
も
、
賃
金

と
い
う
価
格
を
つ
け
ら
れ
、
労
働
市
場
で
売
買
さ
れ
て
い

ま
す
。
た
だ
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
労
働
力
と

い
う
商
品
は
本
来
商
品
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
特
殊
な

商
品
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
際
労
働
機
関
（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）

は
、「
労
働
は
商
品
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
（
フ
ィ

ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
宣
言
）
が
、
こ
の
表
現
自
体
、
労
働
力
商

品
の
持
つ
矛
盾
（
商
品
で
あ
っ
て
商
品
で
は
な
い
）
を
表

し
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
、
労
働
力
商
品
は
特
殊
な
商
品
な
の
で
し
ょ
う
か
。

普
通
の
商
品
、
た
と
え
ば
リ
ン
ゴ
は
、
い
っ
た
ん
そ
れ
が

売
買
さ
れ
、
売
り
手
か
ら
買
い
手
の
手
に
移
れ
ば
、
そ
の

第
一
章	

は
た
ら
く
者
の
権
利
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消
費
過
程
で
は
、
買
い
手
が
こ
の
リ
ン
ゴ
を
そ
の
ま
ま
齧か
じ

っ
て
も
、
煮
て
も
い
い
し
、
極
端
な
場
合
、
食
べ
ず
に
地

面
に
捨
て
て
踏
み
に
じ
っ
て
も
、
買
い
手
の
自
由
で
す
。

し
か
し
労
働
力
商
品
は
違
い
ま
す
。
い
く
ら
労
働
力
を

買
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
消
費
過
程
で
あ
る
労
働
過

程
で
、
人
間
の
生
理
的
能
力
を
超
え
て
長
時
間
、
し
か
も

重
労
働
を
課
し
た
り
、
寒
い
場
所
や
暑
い
場
所
で
は
た
ら

か
せ
れ
ば
、
極
端
に
疲
労
し
、
そ
れ
が
重
な
れ
ば
、
労
働

者
は
病
気
に
な
っ
た
り
、
け
が
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
度

を
超
せ
ば
死
に
至
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、

労
働
力
を
売
る
場
合
に
は
、
一
定
の
条
件
（
制
限
）
が
必

要
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
条
件
は
あ
ら
か
じ
め
労
働
者

に
提
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

一
定
の
条
件
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
？　

第
一

は
、
時
間
当
た
り
賃
金
は
い
く
ら
な
の
か
、
で
し
ょ
う
。

こ
れ
は
総
額
い
く
ら
、
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
不
十
分

で
す
。
総
額
は
い
く
ら
だ
、
と
謳う

た

っ
て
い
て
も
、
実
際
は

時
間
外
賃
金
込
み
で
残
業
を
や
ら
せ
放
題
、
と
い
う
ブ
ラ

ッ
ク
企
業
は
数
多
く
存
在
し
ま
す
。
労
働
時
間
に
制
限
を

加
え
な
い
と
私
た
ち
労
働
者
は
、
資
本
の
思
い
の
ま
ま
に

は
た
ら
か
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

ま
た
、
詳
し
い
こ
と
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
第
三
章
、
第

四
章
で
触
れ
ら
れ
ま
す
が
、
１
９
９
０
年
代
後
半
に
導
入

が
始
っ
た
「
成
果
主
義
賃
金
」
や
、
こ
こ
数
年
で
資
本
の

側
が
言
い
出
し
て
い
る
「
ジ
ョ
ブ
型
賃
金
」
な
ど
、
時
間

に
よ
ら
な
い
賃
金
の
支
払
い
方
法
へ
の
変
更
は
、
結
果
と

し
て
労
働
者
の
業
務
量
を
強
い
力
を
持
つ
資
本
家
側
が
決

定
し
、
労
働
者
に
押
し
付
け
、
時
間
当
た
り
賃
金
を
引
き

下
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。

第
二
は
、
労
働
条
件
で
す
。
ど
ん
な
仕
事
を
す
る
の
か
、

労
働
の
場
所
（
屋
外
な
の
か
、
室
内
な
の
か
）、
配
置
転
換

は
あ
る
の
か
、
転
勤
が
あ
る
場
合
は
そ
の
範
囲
な
ど
、
労

働
は
何
時
か
ら
始
ま
り
何
時
に
終
わ
る
の
か
、
休
憩
時
間

は
ど
れ
だ
け
あ
る
の
か
、
週
当
た
り
の
労
働
時
間
は
何
時

間
か
、
休
日
は
い
つ
で
、
年
間
何
日
あ
る
の
か
、
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
ま
す
。

日
本
の
最
高
法
規
で
あ
る
日
本
国
憲
法
（
以
下
、
憲
法
）

は
、
第
27
条
第
１
項
で
「
賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の

他
の
勤
労
条
件
に
関
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め

る
」
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
受
け
て
１
９
４
７
年
「
労

基
法
」
が
公
布
さ
れ
ま
す
（
最
低
賃
金
法
、
労
働
安
全
衛

生
法
は
、
労
基
法
の
条
文
か
ら
独
立
す
る
形
で
、
そ
れ
ぞ

れ
１
９
５
９
年
、
１
９
７
２
年
に
公
布
）。

労
基
法
は
私
た
ち
が
働
く
上
で
の
基
準
に
な
り
ま
す
か

ら
、
そ
の
条
項
に
そ
っ
て
何
が
定
め
ら
れ
て
い
る
か
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

●
労
基
法
の
あ
ら
ま
し

労
基
法
で
定
め
ら
れ
た
概
要
は
、
次
頁
表
１
の
と
お
り

で
す
が
、
と
く
に
、
第
１
条
（
労
働
条
件
の
原
則
）
で
、

「
労
働
条
件
は
、
労
働
者
が
人
た
る
に
値
す
る
生
活
を
営

む
た
め
の
必
要
を
み
な
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
た
う
え
で
、「
こ
の
法
律
で
定
め
る
労
働
条
件
の

基
準
は
最
低
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
労
働
関
係
の
当
事
者

は
、
こ
の
基
準
を
理
由
と
し
て
労
働
条
件
を
低
下
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
そ
の
向
上
を
図は

か

る
よ
う

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
こ
と
は
忘
れ

な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

労
基
法
は
、前
述
の
通
り
「（
賃
金
・
労
働
条
件
の
）
最

低
限
」
を
定
め
、
こ
れ
に
違
反
す
る
使
用
者
を
罰
す
る
、

と
い
う
強
行
規
定
を
も
っ
て
い
る
法
律
で
す
。
戦
後
日
本

の
労
働
者
は
、
こ
の
法
律
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
な
が
ら
、

「
産
業
構
造
の
転
換
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
口
実
の
も
と
、

資
本
が
変
形
労
働
を
導
入
し
、
た
や
す
く
首
を
切
り
、
労

働
者
を
よ
り
柔
軟
に
働
か
せ
よ
う
と
す
る
攻
撃
と
闘
っ
て

き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
後
で
紹
介
す
る
労
働
基
準
を
定
め

る
法
律
の
制
定
を
求
め
る
労
働
者
の
闘
い
の
中
で
、
資
本

の
側
が
つ
ね
に
そ
の
骨
抜
き
を
図
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
明

ら
か
で
す
。
労
働
者
は
こ
れ
に
抗
し
て
解
雇
反
対
、
労
働

時
間
の
短
縮
を
も
と
め
て
闘
っ
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
い
つ
で
も
だ
れ
で
も
解
雇
し
て
い
い
の
か
、

た
と
え
有
期
雇
用
の
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
複
数

回
更
新
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
労
働
者
は
次
も
雇
用
さ
れ

る
と
期
待
し
て
い
い
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
し
た
理
不
尽

な
取
り
扱
い
を
巡め

ぐ

っ
て
裁
判
闘
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
、
解

雇
に
一
定
の
制
限
を
加
え
る
こ
と
が
判
例
と
し
て
確
立
し

て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
判
例
を
踏
ま
え
て
、「
整
理

解
雇
４
要
件
」（
①
人
員
整
理
の
必
要
性
、
②
解
雇
回
避
努

力
義
務
の
履
行
、
③
被
解
雇
者
選
定
の
合
理
性
、
④
解
雇

手
続
の
妥
当
性
）、「
無
期
雇
用
転
換
権
」
な
ど
が
労
働
契
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