
昨
年
11
月
21
日
（
火
）
夜
、

労
供
労
組
協
主
催
の
「
Ｉ
Ｌ

Ｏ
『
雇
用
関
係
に
関
す
る
勧

告
』
を
ど
う
活
か
す
か
〜
偽

装
請
負
を
な
く
し
、
雇
用
の

拡
大
を
〜
」
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

が
開
か
れ
、
17
組
合
約
40
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

昨
年
６
月
の
第
95
回
Ｉ
Ｌ
Ｏ

総
会
に
お
け
る
雇
用
関
係
の

討
議
に
参
加
し
た
労
供
労
組

協
・
横
山
南
人
事
務
局
長
と

東
洋
大
学
法
学
部
の
鎌
田
耕

一
教
授
を
パ
ネ
リ
ス
ト
に
む

か
え
、
今
回
採
択
さ
れ
た

「
雇
用
関
係
に
関
す
る
勧
告
」

を
労
働
組
合
は
ど
の
よ
う
な

か
た
ち
で
運
動
に
活
用
で
き

る
の
か
を
討
議
、
検
討
す
る

こ
と
を
目
的
に
開
か
れ
た
も

の
で
す
。

開
会
の
挨
拶
で
伊
藤
議
長

は
「
今
日
、
非
正
規
労
働
者

の
問
題
が
大
き
く
ク
ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
る
が
、
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、

派
遣
や
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
な
ど
直
接
雇
用
さ
れ
て
い

る
人
た
ち
（
被
用
者
）
で
あ

る
。
労
供
労
組
協
に
参
加
し

て
い
る
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、

請
負
、
芸
能
人
、
音
楽
家
、

運
転
手
、
編
集
請
負
な
ど
の

労
働
者
は
、
被
用
者
（
雇
用

労
働
者
）
な
の
か
事
業
主
な

の
か
、
そ
れ
は
ど
う
定
義
さ

れ
る
べ
き
か
と
い
う
視
点
か

ら
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
勧
告
討
議
が

わ
れ
わ
れ
に
も
影
響
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
横
山
事
務
局

長
を
派
遣
し
た
。
」
と
述
べ

ま
し
た
。

最
初
に
横
山
事
務
局
長
が
、

「
こ
れ
ま
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
雇

用
関
係
に
つ
い
て
、
こ
の
10

年
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
き

た
。
何
ら
成
果
が
な
い
ま
ま

終
わ
っ
た
２
０
０
０
年
５
月

に
は
、
①
雇
用
関
係
の
不
十

分
さ
②
雇
用
関
係
の
範
囲
の

見
直
し
な
ど
の
共
同
声
明
、

そ
し
て
２
０
０
３
年
の
総
会

で
『
雇
用
関
係
に
つ
い
て
勧

告
を
作
成
す
べ
き
』
と
の
一

般
討
議
を
受
け
て
今
回
の
勧

告
の
討
議
と
な
っ
た
。
」
と

討
議
経
過
を
含
め
て
報
告
し

ま
し
た
（
報
告
は
２
面
参
照
）
。

東
洋
大
学
法
学
部
の
鎌
田

教
授
は
、
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
雇
用

関
係
に
関
す
る
勧
告
は
、
こ

れ
ま
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
97
年
か
ら

98
年
に
か
け
て
討
議
さ
れ
て

き
た
契
約
労
働
条
約
案
を
引

き
継
い
で
い
る
の
で
、
そ
れ

と
の
関
連
で
み
る
必
要
が
あ

る
。
今
回
の
勧
告
は
反
対
・

棄
権
が
あ
っ
た
中
で
の
採
択

な
の
で
、
一
挙
に
事
態
が
前

進
す
る
か
ど
う
か
は
予
断
を

Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
「
雇
用
関

係
に
関
す
る
勧
告
」
が
採
択

さ
れ
た
の
を
受
け
て
労
供
労

組
協
は
９
月
20
日
に
厚
生
労

働
省
と
の
交
渉
を
行
い
ま
し

た
。
以
下
、
そ
の
概
要
で
す
。

（
文
責
・
編
集
部
）

Q1

日
本
政
府
は
、
「
勧
告
・

推
定
規
定
の
導
入
は
必
要
な

い
」
と
し
な
が
ら
、
総
会
で

は
勧
告
案
に
賛
成
し
た
理
由

は
な
に
か
。
Ｉ
Ｌ
Ｏ
に
対
し

て
報
告
義
務
が
あ
る
。
ど
う

報
告
す
る
の
か
。

A1

勧
告
に
賛
成
し
た
の
は

推
定
規
定
に
は
拘
束
性
が
な

く
柔
軟
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

報
告
す
べ
き
内
容
も
ま
だ
明

ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
し
、

調
査
の
必
要
性
は
な
い
と
も

あ
る
と
も
い
え
な
い
。
問
題

が
あ
れ
ば
（
調
査
）
で
き
る

許
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
」

と
述
べ
ま
し
た
（
報
告
は
２

〜
４
面
参
照
）
。

そ
の
後
、
フ
ロ
ア
か
ら
は

音
楽
ユ
ニ
オ
ン
、
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
・
ユ
ニ
オ
ン
な
ど
４
名
の

発
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
紙

面
の
関
係
で
省
略
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

が
、
一
般
論
と
し
て
は
（
全

体
の
調
査
は
）
無
理
で
あ
る
。

Q2

勧
告
で
示
さ
れ
て
い
る

「
雇
用
の
判
断
基
準
」
に
つ

い
て
日
本
の
現
行
法
で
満
た

し
て
い
る
部
分
、
満
た
し
て

い
な
い
部
分
は
ど
こ
か
。
今

後
ど
う
対
処
す
る
の
か
。

A2

（
判
断
基
準
は
）
「
こ

ん
な
指
標
を
持
っ
て
は
ど
う

か
」
と
い
う
こ
と
（
な
の
）

で
賛
成
し
た
。
雇
用
関
係
の

判
断
は
、
使
用
・
従
属
関
係

や
賃
金
な
ど
で
総
合
的
に
判

断
し
て
い
る
。
「
特
定
の
産

業
で
代
表
的
な
労
使
が
雇
用

労
働
者
か
自
営
業
者
か
を
決

め
る
こ
と
に
つ
い
て
」
は
、

柔
軟
な
考
え
方
も
あ
る
と
い

う
こ
と
で
賛
成
し
た
。
（
推

定
規
定
で
）
「
何
か
一
つ
あ

れ
ば
（
労
働
者
と
）
認
め
る
」

の
は
問
題
だ
と
思
う
。

Q3

勧
告
で
は
雇
用
関
係
の

存
在
を
判
断
す
る
た
め
の
幅

広
い
手
段
を
求
め
て
い
る
が
、

日
本
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う

な
手
段
が
考
え
ら
れ
る
か
。

A3

広
く
あ
い
ま
い
な
勧
告

な
の
で
（
賛
成
し
た
）
。
今

の
通
達
等
で
充
分
だ
と
考
え

て
い
る
。
最
低
限
は
満
た
し

て
い
る
と
思
う
が
、
こ
れ
で

い
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。

具
体
的
・
個
別
的
に
そ
れ
ぞ

れ
の
事
例
で
判
断
す
る
。

Q4

雇
用
関
係
の
実
態
を
調

査
し
、
雇
用
労
働
者
が
本
来

受
け
ら
れ
る
保
護
の
施
策
を

す
べ
き
だ
が
。

A4

（
賃
金
確
保
法
を
使
う

な
ど
）
や
れ
る
と
こ
ろ
か
ら

や
っ
て
い
る
。
通
達
を
出
し
、

個
別
に
対
応
し
て
い
る
。
ど

こ
ま
で
や
れ
ば
い
い
の
か
難

し
い
問
題
だ
（
主
な
回
答
の

み
）
。
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【
こ
れ
ま
で
の
経
過
】

こ
れ
ま
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は

雇
用
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の

よ
う
な
議
論
が
な
さ
れ
て
き

た
の
か
、
簡
単
に
振
り
返
っ

て
み
た
い
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
で
は
「
雇
用
関
係
」

は
労
働
者
に
対
す
る
雇
用
主

の
権
利
と
義
務
と
性
格
の
範

囲
を
決
定
す
る
た
め
に
重
要

な
評
価
基
準
で
あ
る
と
認
識

し
て
お
り
、
こ
の
10
年
あ
ま

り
い
ろ
い
ろ
議
論
さ
れ
て
き

た
。１

９
９
７
、
９
８
年
に
は

「
契
約
労
働
条
約
案
」
に
つ

い
て
討
議
さ
れ
た
。
そ
の
目

的
は
、
無
保
護
労
働
者
を
保

護
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

た
め
に
何
ら
か
の
条
約
な
り

勧
告
を
つ
く
り
た
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。
し
か
し
、

「
契
約
労
働
」
に
つ
い
て
概

念
の
な
い
国
が
あ
る
な
ど
し

て
、
共
通
理
解
は
得
ら
れ
ず
、

何
ら
成
果
が
な
い
ま
ま
終
わ
っ

て
し
ま
っ
た
が
、
「
専
門
家

会
議
の
開
催
と
４
年
以
内
の

再
討
議
」
が
決
議
さ
れ
た
。

２
０
０
０
年
５
月
に
は

「
保
護
を
必
要
と
す
る
状
況

に
あ
る
労
働
者
に
関
す
る
３

者
間
専
門
家
会
議
」
が
開
か

れ
た
。
こ
の
中
で
、
①
雇
用

関
係
の
不
十
分
さ
、
②
雇
用

関
係
の
範
囲
の
継
続
的
な
見

直
し
、
③
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
労
働
者

保
護
政
策
の
重
要
な
役
割
、

に
つ
い
て
共
同
声
明
が
採
択

さ
れ
た
。

２
０
０
３
年
の
第
91
回
総

会
で
は
、
「
雇
用
関
係
の
範

囲
」
に
関
す
る
一
般
討
議
が

行
わ
れ
た
。

こ
の
総
会
で
は
無
保
護
労

働
者
が
存
在
す
る
ざ
ま
ざ
ま

な
原
因
に
つ
い
て
討
議
さ
れ
、

最
終
的
に
は
25
の
結
論
を
採

択
し
て
い
る
。

結
論
で
は
労
働
者
が
保
護

さ
れ
て
い
な
い
状
況
に
つ
い

て
、
「
偽
装
雇
用
」
、
「
あ

い
ま
い
な
雇
用
関
係
」
、

「
三
角
雇
用
関
係
」
に
つ
い

て
言
及
し
「
雇
用
関
係
に
つ

い
て
勧
告
を
作
成
す
べ
き
で

あ
る
」
と
し
て
い
る
。

こ

れ
を
受
け
て
、
２
０
０
６
年

の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
で
勧
告
案
の

討
議
が
な
さ
れ
た
。

【
討
議
概
要
と
勧
告
案
】

Ｉ
Ｌ
Ｏ
総
会
は
、
２
０
０

６
年
５
月
31
日
か
ら
６
月
15

日
ま
で
開
か
れ
た
。
５
月
30

日
に
は
、
労
働
側
の
準
備
会

議
、
31
日
は
開
会
式
が
行
わ

れ
た
。
雇
用
関
係
委
員
会
は

６
月
９
日
ま
で
開
か
れ
、
15

日
の
本
会
議
で
勧
告
成
立
の

た
め
の
投
票
が
あ
っ
た
。

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
各
委
員
会
は
、

政
労
使
の
三
者
で
討
議
さ
れ

る
。
政
府
側
は
誰
で
も
自
由

に
発
言
で
き
る
が
、
労
働
側
、

経
営
側
は
そ
れ
ぞ
れ
ス
ポ
ー

ク
ス
パ
ー
ソ
ン
１
人
だ
け
が

発
言
で
き
る
仕
組
み
で
あ
る
。

委
員
会
に
先
立
っ
て
労
働
者

側
の
グ
ル
ー
プ
ミ
ー
テ
ィ
ン

グ
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
誰
で

も
、
自
由
に
発
言
で
き
る
。

総
会
に
先
立
っ
て
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
事
務
局
が
勧
告
案
を
作
成

し
て
い
て
、
そ
れ
に
対
す
る

意
見
が
最
初
に
出
さ
れ
た
。

労
働
側
は
、
「
公
正
さ
、
そ

し
て
正
義
を
求
め
て
い
る
。

２
０
０
３
年
の
25
の
結
論
が

勧
告
案
に
正
し
く
反
映
さ
れ

る
か
、
確
認
が
必
要
だ
。
」

と
述
べ
、
何
と
し
て
も
勧
告

案
を
成
立
さ
せ
た
い
と
い
う

意
気
込
み
を
感
じ
た
。
一
方
、

経
営
側
は
、
「
偽
装
雇
用
を

取
り
上
げ
る
こ
と
は
確
認
し

た
。
そ
の
他
（
あ
い
ま
い
な

雇
用
関
係
、
三
角
雇
用
関
係
）

に
つ
い
て
は
、
不
必
要
で
、

勧
告
案
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

の
は
残
念
だ
。
」
と
の
認
識

を
示
し
た
。
政
府
の
意
見
は

多
数
の
発
展
途
上
国
が
勧
告

案
に
賛
成
だ
っ
た
。
日
本
政

府
は
、
「
議
論
す
べ
き
点
が

あ
る
。
各
国
が
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
」

と
発
言
し
た
。

討
議
さ
れ
た
主
な
も
の
は
、

３
つ
の
雇
用
関
係
（
①
偽
装

雇
用
②
あ
い
ま
い
な
雇
用
関

係
③
三
角
雇
用
関
係
）
、
雇

用
関
係
存
在
の
決
定
に
摘
要

さ
れ
る
従
属
と
依
存
、
そ
し

て
推
定
規
定
で
あ
る
。

三
角
雇
用
関
係
に
つ
い
て

は
勧
告
条
文
案
で
は
「
第
三

者
の
た
め
に
役
務
を
提
供
」

と
い
う
文
章
が
討
議
の
結
果

「
『
複
数
当
事
者
が
関
与
す

る
も
の
』
と
い
う
表
現
に
変

わ
っ
た
り
、
経
営
側
の
審
議

拒
否
な
ど
、
紆
余
曲
折
あ
っ

た
が
、
最
終
的
に
は
事
務
局

原
案
の
要
点
が
網
羅
さ
れ
た

勧
告
が
賛
成
３
２
９
、
反
対

94
、
棄
権
40
で
採
択
さ
れ
た
。

日
本
政
府
は
賛
成
し
、
日
本

経
団
連
は
反
対
し
た
。

【
Ｉ
Ｌ
Ｏ
勧
告
の
意
義
】

私
が
お
話
し
た
い
第
一
は
、

２
０
０
６
年
に
採
択
さ
れ
た

Ｉ
Ｌ
Ｏ
「
雇
用
関
係
に
関
す

る
勧
告
」
は
、
労
働
法
で
保

護
さ
れ
る
就
業
者
の
範
囲
に

つ
い
て
画
期
的
な
意
義
を
も

つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
勧
告
は
１
９
９
７

年
か
ら
98
年
に
か
け
て
Ｉ
Ｌ

Ｏ
で
討
議
さ
れ
た
「
契
約
労

働
条
約
案
」
を
引
き
継
い
で

い
る
の
で
、
そ
れ
と
の
関
連

で
そ
の
意
義
を
評
価
す
る
必

要
が
あ
る
。

「
契
約
労
働
条
約
案
」
は

大
変
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
条
約

案
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
伝

統
的
な
雇
用
労
働
者
で
は
な

い
が
、
保
護
す
べ
き
就
業
者

に
労
働
法
上
の
保
護
を
必
要

に
応
じ
て
付
与
し
て
は
ど
う

か
」
と
い
う
問
題
意
識
か
ら

で
き
て
い
た
。

こ
れ
に
は
使
用
者
側
は
激

し
く
抵
抗
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
条
約
が
と
お
れ
ば
、
請

負
形
式
に
よ
る
労
働
者
の
利

用
が
か
な
り
制
約
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
か
ら
だ
。
他
方
で
、

労
働
側
に
も
批
判
が
あ
っ
た
。

な
ぜ
か
と
い
え
ば
、
伝
統
的

な
労
働
者
で
は
な
い
が
労
働

者
保
護
を
必
要
な
範
囲
で
付

与
す
べ
き
労
働
者
が
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
１
０
０
％
保

護
を
受
け
な
い
第
２
級
の
労

働
者
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
れ
は
労
働
者
の
中
に

格
差
、
差
別
を
持
ち
込
む
の

で
は
な
い
か
、
危
惧
さ
れ
た

か
ら
だ
。

そ
の
結
果
、
「
契
約
労
働

条
約
案
」
は
、
経
営
者
の
強

い
反
対
と
第
３
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
労
働
者
と
個
人
事
業
主
の

中
間
に
い
る
人
）
の
定
義
に

つ
い
て
各
国
政
府
に
共
通
理

解
が
得
ら
れ
ず
失
敗
し
た
。
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【
問
題
の
所
在
】

そ
の
後
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
事
務
局

で
は
専
門
家
会
議
を
つ
く
り
、

仕
切
り
直
し
を
し
た
。
そ
の

と
き
に
専
門
家
会
議
は
、
第

３
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
み
な
さ

れ
る
よ
う
な
表
現
を
す
べ
て

は
ず
し
て
、
雇
用
関
係
の
範

囲
に
関
す
る
問
題
と
し
て
提

起
し
た
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
と

し
て
議
論
は
し
や
す
い
が
問

題
の
趣
旨
が
あ
い
ま
い
に
な
っ

た
。そ

れ
は
な
ぜ
か
。
実
質
的

に
は
労
働
関
係
（
雇
用
関
係
）

が
あ
る
が
、
契
約
形
式
上
で

は
「
請
負
・
委
任
・
委
託
」

と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
、
す

な
わ
ち
、
実
質
的
に
は
労
働

者
な
の
に
故
意
に
契
約
を
違

う
形
で
偽
装
す
る
場
合
（
偽

装
雇
用
）
だ
け
が
問
題
だ
と

さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。

こ
う
い
う
問
題
だ
と
す
れ
ば
、

当
事
者
が
請
負
、
委
託
だ
と

い
っ
て
も
、
実
質
的
に
は
雇

用
・
労
働
関
係
が
あ
る
の
か

ど
う
か
で
判
断
す
れ
ば
い
い

と
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
理
解
で
は
、
こ
の

問
題
の
真
相
が
充
分
に
認
識

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
契

約
の
形
式
に
か
か
わ
ら
ず
実

質
的
に
労
働
関
係
を
判
断
す

べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
ど
こ
の
国
で
も
や
っ

て
い
る
か
ら
だ
。
日
本
政
府

も
同
じ
立
場
で
あ
り
、
今
回

の
「
雇
用
関
係
の
範
囲
」
の

議
題
は
何
ら
目
新
し
い
も
の

は
な
い
が
、
一
部
の
国
で
は

契
約
形
式
が
重
視
さ
れ
る
と

こ
ろ
も
あ
る
の
で
そ
う
い
う

国
で
は
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
を
言
い
た
い
。
つ
ま

り
、
「
偽
装
・
あ
い
ま
い
な

雇
用
」
の
定
義
に
も
か
か
わ

る
こ
と
だ
が
、
労
働
関
係
を

形
式
上
ほ
か
の
契
約
形
式
に

偽
装
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、

実
質
的
に
伝
統
的
労
働
関
係

と
比
較
し
て
雇
用
関
係
性
が

あ
い
ま
い
な
場
合
が
あ
り
、

こ
れ
を
も
視
野
に
入
れ
て
、

労
働
者
の
保
護
を
考
え
る
必

要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。そ

の
「
あ
い
ま
い
な
」
と

い
う
こ
と
の
原
因
を
一
言
で

言
え
ば
「
指
揮
・
命
令
関
係
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
使
用
者

に
よ
っ
て
「
指
揮
・
命
令
を

受
け
て
勤
務
す
る
」
と
い
う
、

特
に
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
を
中

心
に
労
働
者
の
仕
事
の
や
り

方
に
あ
る
程
度
の
裁
量
・
自

主
性
と
い
う
の
が
見
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
だ
。

し
た
が
っ
て
、
今
回
の

「
雇
用
関
係
の
勧
告
」
の
意

義
は
、
単
に
実
質
的
に
雇
用

関
係
に
あ
る
も
の
を
契
約
形

式
で
偽
装
す
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
な
く
、
雇
用
関
係
性

が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
る

も
の
を
、
い
か
に
労
働
法
の

適
用
範
囲
に
含
め
る
か
が
重

要
な
課
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。

こ
の
勧
告
は
、
「
あ
い
ま

い
な
雇
用
」
と
い
う
表
現
に

代
え
て
、
「
雇
用
関
係
に
明

確
さ
が
欠
け
る
場
合
」
と
い

う
表
現
を
使
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
を
も
勧
告
の
対
象
に
含

め
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

反
対
・
棄
権
票
が
多
か
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で

も
何
と
か
採
択
さ
れ
た
こ
と

は
、
労
働
側
か
ら
見
れ
ば
前

進
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は

な
い
か
。
一
方
、
か
な
り
の

反
対
・
棄
権
が
あ
っ
た
中
で

こ
の
勧
告
が
生
ま
れ
た
こ
と

か
ら
、
事
態
が
前
進
す
る
か

ど
う
か
は
各
国
の
労
働
組
合

運
動
に
か
な
り
依
存
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。

【
「
従
属
」
と
「
依
存
」
】

次
に
強
調
し
た
い
点
は
、

労
働
法
の
適
用
範
囲
を
判
断

す
る
基
準
を
ど
の
よ
う
に
考

え
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

い
う
こ
と
だ
。
こ
の
点
に
つ

い
て
や
や
具
体
的
な
一
定
の

方
針
を
示
し
た
の
が
、
こ
の

勧
告
の
第
二
の
意
義
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
、
横
山
さ
ん
が
指

摘
し
た
通
り
で
、
雇
用
関
係

の
有
無
を
判
断
す
る
基
準
と

し
て
「
従
属
・
依
存
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
。
特

に
「
依
存
」
と
い
う
と
こ
ろ

で
、
大
変
な
議
論
が
あ
っ
た
。

こ
れ
が
引
き
金
と
な
っ
て
使

用
者
側
は
議
論
を
拒
否
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。

英
語
で
は
、
「
デ
ィ
ペ
ン

デ
ン
ス
」
と
い
う
言
葉
だ
が
、

な
ぜ
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
こ
の

言
葉
に
経
営
者
側
が
反
対
し

た
の
か
。
こ
の
「
依
存
」
と

い
う
言
葉
は
実
は
勧
告
の
中

に
定
義
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

従
属
は

英
語
で
は
「
サ
ブ

オ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
で

あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は

「
依
存
」
と
似
た
よ
う
な
言

葉
で
あ
る
。
日
常
用
語
で
は

さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
が
、

「
契
約
労
働
条
約
案
」
の
時

か
ら
こ
の
二
つ
の
用
語
は
使

い
わ
け
ら
れ
て
き
た
。

「
従
属
」
は
指
揮
監
督
に

服
す
る
こ
と
を
指
す
が
、

「
依
存
」
は
「
経
済
的
依
存
」

を
さ
す
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。

つ
ま
り
、
通
常
「
従
属
」
と

は
「
指
揮
命
令
に
服
す
る
」

あ
る
い
「
事
業
所
の
組
織
の

中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
」
、

「
労
働
時
間
が
決
め
ら
れ
、

働
く
場
所
も
決
め
ら
れ
て
い

る
」
、
「
作
業
に
指
示
が
さ

れ
る
・
・
・
」
こ
と
を
意
味

す
る
。
「
依
存
」
は
こ
れ
と

は
ま
っ
た
く
違
っ
て
、
特
定

の
ユ
ー
ザ
ー
か
ら
の
収
入
で

生
活
し
て
い
る
な
ど
ユ
ー
ザ
ー

へ
の
経
済
的
依
存
を
意
味
し

て
い
る
。
一
つ
の
ユ
ー
ザ
ー

の
も
と
で
継
続
的
に
働
い
て

い
た
り
、
あ
る
い
は
主
に
一

つ
の
ユ
ー
ザ
ー
の
も
と
で
働

い
て
い
る
こ
と
が
こ
こ
で
い

う
依
存
な
の
だ
か
ら
、
フ
ラ

ン
チ
ャ
イ
ズ
の
オ
ー
ナ
ー
な

ど
零
細
な
経
営
者
も
こ
こ
で

は
労
働
者
と
い
う
こ
と
に
な

り
か
ね
な
い
。
「
雇
用
関
係
」

は
伝
統
的
な
労
働
関
係
よ
り

広
い
概
念
で
、
こ
れ
は
も
う

経
営
者
の
立
場
か
ら
い
う
と

許
し
が
た
い
こ
と
に
な
る
。

【
推
定
規
定
の
持
つ
意
味
】

勧
告
に
は
、
「
従
属
」

「
依
存
」
と
い
う
事
実
関
係

が
存
在
し
て
い
る
か
ど
う
か

判
断
す
る
た
め
の
具
体
的
な

指
標
が
も
ら
れ
て
い
る
が
、

今
私
が
話
し
た
経
済
的
依
存

に
か
か
わ
る
よ
う
な
指
標
も

あ
る
。
さ
ら
に
、
お
そ
ら
く

経
営
者
が
一
番
反
対
し
て
い

る
条
項
の
一
つ
だ
と
思
う
が
、

雇
用
関
係
の
有
無
を
判
断
す

る
際
の
「
推
定
規
定
」
と
い

う
の
が
盛
り
込
ま
れ
た
。
そ

れ
は
、
「
雇
用
関
係
の
存
在

を
示
す
い
く
つ
か
の
指
標
の

う
ち
一
つ
以
上
あ
れ
ば
雇
用

関
係
の
存
在
を
推
定
す
る
と

い
う
規
定
を
導
入
し
て
は
ど

う
か
」
と
い
う
も
の
だ
。
先

ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
「
一
つ

の
ユ
ー
ザ
ー
で
主
た
る
生
計

を
得
て
い
る
」
と
い
う
指
標

が
あ
る
。
こ
の
一
つ
が
あ
る

だ
け
で
雇
用
関
係
が
存
在
す

る
こ
と
を
勧
告
は
容
認
す
る

こ
と
に
な
る
。

こ
れ
を
一
言
で
言
え
ば
、

経
済
的
依
存
関
係
が
あ
る
だ

け
で
雇
用
関
係
が
あ
る
と
推

定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

日
本
で
労
働
者
性
を
判
断
す

る
上
で
経
済
的
依
存
性
だ
け

で
労
働
者
性
を
判
断
す
る
こ

と
は
な
い
。
だ
か
ら
経
営
者

側
は
大
変
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の

で
は
な
い
か
。
今
回
そ
の
枠

組
み
が
導
入
さ
れ
た
。

【
三
角
雇
用
関
係
】

も
う
一
点
、
重
要
な
の
テ
ー

マ
は
三
角
雇
用
関
係
だ
。
こ
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れ
は
横
山
さ
ん
の
説
明
に
も

あ
っ
た
が
、
ユ
ー
ザ
ー
と
労

働
者
の
間
に
仲
介
す
る
企
業

が
入
っ
て
い
る
場
合
を
い
う
。

例
え
ば
派
遣
や
請
負
、
事
業

協
同
組
合
な
ど
、
ユ
ー
ザ
ー

と
労
働
者
と
の
間
に
さ
ま
ざ

ま
な
仲
介
企
業
が
介
在
す
る

場
合
、
そ
の
仲
介
企
業
が
法

律
上
、
契
約
上
の
使
用
者
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

関
係
を
「
三
角
雇
用
関
係
」

と
い
っ
て
、
こ
れ
も
ま
た
雇

用
関
係
の
勧
告
の
適
用
対
象

に
な
る
の
か
が
、
も
う
一
つ

の
大
き
な
論
点
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
ど
う
考
え

る
か
は
議
論
の
分
か
れ
る
と

こ
ろ
だ
が
、
学
者
の
目
か
ら

見
れ
ば
、
「
ど
う
も
よ
く
分

か
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
労
働
組
合
の
立
場
か

ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
、

勧
告
の
適
用
範
囲
に
含
ま
れ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も

知
れ
な
い
が
…
。

そ
れ
に
は
い
く
つ
か
理
由

が
あ
る
。
今
度
の
勧
告
で

「
三
角
雇
用
関
係
」
と
い
う

の
が
、
勧
告
の
適
用
の
範
囲

に
入
っ
て
い
る
と
す
る
解
釈

上
の
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
が
労
働
組
合

に
と
っ
て
プ
ラ
ス
か
マ
イ
ナ

ス
か
と
い
う
の
は
微
妙
だ
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
。
三
角
雇
用

規
定
は
「
複
数
当
事
者
が
関

与
す
る
場
合
」
と
い
う
規
定

が
あ
る
の
で
三
角
雇
用
関
係

は
当
然
複
数
に
入
る
の
で
適

用
に
な
る
の
と
考
え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
形
式
的
に

は
入
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い

い
が
、
こ
の
勧
告
の
発
想
は

三
角
雇
用
関
係
の
存
在
を
認

め
た
上
で
、
労
働
者
保
護
の

さ
ま
ざ
ま
な
基
準
を
設
け
な

さ
い
と
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
労
働
者
供
給

事
業
は
労
働
組
合
以
外
、
禁

止
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
勧
告

の
立
場
と
い
う
も
の
が
、
そ

の
よ
う
な
労
働
者
供
給
事
業

禁
止
の
発
想
の
上
に
立
っ
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
労
働

者
供
給
事
業
を
認
め
た
う
え

で
そ
の
下
で
働
く
労
働
者
を

保
護
す
る
勧
告
な
の
か
。
読

み
方
、
そ
の
生
か
し
方
を
含

め
て
慎
重
に
考
え
ざ
る
を
え

な
い

【
鎌
田
先
生
の
補
足
発
言
】

―

伊
藤
議
長

―

日
本
政
府
は
、
労
働
者
性

は
労
働
基
準
法
の
適
用
で
判

断
し
て
い
る
と
い
う
。
果
た

し
て
そ
れ
だ
け
で
い
い
の
か
。

今
回
の
勧
告
は
「
使
用
・
従

属
」
だ
け
で
な
く
「
経
済
的

従
属
性
」
も
言
っ
て
い
る
。

雇
用
関
係
の
範
囲
を
も
っ
と

広
げ
る
と
し
た
ら
、
今
の
日

本
の
現
状
と
勧
告
を
ど
う
と

ら
え
た
ら
い
い
の
か
。
鎌
田

先
生
に
お
伺
い
し
た
い
。

―

鎌
田
耕
一
教
授

―

Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
示
唆
を
受
け
て

日
本
の
法
制
度
を
考
え
る
場

合
、
ど
ん
な
ゴ
ー
ル
・
道
筋

が
可
能
性
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
か
に
つ
い
て
お
話
す
る
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
場
合
、

私
は
、
労
働
者
を
「
委
託
労

働
者
」
「
請
負
労
働
者
」
と

大
き
く
二
つ
に
分
け
て
い
る
。

私
は
、
出
版
業
に
お
け
る
フ

リ
ー
ラ
ン
ス
の
よ
う
に
、
ユ
ー

ザ
ー
と
直
接
契
約
を
し
て
自

営
の
形
式
で
働
い
て
い
る
人

を
「
委
託
労
働
者
」
と
呼
ん

で
い
る
。
「
請
負
労
働
者
」

と
い
う
の
は
、
ユ
ー
ザ
ー
と

労
働
者
間
に
何
ら
か
の
形
で

企
業
（
例
え
ば
、
業
務
請
負

会
社
な
ど
）
が
介
在
し
て
い

る
場
合
を
指
し
て
い
る
。
請

負
労
働
者
の
保
護
の
問
題
は
、

現
在
、
「
偽
装
請
負
」
問
題

と
関
連
し
て
大
い
に
議
論
さ

れ
て
い
る
が
、
「
委
託
労
働

者
」
と
は
法
的
な
ア
プ
ロ
ー

チ
が
異
な
る
の
で
、
こ
こ
で

は
区
別
し
て
主
に
「
委
託
労

働
者
」
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

労
働
基
準
法
の
適
用
問
題

か
ら
い
え
ば
、
自
営
、
委
託

な
ど
契
約
形
態
は
そ
れ
自
体

に
労
働
者
性
を
判
断
す
る
上

で
決
定
的
意
味
を
も
た
な
い
。

適
用
範
囲
に
入
る
か
ど
う
か

は
実
質
的
に
「
使
用
従
属
性
」

の
有
無
で
判
断
し
て
い
る
。

こ
の
「
使
用
従
属
性
」
は
、

「
指
揮
・
監
督
性
」
と
「
報

酬
の
労
務
対
象
性
」
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
る
。
で
は
「
指

揮
・
監
督
」
と
は
何
か
。
厚

生
労
働
省
、
裁
判
例
は
詳
し

い
判
断
基
準
を
示
し
て
い
る

が
、
複
数
の
指
標
を
あ
げ
て

い
る
た
め
に
結
論
を
予
測
す

る
こ
と
は
結
構
難
し
い
。
む

し
ろ
、
最
近
の
裁
判
例
は
、

労
働
者
性
を
な
か
な
か
認
め

な
い
傾
向
に
あ
る
。
こ
う
し

た
状
況
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の

問
題
を
展
望
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

委
託
労
働
者
保
護
の
今
後

の
あ
り
方
に
は
、
①
労
働
基

準
法
の
適
用
対
象
（
労
働
者

概
念
）
の
拡
大
、
②
「
労
働

契
約
法
」
の
適
用
拡
大
（
推

定
規
定
の
導
入
）
、
③
労
働

者
保
護
法
の
適
用
対
象
の
拡

大
（
適
用
対
象
に
「
契
約
労

働
者
」
を
含
め
る
）
の
３
つ

の
方
向
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
、
上
記
①
の
労
働
者

概
念
の
拡
大
だ
が
、
こ
れ
ま

で
も
、
労
働
組
合
、
弁
護
士

は
、
個
々
の
裁
判
で
、
裁
判

所
に
実
態
を
し
っ
か
り
理
解

し
て
も
ら
う
よ
う
努
力
し
て

き
た
。
こ
れ
は
今
後
も
ね
ば

り
強
く
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
現
在
の
裁

判
所
は
労
働
者
概
念
の
拡
大

に
か
な
り
慎
重
だ
と
い
っ
て

よ
い
。

そ
う
す
る
と
、
上
記
②
③

の
方
向
も
同
時
に
追
求
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。
上
記
③
の

考
え
方
は
、
た
と
え
ば
、

「
家
内
労
働
法
」
の
よ
う
に
、

労
働
者
で
は
な
い
が
こ
れ
に

類
似
す
る
就
業
者
に
対
し
労

働
者
と
同
等
の
保
護
を
与
え

よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
と
く

に
、
労
災
保
険
法
の
適
用
に

つ
い
て
現
在
大
き
な
課
題
と

な
っ
て
い
る
（
「
特
別
加
入

制
度
」
と
い
う
も
の
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
就
業
者
が
保
険

料
を
全
額
負
担
す
る
制
度
で
、

し
か
も
、
一
定
の
職
種
な
ど

に
限
定
さ
れ
て
い
る
）
。

上
記
②
は
現
在
、
議
論
さ

れ
て
い
る
「
労
働
契
約
法
」

を
視
野
に
入
れ
た
考
え
方
だ
。

「
労
働
契
約
法
」
の
適
用
範

囲
を
考
え
る
場
合
、
「
契
約

上
の
労
働
者
」
と
「
労
働
基

準
法
上
の
労
働
者
」
と
分
け

て
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

労
働
契
約
法
が
成
立
す
る
か

ど
う
か
分
か
ら
な
い
が
（
そ

の
内
容
に
大
き
な
問
題
点
が

ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
）
、

「
労
働
契
約
法
」
の
保
護
を

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
に
も
拡
大
す

る
た
め
に
は
、
経
済
的
従
属

関
係
に
あ
る
就
業
者
も
そ
の

適
用
対
象
に
取
り
込
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
適
用
対
象

と
な
る
か
ど
う
か
判
断
は
難

し
い
し
、
裁
判
所
は
な
か
な

か
認
め
て
く
れ
な
い
こ
と
も

予
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
Ｉ

Ｌ
Ｏ
「
雇
用
関
係
の
勧
告
」

を
参
考
に
し
て
、
労
働
契
約

の
存
在
を
判
断
す
る
た
め
の

推
定
規
定
を
導
入
し
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
勧
告
に
倣
っ
て
判
断
の
た

め
に
い
く
つ
か
の
指
標
を
設

け
て
は
ど
う
か
。
そ
の
指
標

の
う
ち
一
つ
か
二
つ
、
あ
る

い
は
三
つ
を
充
足
す
れ
ば
労

働
者
性
と
認
め
る
、
そ
う
い

う
考
え
方
を
し
て
は
ど
う
か
。

こ
の
考
え
方
は
、
一
昨
年

（
２
０
０
５
年
）
の
日
本
労

働
法
学
会
で
も
提
案
し
て
い

る
の
で
も
し
関
心
が
あ
れ
ば

参
考
に
し
て
ほ
し
い
（
日
本

労
働
法
学
会
誌
１
０
７
号
17

頁
以
下
）
（
以
下
、
略
）
。

2007年（平成19年）3月1日 ろ う き ょ う 第48号 (4)
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