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当
事
者
視
点
で
問
題
を
と
ら
え
る

労
働
は
さ
ま
ざ
ま
な
と
ら
え
方
が
可
能
な

営
み
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
雇
用
・
労
働

の
ル
ー
ル
や
制
度
に
関
す
る
人
び
と
の
受
け

止
め
方
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
働
く
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
多
様
で
あ
る
と
い
い
換
え
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
を
把
握
す
る

方
法
と
し
て
、
意
識
調
査
は
有
効
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
一
日
一
二
時
間
働
い
て
い
る

人
が
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
仕
事
が
つ
ら
く

苦
し
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
一
二
時
間

は
と
て
も
長
く
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
反
対
に
、
寝
食
を
忘
れ
て
没
頭
す
る
よ
う

な
仕
事
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
一
二
時
間
は
短

く
、
も
っ
と
働
き
た
い
と
思
う
か
も
し
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
が
労
働
と
い
う

営
み
を
ど
の
よ
う
に
経
験
し
、
ど
の
よ
う
に

受
け
止
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、「
一
日

一
二
時
間
労
働
」
と
い
う
行
動
だ
け
を
調
査

し
て
も
見
え
て
こ
な
い
。
前
者
の
立
場
か
ら

労
働
時
間
の
短
縮
を
訴
え
て
も
、
後
者
の
立

場
に
は
余
計
な
お
世
話
と
映
る
だ
ろ
う
。
も

ち
ろ
ん
、
本
人
が
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い
て

も
一
日
一
二
時
間
も
の
労
働
を
長
期
に
わ
た

っ
て
毎
日
続
け
る
こ
と
は
健
康
に
良
く
な
い
、

と
い
う
面
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
人
が

良
い
と
思
っ
て
い
れ
ば
良
い
と
は
一
概
に
い

え
な
い
。
し
か
し
、
人
び
と
の
意
識
を
無
視

し
て
行
動
だ
け
を
見
て
い
て
も
是
非
を
判
断

で
き
な
い
問
題
も
あ
る
。
そ
の
判
断
材
料
を

得
る
た
め
に
意
識
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
の
観
点
か
ら
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た

い
の
が
、
労
働
研
究
に
お
け
る
当
事
者
視
点

の
重
要
性
で
あ
る
。
当
事
者
で
あ
る
労
働
者

の
意
味
づ
け
と
は
別
に
、
外
か
ら
他
人
が
労

働
と
い
う
行
為
を
意
味
づ
け
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
外
か
ら
の
意
味

づ
け
と
当
事
者
の
意
識
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。

こ
の
ズ
レ
を
無
視
で
き
な
い
問
題
が
労
働
分

野
で
は
多
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
労
働

は
経
済
活
動
だ
と
い
う
前
提
で
「
賃
金
を
上

げ
れ
ば
、
今
よ
り
も
優
秀
な
労
働
者
を
雇
え

る
は
ず
だ
」
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

だ
が
、
実
際
の
労
働
者
は
賃
金
よ
り
も
職
場

の
人
間
関
係
が
良
い
勤
務
先
を
選
ぶ
と
い
う

こ
と
が
あ
り
う
る
。
反
対
に
、「
賃
金
は
低
く

て
も
、
職
場
の
人
間
関
係
を
良
く
す
れ
ば
離

職
率
は
下
が
る
は
ず
だ
」
と
考
え
て
も
、
実

際
は
賃
金
が
不
満
で
離
職
す
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
研
究
機
関
の
み
な
ら
ず
、

企
業
の
人
事
担
当
部
門
や
労
働
組
合
で
も
労

働
者
の
意
識
調
査
は
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の

事
実
か
ら
も
、
労
働
と
い
う
行
為
の
意
味
の

多
様
性
と
当
事
者
視
点
の
重
要
性
を
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。

価
値
合
理
性
の
基
準
を
測
る

特
に
、
あ
る
特
定
の
制
度
に
つ
い
て
人
び

と
が
ど
う
評
価
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
、

そ
の
制
度
の
存
続
や
改
革
の
方
向
性
を
見
定

め
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
労
働
が
経
済
活
動

で
あ
り
、
企
業
は
経
済
的
利
益
を
追
求
す
る

組
織
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
て
ば
、
経
済

的
利
益
の
最
大
化
に
と
っ
て
最
適
な
制
度
が

広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か

し
実
際
は
、
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
。

一
例
と
し
て
、
日
本
的
雇
用
慣
行
を
取
り

上
げ
よ
う
。
一
九
九
〇
年
代
初
頭
に
バ
ブ
ル

経
済
が
崩
壊
し
長
期
的
な
景
気
低
迷
を
経
験

し
て
以
来
、
終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
を
柱
と

す
る
日
本
的
雇
用
慣
行
の
見
直
し
を
迫
る
議

論
が
繰
り
返
し
起
き
て
い
る
。「
企
業
の
競

争
力
を
高
め
る
た
め
に
は
、
終
身
雇
用
を
見

直
し
、
人
材
の
流
動
性
を
高
め
る
必
要
が
あ

る
」「
年
功
的
な
賃
金
制
度
の
も
と
で
成
果
の

低
い
社
員
に
も
高
い
賃
金
を
払
う
こ
と
は
企

業
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
」
等
々
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
は
根
強

く
維
持
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
か
？　

端
的
に
い
っ
て
、「
人
び
と
が

終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
を
良
い
も
の
だ
と
思

っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
、
当
機
構
の

『
勤
労
生
活
に
関
す
る
調
査
』
か
ら
得
ら
れ

る
示
唆
で
あ
る
。
最
新
の
調
査
結
果
は
「
Ｊ

Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
国
内
労
働
情
報
」
と
し
て
公
表
さ

れ
て
い
る
が
、
同
調
査
を
開
始
し
た
一
九
九

九
年
か
ら
最
新
の
第
六
回
（
二
〇
一
一
年
）

ま
で
一
貫
し
て
「
終
身
雇
用
」
を
「
良
い
こ

と
」だ
と
す
る
意
識
は
高
い
。「
年
功
賃
金
」

を
「
良
い
こ
と
」
だ
と
す
る
意
識
も
近
年
は

高
ま
り
つ
つ
あ
る
。
同
調
査
で
は
、
ど
の
よ

う
な
人
が
社
会
的
地
位
や
経
済
的
豊
か
さ
を

得
る
の
が
望
ま
し
い
か
、
と
い
う
こ
と
も
質

問
し
て
い
る
。「
実
績
を
あ
げ
た
人
ほ
ど
多

く
得
る
の
が
望
ま
し
い
」（
実
績
原
理
）
と
い

う
意
識
も
高
い
が
、
最
も
支
持
さ
れ
て
い
る

の
は
「
努
力
し
た
人
ほ
ど
多
く
得
る
の
が
望

ま
し
い
」（
努
力
原
理
）
で
あ
る
。
業
績
評
価

に
お
い
て
、
実
績
と
い
う
結
果
だ
け
で
な
く
、

努
力
と
い
う
過
程
を
評
価
す
る
意
識
が
、
終

身
雇
用
・
年
功
賃
金
と
親
和
的
で
あ
る
こ
と

は
よ
く
指
摘
さ
れ
る
。
ま
た
、
終
身
雇
用
・

年
功
賃
金
を
柱
と
す
る
雇
用
慣
行
の
結
果
と

し
て
、
労
働
者
の
間
に
、
勤
務
先
の
会
社
や

職
場
と
の
一
体
感
が
醸
成
さ
れ
る
こ
と
も
指

摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の「
組
織
と
の
一
体
感
」

を
も
つ
こ
と
に
つ
い
て
も
「
良
い
こ
と
」
だ

と
す
る
意
識
は
高
い
。
こ
の
よ
う
に
、
日
本

的
雇
用
慣
行
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
、
人
び

と
は
「
良
い
こ
と
」
だ
と
評
価
し
て
い
る
。

そ
の
中
心
に
終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
が
あ
る
。

「
良
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ

変
え
よ
う
と
す
る
人
は
少
な
い
だ
ろ
う
。
一

部
の
論
者
が
強
く
批
判
し
て
も
、終
身
雇
用
・

年
功
賃
金
を
改
め
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
の

は
、
そ
の
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
あ
る
制
度
が
広
く
社
会
に

受
け
入
れ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
経
済
的
利
益

の
最
大
化
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で

な
く
、人
び
と
が
そ
の
制
度
を「
良
い
も
の
」

だ
と
認
め
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
有
名
な
言
葉
を
借
り
れ

ば
、
目
的
合
理
性
だ
け
で
な
く
価
値
合
理
性

へ
の
着
目
が
、
研
究
の
視
点
と
し
て
欠
か
せ

な
い
。
そ
の
価
値
合
理
性
の
基
準
を
測
る
方

法
と
し
て
、
意
識
調
査
は
有
効
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

労
働
研
究
に
お
け
る
意
識
調
査
の
意
義

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員　

池
田
心
豪
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現
実
を
多
面
的
に
と
ら
え
る

し
か
し
な
が
ら
、
意
識
は
流
動
的
で
、
一

貫
性
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
と
ら
え
に
く
い

面
を
も
っ
て
い
る
。
実
態
調
査
に
表
れ
る
客

観
的
な
行
動
は
、
た
と
え
ば
「
仕
事
を
し
て

い
る
か
否
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
イ
エ
ス
／

ノ
ー
が
明
確
で
あ
り
、
排
反
的
で
あ
る
。
だ

が
、
意
識
に
着
目
す
る
と
、
仕
事
を
し
た
く

な
い
が
仕
事
を
し
て
い
る
人
や
、
反
対
に
、

仕
事
を
し
た
い
が
仕
事
を
し
て
い
な
い
と
い

う
よ
う
な
人
が
現
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

あ
る
質
問
で
は
「
仕
事
を
し
た
く
な
い
」
と

い
い
な
が
ら
、
別
の
質
問
で
は
「
今
の
仕
事

を
続
け
た
い
」
と
い
う
こ
と
も
起
こ
り
う
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
意
識
調
査
は
矛

盾
だ
ら
け
で
信
頼
で
き
な
い
と
断
ず
る
の
は

早
計
で
あ
る
。「
仕
事
よ
り
も
優
先
し
て
い

る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
で
き
れ
ば
仕
事
は
し

た
く
な
い
」
が
、「
今
の
仕
事
は
好
き
だ
か
ら

続
け
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
い
て

も
不
思
議
で
は
な
い
。
一
つ
の
事
実
は
複
数

の
側
面
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の
ど
れ

に
着
眼
す
る
か
で
回
答
も
変
わ
り
う
る
。
労

働
と
い
う
営
み
は
、
イ
エ
ス
か
ノ
ー
か
で
割

り
切
れ
な
い
面
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
そ

の
割
り
切
れ
な
い
状
況
を
把
握
で
き
る
こ
と

も
ま
た
意
識
調
査
の
強
み
で
あ
る
。

前
述
の
日
本
的
雇
用
慣
行
に
対
す
る
評
価

も
同
じ
で
あ
る
。
述
べ
た
よ
う
に
、
日
本
的

雇
用
慣
行
を
「
良
い
」
と
す
る
意
識
は
根
強

い
。
だ
が
、
終
身
雇
用
に
比
べ
て
、
年
功
賃

金
を
支
持
す
る
割
合
は
低
い
。「
終
身
雇
用

は
良
い
が
年
功
賃
金
は
良
く
な
い
」
と
い
う

評
価
を
し
て
い
る
人
も
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
、「
自
立
独
立
志
向
」（
組
織
や
企
業
に
頼
ら

ず
、
自
分
で
能
力
を
磨
い
て
自
分
で
道
を
切

り
開
い
て
い
く
べ
き
だ
）
を
支
持
す
る
意
識

も
第
一
回
調
査
以
来
一
貫
し
て
高
い
。
日
本

的
雇
用
慣
行
で
は
、
人
事
権
の
裁
量
が
大
き

く
、
会
社
か
ら
の
指
示
・
命
令
に
柔
軟
に
対

応
す
る
こ
と
が
労
働
者
に
求
め
ら
れ
る
。
そ

の
意
味
で
、
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
形
成
は
会

社
主
導
的
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し

て
、
自
身
の
キ
ャ
リ
ア
を
会
社
任
せ
に
す
る

こ
と
を
良
し
と
し
な
い
意
識
が
広
が
っ
て
い

る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
的
雇
用
慣

行
は
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
一
つ
の
企
業
に
長
く
勤

め
る
こ
と
を
望
む
人
が
減
っ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
概
念
と
し
て
は
「
日
本
的
雇
用
慣

行
」
と
一
括
り
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
当
事
者
の
意
識
に
お
い
て
は
必
ず
し
も

一
枚
岩
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
人
び
と
の
意
識
は
実
際
の
制

度
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
今
日
で
は
、
社

内
公
募
制
度
の
よ
う
な
形
で
、
従
業
員
の
自

律
的
な
キ
ャ
リ
ア
志
向
を
人
事
制
度
に
組
み

込
ん
で
い
る
企
業
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
し

た
企
業
が
終
身
雇
用
・
年
功
賃
金
を
放
棄
し

て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
ま

た
、
終
身
雇
用
と
年
功
賃
金
も
必
ず
し
も
セ

ッ
ト
で
は
な
く
、
終
身
雇
用
は
維
持
す
る
が
、

年
功
賃
金
は
見
直
す
と
い
う
企
業
も
あ
る
。

矛
盾
を
好
ま
し
く
な
い
も
の
と
し
て
退
け
る

の
で
は
な
く
、
多
面
性
と
し
て
前
向
き
に
と

ら
え
る
、
そ
う
し
た
姿
勢
で
制
度
の
あ
り
方

を
検
討
す
る
材
料
と
し
て
も
、
意
識
調
査
の

結
果
は
活
用
で
き
る
と
い
え
よ
う
。

変
化
の
兆
し
を
と
ら
え
る

こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
の
行
動
だ
け
で
な

く
意
識
に
も
着
目
す
る
こ
と
で
、
労
働
と
い

う
営
み
が
も
つ
多
様
性
や
多
面
性
を
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
、
労
働
の
世
界
を
立
体
的
に

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
、

こ
れ
か
ら
起
き
る
変
化
を
先
取
り
す
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
利
点
も
意
識
調
査
に
は
あ

る
。
行
動
と
し
て
実
際
に
起
き
る
前
に
、「
こ

う
な
っ
て
ほ
し
い
」「
こ
う
し
た
い
」
と
い
う

期
待
や
願
望
と
い
う
形
で
変
化
の
兆
し
を
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
の
観
点
か
ら
当
機
構
の
調
査
結
果
で
近

年
大
き
な
注
目
を
集
め
た
の
が
、前
出
の『
勤

労
生
活
に
関
す
る
調
査
』
の
「
日
本
が
目
指

す
べ
き
社
会
」
に
関
す
る
回
答
で
あ
る
。
こ

の
質
問
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
社
会
の
あ

り
方
と
し
て
「
意
欲
や
能
力
に
応
じ
て
自
由

に
競
争
で
き
る
社
会
」（
自
由
競
争
社
会
）
か

「
貧
富
の
差
の
な
い
平
等
社
会
」（
平
等
社
会
）

の
ど
ち
ら
を
目
指
す
べ
き
か
、
択
一
で
回
答

を
得
て
い
る
。
一
九
九
九
年
の
第
一
回
調
査

か
ら
二
〇
〇
四
年
の
第
四
回
調
査
ま
で
は

「
自
由
競
争
社
会
」
が
「
平
等
社
会
」
を
上

回
っ
て
い
た
が
、
二
〇
〇
七
年
の
第
五
回
調

査
で
両
者
の
関
係
が
逆
転
し
、「
平
等
社
会
」

が
「
自
由
競
争
社
会
」
を
上
回
っ
た
。
二
〇

〇
七
年
当
時
は
、
前
年
ま
で
続
い
た
小
泉
政

権
下
で
の
新
自
由
主
義
的
な
政
策
の
弊
害
が

い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

そ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
が
調
査
結
果
に
も

表
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
リ

ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
を
契
機
と
す
る
格
差
や

貧
困
に
対
す
る
問
題
意
識
の
高
ま
り
を
先
取

り
す
る
結
果
が
、
こ
の
時
点
で
出
て
い
た
と

い
う
読
み
方
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
期
待
や
願
望
が
そ
の
ま
ま
実

現
す
る
ほ
ど
社
会
は
単
純
で
は
な
い
。
し
か

し
、
起
こ
り
う
る
と
し
た
ら
ど
の
よ
う
な
変

化
か
、
ど
の
よ
う
な
変
化
で
あ
れ
ば
人
び
と

に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
視
点
で
今
後

の
変
化
を
予
測
す
る
材
料
と
し
て
、
意
識
調

査
か
ら
有
益
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
人
び
と
の
行
動
だ
け
を
見

て
い
て
も
わ
か
ら
な
い
労
働
の
現
実
を
意
識

調
査
に
よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
意
識
調
査
の
結
果
か
ら
目
が

離
せ
な
い
の
で
あ
る
。

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

池
田
心
豪
（
い
け
だ
・
し
ん
ご
う
）

Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
副
主
任
研
究
員

東
京
工
業
大
学
大
学
院
社
会
理
工
学
研
究

科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
職
業
社
会

学
専
攻
。
第
一
回
か
ら
第
三
回
の
『
勤
労

生
活
に
関
す
る
調
査
』
を
比
較
分
析
し
た

労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
２
『
勤
労
意
識

の
ゆ
く
え
―
「
勤
労
生
活
に
関
す
る
調
査

（
一
九
九
九
、二
〇
〇
〇
、二
〇
〇
一
年
）」』

（
今
田
幸
子
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
統
括
研
究
員
（
当

時
）
と
の
共
著
、
二
〇
〇
四
年
）
を
執
筆
。

そ
の
後
も
、
同
調
査
の
企
画
と
設
計
に
毎
回

携
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
の
主
な
研
究
成

果
に
、
労
働
政
策
研
究
報
告
書
№
150
『
出
産
・

育
児
と
就
業
継
続
―
労
働
力
の
流
動
化
と
夜

型
社
会
へ
の
対
応
を
』（
高
見
具
広
氏
と
の

共
著
、
二
〇
一
二
年
）、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
ペ
ー
パ
ー
13
―
01
「
仕
事
と
介
護
の
両
立

支
援
の
新
た
な
課
題
―
介
護
疲
労
へ
の
対
応

を
」（
単
著
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
。


