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◎講演◎正規・非正規の「同一労働同一賃金」と職務評価について

◆
―
掲
載
に
あ
た
っ
て

　
本
論
は
、
二
〇
二
一
年
四
月
八
日
に
行
な
わ
れ
た
、

非
正
規
労
働
者
の
権
利
実
現
全
国
会
議
「
第
二
五
回

均
等
待
遇
研
究
会
」
で
の
講
演
の
記
録
で
あ
る
。

　
こ
の
会
議
で
は
、「
正
規
と
非
正
規
の
格
差
是
正

の
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
、
わ
が
国
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
に
し
て
『
同
一
労
働
同
一
賃
金
』
を
実

現
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
を
テ
ー
マ
に

研
究
会
が
開
催
さ
れ
て
お
り
、
今
回
は
二
〇
二
〇

年
一
〇
月
に
出
さ
れ
た
旧
労
働
契
約
法
二
〇
条
に

関
す
る
最
高
裁
判
決
を
ふ
ま
え
た
報
告
が
な
さ
れ

て
い
る
（
報
告
の
後
、
活
発
な
議
論
も
な
さ
れ
た

が
、
そ
の
部
分
に
つ
い
て
は
割
愛
し
て
い
る
）。

　

二
〇
一
二
年
の
民
主
党
政
権
下
に
お
い
て
、

「
期
間
の
定
め
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
不
合
理
な
労

働
条
件
の
禁
止
」
を
規
定
し
た
労
働
契
約
法
二
〇

条
が
施
行
さ
れ
、
そ
の
後
二
〇
一
八
年
に
、「
成

長
戦
略
」
の
一
つ
と
し
て
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
を
掲
げ
た
第
二
次
安
倍
政
権
下
に
お
い
て
こ

の
条
文
は
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法

八
条
に
形
を
変
え
て
引
き
継
が
れ
た
。

　
改
正
さ
れ
た
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働

法
八
条
は
、
二
〇
二
〇
年
四
月
一
日
に
大
企
業
に

適
用
さ
れ
、
今
年
の
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
に
中

小
企
業
に
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

　
こ
れ
か
ら
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
実
現

の
た
め
に
活
発
な
議
論
を
期
待
し
た
い
。（

編
集
部
）

◎講演◎

正規・非正規の
「同一労働同一賃金」と
職務評価について

遠 藤　公 嗣　明治大学名誉教授

2021 年 4月 8日収録
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は
じ
め
に

　
私
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
を
も
っ
て
、
明
治
大
学
を

退
職
い
た
し
ま
し
た
。
本
日
の
講
演
で
は
「
正
規
・
非

正
規
の
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
と
職
務
評
価
に
つ
い

て
」
お
話
し
い
た
し
ま
す
。

　
私
は
、
法
律
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
現
在
の
正

規
・
非
正
規
間
の
賃
金
格
差
に
つ
い
て
の
私
見
を
左
に

記
載
し
ま
す
。

遠
藤
私
見

正
規
・
非
正
規
間
の
賃
金
格
差
の
最
大
の
要
因
は
、

基
本
給
（
と
、
基
本
給
額
か
ら
算
出
さ
れ
る
賞
与

と
退
職
金
）
に
お
け
る
格
差
で
あ
る
。
そ
れ
を
是

正
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
は
、
正
規
・
非
正
規

を
問
わ
ず
、
労
働
者
が
つ
く
職
務
の
内
容
を
評
価

し
て
（
職
務
評
価
）、
そ
の
評
価
結
果
を
基
本
給

額
の
算
出
根
拠
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
手
法

は
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
を
否
定
す
る
国
際
標
準
の
賃

金
原
則
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
を
、
日
本

で
発
展
さ
せ
て
展
開
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
私
は
、
正
規
・
非
正
規
間
の
賃
金
格
差
の
最
大
の
要

因
は
、
基
本
給
に
お
け
る
格
差
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

基
本
給
を
も
と
に
賞
与
や
退
職
金
が
計
算
さ
れ
ま
す
の

で
、
基
本
給
に
お
け
る
格
差
と
い
う
意
味
は
、
さ
ら
に

賞
与
や
退
職
金
の
格
差
と
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
格
差
を
是
正
す
る
た
め
の
手
法
と
し
て
、
正
規

で
あ
ろ
う
と
非
正
規
で
あ
ろ
う
と
、
そ
の
就
い
て
い
る

職
務
の
内
容
を
評
価
す
る
（
職
務
評
価
）
と
い
う
Ｉ
Ｌ

Ｏ
が
推
薦
し
て
い
る
手
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
手
法
を

使
う
と
、
職
務
内
容
の
評
価
を
も
と
に
賃
金
を
決
定
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
、
現
在
の
よ
う
な
、
正
規
・
非
正

規
間
の
賃
金
格
差
が
生
じ
な
い
こ
と
が
こ
れ
ま
で
の
経

験
上
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
職
務
評
価
の
結
果

を
賃
金
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
、
正
規
・
非
正
規
間
の

賃
金
格
差
の
是
正
を
は
か
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
方

で
す
。
こ
う
い
う
職
務
評
価
の
結
果
を
賃
金
に
反
映
さ

せ
る
賃
金
の
こ
と
を
一
般
的
に
職
務
給
と
よ
び
ま
す
。

一
　
基
本
給
に
お
け
る
格
差

１　
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用
労
働
法
の
制
定

　
近
年
、
基
本
給
に
お
け
る
格
差
へ
の
注
目
は
、
じ
わ

り
じ
わ
り
と
拡
大
し
つ
つ
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
ず
、
二
〇
一
八
年
に
パ
ー
ト
タ
イ
ム
・
有
期
雇
用

労
働
法
（
以
下
、「
二
〇
一
八
年
法
」）
が
制
定
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
第
八
条
で
、
か
な
り
重
要
な
内
容
が
規
定

さ
れ
た
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

（
不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
）

第
八
条　
事
業
主
は
、
そ
の
雇
用
す
る
短
時
間
・

有
期
雇
用
労
働
者
の
ア
基
本
給
、
賞
与
そ
の
他
の

待
遇
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
当
該
待
遇
に
対
応

す
る
通
常
の
労
働
者
の
待
遇
と
の
間
に
お
い
て
、

当
該
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
及
び
通
常
の
労

働
者
の
イ
業
務
の
内
容
及
び
当
該
業
務
に
伴
う
責

任
の
程
度
（
以
下
「
職
務
の
内
容
」
と
い
う
。）、

ウ
当
該
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
そ

の
他
の
事
情
エ
の
う
ち
、
当
該
待
遇
の
性
質
及
び

当
該
待
遇
を
行
う
目
的
に
照
ら
し
て
適
切
と
認
め

ら
れ
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
不
合
理
と
認
め
ら
れ

る
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
。

（
注
：
傍
線
お
よ
び
ア
イ
ウ
エ
は
遠
藤
の
記
入
に
よ
る
。
二
〇
一

四
年
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
と
の
異
同
を
示
す
）

　
こ
の
条
文
を
二
〇
一
四
年
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法

と
比
較
す
る
と
非
常
に
面
白
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま

す
。

　
ま
ず
、
ア
の
部
分
に
つ
い
て
、
賃
金
項
目
を
「
そ
れ

ぞ
れ
」
と
強
調
し
て
、
と
く
に
「
基
本
給
」「
賞
与
」

と
い
う
言
葉
を
明
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
非
常
に

意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
以
前
の
法
律
に
は
こ
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
次
に
イ
と
ウ
の
部
分
に
つ
い
て
は
以
前
と
変
わ
っ
て

い
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
の
法
律
で
は
、
ウ
の
規
定
の

「
そ
の
他
の
事
情
」
と
い
う
無
限
定
の
言
葉
が
あ
っ
た

た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
「
そ
の
他
の
事
情
」
に
入

れ
込
ん
で
、
正
規
・
非
正
規
間
の
待
遇
格
差
が
あ
る
の

は
当
然
だ
と
い
う
議
論
が
成
り
立
ち
う
る
法
律
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
の
ウ
の
規
定
が
あ
っ
た
た
め
に
あ
ま

り
意
味
の
な
い
法
律
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　
と
こ
ろ
が
二
〇
一
八
年
法
で
、
エ
の
部
分
が
新
設
さ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ウ
で
は
な
く
イ
だ
け
を
考

慮
し
て
、
適
切
不
適
切
を
判
断
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
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に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
重
要
な
規
定
で
す
。

イ
と
ウ
の
規
定
で
一
番
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、「
職

務
の
内
容
」
で
す
。
極
端
な
こ
と
を
言
い
ま
す
と
、
こ

の
「
職
務
の
内
容
」
だ
け
を
基
準
に
し
て
考
慮
し
て
も

よ
い
と
い
う
こ
と
を
条
文
に
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

　
一
方
で
、
ア
は
「
基
本
給
、
賞
与
そ
の
他
の
待
遇
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
」
な
の
で
、
こ
の
ア
と
イ
の
二
つ

を
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、「
基
本
給
」
に
つ
い
て

「
職
務
の
内
容
」
を
考
慮
す
る
だ
け
で
、
正
規
・
非
正

規
間
の
待
遇
格
差
を
判
断
し
て
よ
い
と
文
章
上
は
解
釈

可
能
で
す
。

　
こ
の
条
文
の
規
定
は
、
意
図
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
厚
生
労
働
省
は
、

「
職
務
評
価
を
用
い
た
基
本
給
の
点
検
・
検
討
マ
ニ
ュ

ア
ル
―
同
一
労
働
同
一
賃
金
へ
の
対
応
に
向
け
て
―
」

を
、
お
そ
ら
く
二
〇
一
九
年
四
月
一
九
日
に
公
表
し
て
、

い
ま
で
も
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
ア
ッ
プ
し
続
け
て
い
ま
す

（https://part-tanjikan.m
hlw

.go.jp/estim
ation/

）。
内

容
の
説
明
が
必
要
な
い
く
ら
い
に
タ
イ
ト
ル
が
明
快
で

す
。「
基
本
給
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
の
に
職
務
評
価
を
使

い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
対
応
す

る
た
め
で
す
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
も
わ
か

る
よ
う
に
、
さ
き
ほ
ど
私
が
述
べ
た
解
釈
を
厚
生
労
働

省
も
明
白
に
意
識
し
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と

思
い
ま
す
。

２　
二
つ
の
高
裁
判
決

　
二
〇
一
九
年
に
、
重
要
な
判
決
が
二
つ
出
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
阪
医
科
薬
科
大
学
・
大
阪
高
裁
判
決
（
二
〇

一
九
・
二
・
一
五
）
と
メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
事
件
・
東
京

高
裁
判
決
（
二
〇
一
九
・
二
・
二
〇
）
で
す
。
賞
与
の

一
部
の
損
害
賠
償
と
退
職
金
の
一
部
の
損
害
賠
償
を
認

め
た
判
決
で
す
。
私
の
理
解
で
は
、
二
〇
一
八
年
法
が

で
き
た
こ
と
を
裁
判
官
が
考
慮
し
て
出
さ
れ
た
、
基
本

給
に
関
連
す
る
事
実
上
初
め
て
の
重
要
な
判
決
だ
と
考

え
て
い
ま
す
。
賞
与
も
退
職
金
も
基
本
給
額
が
算
定
の

基
礎
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
基
本
給
額
の
格
差
の
是

正
に
近
づ
い
た
と
思
い
ま
す
。

３　
二
つ
の
最
高
裁
判
決

　
と
こ
ろ
が
、
二
〇
二
〇
年
に
出
さ
れ
た
大
阪
医
科
薬

科
大
学
事
件
と
メ
ト
ロ
コ
マ
ー
ス
事
件
の
最
高
裁
判
決

（
と
も
に
二
〇
二
〇
・
一
〇
・
一
三
）
で
は
、
賞
与
の

損
害
賠
償
も
退
職
金
の
損
害
賠
償
も
い
っ
さ
い
認
め
ず
、

諸
手
当
の
一
部
の
損
害
賠
償
を
認
め
る
の
み
の
さ
さ
や

か
な
是
正
に
終
わ
り
ま
し
た
。
二
〇
一
八
年
法
の
含
意

に
照
ら
し
て
、
こ
れ
で
良
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
残
り

ま
す
。

　

な
お
、
日
本
郵
便
（
大
阪
）
事
件
の
最
高
裁
判
決

（
二
〇
二
〇
・
一
〇
・
一
五
）
で
は
、
扶
養
手
当
を
非

正
規
に
認
め
る
と
い
う
非
常
に
面
白
い
判
決
も
出
さ
れ

て
い
ま
す
。
正
規
と
非
正
規
で
違
う
理
由
が
な
い
手
当

は
是
正
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
、
形
式
論
理
か
ら
す

れ
ば
当
た
り
前
の
判
決
な
の
で
す
が
、
実
質
を
考
え
れ

ば
か
な
り
不
思
議
な
判
決
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
と
い

う
の
も
、
非
正
規
の
基
本
給
で
自
分
だ
け
で
は
な
く
家

族
も
養
え
る
額
を
払
う
べ
き
だ
と
い
う
考
え
方
は
、
現

在
の
日
本
に
あ
り
ま
せ
ん
し
、
実
際
、
養
え
ま
せ
ん
。

正
規
の
基
本
給
こ
そ
は
家
族
を
養
え
る
べ
き
だ
と
の
考

え
で
す
。
そ
の
基
本
給
に
す
こ
し
加
算
す
る
と
い
う
の

が
扶
養
手
当
で
あ
っ
て
、
扶
養
手
当
だ
け
で
家
族
を
養

え
る
と
考
え
て
い
る
労
働
者
は
正
規
も
非
正
規
も
一
人

も
い
な
い
は
ず
で
す
。
家
族
を
養
え
な
い
基
本
給
の
非

正
規
に
、
養
う
た
め
の
す
こ
し
の
加
算
で
あ
る
手
当
を

支
払
う
べ
き
だ
と
の
判
決
は
、
不
思
議
な
論
理
と
思
い

ま
す
。

二
　
現
在
の「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」 

　
　
の
理
解
状
況

１　
日
本
政
府
の
考
え
方

　
私
の
見
解
に
も
っ
と
も
近
い
考
え
方
を
持
っ
て
い
る

の
は
、
日
本
政
府
で
す
。
意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
二
〇
一
八
年
法
第
八
条
が
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
条
文
の
内
容
に
な
っ
た
の
か
の
理
由
を
考
え
て
み
る

と
、
次
の
理
由
が
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て

い
ま
す
。

⑴　
労
働
省
設
置
時
か
ら
の
正
確
な
理
解

　
理
由
１
と
し
て
、
労
働
省
婦
人
少
年
局
（
と
、
そ
の

後
継
局
）
は
、
一
九
四
七
年
設
置
以
来
、
一
貫
し
て
、

「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」「
職
務
評
価
」
に
か
な
り

正
確
な
理
解
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
で
す
。

こ
う
い
う
指
摘
は
初
め
て
だ
と
思
い
ま
す
。
初
代
局
長

は
山
川
菊
栄
で
、
彼
女
が
初
代
局
長
で
あ
っ
た
と
い
う
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こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。

　
山
川
菊
栄
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
前
か
ら
「
同
一
労

働
同
一
賃
金
」
に
関
心
が
あ
り
、
い
く
つ
も
の
論
文

や
著
作
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
人
は
、
戦
前
で

は
、
私
が
知
っ
て
い
る
限
り
、
二
人
し
か
存
在
し
ま
せ

ん
。
ま
た
、
初
代
局
長
就
任
後
の
一
九
四
八
年
六
月

に
、
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
一
九
一
九
年
の
著
作

（B
eatrice W

ebb,1919

）
の
翻
訳
を
再
刊
し
て
い
ま
す
。

私
は
こ
の
現
物
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、「
再
刊
し
た
」

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
戦
前
に
ど
こ
か
ら
出
版

し
た
の
か
は
未
確
認
で
す
。

　
こ
の
ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
の
著
作
は
、
イ
ギ
リ

ス
で
設
置
さ
れ
た
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
つ
い
て
の
ア

ト
キ
ン
委
員
会
の
少
数
派
報
告
で
す
。
こ
の
報
告
で
、

ベ
ア
ト
リ
ス
・
ウ
ェ
ッ
ブ
は
、
“Rate for the job

”と

い
う
こ
と
を
強
調
し
ま
し
た
。
今
風
に
言
え
ば
、「
職

務
基
準
で
賃
金
を
決
め
る
べ
き
だ
」
す
な
わ
ち
「
属
性

を
考
慮
し
て
賃
金
を
決
め
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
い
う

こ
と
で
す
。
こ
の
報
告
を
、
山
川
菊
栄
は
戦
前
に
翻
訳

し
、
戦
後
に
再
刊
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
こ
れ
は
本
当
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
が
、

ア
メ
リ
カ
労
働
省
女
性
局
長
フ
リ
ー
ダ
・
ミ
ラ
ー
の
一

九
四
五
年
男
女
同
一
賃
金
法
案
公
聴
会
証
言
を
、
婦
人

少
年
局
は
翻
訳
し
、
そ
れ
を
謄
写
刷
で
、
部
内
資
料
と

し
て
刊
行
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
す
。
私
は
こ
の
現

物
も
持
っ
て
い
ま
す
（
山
川
菊
栄
文
庫
に
も
所
蔵
が
あ

る
よ
う
で
す
）。

　
こ
れ
が
な
ぜ
重
要
か
と
い
う
と
、
ア
メ
リ
カ
一
九
四

五
年
男
女
同
一
賃
金
法
案
は
、
一
九
五
一
年
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一

〇
〇
号
条
約
と
基
本
的
に
同
じ
考
え
方
で
書
か
れ
て
い

る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
フ
リ
ー
ダ
・
ミ
ラ
ー
の

証
言
を
読
め
ば
、
ど
う
い
う
論
理
で
こ
の
条
約
が
考
え

ら
れ
て
い
る
か
が
説
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
の
連
邦
議
会
の
法
案

と
い
う
の
は
、
す
べ
て
議
員
立
法
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
い
て
、
政
府
に
提
案
権
は
な
い
の
で
す
が
、
実
質

上
、
政
府
が
提
案
し
て
い
る
法
案
と
い
う
の
も
多
く
あ

り
ま
し
て
、
そ
の
趣
旨
説
明
は
、
公
聴
会
で
政
府
の
担

当
役
職
者
が
証
言
す
る
と
い
う
形
式
を
と
り
ま
す
。
私

は
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
法
案
が
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約

の
ア
イ
デ
ア
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

ち
な
み
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
そ
の
後
、
一
九
四
八
年
、

一
九
五
〇
年
と
議
会
に
男
女
同
一
賃
金
法
案
が
提
出
さ

れ
て
公
聴
会
が
も
た
れ
ま
す
が
、
ど
ん
ど
ん
後
退
し
た

内
容
に
な
っ
て
、
結
局
、
法
案
は
成
立
し
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
フ
リ
ー
ダ
・
ミ
ラ
ー
は
、
一
九
五
〇
年

の
公
聴
会
の
証
言
直
後
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
行
き
、
一
〇

〇
号
条
約
の
審
議
を
す
る
総
会
で
同
一
報
酬
委
員
会
の

審
議
結
果
を
報
告
す
る
と
い
う
非
常
に
重
要
な
役
割
を

は
た
し
ま
す
。

　

ま
た
、
婦
人
少
年
局
は
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

に
つ
い
て
の
刊
行
物
を
多
く
出
し
て
い
ま
す
。
重
要
な

も
の
と
し
て
、「
男
女
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
つ
い
て
」

（
一
九
五
〇
年
）
と
「
男
女
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金

は
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
」

（
一
九
六
一
年
）
の
二
つ
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
九
五
〇
年
の
も
の
は
、
研
究
会
の
速
記
録
で
す
。
こ

れ
を
読
む
と
、
当
時
の
関
係
者
は
、「
同
一
労
働
同
一

賃
金
」
に
つ
い
て
、
非
常
に
高
い
理
解
を
し
て
い
た
こ

と
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

　
一
九
六
七
年
に
国
会
で
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
が
批

准
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
国
会
審
議
で
労
働
省
は
こ

の
条
約
に
つ
い
て
、
一
貫
し
て
正
確
な
説
明
を
行
な
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
へ
の
日
本
政
府
の
公
式
報

告
書
に
よ
れ
ば
、
一
九
八
四
年
時
に
も
正
確
な
理
解
で

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

〈
重
要
な
注
記
〉

　
こ
こ
で
注
意
し
て
も
ら
い
た
い
の
は
、
労
働
省
が
正

確
に
理
解
し
て
い
る
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
の
内
容
と

く
に
第
三
条
と
い
う
の
は
、
私
が
訳
し
た
も
の
を
次
に

記
載
し
ま
す
が
、
こ
れ
を
理
解
し
て
い
る
と
考
え
て
く

だ
さ
い
。
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【
遠
藤
公
嗣
訳
】

第
三
条

１　
こ
の
条
約
の
規
定
の
実
施
に
役
立
つ
場
合
に

は
、
遂
行
す
る
労
働
の
基
準
と
な
る
職
務
に
つ
き
、

そ
の
客
観
的
な
職
務
評
価
を
促
進
す
る
措
置
を
と

る
も
の
と
す
る
。

２　
こ
の
職
務
評
価
で
採
用
す
る
手
法
は
、
報
酬

率
の
決
定
に
責
任
あ
る
公
的
機
関
、
ま
た
は
、
報

酬
率
が
労
働
協
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
の

労
使
当
事
者
、
の
い
ず
れ
か
が
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

３　
遂
行
す
る
労
働
に
お
け
る
差
異
が
、
労
働
者

の
性
別
に
関
わ
り
な
く
前
記
の
客
観
的
な
職
務
評

価
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
に

相
当
す
る
男
女
労
働
者
間
の
報
酬
率
の
差
異
は
、

男
女
労
働
者
に
た
い
す
る
同
一
価
値
労
働
同
一
報

酬
の
原
則
に
反
す
る
も
の
と
み
な
し
て
は
な
ら
な

い
。

　

こ
の
第
三
項
で
、「
職
務
評
価
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
な
ら
ば
」
男
女
間
に
賃
金
の
差
異
が
あ
っ
て
も
同
一

価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
に
反
し
な
い
と
規
定
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
逆
か
ら
考
え
れ
ば
、
職
務
評
価
で

決
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
男
女
間
の
差
異
は
同
一
価

値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま

す
よ
、
と
釘
を
さ
し
て
念
押
し
し
て
い
る
規
定
で
す
。

　
な
お
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
を
日
本
は
一
九
六
七

年
に
批
准
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
公
定
訳
が
流
布
し
て

い
ま
す
。
あ
る
労
働
省
元
職
員
に
よ
る
と
、
国
際
条
約

の
管
轄
は
内
閣
法
制
局
な
の
で
、
労
働
省
訳
で
は
な
く

内
閣
法
制
局
訳
の
は
ず
と
の
こ
と
で
す
。
こ
の
第
三
条

の
公
定
訳
は
、
恐
ろ
し
く
稚
拙
な
悪
訳
で
す
。
読
ん
で

も
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
も
、
第
三
条
で
も

っ
と
も
肝
要
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、「
同
一
価
値
労
働
同

一
賃
金
」
原
則
が
職
務
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

公
定
訳
は
誤
解
を
招
き
や
す
い
。
稚
拙
な
悪
訳
の
公
定

訳
に
、
労
働
運
動
も
労
働
法
学
者
も
依
拠
し
て
き
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
実
の
と
こ
ろ
、
公
定
訳
が

稚
拙
な
悪
訳
で
あ
っ
た
こ
と
を
一
つ
の
理
由
と
し
て
、

職
務
を
基
準
と
す
る
こ
と
が
、
日
本
で
は
理
解
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
比
較
の
た
め
に
、
公
定
訳

を
次
に
記
載
し
ま
す
。

【
公
定
訳
】

第
三
条

１　
行
う
べ
き
労
働
を
基
礎
と
す
る
職
務
の
客
観

的
な
評
価
を
促
進
す
る
措
置
が
こ
の
条
約
の
規
定

の
実
施
に
役
だ
つ
場
合
に
は
、
そ
の
措
置
を
執
る

も
の
と
す
る
。

２　
こ
の
評
価
の
た
め
に
採
用
す
る
方
法
は
、
報

酬
率
の
決
定
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
機
関
又
は
、

報
酬
率
が
労
働
協
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合

に
は
、
そ
の
当
事
者
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　
行
う
べ
き
労
働
に
お
け
る
前
記
の
客
観
的
な

評
価
か
ら
生
ず
る
差
異
に
性
別
と
関
係
な
く
対
応

す
る
報
酬
率
の
差
異
は
、
同
一
価
値
の
労
働
に
つ

い
て
の
男
女
労
働
者
に
対
す
る
同
一
報
酬
の
原
則

に
反
す
る
も
の
と
認
め
て
は
な
ら
な
い
。

⑵　
安
倍
政
権
の
「
成
長
戦
略
」

　
理
由
２
は
、
安
倍
政
権
の
「
成
長
戦
略
」
の
一
つ
に

組
み
込
ま
れ
た
こ
と
で
す
。
安
倍
政
権
は
「
憲
法
改

正
」
を
や
り
た
い
た
め
に
長
期
政
権
を
め
ざ
し
て
い
ま

し
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
経
済
成
長
を
続
け
な
け
れ
ば

い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
安
倍
政
権
の
「
成
長
戦
略
」

の
一
つ
と
し
て
の
消
費
拡
大
（
需
要
創
出
）
施
策
と
し

て
、
非
正
規
労
働
者
の
低
賃
金
引
き
上
げ
の
た
め
に

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
を
提
唱
し
た
の
だ
と
思
い
ま

す
。
最
低
賃
金
額
の
大
幅
引
き
上
げ
も
同
様
で
す
。
こ

れ
ら
が
成
長
戦
略
の
重
要
な
要
素
に
な
る
と
考
え
て
い

た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
安
倍
政
権
の
路
線
に
、
水
町
勇
一
郎
氏
ら
が

「
上
手
に
乗
り
」、
そ
の
結
果
と
し
て
、
賃
金
是
正
に
有

利
な
規
定
が
二
〇
一
八
年
法
に
入
り
ま
し
た
。
さ
ら
に

厚
生
労
働
省
も
「
上
手
に
乗
り
」
職
務
評
価
に
よ
る
基

本
給
の
是
正
を
主
張
し
た
、
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で

す
。
こ
う
考
え
る
の
に
一
致
す
る
の
は
、
二
〇
一
八
年

法
の
非
常
に
不
自
然
な
成
立
経
緯
で
す
。
す
な
わ
ち
、

ま
ず
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）
案
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ

に
あ
わ
せ
て
法
律
が
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
順
番
が
ま
っ
た
く
逆
で
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
流
れ
に
し
た
の
か
と
い
う
と
、
で
き

る
だ
け
法
律
の
内
容
を
最
初
か
ら
縛
ろ
う
と
し
た
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
当
初
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
縛
ら
れ
た
形
で
の
立
法
作

業
は
厚
生
労
働
省
が
困
る
だ
ろ
う
と
、
そ
し
て
、
こ
う

い
う
流
れ
に
抵
抗
す
る
だ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
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し
た
。
し
か
し
厚
生
労
働
省
は
、
困
る
ど
こ
ろ
か
、
私

の
理
解
で
は
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
以
上
の
内
容
を
法
律
に

盛
り
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
な
ぜ
こ
の
よ
う

な
こ
と
が
起
き
た
の
か
と
い
う
と
、
さ
き
ほ
ど
お
話
し

し
ま
し
た
よ
う
に
、
厚
生
労
働
省
に
は
、
労
働
省
婦
人

少
年
局
設
置
以
来
、「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
に

関
す
る
一
貫
し
た
見
解
が
、
現
在
ま
で
底
流
と
し
て
流

れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
冒
頭
の

「
職
務
評
価
を
用
い
た
基
本
給
の
点
検
・
検
討
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
が
出
さ
れ
た
流
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と

思
い
ま
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
二
〇
一
八
年
法
は
、
水
町
氏
ら
の
イ

ン
プ
ッ
ト
も
多
く
あ
り
ま
す
が
、
厚
生
労
働
省
も
か
な

り
の
部
分
を
イ
ン
プ
ッ
ト
し
て
い
る
、
そ
の
結
果
と
し

て
で
き
あ
が
っ
た
法
律
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
今
の
厚
生
労
働
省
の
「
職
務
評
価
」
の

手
法
に
問
題
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、
問
題
は
一
つ
だ

け
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
厚
生
労
働
省
が
推
薦
す
る
職

務
評
価
の
手
法
は
、
か
な
り
日
本
的
な
バ
イ
ア
ス
が
か

か
り
す
ぎ
て
い
て
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
二
〇
〇
八
年
か
ら
公
式

に
推
薦
す
る
手
法
か
ら
ほ
ど
遠
い
こ
と
で
す
。

２　
経
営
側
の
考
え
方

　

次
に
、
経
営
側
が
、「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
つ

い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
経
営
側
の
考
え
方
は
、
お
よ
そ
二
つ
に
分
け
ら

れ
ま
す
。

ア　
経
団
連
の
主
流
多
数
派
（
い
わ
ゆ
る
旧
来
派
）
は
、

正
規
・
非
正
規
間
の
格
差
是
正
は
、
安
倍
首
相
が
言
い

出
し
た
の
で
、
あ
る
程
度
は
実
行
す
る
が
、
諸
手
当
の

是
正
だ
け
で
お
茶
を
濁
し
た
い
と
い
う
の
が
本
音
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。

　
正
規
と
非
正
規
の
賃
金
格
差
の
存
在
そ
の
も
の
は
当

然
と
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
正
規
は
職
能
給
な
ど

の
「
属
人
基
準
賃
金
」、
非
正
規
は
「
職
務
基
準
賃
金
」、

の
区
別
を
維
持
し
、
基
本
給
に
お
け
る
格
差
と
賞
与
や

退
職
金
の
格
差
も
維
持
す
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
正

規
非
正
規
を
同
じ
賃
金
体
系
で
考
え
て
は
い
な
い
と
思

い
ま
す
。
二
〇
二
〇
年
一
〇
月
の
最
高
裁
判
決
は
、
基

本
的
に
こ
の
路
線
だ
と
思
い
ま
す
。

イ　
他
方
で
、
二
〇
一
六
年
七
月
に
経
団
連
が
「
同
一

労
働
同
一
賃
金
」
に
つ
い
て
発
表
し
た
見
解
を
読
む
と
、

経
団
連
の
な
か
に
も
異
論
が
あ
る
の
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
主
流
派
と
は
違
う
非
主
流
派
な
い
し
経
団
連
非
加

盟
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
企
業
・
情
報
化
企
業
の
一
部
で
は
、

経
営
上
の
必
要
性
か
ら
職
務
給
化
を
重
視
し
て
い
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
主
流
派
の
考
え
方
と
は
距
離
が
あ
り
ま

す
。
た
だ
、
正
規
・
非
正
規
間
の
格
差
是
正
に
そ
れ
ほ

ど
関
心
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
職
務
給
化
の
結
果
と

し
て
格
差
是
正
と
な
る
な
ら
ば
そ
れ
は
許
容
す
る
と
い

う
ス
タ
ン
ス
で
す
。
た
だ
し
、
経
営
者
主
導
の
職
務
評

価
し
か
念
頭
に
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇

号
条
約
第
三
条
第
二
項
に
反
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ス
タ

ン
ス
で
い
く
ら
職
務
評
価
を
や
っ
た
と
し
て
も
、
Ｉ
Ｌ

Ｏ
条
約
の
基
準
を
充
た
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

３　
労
働
運
動
・
労
働
組
合
の
考
え
方

　
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
対
す
る
労
働
運
動
・
労

働
組
合
の
考
え
方
も
、
複
数
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

ア　
民
間
大
企
業
の
労
組
は
、
二
〇
一
八
年
法
を
活
用

す
る
意
欲
は
強
く
あ
り
ま
せ
ん
。
法
律
の
活
用
で
な

く
、「
春
闘
」
す
な
わ
ち
団
体
交
渉
で
の
非
正
規
労
働

者
の
「
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
」
に
留
意
す
る
の
が
主
流
の
考

え
方
で
す
。
し
か
し
、
正
規
非
正
規
間
に
お
け
る
ベ
ア

率
の
差
は
、
た
と
え
正
規
の
ベ
ア
率
を
非
正
規
の
ベ
ア

率
が
上
回
っ
て
も
、
そ
の
差
は
極
小
な
の
で
、
格
差
是

正
の
ス
ピ
ー
ド
は
非
常
に
遅
く
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
大

き
な
問
題
は
、
民
間
大
企
業
の
労
働
組
合
は
、
正
規
・

非
正
規
の
区
別
そ
の
も
の
の
解
消
の
展
望
を
持
っ
て
い

ま
せ
ん
。
区
別
の
維
持
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の

前
提
が
あ
る
の
で
、
格
差
是
正
ス
ピ
ー
ド
の
遅
さ
は
問

題
に
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
諸
手
当
の
是
正
に
つ
い
て

も
、
労
働
組
合
側
か
ら
声
を
上
げ
て
い
る
と
い
う
話
も

あ
ま
り
聞
こ
え
て
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
経
営
者
が
実
施

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
是
正
に
賛
成
す
る
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
全
体
と
し
て
、
民
間
大
企
業
の
労
働

組
合
は
、
旧
来
派
経
営
者
の
考
え
方
と
類
似
・
親
和
的

で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
組
織
は
両
者
で
重

複
し
て
い
ま
す
。

イ　
次
に
、
少
数
の
左
派
の
労
働
組
合
あ
る
い
は
労
働

運
動
の
側
は
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
な
い
し
職
務
給

に
お
け
る
均
等
の
意
味
が
理
解
で
き
て
い
な
い
の
で
、

二
〇
一
六
年
の
安
倍
首
相
演
説
以
降
の
情
勢
の
展
開
や

二
〇
一
八
年
法
の
活
用
に
つ
い
て
行
け
て
い
ま
せ
ん
。

ま
た
、
い
ま
だ
に
年
功
給
信
仰
が
強
い
の
で
、
結
果
と

し
て
、
民
間
大
企
業
の
労
組
と
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
状
況

で
す
。
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ウ　
一
方
で
、
職
務
評
価
を
活
用
し
て
、
女
性
の
低
賃

金
是
正
を
考
え
て
い
る
、
一
部
の
、
女
性
を
中
心
と
し

た
労
働
運
動
は
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
・
職
務
評

価
へ
の
志
向
が
高
く
あ
り
ま
す
。
し
か
し
非
常
に
残
念

な
こ
と
に
、
女
性
を
中
心
と
し
た
労
働
運
動
は
ま
だ
ま

だ
実
力
不
足
と
い
う
状
況
で
す
。

４　
研
究
者
の
理
解

⑴　
労
働
法
研
究
者

　
労
働
法
研
究
者
の
場
合
は
、
そ
の
二
つ
の
業
績
が
、

大
き
な
障
害
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

ア　
そ
の
一
つ
目
は
、
浜
田
富
士
郎
「
労
基
法
第
四
条

に
よ
る
男
女
賃
金
差
別
の
阻
止
可
能
性
の
展
望
」『
労

働
法
学
の
理
論
と
課
題
―
片
岡
曻
先
生
還
暦
記
念
』

（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
）
で
す
。
こ
の
浜
田
論
文
は

「
本
条
約
﹇
一
〇
〇
号
条
約
―
―
遠
藤
注
﹈
の
い
う
同

一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
…
…
は
そ
れ
自
体
、
か

な
り
の
程
度
に
ゆ
る
や
か
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
と

主
張
し
、
す
な
わ
ち
「
年
功
給
」
で
も
本
原
則
は
適
用

で
き
る
と
し
て
、
以
後
、
こ
れ
が
解
釈
労
働
法
学
の
通

説
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

こ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、
さ
き
ほ
ど
の
遠
藤

訳
の
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
第
三
条
（
と
く
に
第
三

項
）
を
見
れ
ば
、
お
よ
そ
「
ゆ
る
や
か
」
と
は
言
え
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
浜
田
氏
は
、
第
三
条
第
三
項
を

正
確
に
理
解
で
き
て
い
る
と
思
わ
れ
ず
、
い
わ
ば
「
逃

げ
た
」
解
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
浜
田
氏
は
第
三
項
に

「
職
の
客
観
的
評
価
」
の
訳
語
を
使
用
し
て
い
ま
す
が
、

し
か
し
、
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
職
務
評
価
」
の
こ
と
で

あ
る
と
理
解
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
公
定
訳
は
単
に
「
客

観
的
な
評
価
」
で
す
。
そ
こ
で
浜
田
氏
も
、
解
釈
労
働

法
学
の
通
説
も
、
こ
れ
を
一
般
の
「
評
価
」
と
解
し
て
、

「
客
観
的
評
価
」
が
あ
れ
ば
年
功
で
の
差
異
は
原
則
違

反
に
な
ら
な
い
と
の
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。
原
文
の
英
語
で
は
、
第
一
項
で
「
職
務

評
価
」
と
し
て
い
て
、
表
現
の
重
複
を
避
け
る
た
め
に
、

第
二
項
と
第
三
項
で
は
単
に
「
評
価
」
と
記
し
た
だ
け

で
す
。
し
た
が
っ
て
、
第
三
条
第
三
項
の
「
評
価
」
は
、

「
職
務
評
価
」
で
あ
っ
て
、
一
般
の
「
評
価
」
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
、
最
初
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

第
三
条
第
三
項
は
、
職
務
評
価
で
決
め
ら
れ
て
い
な
け

れ
ば
、
男
女
間
の
賃
金
の
差
異
は
同
一
価
値
労
働
同
一

賃
金
の
原
則
に
反
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
よ
、
と
釘

を
さ
し
て
念
押
し
し
て
い
る
規
定
で
す
。
第
一
項
で

「
職
務
評
価
」
を
勧
め
て
い
て
、
第
二
項
で
そ
の
「
職

務
評
価
」
手
法
の
決
定
の
仕
方
に
つ
い
て
規
定
し
て
い

る
の
に
、
第
三
項
で
、
ど
ん
な
評
価
一
般
で
も
客
観
的

評
価
を
し
て
い
れ
ば
原
則
に
反
し
な
い
と
規
定
す
る
こ

と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。

　
実
は
、
第
三
条
は
、
審
議
に
お
い
て
も
最
重
要
点
で

し
た
。
一
九
五
〇
年
の
審
議
で
は
、
労
使
と
も
に
「
ゆ

る
や
か
」
志
向
で
し
た
。
労
使
が
労
働
協
約
で
決
め
れ

ば
、
そ
れ
で
原
則
に
か
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
が
原
案

の
中
心
で
、
そ
れ
で
ず
っ
と
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
ま

し
た
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
労
働
協
約
で
は
男
女
の

賃
金
格
差
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、
ま
さ
に

「
ゆ
る
や
か
」
志
向
だ
っ
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
一
九

五
一
年
の
審
議
の
最
終
段
階
で
、「
厳
密
化
」
へ
修
正

す
る
こ
と
に
な
り
、
現
在
の
規
定
に
な
り
ま
し
た
。
つ

ま
り
、
労
使
の
協
約
で
決
定
で
き
る
の
は
職
務
評
価
の

手
法
で
あ
り
、
原
則
で
は
な
い
と
い
う
修
正
が
行
な
わ

れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
使
用
者
側
は
反
対
し
た

の
で
す
が
、
労
働
者
側
と
政
府
側
で
三
分
の
二
を
超
え

る
賛
成
だ
っ
た
の
で
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
は
成
立

し
ま
し
た
。
か
な
り
異
例
の
成
立
の
仕
方
を
し
て
い
ま

す
（
遠
藤
公
嗣
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
の
審
議
過
程

と
賃
金
形
態
」
季
刊
労
働
法
二
五
六
号
（
二
〇
一
七

年
）
四
一
〜
五
六
頁
、
さ
ら
に
本
講
演
の
後
に
執
筆
し

た
遠
藤
公
嗣
「
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
第
三
条
の
成
立

―
一
九
五
一
年
同
一
報
酬
委
員
会
の
審
議
―
」
季
刊
労

働
法
二
七
五
号
掲
載
予
定
（
二
〇
二
一
年
）
で
は
、
ま

さ
に
驚
き
の
異
例
で
あ
っ
た
こ
と
を
解
明
し
た
）。

　
ち
な
み
に
、
第
三
条
第
二
項
も
非
常
に
重
要
な
規
定

で
す
。「
こ
の
職
務
評
価
で
採
用
す
る
手
法
は
、
報
酬

率
の
決
定
に
責
任
あ
る
公
的
機
関
、
ま
た
は
、
報
酬
率

が
労
働
協
約
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
場
合
の
労
使
当
事

者
、
の
い
ず
れ
か
が
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
遠

藤
訳
）
と
の
規
定
で
、
原
則
に
か
な
う
職
務
評
価
の
手

法
を
決
め
ら
れ
る
の
は
、
公
的
機
関
か
労
働
協
約
だ

け
と
し
て
い
ま
す
。
公
的
機
関
は
決
定
が
難
し
い
の
で
、

事
実
上
は
、
労
働
協
約
だ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
労

働
組
合
が
関
与
し
な
い
か
ぎ
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条

約
が
勧
め
て
い
る
職
務
評
価
は
永
遠
に
決
め
ら
れ
な
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
労
働
組
合
が
職
務
評
価
を

認
め
な
い
限
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
一
〇
〇
号
条
約
は
実
現
が
難

し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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イ　
そ
の
二
つ
目
は
、
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ｐ
Ｔ
「
雇
用
形
態
に
よ

る
均
等
処
遇
に
つ
い
て
の
研
究
会
」
報
告
書
（
二
〇
一

一
年
、
座
長
・
荒
木
尚
志
東
京
大
学
教
授
）
で
す
。

　

こ
の
報
告
書
で
は
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
性
別
等
と

は
異
な
り
当
事
者
の
合
意
に
よ
り
決
定
さ
れ
る
雇
用
形

態
の
違
い
を
理
由
と
す
る
賃
金
格
差
に
関
し
て
は
、
何

ら
か
の
立
法
が
な
い
限
り
、「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃

金
原
則
」
は
直
接
的
に
適
用
可
能
な
法
原
則
と
は
解
さ

れ
て
い
な
い
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、
職
務
基
準
の
雇
用
で

は
、
職
務
が
同
一
・
類
似
で
あ
っ
て
、
無
期
・
フ
ル
タ

イ
ム
雇
用
と
有
期
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
を
比
べ
る
と

き
に
、「
雇
用
形
態
の
違
い
を
理
由
と
す
る
賃
金
格
差
」

と
い
う
、
こ
れ
を
し
っ
か
り
認
識
す
べ
き
だ
と
い
う
こ

と
で
す
。
Ｅ
Ｕ
指
令
な
ど
は
必
ず
こ
の
規
定
で
す
（
職

務
が
違
っ
て
い
れ
ば
、
有
期
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用

で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う
が
「
職
務
の
違
い
を
理
由
と
す

る
賃
金
格
差
」
と
な
り
ま
す
）。
職
務
が
同
一
・
類
似

の
時
に
、「
同
一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
原
則
」
を

持
ち
出
す
必
要
は
と
く
に
あ
り
ま
せ
ん
。「
職
務
基
準
」

の
意
味
を
こ
の
報
告
書
の
執
筆
者
は
理
解
し
て
い
な
い

と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、「
何
ら
か
の
立
法
」
が
な
く
て
も
職
務
が
同

一
・
類
似
の
時
に
「
雇
用
形
態
の
違
い
を
理
由
と
す

る
賃
金
格
差
」
に
、「
同
一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金

原
則
」
は
、
基
本
給
に
つ
い
て
は
適
用
さ
れ
る
と
言
う

こ
と
も
可
能
で
す
。
職
務
が
同
一
・
類
似
な
ら
ば
、
職

務
評
価
点
は
同
一
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
、
し
た
が
っ

て
「
同
一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
原
則
」
に
従
う
と
、

基
本
給
は
同
じ
時
間
賃
金
額
と
な
る
べ
き
だ
か
ら
で
す
。

有
期
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
雇
用
は
、
同
じ
時
間
賃
金
額
で

あ
っ
て
、
基
本
給
総
額
は
期
間
比
例
・
時
間
比
例
の
額

と
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
立
法
が
必
要
か
ど
う
か

と
い
う
議
論
す
ら
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
た
だ
し
大
き
な
問
題
と
し
て
、
無
期
・
フ
ル
タ
イ
ム

に
は
手
当
・
付
加
給
が
あ
り
、
有
期
・
パ
ー
ト
タ
イ
ム

に
は
な
い
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
多
い
の
で
、
基
本

給
の
均
等
だ
け
で
は
、
賃
金
総
額
の
均
等
は
不
十
分
で

す
。
手
当
・
付
加
給
に
つ
い
て
も
均
等
を
考
慮
す
べ
き

と
い
う
の
が
、
Ｅ
Ｕ
指
令
が
重
ね
て
出
さ
れ
て
い
る
重

要
な
理
由
で
あ
る
と
私
は
推
測
し
て
い
ま
す
（
遠
藤
公

嗣
「
社
会
経
済
か
ら
み
た
「
同
一
（
価
値
）
労
働
同
一

賃
金
」
と
法
律
家
の
言
説
」
季
刊
・
労
働
者
の
権
利
三

一
五
号
（
二
〇
一
六
年
）
三
二
〜
四
一
頁
、
同
「
賃
金

と
平
等
」
新
村
聡
・
田
上
孝
一
編
著
『
平
等
の
哲
学
入

門
』（
社
会
評
論
社
、
二
〇
二
一
年
）
第
一
九
章
三
二

九
〜
三
四
二
頁
）。

　
ま
た
報
告
書
で
は
、「
Ｅ
Ｕ
対
象
国
に
お
い
て
、「
同

一
（
価
値
）
労
働
同
一
賃
金
原
則
」
と
は
、
人
権
保
障

の
観
点
か
ら
、
主
と
し
て
性
別
な
ど
個
人
の
意
思
や
努

力
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
属
性
等
を
理
由

に
、
あ
る
労
働
者
が
、
他
の
労
働
者
と
比
較
し
て
、
同

一
（
価
値
）
の
労
働
を
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
労
働
者
よ
り
低
い
賃
金
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
場
合
に
、
他
の
労
働
者
と
同
一
の
賃
金

の
支
払
い
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
人
権
保
障
に

係
る
「
均
等
待
遇
原
則
（
差
別
的
取
扱
い
禁
止
原
則
）」

の
賃
金
に
関
す
る
一
原
則
と
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
す
る
私
の
批
判
は
、「
同
一
（
価
値
）
労

働
同
一
賃
金
原
則
」
は
、
ど
の
国
で
あ
れ
制
定
法
の
文

言
か
ら
見
る
限
り
、
女
性
差
別
を
否
定
す
る
原
則
で
あ

っ
て
、
人
種
や
出
身
国
や
年
齢
な
ど
の
属
性
に
よ
る
差

別
に
言
及
せ
ず
否
定
し
て
い
ま
せ
ん
。
報
告
書
は
、
ど

の
よ
う
な
法
理
論
で
、
原
則
が
女
性
か
ら
属
性
一
般
に

拡
大
さ
れ
た
と
理
解
す
る
の
か
、
何
も
説
明
が
な
い
。

　
そ
も
そ
も
人
権
保
障
と
は
、
私
の
理
解
で
は
、
最
初

は
宗
教
な
ど
信
条
の
迫
害
差
別
否
定
か
ら
は
じ
ま
り
、

や
っ
と
二
〇
世
紀
に
な
っ
て
（
ま
た
は
第
二
次
世
界

大
戦
後
に
）、
属
性
の
差
別
否
定
に
拡
大
さ
れ
ま
し
た
。

初
期
は
「
個
人
の
意
思
で
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
か

ら
こ
そ
迫
害
差
別
し
て
改
宗
を
せ
ま
っ
た
の
で
あ
り
、

こ
の
迫
害
差
別
を
否
定
す
る
の
が
、
人
権
論
の
第
一
歩

だ
っ
た
は
ず
で
す
。「
個
人
の
意
思
で
変
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
」
も
の
を
理
由
と
す
る
差
別
は
、
当
初
は
人

権
論
の
射
程
外
で
し
た
。
こ
の
人
権
論
の
歴
史
を
報
告

書
は
ど
う
理
解
し
て
い
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
り
ま
せ

ん
。

⑵　
労
働
運
動
・
労
働
組
合
の
研
究
者

　
労
働
運
動
・
労
働
組
合
の
研
究
者
は
、
さ
き
ほ
ど
の

「
労
働
運
動
・
労
働
組
合
の
考
え
方
」
で
話
し
ま
し
た
、

ア
民
間
大
企
業
の
労
組
と
イ
少
数
の
左
派
の
労
働
組
合

・
労
働
運
動
に
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
す
る
と
私
は
理
解
し

て
い
ま
す
。
両
者
と
も
、
職
務
給
や
職
務
評
価
に
否
定

的
で
あ
り
、
年
功
給
職
能
給
を
相
当
に
肯
定
し
て
い
ま

す
（
こ
の
点
で
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
企
業
・
情
報
化
企
業
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の
一
部
の
経
営
者
と
違
い
ま
す
）。
団
体
交
渉
に
よ
る

非
正
規
の
低
賃
金
是
正
を
重
視
し
（
た
だ
し
、
そ
の
達

成
度
へ
の
関
心
が
薄
い
）、
二
〇
一
八
年
法
の
格
差
是

正
の
効
力
を
そ
れ
ほ
ど
評
価
せ
ず
、
そ
れ
を
活
用
す
る

意
欲
に
乏
し
く
、
女
性
労
働
者
の
均
等
処
遇
に
、
建
前

以
上
の
関
心
は
あ
り
ま
せ
ん
。

⑶　
「
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
」
を
め
ざ
す 

　
　
職
務
評
価
の
研
究
者

　
女
性
労
働
に
関
心
が
深
い
、
社
会
政
策
研
究
グ
ル
ー

プ
は
、
非
常
に
数
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
（
森
ま
す
美
、

木
下
武
男
、
遠
藤
公
嗣
、
禿
あ
や
美
な
ど
）。

　
し
か
も
問
題
は
、
職
務
評
価
の
手
法
の
研
究
は
、
ま

だ
研
究
レ
ベ
ル
（
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
中
心
）
で
あ
っ
て
、

実
際
に
使
え
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
用
を
意
識

し
た
の
は
、
自
治
労
の
要
請
で
私
が
代
表
を
務
め
て
ま

と
め
た
地
方
自
治
体
用
（
遠
藤
公
嗣
編
『
同
一
価
値
労

働
同
一
賃
金
を
め
ざ
す
職
務
評
価
』
旬
報
社
、
二
〇
一

三
年
）
の
み
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
最
大
の
問
題
は
、

そ
れ
が
簡
略
な
手
法
で
な
い
こ
と
で
す
。
労
使
が
本
腰

を
入
れ
て
取
り
組
ま
な
い
と
実
現
で
き
な
い
手
法
で
す
。

　
現
在
は
、
裁
判
事
件
の
職
務
評
価
鑑
定
書
（
例
：
京

ガ
ス
事
件
の
森
ま
す
美
鑑
定
書
）
を
、
簡
略
な
手
法
と

し
て
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
再
考
す
べ
き
時
期
と
考
え
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
心
あ
る
労
働
法
学
者
や
労

働
弁
護
士
と
の
協
働
の
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
て
い
ま
す
。

５　
社
労
士
な
ど
の
実
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
考
え
方

　
二
〇
一
八
年
法
の
施
行
で
、
多
数
の
解
説
書
が
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
、
法
律
家
で
な
く
、

社
労
士
な
ど
実
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
Ｈ
ｏ
ｗ
Ｔ
ｏ
本

は
、
私
の
考
え
方
な
い
し
日
本
政
府
の
考
え
方
に
案
外

と
近
い
内
容
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
で
正
規
・
非
正
規

間
賃
金
格
差
の
是
正
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
最
近
の
例
で
は
、
二
宮
孝
『
企
業
経
営
を
誤
ら
な
い
、

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
の
具
体
的
な
進
め
方
』（
労
働

調
査
会
、
二
〇
二
〇
・
一
二
・
一
九
）
が
あ
り
ま
す
。

同
書
に
は
、
た
と
え
ば
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
二
〇
〇
八
年
か
ら

推
薦
す
る
職
務
評
価
手
法
の
紹
介
が
あ
り
（
四
七
頁
。

こ
の
紹
介
は
実
務
書
と
し
て
日
本
初
）、
基
本
給
が
正

規
・
非
正
規
で
別
の
賃
金
形
態
は
お
か
し
い
、
二
〇
二

〇
年
最
高
裁
判
決
は
正
規
の
職
能
給
を
認
め
た
が
疑
問

で
あ
り
、
職
務
給
役
割
給
で
基
本
給
は
統
一
さ
れ
る
べ

き
で
、
そ
の
基
本
給
は
職
務
評
価
に
よ
る
決
定
を
考
慮

す
べ
き
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
（
九
〇
頁
）。
し
か
し

残
念
に
も
、
記
述
は
全
体
と
し
て
甘
く
、
ま
た
、
正
規

・
非
正
規
と
も
に
適
用
す
る
職
務
評
価
の
事
例
は
、
重

要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
明
確
で
す
（
六
七
頁
。

お
そ
ら
く
誤
植
が
あ
る
）。
ど
う
い
う
数
字
で
考
え
て

い
る
の
か
が
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
実
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
本
が
、
私
の
考
え
方
な
い
し

日
本
政
府
の
考
え
方
に
近
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
理
由

は
何
か
と
考
え
て
み
ま
し
た
。

　
私
の
理
解
で
は
、
①
社
労
士
は
も
と
も
と
そ
の
資
格

の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
厚
生
労
働
省
の
考
え
方
に
忠
実

で
す
。
そ
し
て
、
②
お
も
な
顧
客
で
あ
る
中
小
企
業
で

は
、
正
規
・
非
正
規
間
の
賃
金
是
正
の
原
資
問
題
が
小

さ
い
の
で
、
是
正
が
や
り
や
す
い
。
と
い
う
の
は
、
正

規
の
賃
金
水
準
が
も
と
も
と
低
く
、
非
正
規
の
賃
金
水

準
は
都
市
部
で
は
上
昇
中
で
、
正
規
非
正
規
間
の
賃
金

格
差
が
現
行
で
も
小
さ
い
か
ら
で
す
。
ま
た
中
小
企
業

は
、
多
く
の
非
正
規
労
働
者
を
雇
っ
て
い
て
、
定
着
率

も
悪
く
、
な
か
な
か
仕
事
を
覚
え
て
も
ら
え
な
い
と
い

う
問
題
を
抱
え
て
い
る
た
め
、
③
職
務
分
析
・
職
務
評

価
を
き
ち
ん
と
導
入
し
て
非
正
規
労
働
者
に
求
め
る
仕

事
の
内
容
を
明
確
化
す
れ
ば
、
こ
の
仕
事
が
で
き
る
よ

う
に
な
れ
ば
こ
れ
だ
け
の
賃
金
水
準
に
し
ま
す
よ
と
い

う
能
力
開
発
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
策
定
す
る
こ
と
が
可
能
に

な
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
非
正
規
労
働
者
の
定
着
率

上
昇
と
能
力
向
上
が
期
待
で
き
ま
す
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

賃
金
格
差
是
正
を
し
た
原
資
分
は
こ
れ
で
十
分
に
穴
埋

め
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
な
お
、
二
〇
一
八
年
法
の
解
説
書
に
つ
い
て
、
注
意

が
必
要
な
こ
と
を
補
っ
て
お
き
ま
す
。
二
〇
一
八
年
法

の
経
営
者
側
弁
護
士
に
よ
る
解
説
書
は
過
去
判
例
に
多

く
言
及
し
ま
す
が
、
二
〇
一
八
年
法
は
過
去
に
と
ら
わ

れ
な
い
突
出
し
た
内
容
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
過
去
判

例
で
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
こ
う
い
う
言
及
は

適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
、
二
〇
一
八
年
法

に
突
出
し
た
内
容
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
ゆ
え

に
、
実
際
を
今
後
も
過
去
判
例
レ
ベ
ル
に
と
ど
め
よ
う

と
し
て
い
る
た
め
だ
と
、
う
が
っ
た
見
方
も
で
き
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。



15
労働法律旬報

◎講演◎正規・非正規の「同一労働同一賃金」と職務評価について

三
　
近
未
来
の
方
針
の
展
望

　
非
正
規
の
低
賃
金
是
正
を
主
張
す
る
二
〇
一
八
年
法

裁
判
で
は
、
争
点
と
し
て
、
基
本
給
（
と
、
基
本
給
額

か
ら
算
出
さ
れ
る
賞
与
と
退
職
金
）
に
お
け
る
格
差
の

是
正
に
切
り
込
む
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま

で
は
、
こ
れ
は
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
と
思
い
ま

す
が
、
す
で
に
切
り
込
む
時
期
に
来
て
い
る
と
私
は
思

い
ま
す
。

　
正
規
・
非
正
規
の
賃
金
格
差
が
あ
る
の
は
お
か
し
い

と
い
う
主
張
を
す
る
と
き
に
、
職
務
評
価
を
や
っ
て
、

た
と
え
ば
、
職
務
評
価
点
数
で
は
一
〇
〇
対
八
〇
の
差

で
し
か
な
い
の
に
、
賃
金
で
は
一
〇
〇
対
六
〇
の
差
が

あ
る
の
は
差
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
主
張
を
し
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
主
張
に
は
、
厚
生
労
働
省
が
強

い
味
方
に
な
り
ま
す
。
職
務
評
価
で
基
本
給
を
是
正
す

る
と
い
う
の
は
厚
生
労
働
省
も
推
薦
し
て
い
る
と
い
う

理
由
付
け
が
で
き
ま
す
。

　
職
務
評
価
の
内
容
と
し
て
は
、
専
門
家
（
私
の
よ
う

な
）
が
簡
便
に
実
施
で
き
る
裁
判
所
向
け
の
職
務
評
価

の
手
法
を
開
発
し
、
そ
の
結
果
を
裁
判
所
に
提
出
し
、

こ
れ
を
是
正
に
依
拠
す
べ
き
も
の
と
し
て
認
め
さ
せ
る

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
簡
便
な
裁

判
所
向
け
の
手
法
ノ
ウ
ハ
ウ
の
開
発
が
カ
ギ
で
す
（
Ａ

Ｉ
を
活
用
で
き
れ
ば
複
雑
な
職
務
評
価
も
ご
く
短
時
間

で
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
そ
う

い
う
話
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
残
念
な

こ
と
に
、
こ
れ
は
近
未
来
の
日
本
で
は
課
題
に
な
り
ま

せ
ん
）。
簡
便
な
裁
判
所
向
け
の
手
法
ノ
ウ
ハ
ウ
の
開

発
が
、
日
本
の
近
未
来
の
方
針
と
し
て
、
正
規
・
非
正

規
の
賃
金
格
差
是
正
の
た
め
の
も
っ
と
も
実
現
可
能
な

手
法
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
こ
の
方
針
の
味
方
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
直

接
に
は
、
こ
こ
ろ
あ
る
専
門
家
、
弁
護
士
、
社
労
士
で

あ
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　
多
く
の
大
企
業
の
労
組
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
の
期
待
は

で
き
ま
せ
ん
が
、
建
前
と
し
て
の
非
正
規
労
働
者
の
裁

判
へ
の
支
援
に
加
え
て
、
で
き
れ
ば
裁
判
費
用
へ
の
金

銭
支
援
を
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
く

こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

（
え
ん
ど
う　
こ
う
し
）


