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山
本
氏
は
こ
れ
ま
で

一
貫
し
て
中
国
の
労
働
制
度
と
そ
の
変
遷
を

追
い
か
け
て
き
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
本
書
は
、
氏
の
こ
れ
ま
で
二

〇
年
以
上
に
わ
た
っ
て
蓄
積
し
て
き
た
研
究
論
文
を

一
冊
の
本
に
ま

と
め
た
も
の
で
あ
り
、
ま
ず
著
者
の
そ
れ
ま
で
の
努
力
に
敬
意
を
払

う
と
と
も
に
、
大
部
の
研
究
成
果
を
ま
と
め
た
こ
と
に
対
し
て
心
よ

り
慶
賀
の
意
を
表
し
た
い
。

本
書
は
、
そ
の
副
題
が
示
す
と
お
り
、
大
き
く
分
け
て
改
革
開
放

以
前
の

「合
理
的
低
賃
金
制
」
が
支
配
し
て
い
た
時
代
に
お
け
る
中

国
の
労
働
制
度
と
、
改
革
開
放
以
後
の
、
中
国
に
労
働
市
場
が
形
成

さ
れ
始
め
た
時
代
に
お
け
る
労
働
制
度
に
か
ん
す
る
分
析
の
二
つ
の

部
分
か
ら
な
る
。
合
理
的
低
賃
金
制
と
は
、
中
国
に
お
い
て
都
市
と

山
本
恒
人
著

『現
代
中
国
の
労
働
経
済
　
一
九
四
九
～
二
〇
〇
〇
―
―
「合
理
的
低
賃
金
制
」
か
ら
現
代
労
働
市
場
へ
―
―
』

中

兼

和

津

次

農
村
と
い
う
経
済
、
あ
る
い
は

一
般
的
に
い
っ
て
社
会
の
二
元
構
造

が
出
来
上
が
っ
た
時
代
に
お
け
る
都
市
労
働
者
が
、
農
村
の
生
活
水

準
に
合
わ
せ
る
べ
く

「合
理
的
に
」
低
賃
金
化
さ
れ
た
時
代
の
労
働

制
度
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
都
市
と
農
村
の

「結
合
部
」
に

い
る
農
村
出
身
の
臨
時
工
や
季
節
工
が
都
市
の
正
規
工
と
比
べ
て
低

賃
金
に
置
か
れ
た
が
、
そ
の
水
準
に
合
わ
せ
て
都
市
正
規
工
の
賃
金

も
低
く
抑
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
都
市
と
農
村
の
労
働
市
場

を
分
断
す
る
制
度
的
装
置
こ
そ
が

「戸
籍

企
戸
ヨ

」
制
度
で
あ
っ

た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
も
と
で
は
労
働
力
は

「商
品
」
と
は

認
め
ら
れ
ず
、
当
然
労
働
市
場
も
形
成
さ
れ
る
は
ず
も
な
か
っ
た
。

他
方
、　
一
九
七
〇
年
代
末
か
ら
の
改
革
開
放
期
に
な
る
と
、
そ
う



し
た
都
市
と
農
村
と
い
う
二
元
構
造
は
基
本
的
に
維
持
し
つ
つ
も
、

こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
都
市
内
部
、
農
村
内
部
、
さ
ら
に
は
都
市
農
村

間
の
労
働
移
動
を

一
定
程
度
容
認
し
、
労
働
力
も
商
品
と
認
め
ら

れ
、
二
つ
の
部
門
内
部
に
そ
れ
ぞ
れ
労
働
市
場
が
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ま
で
と
は
基
本
的
に
異
な
っ
た
労
働
関
係

が
、
企
業
内
に
も
、
あ
る
い
は
企
業
と
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
も

成
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

中
国
の
労
働
問
題

（よ
り
正
確
に
は
労
働
者
問
題
と
労
働
力
問
題
）

の
捉
え
方
は
恐
ら
く
次
の
三
つ
が
あ
る
だ
ろ
う
。
第

一
に
、
社
会
主

義
論
と
し
て
捉
え
る
や
り
方
で
あ
る
。
ど
の
社
会
主
義
国
で
あ
れ

「労
働
者
の
国
家
」
な
る
原
理
は
も
と
も
と
単
な
る
ス
ロ
ー
ガ
ン
、

あ
る
い
は
虚
像
で
し
か
な
く
、
社
会
主
義
を
標
榜
す
る
中
国
と
い
え

ど
も
、
現
代
の
労
働
市
場
体
制
の
下
で
は
、
ま
す
ま
す
そ
の
虚
し
さ

が
露
わ
に
な
っ
て
き
た
。
資
本
主
義
＝
労
働
力
の
商
品
化
と
い
う

テ
ー
ゼ
は
、
か
つ
て
宇
野
理
論
の
中
で
は
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
の

基
本
原
理
の

一
つ
で
あ

っ
た
が
、
そ
う
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
社

会
主
義
社
会
で
労
働
市
場
が
出
現
す
る
と
い
う
の
は
矛
盾
以
外
の
何

も
の
で
も
な
い
。
中
国
に
お
い
て
、
労
働
者
が
国
家
の
主
人
公
ど
こ

ろ
か
工
場
の
主
人
公
に
な

っ
た
こ
と
は
、
文
化
革
命
の
混
乱
期
を
除

い
て

一
度
た
り
と
も
無
か
っ
た
。
ま
し
て
市
場
と
い
う
資
本
主
義
的

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
堂
々
と
導
入
し
た
現
在
、
主
人
公
で
あ
る
べ
き
労
働

者
が
解
雇
や
レ
イ
オ
フ
の
危
険
に
曝
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
態
と
し
て
の
社
会
主
義
、
権
力
機
構
と
し
て
の
社
会

主
義
は
依
然
中
国
社
会
を
支
配
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
労
働
関

係
に
お
い
て
も
社
会
主
義
の
理
想
と
現
実
と
の
落
差
が
大
き
な
問
題

に
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
党
、
労
働
組
合

（工
〈こ
、
労
働
者

の
関
係
、
お
よ
び
労
働
者
内
部
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
本
書
で
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
文
化
大
革
命
時
に
お
け
る
臨
時
工
の
問
題
は
、
社

会
主
義
と
称
す
る
体
制
の
も
と
で

「階
級
差
別
」
が
存
在
す
る
こ
と

を
露
わ
に
し
た
。
労
働
組
合
は
党
の
単
な
る
手
足
と
口
で
し
か
な

く
、
労
働
者
が
党
と
国
家
に
指
導
さ
れ
る
存
在
で
し
か
な
い
現
実
で

は
、
労
働
者
の
権
利
は
誰
が
守
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
が
ミ
ク
ロ
の
、
労
働
な
い
し
は
経
営
管
理
論
と
し
て
の
労
働

問
題
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
国
有
企
業
の
労
働
者
が
全
く
無
力
な
存

在
で
し
か
な
い
か
と
い
え
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
企
業
に
お
け

る
重
要
な
利
害
当
事
者

お
”算
ｏ
ぎ
】８
じ

と
し
て
、
た
だ
し
消
極

的
な
形
で
企
業
経
営
に
関
与
し
て
い
る
。
経
営
者
に
対
す
る
多
く
の

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
経
営
者
は
従
業

員
の
福
祉
や
就
業
条
件
に
大
い
に
関
心
を
持

っ
て
い
る
。
と
い
う
の

は
、
彼
ら
の
協
力
な
く
し
て
経
営
と
管
理
が
で
き
な
い
こ
と
を
よ
く
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知

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
改
革
開
放
以
後
、
と
く
に
国
有
企
業
に

お
い
て
賃
金
や
ボ
ー
ナ
ス
を
過
剰
分
配
し
が
ち
な
こ
と
は
し
ば
し
ば

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
他
面
、
国
有
企
業
と
い
え
ど
も
市
場
競
争
の
中

に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
以
上
、
経
営
効
率
を
高
め
る
た
め
に
余
剰
労

働
力
を
経
営
者
は
カ
ッ
ト
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
レ
イ
オ
フ

（下
商
）
が
発
生
し
た
り
、
賃
金
の
遅
配
が
起
こ
っ
た
り
、
労
働
争

議
が
頻
発
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

第
二
が
開
発
論
と
し
て
の
労
働

（需
給
）
問
題
で
あ
る
。
中
国
の

よ
う
な
都
市
と
農
村
が
分
裂
し
た
二
元
構
造
社
会
に
お
い
て
、
過
剰

な
労
働
力
が
農
村
に
滞
留
し
、
構
造
的
障
害
が
な
い
限
リ
ル
イ
ス
・

モ
デ
ル
的
に
は

「無
限
弾
力
的
に
」
労
働
力
は
都
市
に
供
給
さ
れ
て

い
く
。
都
市
に
来
た
農
村
労
働
力
は
と
り
あ
え
ず
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

セ
ク
タ
ー
に
入
り
、
フ
ォ
ー
マ
ル
セ
ク
タ
ー
ヘ
の
就
職
予
備
軍
に
な

る
と
い
う
の
が

ハ
リ
ス
＝
ト
ダ

ロ
。
モ
デ
ル
で
あ
る
。
し
か
し
、
労

働
移
動
だ
け
で
は
な
く
、
資
本
形
成
に
も
労
働
は
関
わ
る
。
す
な
わ

ち
、
限
界
生
産
カ
ゼ
ロ
の
農
村
労
働
力
を
資
本
形
成
に
使
お
う
と
主

張
し
た
の
が
ヌ
ル
ク
セ
で
あ

っ
た
。
ま
た
労
働
移
動
に
派
生
し
て
出

て
く
る
農
工
間
資
金
移
転
問
題
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
開
発
論
の
枠

組
み
に
入

っ
て
く
る
。
本
書
の
前
半
部
分
で
展
開
さ
れ
て
い
る

「合

理
的
低
賃
金
制
」
問
題
は
、
実
は
開
発
論
的
枠
組
み
で
整
理
で
き

る
。
た
だ
し
、
中
国
で
は
上
述
し
た
よ
う
に
戸
籍
制
度
と
い
う
構
造

的
障
害
が
あ
る
の
で
ル
イ
ス
。
モ
デ
ル
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
修
正

さ
れ
た
ル
イ
ス
。
モ
デ
ル
の
枠
組
み
で
、
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
以
下
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

著
者
の
中
国
労
働
問
題
に
対
す
る
関
心
の
原
点
は
、
恐
ら
く
第

一

の
社
会
主
義
論
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
改
革
開
放
以
前
の
中

国
に
お
け
る
労
働
問
題
を

「合
理
的
低
賃
金
制
」
の
面
か
ら
接
近
す

る
う
ち
に
、
重
点
は
第
二
の
開
発
論
的
側
面
に
移
行
し
て
い
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
も
臨
時
工
と
固
定
工
と
の
対
立
を
捉

え
る
著
者
の
視
線
は
依
然
と
し
て
社
会
主
義
論
的
で
も
あ
る
。
ま
た

改
革
開
放
以
後
は
、
中
国
が
市
場
化
す
る
に
従
い
社
会
主
義
論
や
開

発
論
よ
り
も
ま
す
ま
す
第
二
の
ミ
ク
ロ
的
側
面
に
関
心
は
移
動
し
、

そ
の
面
か
ら
労
働
市
場
問
題
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
受

け
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
本
書
の
端
々
に
見
ら
れ
る
著
者
の
労
働
者

へ
の

「思
い
入
れ
」
は
、
そ
の
原
点
を
現
在
も
引
き
継
い
で
持

っ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
グ

ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
が
進
め

ば

「労
働
条
件
の
引
き
下
げ
競
争
」
が
起
こ
り
、
「労
働
者
の
人
間

的
な
労
働
と
生
活
が
衰
退
し
て
い
く
」
と
著
者
は
い
う
が

（本
書
五

〇
九
ペ
ー
ジ
）、
そ
の
ロ
ジ
ッ
ク
に
は
少
々
違
和
感
が
あ
る
も
の
の
、

著
者
の
労
働
者

へ
の
姿
勢
を
典
型
的
に
表
し
て
い
る
。
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著
者
の
方
法
論
は
あ
く
ま
で
も
制
度
論
中
心
で
あ
る
。
こ
れ
は
著

者
の
出
自
に
大
い
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
か
つ

て
関
西
地
域
に
お
け
る
中
国
経
済
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
故
宮
下
忠

雄
教
授
は
、
徹
底
し
て
制
度
論
的
に
中
国
経
済
に
接
近
す
る
方
法
を

と
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
弟
子
で
あ
る
藤
本
昭
教
授
が

著
者
の
恩
師
に
当
た
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
宮
下
流
の
中
国
経

済
方
法
論
と
は
違

っ
た
石
川
滋
流
の
方
法
論
で
育

っ
た
評
者
か
ら
す

れ
ば
、
そ
ろ
そ
ろ
従
来
の
制
度
論
や
、
あ
る
い
は
制
度
論
中
心
の
枠

組
み
か
ら
卒
業
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
印
象
を
率
直
に
い

え
ば
懐
い
た
。
制
度
論
は
単
に
制
度
を
叙
述
す
る
こ
と
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
な
ぜ
あ
る
種
の
経
済
制
度
が
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う

面
か
ら
い
え
ば
理
論
的
説
明
が
必
要
に
な
る
し
、
ど
の
よ
う
に
そ
の

制
度
が
発
展
し
て
き
た
の
か
、
と
い
う
点
か
ら
は
歴
史
的
研
究
が
求

め
ら
れ
て
こ
よ
う
。
そ
の
制
度
が
他
の
制
度
と
比
べ
て
ど
の
程
度
効

率
的
か
、
と
い
う
点
に
関
心
が
あ
れ
ば
、
当
然
計
量
的
分
析
も
行
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
下
、
も
う
少
し
具
体
的
に
本
書
の
提
起
し

た
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
私
な
り
に
コ
メ
ン
ト
し
て
お
き
た

い
。第

一
に
、
合
理
的
低
賃
金
制
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ

ゆ
る
ル
イ
ス
モ
デ
ル
を
援
用
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の

モ
デ
ル
に
つ
い
て
は
余
り
に
も
知
ら
れ
て
い
る
の
で
詳
し
い
説
明
は

不
用
だ
ろ
う
。
中
国
に
こ
れ
を
適
用
す
る
場
合
、
自
由
な
労
働
移
動

が
戸
籍
制
度
の
た
め
に
許
さ
れ
な
い
の
で
、
次
の
よ
う
に
修
正
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
、
経
済
が

（石
川
滋
の
用
語
法
に
従
っ

て
）
組
織
化
セ
ク
タ
ー

（い
ま
そ
れ
を
工
業
部
門
と
し
よ
ン２

と
非
組

織
化
セ
ク
タ
ー

（い
ま
そ
れ
を
農
業
部
門
と
し
よ
う
）
の
二
つ
に
分
け

ら
れ
た
と
す
る
。
ル
イ
ス
モ
デ
ル
と
異
な
り
、
社
会
主
義
計
画
経
済

体
制
の
も
と
で
は
組
織
化
セ
ク
タ
ー
の
賃
金
率

（ま
）
は
そ
の
労
働

の
限
界
生
産
性

（〓
”
Ｆ
じ

に

一
致
せ
ず
、
国
家
は
労
働
者
を

「搾

取
」
す
る
た
め
に
わ
ざ
と
低
め
に
設
定
す
る
。
非
組
織
化
セ
ク
タ
ー

の
賃
金
率

（１
じ

は
生
存
水
準
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
設
定
さ
れ
、

そ
れ
は
労
働
の
限
界
生
産
性

（〓
「
ｒ
じ

よ
り
も
低

い
。
か
く
し
て

〓
”
口
∨
ヨ
い∨
ヨ
”
と
い
う
関
係
が
成
り
立
つ
。
著
者
が
い
う
よ
う

に
低
い
ヨ
”
に
合
わ
せ
る
た
め
に

「合
理
的
に
」
１
い
を
低
く
設
定

し
た
と
い
う
よ
り
も
、
組
織
化
セ
ク
タ
ー
の
労
働
の
限
界
生
産
性

（〓
”
ｒ
し

よ
り
も
低
く
す
る
た
め
に
そ
の
賃
金
率

ヨ
”
設
定
し
た
の

が
合
理
的
低
賃
金
制
の
主
た
る
狙
い
で
あ
っ
た
。
も

っ
と
極
端
に
い

え
ば
、
ヨ
】∨
ヨ
”
に
な
る
よ
う
に
ヨ
”
を
設
定
し
た
の
で
あ
る
。
プ

レ
オ
ブ
ラ
ジ

ェ
ン
ス
キ
ー
の
主
張
に
沿

っ
て
い
え
ば
、
そ
う
な
る
よ

う
に
非
組
織
化
セ
ク
タ
ー
か
ら
余
剰
を
抽
出
し
、
ま
た
そ
う
な
る
よ

フイア



う
に
両
セ
ク
タ
ー
間
の
交
易
条
件
を
非
組
織
化
セ
ク
タ
ー
に
不
利
に

な
る
よ
う
に
国
家
が
変
え
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
現
実

を
相
当
抽
象
化
し
た
う
え
で
の
議
論
で
あ
る
が
、
毛
沢
東
時
代
の
中

国
に
お
け
る
農
工
間
の
関
係
と
は
、
要
す
る
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
工
業
部
門
の
高
蓄
積
を
保
証
す
る
た
め

の
低
い
賃
金
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
安
い
農
産
物
、
ま
た
そ

れ
を
実
現
す
る
た
め
の
安
い
農
業
部
門
の
賃
金
が
必
要
で
あ

っ
た

（中
兼
和
津
次

『中
国
経
済
論
―
―
農
工
関
係
の
政
治
経
済
学
』
東
大
出

版
会
、　
一
九
九
二
年
な
ど
を
参
照
の
こ
と
）。

第
二
に
、
こ
う
し
た
毛
沢
東
時
代
の
両
部
門
間
の
関
係
は
改
革
開

放
以
後
徐
々
に
崩
れ
て
く
る
。
そ
こ
に
著
者
が
後
半
部
分
で
主
張
す

る

「労
働
市
場
」
の
形
成
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
労
働

市
場
が
形
成
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
著
者
は
労
働
の

流
動
化
や
契
約
制
、
さ
ら
に
は

「労
働
服
務
公
司
」
と
い
っ
た
組
織

の
出
現
に
そ
の
市
場
性
の
表
れ
を
見
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は
市

場
性
の
前
提
で
あ

っ
た
り
、
あ
る
い
は
副
次
的
性
格
で
し
か
な
い
。

よ
り
本
質
的
な
こ
と
は
、
労
働
の
需
給
が
価
格
、
つ
ま
り
賃
金
に

よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
市
場
が
競
争
的
で

あ
れ
ば

「
一
物

一
価
」
の
法
則
が
成
り
立
つ
か
ら
、　
一
つ
の
職
業
に

つ
い
て

一
種
類
の
賃
金
が
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
が
市
場
化
さ

れ
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
財

・
サ
ー
ビ
ス
市
場
も
で
き
て
い
る
と

想
定
さ
れ
る
か
ら
、
企
業
が

「利
潤
率
極
大
化
」
行
動
を
取
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
賃
金
率
Ｈ
労
働
の
限
界
生
産
性
が
成
立

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
労
働
市
場
を
捉
え
る
と
、
現
代
中

国
で
ど
れ
ほ
ど
労
働
市
場
が
で
き
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
労
働
力

は
ど
の
程
度
市
場
化
さ
れ
て
い
る
の
か
、
著
者
と
は
や
や
違

っ
た
角

度
か
ら
中
国
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

０
賃
金
率
と
限
界
生
産
性
と
は
ど
の
程
度
異
な
っ
て
お
り
、
ま
た

は

一
致
し
て
い
る
の
か
？
　
南

。
牧
野
編

『流
れ
行
く
大
河
―
―
中

国
農
村
労
働
の
移
動
』
日
本
評
論
社
、　
一
九
九
九
年
で
は
郷
鎮
企
業

の
賃
金
率
と
限
界
生
産
性
と
が
計
測
さ
れ
、
両
者
が
ほ
ぼ

一
致
し
て

い
る
と
い
う
結
論
を
導
い
て
い
る

（第
三
章
）。
こ
う
し
た
傾
向
は

他
の
部
門
に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

②
部
門
間
賃
金
格
差
の
実
態
は
ど
う
か
？
　
著
者
が
認
め
る
よ
う

に
「中
国
の
産
業

・
企
業
間
あ
る
い
は
企
業
内
部
に
あ
る
既
存
の
賃

金
格
差
は
計
画
経
済
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
形
成
さ
れ
て
き
た
構
造
的

格
差
を
引
き
ず

っ
た
ま
ま
存
在
」
し
て
い
る

（本
書
一一一八
三
ペ
ー

ジ
）。
計
画
経
済
時
代
の
賃
金
格
差
は
比
較
的

「平
等
主
義
的
に
」

形
成
さ
れ
た
か
ら
、
市
場
経
済
下
、
産
業
間
あ
る
い
は
企
業
間
に
大

き
な
生
産
性
格
差
が
生
ま
れ
る
な
か
で
、
賃
金
格
差
は

「非
合
理
的

フイ8



に
」
出
来
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が

一
体
ど
の
程
度
な
の

か
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
課
題
の

一
つ
で
あ
ろ
う
。

③
以
上
の
問
題
は
、
上
述
し
た
修
正
ル
イ
ス
モ
デ
ル
に
も
関
わ

っ

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
組
織
化
セ
ク
タ
ー
と
非
組
織
化
セ
ク
タ
ー
、

な
い
し
は
農
業
部
門
と
工
業
部
門
と
の
賃
金
率
格
差
は
広
が

っ
て
い

る
の
か
ど
う
か
、
ま
た
各
部
門
の
賃
金
率
と
限
界
生
産
性
と
は
ど
の

程
度
開
い
て
い
る
の
か
。
そ
の
さ
い
、
都
市
に
流
入
し
て
き
た
農
村

労
働
力

（い
わ
ゆ
る
農
民
工
）
の
賃
金
率
も
考
慮
さ
れ
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
も
し
、
農
民
工
に
加
え
て
農
村
内
の
非
農
業
部
門

（た
と
え

ば
郷
鎮
企
業
）
の
労
働
力
を
加
え
、
そ
の
上
所
有
制
別
の
労
働
市
場

を
加
味
す
る
な
ら
、
中
国
の
現
実
の
労
働
市
場
は
非
常
に
複
雑
な
構

造
を
持

つ
こ
と
に
な
る
。
本
書
で
は
議
論
さ
れ
て
い
な
い

「分
断
化

さ
れ
た
労
働
市
場

の
出
８
８
け８

ご
ｇ
ヽ
日
曽
ズ
０一ご

の
問
題
が
こ
こ

に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

０
結
局
、
現
代
中
国
に
お
い
て
労
働
市
場
は
ど
の
よ
う
な
構
造
を

持
ち
、　
一
般
に
賃
金
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
何
か
？
　
社
会
主
義
計

画
時
代
の

「遺
制
」
を
ど
の
程
度
引
き
ず
り
、
ま
た
市
場
の
力
が
ど

の
程
度
効
い
て
い
る
の
か
、
こ
れ
こ
そ
が
現
代
中
国
の
労
働
市
場
を

考
察
す
る
最
も
重
要
な
視
点
だ
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
「賃
金
」

の
捉
え
方
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
物
賃
金
が
こ

れ
ま
で
中
国
の
都
市
部
門
に
お
い
て
広
範
囲
に
存
在
し
て
お
り
、
単

純
に
現
金
賃
金
だ
け
で
比
較
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
な

か
で
も
社
会
保
険
や
社
会
保
障
に
つ
い
て
言
及
、
考
察
さ
れ
て
い
る

が
、
従
来
の
企
業
が
従
業
員
に
提
供
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
企
業
内
保
障

は
現
物
賃
金
に
他
な
ら
な
い
。

第
二
に
、
上
記
の
問
題
に
関
連
し
て
、
現
代
中
国
に
お
け
る
労
働

移
動
、
と
り
わ
け
農
村
か
ら
都
市

へ
の
労
働
移
動
の
捉
え
方
に
つ
い

て
で
あ
る
。
出
稼
ぎ
労
働
力
に
見
ら
れ
る
農
村
労
働
力
の
都
市

へ
の

移
動
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た

（た
と
え
ば
、
南

・
牧
野
編
前
掲
書
や
大
島

一
二

『中
国
の
出
稼
ぎ
労
働

者
―
―
農
村
労
働
力
流
動
の
現
状
と
ゆ
く
え
』
声
書
房
、　
一
九
九
六
年
）。

し
か
し
、
労
働
移
動
の
実
態
、
都
市
で
の
受
け
入
れ
ら
れ
方
、
都
市

組
織
化
セ
ク
タ
ー
ヘ
の
労
働
圧
力
、
な
い
し
は
都
市
出
稼
ぎ
労
働
市

場
の
状
況
と
な
る
と
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
毛
沢
東
時
代
の

「合
理
的
低
賃
金
制
」
（そ
こ
で
は

「結
合
部
」

労
働
力
が
問
題
で
あ
っ
た
）
と
現
代
の
労
働
市
場
と
を
対
比
す
る
な

ら
、
こ
う
し
た
都
市

へ
の
労
働
移
動
と
農
民
工

。
「正
規
工
」
関
係

こ
そ
が
追
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
は

「労
働
服
務
企
業
」
や

「再
就
職
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
着
目
し
、
レ

イ
オ
フ
労
働
者
や
失
業
者
の
労
働
権
が
守
ら
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
し
て
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期
待
を
寄
せ
て
い
る
よ
う
だ
が

（本
書
五
〇
ペ
ー
ジ
）、
彼
ら
と
並
ん

で
、
あ
る
い
は
彼
ら
以
上
に
無
権
利
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
農
民

労
働
者
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
方
が
、
少
な
く
と
も
本
書
の
研
究
対

象
と
し
て
重
要
で
は
な
か
ろ
う
か
。

最
後
に
、
本
書
の
な
か
で
ほ

・と
ん
ど
英
語
文
献
、
と
く
に
現
代
中

国
の
労
働
市
場
に
か
ん
す
る
文
献
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と

は
研
究
書
と
し
て
問
題
で
あ
る
。
英
語
文
献
が
こ
の
分
野
で
な
い
の

な
ら
仕
方
が
な
い
が
、
実
は
相
当
な
数
に
上
る
の
で
あ
る
。
上
に
述

べ
た
農
民
工
や
労
働
移
動
の
こ
と
を
議
論
す
る
の
な
ら
、
た
と
え
ば

∪
ｏ
【ｏ
一〓
く
　
∽
ｏ
〓
●
”
の
Ｊ
　
（０
０
ド
、へ∽ヽ
ヽ
い
　
（０
ヽヽ

ｓヽＳ
∽゙
縫
）　
ぶヽ
　
０
「ヽ
いヽ
ミ

０
ヽ
さ
や
Ｌ
ｓ
ｓ
Ｋ
ｓ
ヽ
ミ
に
Ｓ
ｓ
ン

、
ヽ
∽
Ｓ
Ｎ

ｓ
ｓ
ヽ
濠
ヽ
い
ｏい
や
ｏ
ヽ
き
ヽ

い
や
、
Ｒ

Ｃ
コ
】く
の
「∽いぞ

Ｒ

Ｏ
”
〓
Ｒ
●
ご

「
お
∽́

８
８

な
ど
は
絶
好

の
参
考
文
献
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
企
業
に
お
け
る

「労
使
関
係
」

や
労
働
関
係
を
見
る
の
な
ら
、
〓
”
【８
一ョ

ョ
円
お
『
（の
α
）

の
ご
ざ

に
ヽ
い
　
導
ゞ
ミ
ゞ
Ｓ
ａ

、
いき
ミ
）ｓ
∽　
き
　
ヽ
へ　
の
ヽ
Ｓ
ａ
ヽ

ｂ
Ｃ
ｓ
ο
ベ
ト

〓
８
ヨ
【】】”
Ｆ

８
８

な
ど
も
参
考
に
な
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
中
国
の

労
働
問
題
と
い
っ
た
か
な
り
特
殊
な
分
野
で
も
、
研
究
者
は
い
ま
や

世
界
に
か
な
り
い
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
。
彼
ら
が
中
国
の
労
働
問

題
を
ど
う
見
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採

っ
て
い

る
の
か
、
ど
の
よ
う
な
発
見
を
行

っ
て
い
る
の
か
、
研
究
の
最
先
端

に
立

つ
も
の
は
常
に
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

カ

山
本
恒
人
著

『現
代
中
国
の
労
働
経
済

一
九
四
九
～
二
〇
〇
〇
―
―

「合
理
的
低
賃
金
制
」
か
ら
現
代
労
働
市
場

へ
―
―
』
、
（創
土
社
、

二
〇
〇
〇
年
刊
、
Ａ
５
判
、
五
三
四
頁
、
本
体
六
、
○
○
○
円
）

（な
か
が
ね
　
か
つ
じ
。
東
京
大
学
大
学
院
経
済
学
研
究
科
教
授
）
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