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き
で
あ
る
。

〔
労
働
法
六
五
〕
女
子
若
年
定
年
制
の
効
力

（
難
欝
講
第
、
「
二
六
、
言
写
）

　
【
事
実
】
　
被
申
請
人
（
以
下
会
社
と
い
う
）
は
、
内
燃
機
関
及
び
そ
の
部
分

品
、
付
属
品
類
の
製
造
、
販
売
を
業
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
り
、
申
請
人
は
、

同
会
社
の
従
業
員
で
あ
つ
て
、
昭
和
三
四
年
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
と
し
て
雇
用
さ

れ
、
本
社
勤
労
課
人
事
係
で
主
と
し
て
ホ
ー
ル
ソ
ー
ト
カ
ー
ド
の
作
成
に
従
事

し
、
同
年
六
月
臨
時
従
業
員
と
な
り
．
昭
和
三
五
年
初
め
ご
ろ
か
ら
は
統
計
調

査
の
仕
事
も
す
る
よ
う
に
な
り
．
同
年
一
〇
月
試
験
の
う
え
本
採
用
と
な
つ

　
　
　
判
　
例
　
研
究

た
。
そ
の
後
昭
和
四
〇
年
四
月
蒲
田
工
場
第
一
製
造
部
技
術
課
工
務
係
に
配
置

換
え
に
な
つ
て
か
ら
は
、
総
務
課
や
勤
労
課
と
連
絡
を
と
つ
て
処
置
す
る
業
務

に
就
き
、
昭
和
四
一
年
六
月
に
は
、
経
理
課
原
価
係
に
配
置
換
え
に
な
り
．
そ

れ
以
来
右
業
務
に
従
事
し
て
き
た
。

　
昭
和
三
七
年
二
月
、
会
社
は
経
営
不
振
の
た
め
倒
産
し
、
同
年
四
月
更
生
手

続
が
開
始
さ
れ
、
昭
和
三
九
年
、
更
生
計
画
に
よ
る
新
会
社
と
し
て
設
立
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
（
｝
八
三
九
）



　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

た
が
、
積
極
的
に
企
業
の
体
質
改
善
と
経
営
の
合
理
化
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
状
態
に
あ
り
、
右
経
営
合
理
化
の
一
環
と
し
て
昭
和
三
八
年
度
の
賃
金

改
訂
時
に
、
従
来
の
賃
金
体
系
を
全
面
的
に
改
訂
し
、
そ
れ
ま
で
の
一
律
上
昇

方
式
を
排
除
し
て
職
能
給
の
考
え
方
に
基
づ
く
賃
金
体
系
を
採
用
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
の
際
、
最
下
級
の
職
種
に
屈
す
る
も
の
と
し
て
軽
雑
作
業
職
を
設

け
．
こ
れ
に
は
秘
書
補
助
業
務
、
文
書
整
理
、
受
発
信
業
務
、
人
事
労
務
関
係

手
続
業
務
、
給
与
計
算
補
助
業
務
、
和
文
タ
イ
ピ
ス
ト
、
出
納
補
助
業
務
、
各

種
伝
票
等
の
整
理
・
記
帳
・
保
管
等
の
業
務
．
事
務
用
品
等
に
関
す
る
各
課
課

内
庶
務
業
務
等
を
含
め
、
主
と
し
て
こ
れ
ら
の
業
務
を
扱
う
女
子
を
全
員
一
律

に
軽
雑
作
業
職
に
格
付
け
す
る
と
共
に
、
男
子
は
、
こ
れ
ら
の
業
務
を
扱
う
者

で
あ
つ
て
も
他
の
業
務
も
扱
つ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
一
人
も
こ
の
職
級
に

は
格
付
け
し
な
か
つ
た
。

　
し
か
し
、
昭
和
四
〇
年
の
春
闘
に
お
い
て
、
会
社
は
組
合
の
一
律
上
昇
方
式

に
よ
る
賃
金
の
増
額
要
求
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
同
四
一

年
組
合
の
賃
金
一
律
上
昇
方
式
の
主
張
に
対
し
、
こ
れ
を
受
け
い
れ
る
こ
と
は

合
理
性
が
な
い
ば
か
り
か
経
営
合
理
化
の
妨
げ
に
な
る
と
考
え
た
会
社
は
、
女

子
従
業
員
に
つ
い
て
は
定
年
を
三
〇
歳
と
す
る
こ
と
を
組
合
に
提
案
し
、
組
合

も
結
局
こ
れ
を
諒
承
し
、
同
年
五
月
、
女
子
定
年
制
の
協
定
が
締
結
さ
れ
た
。

　
会
社
は
、
右
協
定
に
よ
り
、
申
請
人
を
昭
和
四
二
年
三
月
二
〇
日
を
も
つ
て

定
年
の
た
め
当
然
退
職
し
た
も
の
と
し
て
扱
い
、
同
月
二
一
日
以
降
従
業
員
と

し
て
扱
わ
ず
、
か
つ
、
同
日
以
降
申
請
人
に
賃
金
を
支
払
わ
な
か
つ
た
．
そ
こ

で
申
請
人
は
．
女
子
三
〇
歳
定
年
制
を
定
め
る
協
定
、
お
よ
び
こ
れ
に
基
づ
く

解
雇
は
憲
法
一
四
条
な
ら
び
に
労
働
基
準
法
三
条
お
よ
び
四
条
に
違
反
す
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
一
八
四
〇
）

ら
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
で
あ
る
こ
と
な
ど
を
理
由
と
し
て
、
地
位
保
全

の
仮
処
分
を
申
請
し
た
．

　
【
判
旨
】
　
一
、
労
働
基
準
法
三
条
お
よ
び
四
条
は
憲
法
一
四
条
一
項
を
う
け

て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
規
定
も

憲
法
一
四
条
と
同
趣
旨
に
解
す
べ
き
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
他
方
、
労
働
基

準
法
一
一
九
条
は
同
法
三
条
、
四
条
違
反
の
使
用
者
に
対
す
る
罰
則
を
定
め
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
罪
刑
法
定
主
義
の
建
前
か
ら
し
て
、
こ
れ
を
拡
張
し
て

解
釈
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
．
そ
し
て
、
同
法
三

条
は
『
性
別
』
を
理
由
と
す
る
差
別
に
つ
い
て
は
規
定
せ
ず
、
ま
た
同
法
四
条

は
『
賃
金
』
に
つ
い
て
の
み
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
し
て
、
労
働
基

準
法
上
は
性
別
を
理
由
に
賃
金
以
外
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
差
別
す
る
こ
と
を

直
接
禁
止
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
も
の
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

　
「
憲
法
は
私
人
間
の
行
為
を
直
接
規
律
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
で

保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、
私
人
間
の
合
意
で
制
約
を
設
け
る

こ
と
も
、
私
的
自
治
の
原
則
の
適
用
に
よ
り
、
一
応
は
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
が
、
右
の
制
約
が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
民

法
九
〇
条
に
よ
り
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
憲
法
の
保
障
す
る
基
本
的
人
権
に
は
種
々
性
質
の
異
な
る
も
の
が
あ

り
、
制
約
の
対
象
と
な
る
権
利
に
よ
つ
て
は
、
或
る
も
の
は
そ
れ
を
制
約
す
る

こ
と
自
体
著
」
く
不
合
理
な
も
の
と
観
念
さ
れ
、
ま
た
或
る
も
の
に
つ
い
て
は

非
常
に
幅
広
い
制
約
も
許
容
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
あ
る
．
本
件
で
問
題
と

な
つ
て
い
る
男
女
平
等
の
原
則
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
の
原
則
に
対
す
る
制
約

嫁
様
々
な
根
拠
に
よ
つ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
の
検
討



を
度
外
視
し
て
、
制
約
が
存
在
す
る
こ
と
自
体
を
も
つ
て
、
一
般
的
に
著
し
く

不
合
理
な
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
本
件
停
年
制
の
内

容
は
、
男
子
の
五
五
歳
に
対
し
て
女
子
は
三
〇
歳
と
著
し
く
低
い
も
の
で
あ

り
、
且
つ
、
三
〇
歳
以
上
の
女
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
当
然
に
企
業
貢
献

度
が
低
く
な
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
他
に
こ
の
差
別
を
正
当
づ
け
る
特
段
の

事
情
の
な
い
限
り
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
し
て
、
公
序
良
俗
違
反
と
し
て

無
効
と
な
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
右
の
正
当
事
由
の
存
否
は
、

当
該
企
業
の
形
態
、
業
務
内
容
、
従
業
員
の
勤
務
能
力
、
配
置
転
換
の
可
能

性
、
労
働
契
約
の
内
容
等
諸
般
の
事
情
を
考
慮
し
て
決
す
る
ほ
か
な
い
」
。

　
二
、
「
タ
イ
ピ
ス
ト
の
職
務
は
、
そ
の
余
の
職
務
と
は
異
な
り
、
電
話
交
換

手
等
と
共
に
特
殊
の
作
業
職
種
と
し
て
分
類
さ
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
る
一
方
そ

の
余
の
職
務
は
多
少
な
り
と
も
技
能
経
験
を
必
要
と
す
る
一
般
事
務
職
種
と
し

て
分
類
さ
れ
、
作
業
職
系
統
の
職
種
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
が
職
務
分
類
の
常

識
と
し
て
一
般
に
採
用
せ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
会
社
が
右
各
職

務
を
一
括
し
て
、
軽
雑
作
業
職
と
位
置
づ
け
た
こ
と
は
、
右
職
務
分
類
の
常
識

に
反
し
、
何
ら
の
合
理
性
は
な
い
．
殊
に
、
会
社
の
決
定
し
た
職
種
の
内
最
下

級
の
職
級
に
格
付
さ
れ
た
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
」
。
さ
ら
に
給
与
計
算
業
務
を

考
え
て
み
て
も
、
決
し
て
、
単
な
る
定
型
的
事
務
の
繰
り
返
え
し
で
は
な
く
、

少
く
と
も
事
務
職
中
級
の
職
位
に
あ
る
こ
と
は
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
り
に
、
右
職
務
分
類
が
正
し
い
と
し
て
も
、
「
男
子
の
方
が
女
子
よ
り
も
職

務
と
責
任
に
お
い
て
重
い
も
の
で
あ
つ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
会
社
の
全

従
業
員
の
担
当
す
る
職
務
内
容
に
つ
い
て
の
疎
明
も
な
い
」
。
「
以
上
の
考
察

で
、
す
で
に
男
子
従
業
員
と
女
子
従
業
員
を
職
種
の
決
定
な
い
し
格
付
に
お
い

　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

て
差
別
を
設
け
る
何
ら
の
理
由
が
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
。
「
仮
り
に
、
更

ら
に
一
歩
を
譲
り
、
被
申
請
人
の
右
主
張
を
正
し
い
と
し
て
も
、
：
・
女
子
従

業
員
採
用
に
際
し
て
、
特
に
被
申
請
人
の
い
わ
ゆ
る
軽
雑
作
業
を
担
当
す
る
職

種
の
要
員
と
し
て
雇
用
す
る
旨
の
合
意
が
あ
つ
た
わ
け
で
は
な
く
、
－
A
ま

た
、
〕
経
営
が
苦
し
い
か
ら
と
い
つ
て
、
能
率
の
悪
い
者
に
つ
い
て
整
理
解
雇

を
行
う
と
い
う
な
ら
格
別
、
右
軽
雑
作
業
職
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、

女
子
に
つ
い
て
男
子
と
差
別
し
た
停
年
制
を
敷
く
こ
と
は
極
め
て
信
義
則
に
反

す
る
行
為
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
．

　
次
に
、
「
申
請
人
ら
女
子
従
業
員
は
、
被
申
請
人
主
張
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
の
軽
雑
作
業
に
従
事
す
る
と
の
契
約
で
入
社
し
た
の
で
は
な
く
、
男
子
と
同

様
何
ら
の
限
定
も
な
く
入
社
し
た
の
で
あ
つ
て
、
被
申
請
人
の
い
う
と
こ
ろ
の

勤
務
を
継
続
す
る
と
モ
ラ
ル
と
生
産
能
率
が
低
下
す
る
職
種
に
配
置
し
た
の
は

正
に
会
社
そ
の
も
の
で
あ
り
、
昇
進
の
途
を
と
ざ
し
て
い
る
の
も
ま
た
会
社
そ

の
も
の
で
あ
る
…
－
。
か
か
る
場
合
に
他
の
職
種
へ
の
配
置
換
え
を
何
ら
考
慮

す
る
こ
と
な
く
、
か
か
る
職
種
に
就
い
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
男
子
と
差
別
し

た
停
年
制
を
設
け
る
の
は
正
に
信
義
則
に
反
す
る
」
。

　
「
最
後
に
被
申
請
人
は
、
既
婚
の
女
子
従
業
員
は
家
事
、
育
児
等
に
つ
い
て

責
任
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
勤
務
に
支
障
を
生
ず
る
と
主
張
す
る

が
、
本
件
停
年
制
は
結
婚
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
ば
か
り

か
、
一
般
的
に
既
婚
の
女
子
労
働
者
の
勤
務
成
績
が
悪
い
と
い
う
こ
と
を
認
め

る
に
足
り
る
疎
明
は
な
く
、
　
－
従
つ
て
既
婚
な
る
が
為
に
勤
務
成
績
の
悪
い

女
子
従
業
員
に
つ
い
て
は
、
既
婚
を
理
由
と
す
る
の
で
は
な
く
、
勤
務
成
績
が

悪
い
こ
と
を
も
つ
て
解
雇
す
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
つ
て
本
年
停
年
制
を
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
九
　

（
一
八
四
一
）



　
　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

当
づ
け
る
に
由
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
。

　
三
、
「
本
件
停
年
制
は
、
会
社
が
一
方
的
に
設
け
た
も
の
で
は
な
く
、
労
働

組
合
と
協
議
の
う
え
労
働
協
約
に
よ
つ
て
設
け
た
も
の
で
あ
る
が
、
協
約
に
よ

る
が
故
に
私
法
上
の
契
約
た
る
性
格
を
変
ず
る
も
の
で
は
な
く
こ
の
こ
と
に
よ

つ
て
、
合
理
的
理
由
の
な
い
性
別
に
よ
る
差
別
が
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
い
わ

れ
は
な
い
」
．

　
【
評
釈
】
　
本
件
は
、
女
子
若
年
定
年
制
の
効
力
を
、
い
わ
ば
真
正
面
か
ら
判

断
し
た
最
初
の
判
決
で
あ
る
。
も
つ
と
も
、
女
子
で
あ
る
が
ゆ
え
の
差
別
的
制

度
が
法
的
効
力
を
主
張
し
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
住
友
セ
メ
ン
ト
事
件

（
速
源
勃
劃
螺
㎝
一
）
以
来
、
結
婚
を
理
由
と
す
る
解
雇
を
め
ぐ
つ
て
の
い
く
つ
か
の

判
決
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
茂
原
市
役
所
事
件
判

決
（
計
嘆
勲
潮
詔
伽
）
で
は
、
女
子
職
員
の
採
用
に
あ
た
り
、
庁
内
結
婚
の
場
合
退
職

す
る
旨
の
誓
約
書
を
と
る
の
は
、
地
方
公
務
員
法
の
平
等
取
扱
原
則
に
反
す
る

こ
と
、
右
誓
約
書
に
も
と
づ
く
解
雇
は
、
配
偶
者
選
択
、
結
婚
の
時
期
に
関
す

る
自
由
を
制
約
す
る
も
の
で
無
効
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
小
野
田

セ
メ
ン
ト
事
件
（
舗
欄
馳
渕
囎
㎝
）
で
は
．
．
有
夫
の
女
子
」
「
三
〇
歳
以
上
の
女
子
」

と
い
う
希
望
退
職
募
集
お
よ
び
指
名
解
雇
基
準
に
も
と
づ
き
、
退
職
勧
告
を
う

け
て
行
な
わ
れ
た
合
意
解
約
を
、
憲
法
一
四
条
、
労
基
法
三
条
、
四
条
の
精
神

に
反
し
、
公
序
良
俗
に
違
反
し
て
無
効
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
一
連
の
判
決
は
、
結
婚
を
理
由
と
す
る
女
子
労
働
者
の
解
雇
に
関
す

る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
女
子
若
年
定
年
制
一
般
に
も
拡
大

し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
論
理
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
本
判
決

は
予
想
さ
れ
た
内
容
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
け
れ
ど
も
、
法
制
局
意
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇
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八
四
二
）

が
、
結
婚
退
職
制
と
若
年
定
年
制
と
は
必
ず
し
も
同
一
に
は
論
じ
え
な
い
か
の

如
き
含
み
を
も
た
せ
て
い
た
こ
と
（
解
湘
籠
局
訊
菟
瓢
淋
舳
）
、
日
本
で
は
定
年
制
が

一
般
的
で
あ
り
、
か
つ
女
子
の
定
年
を
男
子
の
そ
れ
よ
り
低
く
定
め
て
い
る
と

こ
ろ
が
少
な
く
な
い
こ
と
（
餅
働
略
卜
掟
鉾
欄
）
な
ど
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
本

判
決
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
一
、
判
旨
第
一
点
は
、
女
子
若
年
定
年
制
と
労
基
法
三
条
、
四
条
、
お
よ
び

憲
法
一
四
条
と
の
関
係
、
な
ら
び
に
民
法
九
〇
条
の
公
序
良
俗
違
反
と
の
関
係

に
つ
い
て
判
断
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
判
旨
は
、
罪
刑
法
定
主
義
の
建
前
か

ら
、
女
子
若
年
定
年
制
は
労
基
法
三
条
お
よ
び
四
条
違
反
を
構
成
せ
ず
、
憲
法

一
四
条
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
「
憲
法
は
私
人
相
互
の
行
為
を
直
接
規
律
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
基
本
的
人
権
に
つ
い
て
、

私
人
間
の
合
意
で
制
約
を
設
け
る
こ
と
も
、
私
的
自
治
の
原
則
の
適
用
に
よ

り
、
一
応
は
有
効
で
あ
る
」
が
、
そ
の
「
制
約
が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
あ

る
場
合
に
は
、
民
法
九
〇
条
に
よ
り
公
序
良
俗
違
反
と
し
て
無
効
と
な
る
」
と

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
判
断
は
正
当
で
あ
つ
て
．
と
く
に
間
題
と
す
べ
き
点
は

な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
問
題
は
女
子
若
年
定
年
制
が
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で

あ
る
か
ど
う
か
の
点
に
移
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
関
し
、
判
旨
は
三
〇
歳
を

も
つ
て
定
年
と
定
め
る
こ
と
は
、
女
子
が
三
〇
歳
に
達
し
た
か
ら
と
い
つ
て
当

然
に
企
業
貢
献
度
が
低
下
す
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
、
他
に
差
別
を
正
当
づ
け

る
特
段
の
事
由
の
な
い
限
り
、
著
し
く
不
合
理
な
も
の
と
し
て
民
法
九
〇
条
の

公
序
良
俗
違
反
を
構
成
す
る
と
し
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
的
自



治
の
原
則
に
よ
る
制
約
と
い
う
も
の
が
有
効
に
お
こ
な
え
る
の
に
対
し
て
、
特

段
の
事
情
が
な
い
限
り
女
子
三
〇
歳
定
年
は
当
然
に
合
理
性
が
な
い
と
い
う
前

提
で
考
え
て
い
い
か
ど
う
か
」
、
「
少
な
く
と
も
今
日
ま
で
長
い
間
、
女
子
に
つ

い
て
は
、
男
子
と
か
な
り
雇
用
の
形
態
が
違
つ
て
い
る
と
い
う
客
観
的
な
事
実

が
あ
」
り
、
「
そ
う
し
た
社
会
的
実
情
に
支
え
ら
れ
た
女
子
の
雇
用
形
態
の
差

と
い
う
も
の
に
、
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

（
禦
増
梨
徽
法
蝉
繁
盤
鞍
講
簸
聾
懇
．

　
し
か
し
．
そ
の
よ
う
な
事
実
が
現
在
な
お
存
在
す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る

が
、
反
面
、
「
結
婚
後
も
主
婦
と
し
て
活
動
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
な
お
賃
金

労
働
者
と
し
て
職
場
に
と
ど
ま
り
、
労
働
を
継
続
す
る
意
思
を
有
す
る
女
子
労

働
者
が
多
く
存
す
る
こ
と
は
顕
著
な
る
事
実
で
あ
る
」
し
、
統
計
上
、
婦
人
労

働
者
の
う
ち
に
し
め
る
有
夫
者
の
割
合
が
逐
年
上
昇
し
て
い
る
こ
と
も
事
実
で

あ
る
（
哺
輔
盤
繊
灘
卸
馳
）
。
し
か
も
．
こ
う
し
た
既
婚
婦
人
労
働
者
の
か
な
り
の
部

分
は
、
長
期
に
わ
た
る
勤
続
の
意
思
を
も
ち
、
い
わ
ゆ
る
家
計
補
助
的
な
意
味

で
労
働
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
割
合
は
き
わ
め
て
低
い
も
の
と
な
つ
て
い
る
と

い
貌
る
（
難
義
私
講
聡
α
鄙
燐
探
翻
）
．

　
こ
の
よ
う
な
新
し
い
型
の
婦
人
労
働
者
は
、
い
わ
ゆ
る
高
度
成
長
経
済
の
中

で
登
場
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
実
を
直
視
す
る
な
ら
ば
、
女
子
に
若

年
定
年
を
定
め
、
制
度
的
に
一
律
に
退
職
さ
せ
る
こ
と
に
は
、
な
ん
ら
の
合
理

的
理
由
も
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
旨
は
正
当
で
あ
る
。

　
二
．
右
に
み
た
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
、
女
子
若
年
定
年
制
は
合
理
的
根
拠

を
も
た
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
件
の
場
合
に
は
、
差
別
を
正
当
づ

け
る
特
段
の
事
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
判
　
例
　
研
究

　
判
旨
は
、
会
社
が
最
下
級
の
職
種
に
属
す
る
も
の
と
し
て
軽
雑
作
業
職
を
設

け
、
こ
れ
に
給
与
計
算
補
助
業
務
、
和
文
タ
イ
ピ
ス
ト
等
を
含
め
、
こ
れ
ら
の

職
級
に
組
入
れ
ら
れ
る
女
子
従
業
員
は
、
技
術
・
経
験
を
必
要
と
し
な
い
に
も

拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
必
要
と
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者
の
賃
金
と
同
様
、
毎
年

一
律
に
そ
の
賃
金
が
上
昇
す
る
の
は
不
合
理
で
あ
り
、
従
つ
て
女
子
に
若
年
定

年
制
を
定
め
る
こ
と
に
は
合
理
性
が
あ
る
と
主
張
し
た
こ
と
と
も
関
連
し
、
そ

れ
ら
の
職
種
が
軽
雑
作
業
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
重
点
を
置
い
て
判
断
し
て

い
る
。
そ
こ
で
い
ま
、
こ
の
点
に
つ
い
て
だ
け
検
討
す
る
と
、
か
り
に
こ
れ
ら

の
職
種
が
軽
雑
作
業
職
に
該
当
し
、
こ
れ
に
一
律
賃
金
上
昇
方
式
を
適
用
す
る

こ
と
が
不
合
理
だ
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
か
ら
直
ち
に
、
女
子
に
若
年
定
年
制

を
設
け
．
三
〇
歳
に
達
し
た
者
を
一
律
に
退
職
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
が
合
理
的

で
あ
る
と
い
う
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
い
か
え

れ
ば
、
判
旨
が
軽
雑
作
業
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
論
じ
て

い
る
こ
と
に
は
、
必
ず
し
も
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
（
陶
排
壁
鼎
蝿
卜
瓶
鉦

照
）
．

　
三
、
判
旨
第
三
点
は
、
若
年
定
年
制
が
協
約
で
設
定
さ
れ
た
場
合
の
効
力
に

関
す
る
。
も
と
も
と
、
女
子
若
年
定
年
制
が
公
序
良
俗
違
反
で
あ
る
な
ら
ば
、

か
り
に
労
働
協
約
に
よ
つ
て
こ
の
制
度
を
設
定
し
た
と
し
て
も
、
労
働
協
約

は
、
法
令
に
違
反
し
え
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
公
序
に
も
違
反
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
、
協
約
中
の
若
年
定
年
制
を
定
め
た
条
項
は
無
効
と
い
う
ほ
か

な
い
。
従
つ
て
判
旨
は
正
当
で
あ
る
。

　
以
上
要
す
る
に
、
理
由
構
成
に
若
干
問
題
と
な
る
点
は
あ
る
が
、
判
旨
の
示

す
結
論
に
賛
成
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宮
本
　
安
美
）
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