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に
理
論
的
に
把
握
し
て
い
た
だ
き
•た
か
っ
た
；と
思
ぅ
。

日
本
の
労
働
..運
動
の
研
究
に
関
心
を
も
ち
は
じ
め
た
ば
が
り
ゎ
筆
者
に
.
.

H
、.

. 

こ
の
ょ
ぅ
な
瑣
末
な
感
想
し
か
浮
ば
な
い
の
ば
残
念
で
あ
る
。
史
料
的
価
値
の 

き
わ
め
て
高
t
力
作
で
.
あ

る

と

信

ず

る

.
。

労

働

運

動

史

に

関

6

を
も
.
つ
.
す

V
.

て
： 

の
諸
君
に
推
奨
を
惜
し
ま
な
い
0 '

(

日
本
評
論
社
•
一
九
六
六
年
八
月
刊
• 

A

5 

•

ニ
五
兰
!:
• 
一
二
〇
〇
円)

大

熊

一

郎
著 

.
 

浜

田

文

雅

考

■

.『

国

民

所

得

論』

..

鳥

居

，
泰

彦

麗

所

得

論
に
関
す
る
書
物
は
、
今
ま
で
に
も
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
 

け
れ
ど
も
、
現
在
、
こ
の
研
究
分
野
の
状
況
は
、
以
下
に
略
述
す
る
ょ
ぅ
に
、
 

少
な
く
と
も
三
つ
の
点
か
ら
、
議
論
の
再
吟
味
を
.必
要
と
す
る
所
に
来
て
い 

る
。
こ
こ
に
紹
介
す
る
労
作
は
、
こ
れ
ら
の
新
し
い
講
に

こ
た
え
る
極
め
て 

重
要
な
接
近
で
あ
る
。

1
:

1
(

ニ
四
〇)

,
 

»

第
一
に
、国
民
所
得
勘
定
そ
：の
も
の
の
改
変
で
あ
る
。ま
す
ま
す
複
雑
化
し
て 

行
く
経
済
組
織
と
経
済
分
析
用
具
の
精
級
化
に
対
応
し
て
、
国
際
的
諸
機
構
と 

各
国
政
府
は
国
民
経
済
を
包
括
的
•
斉
合
的
に
高
い
精
度
で
把
握
す
る
た
め 

に
レ
わ
ゆ
る
国
民
経
资
計
算
の
諸
勘
定
の
馨
を
手
が
.けu

来
た
。
.一
，し1

瓜 

〇
年
代
に
は
国
際
連
合
、
O

E

C

D、
E

O

A

F

E
等
の
諸
機
関
お
よ
び
ァ 

メ
リ
力
を
は
じ
め
と
す
る
先
進
諸
国
が
国
民
所
得
勘
定
標
準
方
式
の
改
定
と
統 

計
整
備
の
作
業
.を
.続
け
て
米
た
。1

1

際
連
合
統
計
局
は
一
九
五
三
年
に
S

N

A
 

力
式

(
A

 

S
y
s
t
e
m

 of National 

Accounts 

a
n
d

 

Supporting 

Tables)

を
提 

示
し
、
更

に

一
九
六
四
年
に
は
ス
ト
丨
ン
を
變
と
す
る
専
門
部
会
を
召
集
し 

て
S

N

Aの
改
定
を
検
討
し
た
。
わ
が
国
で
は
こ
の
動
向
に
準
拠
し
て
、

一
化 

六
三
年
か
ら
一
九
六
五
年
に
か
け
て
国
民
経
済
計
算
審
議
会
で
検
討
を
行
な 

い
、
旧
国
民
所
得
勘
定(「

国
民
所
得
白
書」

)

に
か
わ
る
新
国
民
所
得
勘
定(「

国 

民
所
得
統
計
年
報」)

を
公
表
し
た
。
新
勘
定
は
、
そ
れ
自
体
表
章
の
形
式
と 

原
理
を
一
新
し
て
い
る
の
：み
な
ら
ず
、
資
金
循
環
勘
定
、
産
業
連
関
表
、
国
富 

統
計
等
の
勘
定
と
の
統
合
を
へ
て
国
民
貸
借
対
照
表
に
総
括
す
る
た
め
の
布
石 

を
内
蔵
し
セ
レ
る
従
っ
て
、
国
民
所
得
論
を
学
ぽ
ぅ
と
す
る
者
、
ま
た
は
国 

民
所
得
統
計
を
使
っ
て
経
済
分
析
を
し
よ
ぅ
と
す
る
'者
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
ら 

の
新
勘
定
方
式
の
趣
旨
を
了
解
し
て
お
く
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
。
本
書
の
第 

一
部
第
一
章
お
よ
び
第
二
章
は
、
こ
の
点
の
解
説
と
し
て
す
ぐ
れ
て
い
る
。
た 

だ
本
書
の
執
筆
が
、「
国
民
所
得
統
計
年
報」

，昭
和
四
十
一
年
版

(

新
勘
定
方
式
に 

よ
.っ
て
昭
和
ニ
十
六
年〜
昭
和
三
十
九
年
の
四
半
期
別
、
年
別
国
民
所
得
勘
定
を
推

計
し
た
ノ
改
定
後
最
初
の
公
表
国
民
所
得
統
計)

の
発
表
を
待
た
ず
に
脱
稿
し
て
. 

い
る
た
め
に
、
例
示
と
し
て
の(

第
二
ー
ー
表)

〜
(

散
ニー

六
表)

は
、
審
議
会 

の
答
申
案
の
昭
和
三
十
七
年
度
試
算
の
勘
定
を
採
用
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ 

う
.で
あ
る
。
密
議
会
の
答
申
案
と
最
終
的
な
新
勘
定
と
は
、
表
章
形
式
に
若
干 

の
違
い
が
あ
り
、
計
数
値
に
も
若
干
の
出
入
り
が
あ
る
が
、
•新
勘
定
の
趣
旨
を 

.説
明
す
る
素
材
と
し
て
は
、
.こ
れ
で
充
分
で
あ
る
。
著
者
等
は
、

こ
の
点
を
八 

八
頁
の
十
行〜

十
六
行
目
の
参
考
文
献
で
補
う
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。

三

国
民
所
得
論
の
.展
開
に
今
日
.要
請
さ
れ
て
い
る
第
一
一
の
点
は
*
分
析
理
論
と 

デ

ー
タ
_
丨
の
相
互
関
係
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
他
の
経
験
科
学
に
お
け
る
と 

同
様
、
経
済
分
析
に
お
い
て
も
分
析
の
対
象
と
な
る
の
は
、
理
論
仮
説
と
観
察 

に
鉴
い
て
抽
出
さ
れ
た
デ

ー
タ
ーで
あ
る
。
そ
れ
故
、
デ
ー
タ
I

の
構
成
は
理 

論
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
実
際
に
は
デ
ー
ター

と
し
て
抽
象
さ
れ
な
い
現 

象
は
理
論
の
中
に
組
.み
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
い

し
、そ
の

逆
も
ま
た
然
り
で
あ 

る
。
従
っ
て
、
国
民
所
得
勘
定
の
解
説
は
国
民
所
得
決
定
の
経
済
理
論
と
の
関 

速
を
明
確
に
し
つ
つ
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
従
来
、
こ
う
し
た
•点
に
意
を 

M.
L
た
教
和
書
は
、

ァ
ク
リ
ー
.の
そ
.れ

(Macro 

E
c
o
n
o
m
i
c

 

T
h
e
o
r
y
)

の
如
き 

優
れ
た
例
外
を
除
い
て
、
極
め
て
少
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
第
1
部
第 

ニ
章
1
第
六
章
は
、
こ
の
意
味
で
は
極
め
て
明
解
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
読 

.者
は
、
国
民
所
得
勘
定
に
お
け
る
三
面
等
価
の
原
則
や
、
貯
蓄
と
投
資
の
均
等 

の
原
則
が
ヶ
ィ
ン
ズ
の
国
民
所
得
決
定
図
式
と
、ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か 

を
始
め
、

マ
ク
ロ
経
済
分
析
の
用
具
が
国
民
所
得
勘
定
の
ど
の
部
分
を
ど
の
よ 

書

評

 

.

■

う
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
.で
あ
る
の
か
を
識
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ 

う
。第
1
部
の
記
述
は
、単
に
国
民
所
得
勘
定
に
止
ま
ら
ず
、
マ
ネ
ー
フ
ロ
ー
表
、
 

資
金
循
環
勘
定
、
国
民
貸
借
対
照
表
、
資
本
ス
ト
ッ
ク
勘
定
等
、
国
民
経
済
計 

算
の
中
に
含
ま
れ
る
他
の
諸
勘
定
に
ま
で
、
同
様
の
分
析
を
展
開
し
て
い
る
。
 

国
民
経
済
の
分
析
が
、
単
に
国
民
所
得
勘
定
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
諸
勘
定 

に
抽
象
さ
れ
る
諸
現
象
と
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
を
説
明
す
る
.方
向
に
向
い
つ
つ 

あ
る
折
か
ら
、
こ
の
試
み
は
貴
重
で
あ
る
。
例
え
ば
、
既
に
幾
つ
か
発
表
さ
れ 

.て
い
る
、
資
金
循
環
而
を
含
む
マ
ク
ロ
：

エ
コ
ノ
メ
ト
リ
ッ
ク
•
.モ
デ
ル
を

 ̂

よ
う
と
す
る
場
合
、
第
一
部
の
記
述
は
不
可
欠
の
予
備
知
識
を
与
え
る
と
同
時 

に
、
後
述
の
第
十
章
の
導
入
部
と
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
モ
デ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン 

ダ
と
計
測
を
始
め
、.
実
証
分
析
の
豊
か
な
経
験
を
持
つ
二
人
の
著
者
だ
け
に
、
 

必
要
充
分
な
知
識
を
網
羅
し
て
い
る
。

四

第
三
の
要
点
は
国
民
所
得
の
実
証
分
析
に
関
す
る
整
理
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で 

に
国
民
所
得
決
定
の
マ
ク
ロ
，.
.モ
デ
ル
は
数
多
く
作
成
さ
れ
た
。：
ま
た
、
.
こ
れ 

に
伴
な
0
て
、
生
産
関
数
、
消
費
関
数
、
投
資
関
数
を
始
め
一
つ
一
つ
の
部
分 

品
の
緻
密
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
た
。
国
民
所
得
決
定
の
マ
ク
ロ
:
モ 

.デ
ル
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
時
、
今
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
駆
的
業
績
を
無
視
す 

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
書
の
第
二
部
は
、
こ
れ
ら
の
先
駆
的
分
析
の
中
で
学 

界
の
共
有
財
産
と
な
ら
て
い
る
も
の
を
順
序
よ
く
简
明
に
網
羅
し
て
い
る
。
読 

者
は
、
第
二
部
第
七
、
八
、
九
章
か
ら
、
ヶ
イ
ン
ズ
以
後
の
マ
ク
口
経
済
分
析 

の
基
本
的
な
理
論
構
成
と
そ
の
各
部
分
の
経
験
分
析
の
成
果
を
総
括
的
か
つ
正

一

一

三(

ニ
四1)



確
に
識
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
"：
例
え
ば
ダ
グ
.ラ
ス
型
生
產
函
数
を
産
業 

ま
.た
.は
部
門
ま
た
は
国
民
経
済
全
体
に
つ
い
て
定
義
し
計
測
す
る
こ
と
が
、
投 

入

•
産
出
の
間
の
技
術
的
な
生
產
関
数
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
と
い 

っ
た
最
も
^
本
的
々
事
柄
の
理
解
を
与
え
る
な
ど
の
貴
重
な
配
慮
を
要
所
要
所 

.

.
に

み

る

：
で

あ

ろ

^ ,
。
，
；

V
 

,

.

: 

■
五

'
.
. 

'

.
 

■
 

■
 

■■

第
二
部
は
さ
ら
に
、
最
近
の
実
証
分
析
の
中
.で
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
問
題 

点
に
ま
で
分
析
を
進
め
て
い
る
，
経
済
の
実
物
.取
引
面
と
金
融
取
引
面
の
相
互 

関
係
を
モ
デ
ル
の
中
に
組
み
込
む
こ
と
は
、

コ
!

エ
ン
が
最
初
に
試
み
た
重
要 

な
接
近
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
で
も
、
既
に
経
済
企
画
庁
、
日
本
銀
行
を
始
め
各 

方
面
で
幾
つ
か
の
資
金
循
環
モ
デ
ル
が
作
成
さ
れV
い

る

。
.
.
こ

の

種

の

モ

デ

ル
 

の
多
く
は
、
ま
た
、
.
.経
済
を
幾
づ
か
の
部
門
に
分
割
し
て
把
握
し
て
、
各
部
門
. 

間
の
相
互
依
存
関
係
を
も
同
時
に
追
跡
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
は
、
こ
れ
ら
り 

試
み
の
幾
つ
か
に
実
際
に
た
ず
さ
わ
っ
た
人
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
兮
の
解

 ̂

は
こ
の
種
の
作
業
の
要
点
を
つ
い
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
前
述
の
よ

う 

な
第一

章〜

第
九
章
の
理
論
と
展
望
の
あ
と
を
う
け
て
.い
る
た
め
で
、
資
今
-
-I 

環
面
と
実
物
取
引
面
お
よ
び
部
門
間
の
各
種
の
フ
ロ
ー
を
あ
ら
わ
す
デ
ー
タ

ー 

の
理
論
的
性
格
は
読
者
に
と
っ
て
既
に
明
確
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

第
十
一
章
は
"
国
民
所
得
統
計
に
立
脚
し
た
も
う
一
つ
の
研
究
の
で
.あ 

る
、
経
済
成
長
理
論
に
特
に
ふ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
.ハ
ロ

ッ.

ド

•
ド

ー

マ 

丨
里
の
成
長
理
論
に
基
い
て
昭
和
二
十
七
年〜

三
十
九
年
の
わ
が
国
の
経

済

成
 

長
を
支
え
た
要
因
を
摘
出
し
て
み
せ
て
い
る
。
経
済
成
長
な
ぃ
し
太
経
済
発
嗖

ニ

四

(

ニ
四
ニ)

の
：理
論
に
関
し
て
は
、

ハ
.ロ
ッ
ド
•

ド
丨
マ
！

モ
デ
ル
を
含
む
い
わ
ゆ
る
ヶ 

イ
ン
シ
ヶ
ン
の
成
長
理
論
の
他
に
、.
少
な
く
と
も
、
新
古
典
派
の
成
長
理
論
の 

系
譜
と
デ
ュ
ア
リ
ス

.

ム
の
発
展
理
論
の
系
譜
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
展

望

だ

け
 

で
も
膨
大
な
紙
数
を
要
す
る
。
本
書
の
趣
旨
か
ら
^

っ
て
こ
の
種
の
展
望
が
第 

ニ
部
か
ら
は
ぶ
か
れ
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

第
土
一
章
に
は
、
実
質
国
民
所
得
を
得
I

め
の
指
数
算
式
に
つ
い
S

明 

な
記
述
が
.あ
る
今
日
わ
が
国
の
国
民
所
得
勘
定
で
は
、

実
質
国
民
^
导
，

H

 

イ
ン
：プ
リ
シ
ッ
ト
•
デ
フ
レ
;|
，
タ

，
丨

に

よ

ゥ

て

算

出

さ

れ

て

い

る

。

こ

の

方

式
 

と
伝
統
的
な
ラ
.ス
パ
イ
レ
ス
式
、
パ
I
シ
エ
式
、

フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
式
と
の
相
互 

関
係
を
識
っ
て
お
く
こ
と
は
、
国
民
所
得
論
に
関
す
る
今
日
的
な
三
つ
の
要
I
B 

の
第
一
と
し
て
前
述
し
た
-*
と
も
関
連
し
て
、
不
可
欠
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
極
め
て
多
く
の
貴
重
な
情
報
を
、
読
者
の
理
解
に
と
っ
て
#
常 

に
便
f
な
順
序
で
総
括
的
に
整
理
し
て
展
開
し
た
本
書
の
業
績
は
、
高
く
評
価 

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

'

(

日
本
評
論
社
.一

九
六
六
年
十
一
月
刊
.
B

6 

. 
ニ
七
八
頁•

八
0
〇
9)

新刊紹
介

藤本
武著

 

『

各
国
の
労
働
安
全
対
策』

最
近
，
公
害
の
問
題
が
非
常
に
や
か
ま
し
く
な
っ 

て
い
る
。
ひ
と
つ
の
蜇
大
な
社
会
問
題
と
さ
え
い
わ 

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
独
占
資
本
主
義
段
階 

に
特
有
な
現
象
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
国
民
全
体 

に
か
か
わ
る
公
筲
と
な
ら
ん
で
、
労
働
者
の
職
®
で 

お
こ
る
災
害
、
す
な
わ
ち
労
働
災
害
も
近
年
と
み
に 

増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
三
井
三
池 

の
炭
鹿
爆
発
を
は
じ
め
と
す
る
最
近
の
大
災
害
を
み 

れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
労
働
災
害
は
何
故
に
お
こ
る 

の
か
、
そ
の
理-

5

は

単

純

で

は

な

い

が

、

要

す

る

.に 

利
潤
追
求
を
至
上
命
令
と
す
る
企
業
が
、
労
働
者
の 

犠
牲
に
お
い
て
労
働
強
化
を
お
こ
な
う
と
と
に
ょ
っ 

て
、
生
産
性
の
壻
大
を
は
か
り
、
労
働
環
境
の
整
備 

を
お
こ
た
り
、
甚
だ
し
き
は
無
視
す
る
こ
と
が
根
本 

的
な
原
因
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か 

し
原
因
は
そ
ご
に
あ
る
と
し
て
，
こ
れ
を
防
止
す
る 

實
任
は
、
資
本
家
の
側
に
あ
る
と
と
も
に
、
労
.働
者 

階
級
の
組
織
と
し
て
の
労
働
組
合
に
あ
る
こ
と
は
忘 

れ

ら

れ

て

は

な

ら

な

い

:0
'

も

ち

ろ

ん

労

働

災

害

防

止
 

の
対
策
、
い
わ
ゆ
る
労
働
安
全
対
策
は
、
法
的
規
制
.

新刊
紹介

と
し
て
は
、
国
家
権
力
を
媒
介
と
す
る
社
会
政
策
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
個
別
企
業
が
、

い
わ
ゆ
る
労
務
管
理
政
策
の
一
環
と
し
て
行
な
う
と

こ
ろ
の
も
の
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
労
働
安

全
対
策
と
し
て
、
真
に
有
効
な
も
の
に
な
る
た
め
に

は
労
働
者
階
級
の
力
が
問
題
と
な
り
、
労
働
組
合
の

態
度
が
蜇
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
わ
が
国
の
労
-

働
組
合
は
果
し
て
労
働
安
全
対
策
に 

つ 

い
て
、

年

末

•
期
末
.手
当
や
賃
金
引
き
上
げ
と
同
じ
よ
う
な
熱

'
な̂
/=
ヌ
持
で
と
り
く
ん
で
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う 

> 

0本
書
は
こ
の
よ
う
な
労
働
安
全
対
策
に
つ
.い
て
、
 

イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
'ス
、
西
ド
イ
ッ
、
：7
メ
リ
カ
合 

衆
国
の
い
ゆ
わ
る
先
進
資
本
主
義
国
お
よ
び
社
会
主

義
国
、
ソ
ヴ
ヱ
—

速
邦
と
チ
ェ
ノ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ 

.ァ
を
選
ん
で
、
'詳
細
に
紹
介
し
て
い
る
。
著
者
の
関 

心
は
、；
た
え
ず
日
本
に
注
が
れ
て
お
り
、
わ
が
国
に
. 

お
け
る
労
働
災
害
の
異
常
な
高
さ
を
念
頭
に
お
い
て 

ョ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
事
情
を
説
明
し
て
い
る
。
著
者 

に
よ
れ
ば
、.「

ェ
場
の
災
害
死
亡
率
に
つ
い
て
は
、
 

イ
ギ
リ
ス
が
も
っ
と
も
低
く…

…

、
西
ド
イ
ッ
の
災 

窖
死
亡
率
は
高
く
、
わ
が
国
に
比
べ
て
も
死
亡
災
害 

が
多
発
し
て
い
る
。
ま
た
炭
鉱
を
み
る
と
、
オ
ラ
ン 

ダ
が
最

も

低

く

、
.
イ

ン
ド
、イ
ギ
リ
ズ
、
フ
ラ
ン
ス
は 

こ
れ
に
次
ぐ
、亦
、
西
ド
イ
ッ
は
、
こ
の
三
ヶ
国
よ
り

.
 

も
や
や
高
い
。
ア
メ
リ
力
合
衆
国
.は
、
数
値
の
わ
か 

つ
て
い
る
九
ケ
国
中
で
は
、
日
本
に
.次
い
で
高
く
、

カ
ナ
ダ
も
同
様
で
あ
る
|_(

三
頁)

。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
資
本
主
義
四
国
の
労
働
災 

害
防
止
対
策
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
 

す
な
わ
ち
、
技
術
安
全
事
項
1
つ
い
て
は
、
法
律
で 

規
定
す
る
の
は
各
国
共
通
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ッ
で 

は
、
労
災
相
互
保
険
組
合
が
政
府
の
認
可
を
え
て
災 

害
防
止
条
令
を
つ
く
り
、
そ
れ
に
法
的
効
力
を
与
え 

て
い
る
こ
と
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
そ
う
い
う
権
限
を
、
 

社
会
保
障
金
庫
に
与
え
て
い
る
。
ま
.た
、
ア
メ
リ
カ 

に
お
い
て
は
、
連
邦
制
の
制
約
の
た
め
に
州
に
よ
っ 

て
い
ち
じ
る
し
く
異
な
り
、
鉱
山
お
よ
び
海
上
以
外 

は
、
す
べ
て
州
法
に
よ
る
規
制
し
か
な
く
、
そ
の
ア 

ン
パ
ラ
ン
ス
が
い
ち
じ
る
し
く
、
そ
れ
が
た
め
に
ア 

メ
リ
カ
の
労
働
災
宙
ロ
率
を
い
ち
じ
る
し
く
た
か
め
て 

い
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
技
術
的
な
点
か
ら
安
全
組 

織
の
而
に
.転
す
る
と
、
い
ち
じ
る
し
く
法
制
化
の
す 

す
ん
で
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
で
、
衛
生
安
全
委
員
会 

の
設
置
が
、
国
に
よ
づ
て
強
制
さ
れ
、
ま
た
西
ド
イ 

ッ
で
は
、

一
九
六
三
年
、
労
働
者
か
ら
選
ば
れ
た
安 

全
委
員
の
選
出
が
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
、
労
働 

者
の
安
全
問
題
に
つ
い
て
、
届
家
に
よ
る
法
的
な
規 

制
が
強
い
。

と
こ
ろ
が
、
イ
ギ
リ
ス
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
は 

そ
の
よ
う
な
法
的
規
制
よ
り
も
、
任
意
的..(volun

tary) 

.な
制
度
に
依
存
す
る
傾
向
が
強
く
、
た
と
え 

ば

.イ
ギ
リ
ス
で
は
、
労
使
合
同
の
形
を
と
り
、
ア 

メ
リ
力
で
は
、
管
理
者
の
安
全
組
織
が
.優
位
を
し
め
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