
労
働
者
意
識
の
変
容
と
労
務
管
理
の
課
題

　
　
ー
新
世
代
労
働
者
の
日
米
比
較
ー

倉
　
田
　
良
　
樹

労働者意識の変容と労務管理の課題

目
　
　
次

序
章
　
　
開
題

第
一
章
　
労
働
者
意
識
と
労
務
管
理
－
分
析
の
視
角

第
二
章
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容
と
労
務
管
理
の
課
題

　
第
一
節
自
己
充
実
の
労
働
倫
理
と
そ
の
成
熟
ー
ヤ
ン
ヶ
ロ
ビ
ッ
チ
の
「
若
者
論
」

　
　
第
一
項
　
自
己
充
実
型
労
働
倫
理
の
台
頭

　
　
第
二
項
　
自
己
充
実
型
労
働
倫
理
の
成
熟

第
二
節
　
意
識
調
査
に
表
れ
た
若
年
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
容

　
第
一
項
日
算
o
鐸
オ
㌣
≦
三
冨
茎
一
の
調
査

　
第
二
項
　
世
界
青
年
意
識
調
査

第
三
節
　
企
業
が
想
定
し
て
き
た
伝
統
的
な
労
働
者
像
ー
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
労
働
者
観

355



ぞ橋大学研究年報　社会学研究　25

第
四
節
　
労
働
者
像
の
転
換
と
労
務
管
理
の
課
題

　
　
第
一
項
　
9
W
L
思
想
の
中
の
労
働
者
像

　
　
第
二
項
新
し
い
労
働
者
像
の
登
揚
1
「
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
」
と
「
フ
リ
ー
ワ
ー
ヵ
－
」

　
小
括

第
三
章
　
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容

　
第
一
節
　
意
識
調
査
に
表
れ
た
若
年
労
働
者
意
識
の
変
化

　
　
第
一
項
日
本
生
産
性
本
部
の
調
査
　
　
　
　
．
・
．
　
　
．
　
．
．
，
　
“

　
．
第
二
項
　
青
少
年
の
連
帯
感
な
ど
に
関
す
る
調
査

　
　
第
三
項
　
世
界
青
年
意
識
調
査

・
・
第
二
節
　
企
業
か
ら
見
た
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容

・
第
三
節
　
日
米
比
較
の
視
角
か
ら
み
た
わ
が
国
の
新
世
代
労
働
者
像
（
む
す
ぴ
に
か
え
て
）

356

序
章
　
開
題

　
一
九
八
六
年
の
わ
が
国
の
労
働
を
め
ぐ
る
企
業
や
社
会
の
動
向
を
回
顧
す
る
と
、
労
働
者
の
働
き
方
の
変
化
な
い
し
多
様
化
を
示
唆
す

る
数
多
く
の
で
ぎ
ご
と
が
発
生
し
た
こ
と
を
指
摘
で
ぎ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
か
な
り
の
部
分
が
労
働
者
自
身
の
労
働
意
識
の

変
化
と
深
い
つ
な
が
り
を
持
つ
現
象
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
．
そ
の
こ
と
を
説
明
す
る
有
力
な
手
が
か
り
と
な
る
現
象
を
い
く
つ
か

列
挙
し
て
み
よ
う
。

　
　
・
七
月
の
「
人
材
派
遣
業
法
」
施
行
に
と
も
な
い
、
多
く
の
企
業
が
人
材
派
遣
事
業
に
参
入
す
る
な
ど
、
こ
の
事
業
が
社
会
的
に
認
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知
さ
れ
、
市
揚
規
模
も
成
長
を
遂
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
業
機
会
を
成
長
せ
し
め
た
要
因
の
一
つ
と
し
て
は
、
同
一
企
業
に
長
期

継
続
的
に
雇
用
さ
れ
て
働
く
と
い
う
、
従
来
わ
が
国
で
常
識
と
見
な
さ
れ
て
き
た
勤
労
観
で
は
な
く
、
自
分
の
や
り
た
い
仕
事
を
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

り
た
い
時
に
や
る
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
に
な
い
勤
労
観
を
持
っ
た
労
働
者
が
増
大
し
て
き
た
と
い
う
事
実
が
あ
る
。

・
ア
ウ
ト
プ
レ
ー
ス
メ
ン
ト
企
業
、
人
材
銀
行
等
に
よ
る
転
職
の
紹
介
、
斡
旋
、
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
に
関
す
る
事
業
が
、
あ
ら
た

め
て
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
、
円
高
不
況
下
の
企
業
の
過
剰
雇
用
意
識
の
広
が
り
、
産
業
構
造
転

換
に
と
も
な
う
業
種
間
、
職
種
間
の
労
働
力
需
給
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
発
生
、
と
い
っ
た
要
因
と
な
ら
ん
で
、
終
身
雇
用
慣
行
を
め
ぐ

る
社
会
的
価
値
規
範
の
変
化
と
い
う
要
因
も
強
く
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
一
生
涯
一
企
業
」
と
い
う
考
え
方
を
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
に
と
ら
え
る
論
調
が
多
く
見
ら
れ
た
の
も
咋
年
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。

．
昨
年
の
労
働
白
書
は
労
働
時
間
短
縮
に
関
す
る
分
析
を
主
要
な
テ
ー
マ
の
｝
つ
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
時
間
短
縮
の
必
要

性
に
関
す
る
議
論
の
中
で
は
、
若
年
層
を
中
心
と
す
る
労
働
者
の
意
識
の
変
化
、
す
な
わ
ち
、
仕
事
志
向
型
の
労
働
者
の
減
少
と
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

事
．
余
暇
両
立
志
向
な
い
し
余
暇
志
向
の
労
働
者
の
増
大
の
傾
向
が
重
要
視
さ
れ
て
い
る
。

．
四
月
に
施
行
さ
れ
た
「
男
女
雇
用
機
会
均
等
法
」
の
条
文
の
中
に
は
、
近
年
一
部
に
あ
ら
わ
れ
て
き
た
女
子
労
働
者
の
積
極
的
な

キ
ャ
リ
ア
志
向
を
活
か
す
た
め
に
、
企
業
内
の
伝
統
的
な
男
女
の
役
割
分
担
関
係
に
変
更
を
加
え
よ
う
と
す
る
発
想
が
含
ま
れ
て
い

る
o

・
企
業
の
管
理
者
や
人
事
担
当
者
た
ち
の
中
で
、
最
近
の
若
手
社
員
の
勤
労
観
が
先
行
世
代
の
そ
れ
と
比
べ
て
大
き
く
異
な
っ
て
お

り
、
彼
ら
を
こ
れ
ま
で
と
同
様
の
方
法
で
一
元
的
に
管
理
す
る
こ
と
が
む
づ
か
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
、

間
題
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
流
行
語
と
な
っ
た
「
新
人
類
」
と
い
う
標
語
で
若
手
社
員
の
特
性
を
論
ず
る
よ
う
な
風
潮
も
一
部
‘

　
　
　
（
4
）

で
見
ら
れ
た
。
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・
経
済
同
友
会
は
四
月
に
報
告
し
た
提
言
の
中
で
、
今
後
企
業
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
理
想
的
人
材
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
企
業
の

　
　
意
識
改
革
の
必
要
性
を
訴
え
、
多
様
な
個
性
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
企
業
が
活
性
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
青
少
年
の
意
識
変
化
と
い
う
要
因
が
そ
う
し
た
問
題
意
識
の
中
の
中
心
的
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
以
上
は
わ
が
国
の
労
働
者
意
識
の
変
容
に
対
応
す
る
企
業
や
社
会
の
適
応
の
試
み
で
あ
る
が
、
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
が
企
業
と

労
働
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
も
の
の
見
方
に
対
し
て
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
し
、
新
し
い
価
値
観
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
働
き
方

を
摸
索
し
て
多
様
な
変
革
の
試
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
現
象
は
、
多
く
の
産
業
社
会
が
ア
一
れ
ま
で
に
経
験
し
て
き
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
、
労
働
に
対
す
る
基
本
的
な
価
値
観
が
先
行
世
代
と
は
大
き
く
異

な
る
戦
後
生
ま
れ
世
代
労
働
者
が
労
働
市
揚
に
大
量
に
参
入
す
る
に
と
も
な
い
、
伝
統
的
な
労
務
管
理
の
あ
り
方
に
対
し
て
見
直
し
を
迫

る
種
々
の
深
刻
な
事
態
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
労
働
の
あ
り
方
を
求
め
て
多
様
な
試
み
が
摸
索
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
一
連
の
動
き
の
中
に
は
、
今
日
の
わ
が
国
が
直
面
し
て
い
る
上
記
の
よ
う
な
課
題
を
考
え
る
揚
合
に
参
考
と
な
る

教
訓
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
日
本
と
ア
メ
リ
カ
の
間
に
は
、
豊
か
な
社
会
に
育
っ
た
若
年
労
働
者
に
特
有
の
労
働
倫
理
の
台

頭
と
い
う
、
労
働
に
関
す
る
価
値
観
の
点
で
共
通
す
る
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
。

　
本
論
文
の
目
的
は
、
現
代
社
会
に
お
け
る
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
が
企
業
の
労
務
管
理
体
制
に
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、

労
務
管
理
に
あ
た
っ
て
想
定
す
る
企
業
の
労
働
者
像
を
ど
の
よ
う
に
転
換
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
と
い
う
テ
ー
マ
を
ア
メ
リ
カ
と
日

本
の
両
国
の
現
実
に
即
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
た
だ
し
本
論
文
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
わ
が
国
以
上
に
．
｝
の
面
で
多
く
の
経
験
を

蓄
積
し
て
き
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
動
向
に
関
す
る
分
析
に
主
力
を
注
ぐ
こ
と
と
し
（
第
二
章
）
、
わ
が
国
の
動
向
に
関
し
て
は
、
諸
種
の

調
査
結
果
に
よ
る
実
態
把
握
を
試
み
る
と
と
も
に
、
日
米
比
較
の
観
点
か
ら
い
く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
い

（
第
三
章
）
。
労
務
管
理
の
転
換
の
方
向
等
を
め
ぐ
る
わ
が
国
の
動
向
に
関
す
る
本
格
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
後
日
に
期
す
る
．
〕
と
と
し
た
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い
。

　
本
論
文
で
は
労
働
者
意
識
の
変
容
と
い
う
テ
ー
マ
を
社
会
思
想
史
的
な
視
角
や
社
会
心
理
学
的
な
視
角
か
ら
考
察
す
る
の
で
は
な
く
、

労
働
問
題
研
究
の
一
環
と
し
て
考
察
す
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
視
角
に
立
っ
以
上
は
、
な
に
よ
り
も
は
じ
め
に
労
務
管
理
上
の
概
念
と
し

て
の
「
労
働
者
意
識
」
の
定
義
を
明
確
に
提
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
さ
い
、
労
働
者
意
識
の
変
容
と
い
う
現
象

を
企
業
経
営
に
と
っ
て
の
外
部
的
環
境
要
因
と
し
て
と
ら
え
、
そ
れ
が
従
属
変
数
と
し
て
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

及
ぼ
す
か
と
い
う
問
題
設
定
の
み
で
は
充
分
な
成
果
は
期
待
で
き
な
い
。
企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
側
が
労
働
者
の
従
業
員
と
し
て

の
行
動
様
式
に
影
響
を
与
え
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
な
ん
ら
か
の
特
有
の
「
従
業
員
意
識
」
が
形
造
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
流
れ
に
も
注

目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
章
に
お
い
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
立
揚
か
ら
、
主
要
概
念
の
定
義
と
分
析
視
角
の
提
示
を
行
う
こ
と
と

し
た
い
。

　
（
1
）
　
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
人
材
派
遣
業
の
実
態
を
究
明
し
た
著
作
と
し
て
、
現
代
フ
リ
ー
ワ
ー
ク
研
究
会
（
編
著
）
『
人
材
派
遣
』
有
斐
閣
、
一

　
　
九
八
六
年
、
お
よ
ぴ
高
梨
昌
（
編
）
『
人
材
派
遣
業
の
世
界
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
六
年
（
第
五
章
）
が
あ
る
。

　
（
2
）
　
こ
こ
で
い
う
「
終
身
雇
用
慣
行
を
め
ぐ
る
社
会
的
価
値
規
範
の
変
化
」
と
は
、
単
に
労
働
者
の
雇
用
意
識
の
変
化
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、

　
　
終
身
雇
用
慣
行
に
対
す
る
社
会
的
な
評
価
が
低
下
し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
含
ん
で
い
る
。

　
（
3
）
　
『
昭
和
六
一
年
版
労
働
白
書
』
一
九
七
～
二
二
頁
。

　
（
4
）
守
谷
雄
司
『
頭
の
い
い
新
人
類
操
縦
法
』
第
一
企
画
出
版
、
一
九
八
六
年
。
清
水
勤
『
新
人
類
採
用
・
教
育
マ
ニ
ュ
ァ
ル
』
朝
日
出
版
社
、
一

　
　
九
八
六
年
。

　
（
5
）
　
経
済
同
友
会
『
社
会
と
企
業
の
求
め
る
こ
れ
か
ら
の
人
材
』
、
一
九
八
六
年
。
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第
一
章

労
働
者
意
識
と
労
務
管
理

　
－
分
析
の
視
角

　
本
章
で
は
労
働
者
意
識
と
労
務
管
理
に
関
わ
る
基
本
的
な
概
念
の
規
定
を
行
う
と
と
も
に
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
の
筆
者
の
分
析
の

枠
組
み
を
提
示
す
る
。
二
章
以
下
に
お
け
る
日
米
の
実
態
に
関
す
る
考
察
は
、
こ
こ
で
示
す
枠
組
み
に
基
づ
い
て
展
開
し
て
い
き
た
い
。

　
本
論
文
に
お
い
て
筆
者
は
「
労
働
者
意
識
」
と
い
う
概
念
を
、
労
働
者
個
人
の
内
面
的
な
価
値
体
系
の
中
で
の
労
働
の
位
置
付
け
に
関

わ
る
側
面
と
、
労
働
者
が
従
業
員
と
し
て
企
業
で
働
く
中
で
形
成
し
て
い
く
意
識
に
関
わ
る
側
面
と
に
分
け
て
把
握
し
て
い
く
こ
と
に
し

た
い
。
前
者
の
側
面
を
「
内
面
的
な
労
働
倫
理
」
と
呼
び
、
後
者
の
側
面
を
「
従
業
員
意
識
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
本
論
文
の
テ
ー

マ
で
あ
る
労
働
者
意
識
と
企
業
の
労
務
管
理
と
の
間
の
相
互
作
用
に
分
析
を
加
え
る
た
め
に
は
、
労
働
者
意
識
を
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
側

面
に
分
け
て
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
第
1
・
－
図
で
説
明
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
こ
で
い
う
労
働
者
の
「
内
面
的
な
労
働
倫
理
」
と
は
、
一
人
一
人
の
労
働
者
が
自
ら
の
価
値
意
識
の
体
系
の
中
で
働
く
こ
と
を
ど
の

よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
。
働
く
こ
と
が
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

か
。
労
働
生
活
と
労
働
外
生
活
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
が
望
ま
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
。
働
く
こ
と
の
究
極
の
目
的
は
な
に
か
。

ど
の
よ
う
な
種
類
の
労
働
が
最
も
好
ま
し
い
も
の
か
。
「
内
面
的
な
労
働
倫
理
」
と
は
、
労
働
に
関
す
る
以
上
の
よ
う
な
総
括
的
、
根
本

的
、
抽
象
的
な
問
い
か
け
に
対
す
る
一
人
一
人
の
姿
勢
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
精
神
の
内
面
に
お
け
る
労
働
の
位
置
付
け

は
、
お
そ
ら
く
は
個
人
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
や
社
会
全
体
に
支
配
的
な
価
値
理
念
に
よ
っ
て
か
な
り
の
部
分
が
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
領
域
は
、
企
業
の
労
務
管
理
に
よ
っ
て
は
た
ら
き
か
け
、
改
変
し
て
い
く
こ
と
が
き
わ
め
て
困
難
な
領
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第1・1図労働者意識と労務管理

業

労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
働
き
か
け

雇用意識

仕事意識

企
象

翌
　
縦
｝

　
射
等
従
萱
蕊

　
憾
「
労
働
者
意
識

　
鋤

　
企

キャリア意識

馴一叢
傭　　　　。　　　　価値体

係
の
望
ま
し
い
あ
り
方
に
関
す
る
従
業
員
の
意
識
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

直
さ
れ
た
ほ
う
が
よ
い
の
か
、
そ
れ
と
も
長
期
的
な
タ
ー
ム
で
収
支
決
算
の
帳
尻
を
合
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
か
。

純
粋
に
経
済
的
な
交
換
関
係
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
方
が
よ
い
の
か
、

て
の
機
能
を
合
わ
せ
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
の
か
。

間
配
分
で
勤
務
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
の
か
。
本
論
文
に
い
う
雇
用
意
識
と
は
、

概
念
で
あ
る
。

　
仕
事
意
識
と
は
、
企
業
の
労
務
管
理
の
も
と
で
職
場
に
配
置
さ
れ
、
職
務
を
与
え
ら
れ
て
い
く
中
で
従
業
員
が
形
成
し
て
い
く
仕
事
そ

　
系
　
　
域
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
噂
そ
し
て
そ
れ
は
従
業
員
が
企
業
の
中

の
体

　
　
　
　
で
従
業
員
と
し
て
の
具
体
的
な
働
き
方
に
関
す
る
態
度
を
形
成
し
て
い
く

　
　
　
　
さ
い
に
も
、
基
層
的
な
部
分
で
影
響
を
及
ぼ
し
続
け
る
要
素
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
一
方
、
「
従
業
員
意
識
」
と
は
、
労
働
者
が
特
定
の
企
業
に
雇
用
さ
れ
、

　
人

　
　
　
　
仕
事
を
与
え
ら
れ
、
キ
ャ
リ
ァ
を
積
ん
で
い
く
中
で
形
成
し
て
い
く
従
業

　
　
　
　
員
と
し
て
の
意
識
の
こ
と
で
あ
る
。
従
業
員
意
識
を
構
成
す
る
主
要
な
柱

　
個

　
　
　
　
は
雇
用
意
識
、
仕
事
意
識
、
キ
ャ
リ
ァ
意
識
の
三
つ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
雇
用
意
識
と
は
、
労
働
者
が
企
業
と
雇
用
関
係
を
結
ん
で
働
く
中
で
、

　
　
　
　
企
業
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
貢
献
を
提
供
し
、
ど
の
よ
う
な
報
酬
を
獲
得

　
　
　
　
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
い
う
点
に
関
す
る
従
業
員
の
基
本
的
な
姿
勢
を
さ

　
　
　
　
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
雇
用
に
と
も
な
う
個
人
と
企
業
と
の
交
換
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
業
と
従
業
員
の
関
係
は
短
期
的
な
タ
ー
ム
で
絶
え
ず
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
業
と
従
業
員
の
関
係
は

　
　
　
　
　
　
そ
れ
と
も
企
業
は
従
業
員
の
社
会
的
な
欲
求
が
充
足
さ
れ
る
場
と
し

従
業
員
は
一
日
、
一
週
、
一
月
の
間
、
企
業
に
ど
れ
だ
け
の
時
間
、
ど
の
よ
う
な
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
従
業
員
の
意
識
を
さ
す
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の
も
の
に
対
す
る
意
識
で
あ
る
。
仕
事
に
対
す
る
強
い
能
力
発
揮
の
意
欲
を
抱
い
て
い
る
か
。
自
分
の
産
出
す
る
製
品
や
サ
ー
ビ
ス
の
質

に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
の
貴
任
感
を
抱
い
て
い
る
か
。
仕
事
に
対
し
て
自
ら
の
主
体
的
な
判
断
を
ど
の
く
ら
い
織
り
込
ん
で
い
く
ぺ
き
だ

と
考
え
て
い
る
か
。
職
揚
集
団
の
仕
事
全
体
の
流
れ
を
ど
の
く
ら
い
認
識
し
て
お
く
ぺ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
自
分
の
前
後
の
工
程
の

労
働
者
と
の
間
は
厳
密
に
分
担
関
係
を
定
め
て
お
く
の
か
、
そ
れ
と
も
境
界
的
業
務
に
つ
い
て
は
柔
軟
な
協
力
を
行
う
ぺ
き
な
の
か
。
本

論
文
に
い
う
仕
事
意
識
と
は
以
上
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
従
業
員
の
意
識
を
さ
す
概
念
で
あ
る
。

　
キ
ャ
リ
ァ
意
識
と
は
、
従
業
員
が
自
ら
の
職
業
生
活
を
長
期
的
に
設
計
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
企
業
に
ど
の
よ
う
な
期
待
を
抱
い
て

い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
わ
る
従
業
員
意
識
で
あ
る
。
企
業
の
中
に
あ
る
様
々
な
職
種
の
中
で
ど
の
よ
う
な
系
列
の
職
種
を
希
望
す
る

か
。
能
力
開
発
に
対
し
て
積
極
的
な
意
欲
を
持
っ
て
い
る
か
。
生
涯
に
わ
た
る
職
業
設
計
の
中
で
現
在
勤
務
す
る
企
業
で
の
職
業
経
験
は

ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
を
与
え
ら
れ
る
か
。
本
論
文
に
い
う
キ
ャ
リ
ァ
意
識
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
点
に
関
す
る
従
業
員
の
意
識
を
さ
す

概
念
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
説
明
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
従
業
員
意
識
と
は
、
内
面
的
な
労
働
倫
理
と
は
異
な
り
、
企
業
の
労
務
管
理
か
ら
直
接

的
に
手
の
届
く
対
象
で
あ
る
。
従
業
員
の
雇
用
意
識
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
洞
察
が
な
け
れ
ぱ
、
企
業
は
賃
金
体
系
、
就
業
時
間
、
勤

務
形
態
等
に
つ
い
て
の
シ
ス
テ
ム
を
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
同
様
に
従
業
員
の
仕
事
意
識
に
つ
い
て
の
な
ん
ら
か
の
洞
察
が
な
け

れ
ば
、
企
業
は
職
務
分
担
、
指
揮
命
令
系
統
、
組
織
編
成
等
を
適
切
に
設
計
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い

て
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、
企
業
は
適
切
な
教
育
訓
練
体
系
や
内
部
昇
進
ル
ー
ト
を
用
意
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
般
に
企
業
は
労
務
管
理
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
雇
用
意
識
、
仕
事
意
識
、
キ
ャ
リ
ア
意
識
に
関
す
る
一
定
の
労
働
者
像
を
想
定
し
て

方
針
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
逆
の
面
か
ら
い
え
ば
、
特
定
の
企
業
に
勤
務
す
る
従
業
員
意
識
の
あ
り
様
は
、
あ
る
程
度
ま
で

は
、
企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
あ
り
方
し
だ
い
で
そ
の
企
業
が
望
む
方
向
へ
と
動
か
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
業
員
意
識
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の
中
で
も
、
と
り
わ
け
雇
用
意
識
と
仕
事
意
識
に
つ
い
て
は
、
企
業
は
自
ら
の
望
む
方
向
へ
従
業
員
の
意
識
を
誘
導
し
て
い
く
こ
と
が
可

能
な
立
場
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
業
員
は
さ
し
あ
た
り
は
そ
の
企
業
の
中
に
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
る
雇
用
や
仕
事
の
シ
ス
テ
ム
の
中

で
働
く
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い
て
は
幾
分
事
情
が
異
な
る
。
キ
ャ
リ
ア
と
は
従
業
員
一

人
一
人
の
長
期
的
な
職
業
生
活
の
展
望
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
企
業
が
用
意
し
た
キ
ャ
リ
ァ
コ
ー
ス
の
メ
ニ
ュ
ー
と
は
か
か
わ
り
な
く
、
本

来
的
に
個
人
の
主
体
的
選
択
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
業
員
の
職
業
生
涯
を
特
定
企
業
の
中
で
全
う
さ
せ
る
た
め
に

は
、
か
な
り
周
到
に
作
ら
れ
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
1
・
－
図
で
も
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
面
で
の
企
業

と
従
業
員
の
関
わ
り
は
、
深
く
包
摂
さ
れ
た
組
み
合
わ
せ
も
あ
れ
ば
、
半
ば
以
上
こ
の
面
で
は
企
業
の
外
で
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
組
み
合

わ
せ
も
あ
る
。

　
従
業
員
意
識
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
側
か
ら
の
は
た
ら
き
か
け
に
よ
っ
て
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く
と
い

う
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
い
う
ま
で
も
な
く
、
従
業
員
意
識
は
一
人
一
人
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
具
体
的
な
表
現
で
も
あ
っ
て
、

企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
が
労
働
者
の
魂
ま
で
入
れ
替
え
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
反
対
に
、
社
会
的
な
価
値
体
系
に
大

き
な
転
換
を
き
た
し
、
多
く
の
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
に
変
容
が
生
ず
る
よ
う
な
時
代
に
あ
っ
て
は
、
企
業
が
従
業
員
に
対
し
て

抱
く
期
待
と
は
関
わ
り
な
く
、
そ
う
し
た
動
向
に
導
か
れ
て
従
業
員
と
し
て
の
意
識
や
行
動
も
ま
た
変
貌
を
と
げ
る
。
企
業
の
想
定
す
る

従
業
員
像
と
現
実
の
従
業
員
の
意
識
や
行
動
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
。
そ
し
て
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
一
定
以
上
に
大
き
く
な
っ
た
揚

合
に
は
、
企
業
は
従
業
員
像
に
関
す
る
想
定
を
転
換
し
、
新
し
い
タ
イ
プ
の
従
業
員
像
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
労
務
管
理
の
方
策
を
開
発

す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
筆
者
が
展
開
す
る
の
は
、
ア
メ
リ
カ
と
日
本
に
お
い
て
発
生
し
た
か
か
る
状
況
の

中
で
の
労
働
者
意
識
と
労
務
管
理
と
の
関
わ
り
合
い
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。
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第
一
節

第
二
章
　
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容
と
労
務
管
理
の
課
題

自
己
充
実
の
労
働
倫
理
と
そ
の
成
熟

　
ー
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
の
「
若
者
論
」

　
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
は
一
九
六
〇
年
代
以
来
の
ア
メ
リ
カ
の
若
者
の
価
値
意
識
の
変
化
に
関
し
て
、
自
ら
の
主
宰
す
る
調
査
会
社
に
よ
っ

て
数
次
に
わ
た
る
意
識
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
て
、
社
会
心
理
学
的
な
視
角
か
ら
ア
メ
リ
カ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
V

若
者
の
変
化
の
動
向
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
く
つ
か
の
著
作
を
著
し
て
い
る
。
ヤ
ン
ケ
・
ピ
ッ
チ
の
著
作
は
単
な
る
デ
ー
タ
の
分
析
で
は

な
く
、
長
期
的
に
見
た
若
者
の
価
値
観
の
変
化
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
ア
メ
リ
カ
社
会
全
体
の
動
き
の
中
で
位
置
付
け
る
と
と
も
に
、
将

来
の
動
向
に
関
す
る
深
い
洞
察
を
展
開
し
て
い
る
。
彼
は
一
連
の
著
作
の
中
で
一
貫
し
て
若
者
の
「
新
し
い
価
値
観
」
2
薯
く
巴
き
の

本
質
に
つ
い
て
論
究
し
続
け
て
い
る
が
、
そ
の
分
析
の
姿
勢
は
「
若
者
論
」
の
展
開
で
あ
っ
て
、
考
察
の
対
象
は
、
労
働
者
よ
り
は
む
し

ろ
大
学
生
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
考
察
の
範
囲
は
労
働
や
職
業
生
活
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
、
若
者
の
価
値

意
識
全
般
を
扱
っ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
も
と
も
と
は
一
九
六
〇
年
代
の
末
葉
に
大
学
生
を
中
心
と
し
て
芽
生
え
た
と
さ
れ
る
新
し
い
価

値
観
は
、
し
だ
い
に
若
年
労
働
者
層
全
般
に
広
く
普
及
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
「
新
し
い
価
値
観
」
の

中
核
に
は
、
「
自
己
充
実
」
絶
寓
三
自
B
。
暮
な
い
し
は
「
表
現
主
義
」
賃
費
。
隆
≦
ω
ヨ
と
い
う
用
語
で
表
さ
れ
る
独
特
の
労
働
倫
理
が

置
か
れ
て
お
り
、
働
く
こ
と
を
中
心
と
し
て
自
ら
の
生
き
か
た
全
体
を
問
い
直
そ
う
と
い
う
発
想
に
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
ヤ
ン

ヶ
・
ビ
ッ
チ
に
ょ
る
「
新
し
い
価
値
観
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
近
年
の
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
を
考
察
す
る
う
え
で
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は
避
け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る
。

　
本
節
に
お
い
て
は
、
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
「
若
者
論
」
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
「
自

己
充
足
」
を
め
ざ
す
労
働
倫
理
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
若
者
文
化
の
中
に
広
ま
り
、
定
着
し
て
い
ワ
．
た
か
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

労働者意識の変容と労務管理の課題

　
　
第
一
項
自
己
充
実
型
労
働
倫
理
の
台
頭
，

　
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
は
ア
メ
リ
カ
の
若
者
に
「
新
し
い
価
値
観
」
が
芽
生
え
て
き
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
の
後
半
の
頃
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
の
最
初
の
担
い
手
は
一
部
の
革
新
的
な
意
識
を
持
っ
た
大
学
生
で
あ
っ
た
と
述
ぺ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
価
値
観
は
も
と
も
と
は
、
支

配
的
な
既
存
の
社
会
的
信
条
に
対
抗
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
少
数
の
若
者
た
ち
に
よ
っ
て
追
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
は
新
し
い
価
値
観
を
道
徳
規
範
の
変
化
、
社
会
的
価
値
観
の
変
化
、
自
己
充
実
と
い
う
独
特
の
価
値
観
の
台
頭
、
と

い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
は
、
性
規
範
の
自
由
化
、
愛
国
心
の
衰
退
な
ど
、
労
働
や
職
業
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ヨ
ロ

と
直
接
的
に
は
関
わ
り
の
薄
い
領
域
に
お
け
る
若
者
の
考
え
方
の
変
化
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　
労
働
や
職
業
生
活
に
関
す
る
若
者
の
価
値
観
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ヤ
ン
ケ
・
ピ
ッ
チ
は
次
の
よ
う
な
考
察
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
彼

の
説
に
よ
れ
ば
、
若
者
の
労
働
意
識
に
変
化
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
台
の
後
半
の
頃
か
ら
で
あ
っ
て
、
こ
の
時
期
に

至
っ
て
若
者
た
ち
が
、
上
の
世
代
の
労
働
者
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
労
働
の
目
的
や
勤
勉
さ
に
関
連
す

る
伝
統
的
な
価
値
観
に
対
し
て
疑
念
を
つ
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
者
は
も
は
や
経
済
的
安
定
と
か

家
族
の
生
活
の
た
め
と
か
い
っ
た
外
在
的
な
目
的
の
た
め
に
自
己
を
抑
制
し
て
勤
勉
に
働
く
と
い
う
古
い
価
値
観
を
受
け
入
れ
な
く
な
っ
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て
お
り
、
か
わ
り
に
自
分
自
身
の
人
生
の
充
実
を
重
視
す
る
「
自
己
充
実
」
の
価
値
観
の
実
現
を
追
求
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
が

ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
の
主
張
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
は
若
者
が
労
働
そ
の
も
の
を
忌
避
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
．
》
と

を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
労
働
を
通
ず
る
自
己
充
実
を
も
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
若
者
が
、
労
働
の
も
た
ら
す
金
銭
的
報
酬
だ

け
で
は
な
く
、
労
働
の
内
容
に
つ
い
て
も
こ
だ
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
事
態
に
着
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ン
ケ
ロ

ピ
ッ
チ
は
ま
た
、
自
己
充
実
の
価
値
観
を
「
表
現
主
義
」
と
い
う
ふ
う
に
言
い
換
え
て
説
明
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
た
ち

が
行
っ
た
共
同
研
究
の
中
で
は
、
表
現
主
義
と
は
、
豊
か
さ
と
生
活
保
障
が
あ
た
り
ま
え
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
第
二
次
大
戦
後
生
ま
れ
の
先
進
諸
国
の
労
働
者
の
間
に
台
頭
し
て
き
た
価
値
観
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
核
と
し
て
追
い
求
め
ら
れ

て
い
る
の
は
、
自
己
表
現
の
成
功
、
自
然
と
調
和
し
た
生
活
、
自
律
性
、
快
楽
を
肯
定
す
る
思
想
、
コ
、
・
、
ユ
ニ
テ
ィ
と
い
う
五
つ
の
目
標

　
　
　
　
　
（
4
）

の
実
現
で
あ
る
。

　
ヤ
ン
ケ
ロ
ピ
ッ
チ
は
若
者
た
ち
が
批
判
の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
伝
統
的
な
労
働
倫
理
を
「
や
り
・
と
り

の
約
束
」
σ
q
≦
お
命
。
荘
お
8
ヨ
冒
9
と
名
付
け
て
そ
の
典
型
的
な
姿
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。

「
古
い
『
や
り
・
と
り
』
の
約
束
を
言
い
か
え
て
み
る
と
こ
う
な
る
。
『
勤
勉
と
忠
誠
と
堅
実
さ
と
を
提
供
し
、
不
満
は
の
み
暫
｝
み
、
好

き
な
こ
と
を
し
た
い
と
い
う
衝
動
を
お
さ
え
、
す
る
べ
き
こ
と
を
す
る
。
自
分
を
先
に
立
て
ず
、
他
人
の
要
求
を
自
分
の
必
要
よ
り
大
切

に
す
る
。
こ
ち
ら
か
ら
出
す
も
の
は
多
い
が
、
お
返
し
に
う
け
と
る
も
の
が
あ
る
か
ら
出
し
が
い
が
あ
る
の
だ
。
生
活
水
準
は
常
に
向
上

す
る
し
、
家
庭
で
も
献
身
的
な
妻
と
人
並
み
な
子
供
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
年
と
っ
て
必
要
と
な
れ
ば
、
子
供
た
ち
が
面
倒
を
見
て
く

れ
る
だ
ろ
う
。
が
、
そ
の
必
要
も
な
い
は
ず
だ
。
い
い
家
が
あ
り
、
い
い
仕
事
が
あ
り
、
友
達
に
も
隣
人
に
も
信
頼
さ
れ
て
い
る
。
人
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ゑ

な
に
か
や
っ
た
と
い
う
満
足
感
も
あ
る
。
そ
の
う
え
、
世
界
最
良
の
国
の
国
民
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
て
い
る
。
』
」

　
こ
の
よ
う
な
既
存
の
勤
労
観
に
対
す
る
批
判
の
言
葉
は
、
六
〇
年
代
の
末
葉
に
多
く
の
大
学
で
展
開
さ
れ
た
反
体
制
的
政
治
運
動
の
中
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で
声
高
に
叫
ば
れ
た
。
自
己
充
実
の
労
働
倫
理
は
、
ま
ず
は
じ
め
は
、
今
日
の
資
本
主
義
的
体
制
の
中
で
の
労
働
の
あ
り
方
を
否
定
す
る

と
い
う
尖
鋭
的
な
思
想
と
な
っ
て
発
現
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
尖
鋭
的
な
思
想
の
主
体
と
な
っ
た
の
は
労
働
生
活
外
に
い
る
大
学
の

若
者
が
中
心
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
現
実
に
労
働
者
の
労
働
へ
の
忌
避
と
い
う
行
動
を
導
く
揚
合
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
六
〇
年
台
の

末
か
ら
七
〇
年
台
の
前
半
に
か
け
て
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
企
業
に
み
ら
れ
た
無
届
け
欠
勤
の
増
大
、
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
、
職
場
規
律
の
弛
緩
、

職
揚
の
荒
廃
と
い
っ
た
現
象
は
、
か
な
り
の
部
分
は
、
古
い
や
り
・
と
り
の
約
束
の
時
代
に
お
い
て
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
耐
え
忍
ぱ
れ

て
き
た
労
働
の
無
意
味
感
に
対
す
る
あ
か
ら
さ
ま
な
拒
否
の
姿
勢
を
若
者
が
示
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

労働者意識の変容と労務管理の課題

　
　
第
二
項
　
自
己
充
実
型
労
働
倫
理
の
成
熟

　
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
主
張
に
よ
れ
ぱ
、
自
己
充
実
型
労
働
倫
理
は
、
た
し
か
に
労
働
の
あ
り
方
を
根
底
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
き
ぴ

し
い
批
判
精
神
を
内
包
し
て
は
い
る
が
、
労
働
そ
の
も
の
を
忌
避
す
る
よ
う
な
消
極
的
で
退
廃
的
な
思
想
で
は
な
い
。
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ

は
大
学
生
の
意
識
調
査
の
経
時
的
比
較
を
通
じ
て
、
六
〇
年
台
末
葉
に
キ
ャ
ン
パ
ス
を
支
配
し
た
反
体
制
的
な
政
治
意
識
が
鎮
静
化
す
る

に
つ
れ
て
、
労
働
に
対
す
る
態
度
に
も
新
た
な
変
化
が
生
じ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

「
つ
い
数
年
前
に
は
、
大
学
生
の
大
量
離
反
現
象
と
も
い
え
る
も
の
で
国
中
が
パ
ニ
ッ
ク
直
前
に
陥
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
現
在
は
、
順

応
と
適
応
と
い
う
古
典
的
と
も
い
え
る
規
律
の
支
配
を
目
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
の
大
学
生
は
、
生
き
て
い
く
た
め
に
は
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
V

に
汗
し
て
働
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
勤
勉
を
回
避
も
し
な
い
し
、
し
り
．
こ
み
も
し
て
い
な
い
。
」

　
だ
が
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
は
、
こ
う
し
た
現
象
が
決
し
て
過
去
の
労
働
倫
理
へ
の
回
帰
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
強

調
す
る
。
七
〇
年
代
の
大
学
生
に
お
い
て
は
、
勤
勉
の
価
値
観
を
拒
否
す
る
尖
鋭
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
か
わ
り
に
、
「
勤
勉
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パ
ァ
レ

か
ら
正
当
に
支
払
わ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
も
の
の
中
身
が
大
き
く
変
化
し
た
」
と
い
う
の
が
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
評
価
で
あ
る
。
そ
の

変
化
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
大
学
生
は
、
た
だ
が
む
し
ゃ
ら
に
稼
ぐ
ぺ
し
と
い
う
人
生
哲
学
は
は
っ
き
り
と
拒
否
す
る
。
額
に
汗
し
て
働
き
、
め
ん
ど
う
な
事
件
に

ま
き
こ
ま
れ
ず
、
個
人
の
満
足
を
後
に
し
て
家
族
や
他
人
へ
の
責
任
を
優
先
さ
せ
る
な
ら
ば
、
平
穏
な
暮
ら
し
、
経
済
的
安
定
、
欲
し
い

も
の
が
買
え
る
だ
け
の
カ
ネ
、
す
ば
ら
し
い
住
居
、
子
供
に
対
す
る
十
分
な
教
育
が
報
酬
と
し
て
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
古
い
生
活

信
条
に
身
を
あ
ず
け
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
大
学
生
が
積
極
的
に
出
世
の
道
を
追
及
す
る
の
は
、
自
己
充
実
の
た
め

の
手
段
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
自
己
を
充
実
さ
せ
て
生
き
る
と
い
う
人
生
目
的
に
必
要
な
カ
ネ
、
生
活
の
安
定
、
資
産
は
、
あ
る
意
味
で

は
当
然
の
も
の
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
は
権
利
と
し
て
要
求
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
、
自
分
の
精

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

神
的
可
能
性
を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
正
し
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
発
見
と
い
う
中
心
目
標
の
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」

　
こ
こ
に
い
う
「
精
神
的
可
能
性
」
と
は
、
「
創
造
性
、
余
暇
、
自
立
、
楽
し
み
、
参
加
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
冒
険
、
生
命
力
、
刺
激
、

　
　
　
（
9
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

思
い
や
り
」
な
ど
の
、
自
己
を
充
実
さ
せ
、
意
味
の
あ
る
人
生
を
送
っ
て
い
こ
う
と
す
る
う
え
で
の
目
標
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り

労
働
を
通
じ
て
経
済
的
な
豊
か
さ
と
精
神
の
充
足
の
双
方
を
同
時
に
求
め
よ
う
と
す
る
現
実
的
な
姿
勢
ア
一
そ
が
、
自
己
充
足
型
労
働
倫
理

の
本
当
の
姿
で
あ
っ
て
、
自
己
充
実
を
追
求
す
る
あ
ま
り
に
勤
勉
の
価
値
そ
の
菟
の
を
否
定
し
た
六
〇
年
代
末
葉
の
思
想
は
自
己
充
実
型

労
働
倫
理
の
朋
芽
と
し
て
の
意
味
は
有
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
充
分
に
成
熟
す
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
、
と
い
う
の
が
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
評
価
で
あ
る
。
し
か
も
、
は
じ
め
は
一
部
の
大
学
生
や
高
学
歴
の
労
働
者
の
間
だ
け
に
限
ら

れ
て
い
た
自
己
充
実
を
求
め
る
労
働
倫
理
は
、
七
〇
年
代
を
通
じ
て
次
第
に
広
く
若
年
労
働
者
全
般
に
浸
透
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
自
己
充
実
と
い
う
よ
う
な
労
働
に
対
す
る
高
次
な
欲
求
の
追
求
は
、
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
が
世
界
に
先
が
け
て
達
成
し
た
豊
か
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な
社
会
を
前
提
と
し
て
登
揚
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
七
〇
年
代
中
葉
以
降
の
ア
メ
リ
カ
経
済
の

停
滞
と
そ
れ
に
伴
う
高
失
業
率
、
実
質
賃
金
所
得
収
入
の
伸
び
悩
み
、
と
い
う
環
境
条
件
の
中
で
は
労
働
者
の
労
働
に
関
す
る
関
心
は
精

神
的
充
足
と
い
う
よ
う
な
高
ま
い
な
理
想
の
追
求
に
向
か
う
以
前
に
、
安
定
し
た
雇
用
や
賃
金
の
確
保
と
い
っ
た
物
質
的
な
領
域
へ
と
向

か
い
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
は
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
充
実
へ
の
労
働
者
の
希
求
は

止
む
こ
と
な
く
続
き
、
経
済
的
安
定
と
精
神
的
充
足
の
双
方
を
等
し
く
重
視
す
る
人
々
が
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
主
流
を
占
め
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
と
、
主
張
す
る
。
「
今
日
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
自
己
充
実
の
追
求
は
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
大
胆
な
人
間
や
特
権
階
級
の
人
々
に

限
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
人
を
分
析
し
た
諸
研
究
に
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
己
充
実
の
追
求
と
は
、
普
通
の
人
の
夢
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

現
で
あ
り
実
験
で
あ
っ
て
、
文
字
ど
お
り
草
の
根
の
現
象
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
」

　
経
済
的
な
逆
境
の
中
で
、
大
衆
レ
ベ
ル
に
至
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
人
が
単
な
る
経
済
的
安
定
に
と
ど
ま
ら
ず
、
精
神
的
な
充
足
ま
で
も

労
働
か
ら
期
待
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
し
た
期
待
の
す
ぺ
て
に
答
え
る
こ
と
は
現
在
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
と
っ
て

は
荷
が
重
す
ぎ
る
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
は
自
己
充
実
の
価
値
観
が
若
年
層
を
中
心
に
広
く
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者

全
般
に
行
き
渡
っ
て
い
く
こ
と
を
も
は
や
避
け
難
い
動
向
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
す
べ
て
の
労
働
者
の
労
働
に
対
す
る
期

待
が
満
た
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
と
り
わ
け
学
歴
や
職
業
資
格
の
う
え
で
不
利
な
位
置
に
あ
る
労
働
者
に
と
っ
て
は
、
今
後
、
労
働

の
揚
に
お
け
る
期
待
と
現
実
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
拡
大
し
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
最
も
重
要
な
著
作
と
し
て
は
次
の
三
つ
が
あ
る
。

　
o
磐
邑
《
窪
箒
δ
≦
g
一
↓
ぼ
之
睾
蜜
o
邑
凶
蔓
”
＞
写
o
白
o
o
噛
＞
ヨ
a
。
壁
く
昌
9
ε
些
Φ
ざ
、
の
”
言
。
9
0
毛
峯
F
G
ヌ
（
土
岐
坤
訳
『
若

　
者
は
変
わ
っ
た
』
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
社
、
一
九
七
六
年
）

　
O
号
三
く
讐
訂
δ
＜
8
7
2
0
毛
”
三
g
“
ω
臼
岩
三
一
嶺
8
『
o
o
o
F
男
包
2
一
ヨ
o
葺
ヨ
p
毛
9
置
↓
＝
讐
＆
ご
℃
ω
こ
①
O
o
≦
p
ヵ
g
ら
o
旨
国
o
島
p
G
o
o
ド
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（
板
坂
元
訳
『
ニ
ュ
ー
ル
ー
ル
』
三
笠
書
房
、
一
九
八
二
年
）

　
　
U
雪
芭
く
蓉
写
一
〇
＜
一
〇
F
．
、
≦
o
『
F
＜
巴
ロ
β
塁
0
9
0
z
¢
≦
ω
冨
＆
一
、
、
凶
ヨ
Ω
②
詩
閑
。
霞
塁
創
一
R
o
ヨ
①
寓
■
カ
○
。
。
o
∈
o
駐
■
－
類
o
詩
5
＞
ヨ
豊
・

　
8
”
↓
一
器
U
g
帥
α
Φ
＞
げ
o
ゆ
ρ
＜
費
コ
2
0
ω
什
β
⇒
α
勾
①
ぎ
7
0
髭
お
N
O
■

（
2
）
o
毘
巴
ぎ
三
｛
①
一
。
＜
凶
9
肩
一
・
。
z
①
≦
§
邑
毒
”
＞
即
。
包
。
。
h
＞
馨
『
富
・
く
。
三
三
昌
幕
刈
。
、
ω
糟
芽
9
薯
堅
江
畳
も
や
℃
－
一
。
．

（
3
）
一
げ
一
α
‘
毛
」
－
9

（
4
）
u
p
昌
一
。
一
ぎ
蒔
。
一
。
〈
一
昼
Φ
梓
鼻
≦
。
芽
p
＆
＝
毒
男
く
畳
①
曾
ぎ
日
昏
9
梓
一
。
昌
巴
寄
℃
。
井
。
・
甘
訂
ぎ
け
げ
。
一
。
。
。
。
．
切
費
呂
一
。
8
．
。
・
せ

　
＞
ω
℃
①
コ
一
屋
葺
舞
0
8
『
＝
＝
ヨ
騨
巳
。
・
監
o
ω
g
良
β
一
〇
〇
〇
Q
｝
℃
℃
，
ミ
ム
9

（
5
）
u
畳
。
一
K
彗
至
。
≦
g
ン
睾
寄
一
舅
。
n
§
＆
夷
噛
。
乙
①
一
窮
＝
巨
一
5
8
＝
昌
帥
ぎ
ま
ぎ
ヨ
a
q
琶
自
。
o
睾
p
閃
。
呂
§
田
霧
ρ

　
一
〇
〇
〇
ど
や
ρ

（
6
）
u
彗
圃
。
一
く
讐
至
o
＜
凶
。
げ
－
爵
①
2
。
≦
竃
。
邑
ξ
も
』
一
。

（
7
）
　
一
げ
こ
‘
マ
N
一
．

（
8
）
　
守
こ
‘
ー
マ
鎗
占
卜
o
■

（
9
）
U
p
三
。
一
ぎ
鼻
。
一
〇
≦
9
1
2
睾
寄
一
。
㎝
も
」
9

（
1
0
）
　
亭
崔
‘
や
O
。

　
第
二
節
意
識
調
査
に
表
れ
た
若
年
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
容

　
前
節
に
お
い
て
は
、
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
若
者
論
に
基
づ
い
て
、
一
九
六
〇
年
代
末
葉
以
来
、
ア
メ
リ
カ
の
若
者
の
労
働
倫
理
が
ど
の

よ
う
に
変
容
し
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
所
論
は
、
か
な
り
の
部
分
、
大
学
生
の
意

識
調
査
結
果
の
デ
ー
タ
に
依
拠
し
て
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
本
節
で
は
、
若
年
「
労
働
者
」
を
対
象
と
し
た
意
識
調
査
の
結
果
を
援
用

し
て
、
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
仮
説
を
参
照
し
つ
つ
、
若
年
労
働
者
の
意
識
が
現
実
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
を
検
討
し
て
み
る
こ
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と
に
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ン

　
と
は
い
え
、
こ
こ
で
の
議
論
で
は
、
そ
れ
ほ
ど
豊
富
な
デ
ー
タ
を
活
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
労
働
者
意
識
の
世
代
間
の
時
系
列
的

比
較
を
意
識
調
査
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
厳
密
に
行
お
う
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
適
切
な
デ
ー
タ
を
得
る
こ
と
自
体
な
か
な
か
む
つ
か
し
い
。

世
代
間
比
較
を
行
う
た
め
に
は
、
同
一
内
容
の
ク
エ
ス
チ
ョ
ネ
ァ
に
よ
る
意
識
調
査
が
同
一
の
属
性
の
労
働
者
に
対
し
て
数
次
に
渡
っ
て

実
施
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
試
み
は
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
そ
の
際
、
設
問
の
内
容
も
重
要
で

あ
っ
て
、
世
論
調
査
の
よ
う
な
国
民
全
体
を
対
象
と
し
た
一
般
的
な
内
容
の
質
問
項
目
に
対
す
る
回
答
結
果
を
時
系
列
的
に
分
析
し
て
み

て
も
、
労
働
意
識
の
変
化
と
い
う
よ
う
な
点
に
関
し
て
は
、
意
味
あ
る
傾
向
を
読
み
と
る
こ
と
は
あ
ま
り
期
待
で
き
な
い
。
労
働
者
意
識

の
世
代
間
比
較
と
い
っ
た
よ
う
な
試
み
は
も
と
も
と
調
査
デ
ー
タ
に
よ
る
数
量
的
把
握
に
は
な
じ
み
に
く
い
課
題
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
裏
付
け
の
な
い
独
断
的
解
釈
や
単
な
る
あ
て
推
量
を
避
け
る
た
め
に
は
、
た
と
え
乏
し
い
も
の
と
は
い
え
、
デ
ー
タ
に

基
づ
く
議
論
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
こ
で
は
二
つ
の
調
査
結
果
を
取
り
上
げ
る
。

労働者意識の変容と労務管理の課題

　
　
第
一
項
円
舞
①
墨
毛
㌣
≦
＝
ε
岳
＝
の
調
査

　
武
沢
信
一
と
界
罫
ミ
巨
巨
旨
一
は
一
九
六
〇
年
に
日
米
の
労
働
者
意
識
の
比
較
研
究
を
目
的
と
し
た
共
同
研
究
プ
・
ジ
ェ
ク
ト
を

実
施
し
た
。
そ
の
さ
い
両
氏
は
日
米
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
を
対
象
と
し
て
同
一
内
容
の
（
日
本
語
と
英
語
に
よ
る
）
ク
エ
ス
チ
ョ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ア
に
よ
る
意
識
調
査
を
行
っ
た
。
両
氏
は
さ
ら
に
一
九
七
六
年
に
も
同
様
の
共
同
研
究
を
行
い
、
六
〇
年
調
査
と
全
く
同
じ
質
問
を
多
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

含
む
意
識
調
査
を
日
米
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
に
対
し
て
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
は
日
米
の
製
造
業
の
複
数
の
工
揚
に
勤
務
す
る
生

産
労
働
者
に
対
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
日
米
労
働
者
全
体
を
代
表
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
サ
ン
プ
ル
を
対
象
と
し
て
行
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
二
回
に
わ
た
る
調
査
で
は
、
調
査
対
象
の
母
集
団
の
性
格
が
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
に
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
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こ
の
間
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
経
時
的
変
化
の
傾
向
を
つ
か
む
た
め
に
は
信
頼
の
お
け
る
調
査
設
計
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
幸
い
な

こ
と
に
こ
の
二
回
の
研
究
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
年
齢
別
の
集
計
が
行
わ
れ
て
お
り
、
若
年
層
（
二
〇
歳
台
）
だ
け
を
取
り
出
し
た
集

計
結
果
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
目
巴
お
畠
ミ
甲
≦
三
器
三
＝
の
調
査
は
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
経
時
的
変
化
の
実
証
と
い
う
筆
者
の
乙
の

節
で
の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
貴
重
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
日
米
国
際
比
較
と
い
う
日
欝
臼
聖
奉
，
≦
三
富
三
一
一

の
本
来
の
研
究
目
的
か
ら
は
は
な
れ
る
こ
と
と
な
る
が
、
一
九
六
〇
年
と
一
九
七
六
年
と
い
う
2
つ
の
時
点
の
間
で
ア
メ
リ
カ
の
二
〇
歳

台
の
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
、
と
い
う
観
点
か
ら
調
査
結
果
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、

こ
の
調
査
の
若
年
者
の
サ
ン
プ
ル
数
は
一
九
六
〇
年
調
査
で
は
二
二
八
名
、
一
九
七
六
年
調
査
で
は
二
九
四
名
で
あ
る
。

　
第
2
・
－
図
の
ω
は
「
労
働
者
が
自
分
の
仕
事
を
一
生
け
ん
め
い
に
や
ろ
う
と
す
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
労

働
の
目
的
に
関
す
る
基
本
的
な
価
値
観
に
関
す
る
回
答
結
果
を
一
九
六
〇
年
と
一
九
七
六
年
と
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
四

つ
の
選
択
肢
を
二
つ
の
タ
イ
プ
に
く
く
っ
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
－
の
「
家
族
、
友
人
、
社
会
の
期
待
に
応
え
る
べ
く

生
き
て
い
き
た
い
か
ら
」
と
い
う
選
択
肢
と
、
2
の
「
与
え
ら
れ
た
仕
事
が
何
で
あ
れ
、
そ
れ
を
行
う
こ
と
が
会
社
と
同
僚
に
対
す
る
責

任
だ
と
思
う
か
ら
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ
人
を
一
括
し
て
、
自
分
以
外
の
何
ら
か
の
対
象
物
に
対
す
る
貢
献
を
労
働
の
目
的
と
す
る

価
値
観
の
持
ち
主
と
し
て
把
握
す
る
。
他
方
、
3
の
「
一
生
け
ん
め
い
に
働
け
ば
働
く
ほ
ど
人
よ
り
も
上
の
、
よ
り
責
任
の
あ
る
地
位
に

つ
け
る
可
能
性
が
よ
り
大
き
く
な
る
か
ら
」
と
い
う
選
択
肢
と
、
4
の
「
一
生
け
ん
め
い
に
働
け
ば
働
く
ほ
ど
よ
り
多
く
の
お
金
を
稼
げ

る
か
ら
」
と
い
う
選
択
肢
を
選
ん
だ
人
と
を
一
括
し
て
、
自
分
自
身
の
向
上
、
充
実
を
労
働
の
目
的
と
す
る
価
値
観
の
持
ち
主
と
し
て
把

握
す
る
の
で
あ
る
。
労
働
に
関
す
る
基
本
的
な
価
値
観
に
か
か
わ
る
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
前
者
の
、
自
己
抑
制
的
な
、
他
者
へ

の
貢
献
、
奉
仕
を
重
視
す
る
勤
労
観
を
有
す
る
人
の
比
率
は
一
九
六
〇
年
の
七
二
％
か
ら
一
九
七
六
年
に
は
六
四
％
に
減
少
し
て
い
る
。
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逆
に
後
者
の
、
自
己
自
身
の
向
上
、
充
実
を
重
視
す
る
勤
労
観
を
有
す
る
人
の
比
率
は
二
八
％
か
ら
三
六
％
へ
と
増
加
し
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
タ
イ
プ
の
勤
労
観
は
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
に
よ
る
類
型
分
け
に
従
っ
て
い
え
ば
、
前
者
が
「
や
り
と
り
の
約
束
」
に
基
づ
く
伝
統
的

な
価
値
観
で
あ
り
、
後
者
が
自
己
充
実
を
希
求
す
る
労
働
に
関
す
る
「
新
し
い
価
値
観
」
で
あ
る
。
こ
の
調
査
結
果
か
ら
は
、
労
働
に
関

す
る
伝
統
的
な
価
値
観
は
い
ま
だ
根
強
く
存
在
し
て
い
る
と
は
い
え
、
新
し
い
価
値
観
が
確
か
に
台
頭
し
て
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。　

次
に
第
2
・
－
図
の
③
と
㈲
か
ら
は
こ
の
一
六
年
の
間
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
、
自
ら
が
所
属
す
る
会
社
や
組
織
に
対
す

る
帰
属
意
識
の
変
化
の
動
向
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
⑧
の
「
あ
な
た
は
自
分
の
会
社
の
こ
と
を
ど
う
思
っ
て
い
ま
す
か
」
と
い
う

質
問
に
対
し
て
、
「
私
生
活
と
少
な
く
と
も
お
な
じ
く
ら
い
重
要
な
、
自
分
の
生
活
の
一
部
だ
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
は
三
〇
％
か
ら

一
八
％
へ
と
減
少
し
て
い
る
。
同
様
に
、
「
勤
務
時
間
中
だ
け
、
経
営
者
と
一
緒
に
な
っ
て
、
共
通
の
目
標
を
達
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ

だ
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
も
四
九
％
か
ら
三
五
％
へ
と
一
〇
ポ
イ
ン
ト
以
上
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
単
な
る
労
働
の
揚

所
で
あ
り
、
自
分
の
私
生
活
と
は
ま
っ
た
く
分
離
し
た
も
の
だ
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
は
一
九
％
か
ら
四
七
％
へ
と
飛
躍
的
に
増
大
し

て
い
る
。
仕
事
と
生
活
と
を
別
々
の
も
の
と
し
て
切
り
は
な
し
て
考
え
る
価
値
観
が
こ
の
間
に
大
き
く
成
長
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
自
ら

の
生
活
全
体
の
中
に
占
め
る
会
社
に
対
す
る
関
心
の
度
合
い
は
明
ら
か
に
低
下
し
て
い
る
。

　
第
2
・
1
図
の
⑧
に
示
し
た
「
就
業
規
則
や
職
場
規
律
の
違
犯
へ
の
罰
則
に
つ
い
て
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
た

い
す
る
回
答
傾
向
の
変
化
は
全
体
と
し
て
は
必
ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
組
織
の
規
律
や
秩
序
に
対
す
る
意
識
に
は
か
な
り
の
変
動
が

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
の
若
者
論
に
よ
れ
ぱ
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
に
お
い
て
、
前
の
世
代
が
当
然
の
も
の
と
し

て
受
け
入
れ
て
き
た
組
織
の
秩
序
と
規
律
に
対
し
て
多
く
の
ア
メ
リ
カ
の
若
者
が
強
い
反
抗
、
挑
戦
を
試
み
る
風
潮
が
出
現
し
た
と
い
う

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
し
、
実
際
に
一
九
七
二
年
の
G
M
社
の
・
i
ズ
タ
ウ
ン
エ
揚
ス
ト
ラ
イ
キ
の
よ
う
な
既
成
の
企
業
社
会
の
秩
序
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　　彙2・1図　Takezawa・Whitehil1調査による

　　　　　　　米国若年生産労働者の勇働倫理の変化（1960－1976）

（1）労働者が自分の仕事む生けんめヤ・やろうとする舳はどこにあると思レ・ますか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

1家族、友入、社会の期待に応えるべく生
　きていたいから

2与えられた仕事が何であれ、それを行う
　ことが会社と同僚に対する責任だと思う
　から

3一生けんめにに働けば働くほど人よ1）も
　上のよ塗）責任ある地位につける可能性が
　より大きくなるから

4一生けんめい働けば働くほどよ翫）多くの
　お金を稼げるから

（2）あなたは自分の会社のことをどう思っていますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

1自分の生活の中心にある関心事で、私生
　活より重要なことだ

2私生活と少なくとも同じくらい重要な、
　自分の生活の一部だ

3勤務時間中だけ、経営者と一緒になって、
　共通の目標を達成しようとするところだ

4単なる労働の場所であ｝）、自分の私生活

　とはまったく分離したものだ

14

□ 1960年
18

図 1976年

58

46

14

19

14

17

0

2

30

□1960年
匹ヨ1976年

18

49

35

19

47

（3）就業規則や職場規律の違犯への罰則についてあなたはどう思いますか
（％）

1会社が規則や罰則を決めるのは当然で、
　違犯者は職場の仲間としては望ましくな
　い

2会社が規則や罰則を決めるのは当然だが、
　違犯する仲間にわるい感情は持たない

3会社の規則や罰則をしぷしぷ受け入れる
　が、できるだけ反対し、違犯者に精神的
　支持を与える

4労働者の行動に対する統制に対してはい
　つでも否定的行動をとる

　　41　□1960年
33　　　［Z］1976年

36

49

7
9

16

9
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4）会社の業績が長期にわたって不振の時、他にもっとよい勤め口があったと仮定し
　たら、あなたはどうしますか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％

□1960年
［ZZ1976年

30

14

7
　
岬
4

31

2
　
3
2

47

1会社を信頼しているから、将来がどうな
　ろうと今の会社にとどまる

2賃下げするかもしれないが解雇はしない
　という約束があれば今の会社にとどまる

3解雇しない、賃下げしない、という約束
　があれば今の会社にとどまる

4今の会社を退職して、もっとよい会社に
　移る

（5）勤労意欲はあるが能力上適任でない従業員を会社はどうすぺきだと思いますか

　　　　　（％）

□1960年
ZZ1976年

39

18

16

35

22
1
2
4

23

3

1彼が引退したP）死んだ｝）しないかぎりは
　雇用しつづけるべきだ

2彼が他の仕事を見つけられるように一年
　くらいは雇用しつづけるべきだ

3彼が他の仕事を見つけられるように3カ
　月くらいは雇用しつづけるべきだ

42週間くらいの予告期間を与えて解雇す
　るべきだ

出典l　A．M．Whitehill　and＆S．Takezawa，The　Other　Worker，East－WestCenter　Press，

　　　　1968およぴS．Takezawa　and　A，M．Whltehi11，Work　Ways，The　Japan　Institute

　　　　of　Labour　1981

に
対
す
る
「
若
者
の
反
乱
」
が
い
く

つ
か
の
工
揚
で
発
生
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。
オ
イ
ル
シ
日
ッ
ク
後

の
ア
メ
リ
カ
の
雇
用
・
失
業
状
況
の

悪
化
と
と
も
に
こ
の
よ
う
な
職
揚
規

律
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
反
抗
は
影
を

潜
め
、
か
つ
て
の
秩
序
へ
の
回
帰
が

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
一
九
六

〇
年
と
一
九
七
六
年
と
を
比
較
し
た

こ
の
集
計
値
が
示
す
結
果
は
、
若
者

の
意
識
が
必
ず
し
も
か
つ
て
の
秩
序

へ
の
回
帰
と
い
う
方
向
を
と
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
会
社
が
規

則
や
罰
則
を
決
め
る
の
は
当
然
だ
が
、

違
犯
す
る
仲
間
に
悪
い
感
情
は
持
た

な
い
」
と
い
う
回
答
を
し
た
人
が
三
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六
％
か
ら
四
九
％
へ
と
大
き
く
増
え
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
若
者
の
組
織
規
律
に
対
す
る
姿
勢
は
必
ず
し
も
反
抗
的
な
も
の
で
は
な
い

が
、
か
と
い
っ
て
そ
れ
に
心
か
ら
伺
調
す
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
の
が
近
年
の
傾
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
第
2
・
－
図
の
㈲
と
㈲
か
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
の
企
業
へ
の
長
期
継
続
的
な
雇
用
に
関
す
る
意
識
の
変
化
を
読
み
取
る
こ
と

が
で
き
る
。
第
2
・
－
図
の
凶
は
「
会
社
の
業
績
が
長
期
に
わ
た
っ
て
不
振
の
時
、
他
に
も
っ
と
よ
い
勤
め
口
が
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
ら
、

あ
な
た
は
ど
う
し
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
結
果
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
会
社
を
信
頼
し
て
い
る
か
ら
、
将
来
が
ど

う
な
ろ
う
と
今
の
会
社
に
と
ど
ま
る
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
は
三
〇
％
か
ら
一
四
％
へ
と
は
っ
き
り
と
減
少
し
、
そ
の
分
だ
け
逆
に

「
今
の
会
社
を
退
職
し
て
、
も
っ
と
よ
い
会
社
に
移
る
」
と
回
答
し
た
人
が
三
二
％
か
ら
四
七
％
へ
と
増
え
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
若
年

労
働
者
の
企
業
に
対
す
る
継
続
的
雇
用
へ
の
期
待
感
は
こ
の
一
六
年
の
間
に
減
退
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
企
業
の
業
績
に
か
か
わ
ら

ず
、
企
業
を
信
頼
し
て
そ
こ
に
と
ど
ま
り
続
け
よ
う
と
す
る
労
働
者
は
、
一
九
七
六
年
に
お
い
て
は
も
は
や
少
数
派
に
転
じ
て
い
る
。

　
第
2
・
－
図
の
㈲
は
「
勤
労
意
欲
は
あ
る
が
能
力
上
適
任
で
な
い
労
働
者
を
会
社
は
ど
う
す
ぺ
き
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問

に
対
す
る
回
答
結
果
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
凶
で
示
し
た
長
期
継
続
雇
用
に
関
す
る
期
待
感
の
減
退
傾
向
の
も
う
一
つ
の

側
面
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
質
問
に
対
し
て
「
彼
が
引
退
し
た
り
死
ん
だ
り
し
な
い
限
り
は
雇
用
し
つ
づ
け
る
べ
き
だ
」
と

回
答
し
た
人
の
比
率
は
三
九
％
か
ら
一
八
％
へ
と
大
き
く
減
少
し
、
そ
の
代
わ
り
に
「
彼
が
他
の
仕
事
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
一
年
く

ら
い
は
雇
用
し
つ
づ
け
る
ぺ
き
だ
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
が
一
六
％
か
ら
三
五
％
へ
と
増
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
叫
で
は
業
績
が
悪
化
し
た
時
に
は
転
職
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
な
い
、
と
い
う
会
社
に
対
す

る
醒
め
た
姿
勢
が
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
ワ
た
が
、
㈲
の
質
問
に
対
す
る
回
答
結
果
か
ら
は
、
企
業
が
雇
用
継
続
を
は
か

る
義
務
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
も
同
時
に
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
企
業
と
の
雇
用
関
係
の
長

期
的
な
継
続
に
関
し
て
、
自
分
自
身
の
態
度
と
し
て
も
そ
れ
を
望
ま
な
い
し
、
企
業
に
対
し
て
も
そ
の
よ
う
な
慣
行
を
期
待
し
な
い
、
と
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い
う
意
識
が
こ
の
一
六
年
間
の
間
に
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
円
即
犀
。
、
即
譲
㊤
，
孝
箒
匡
一
調
査
に
基
づ
く
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
意
識
の
変
化
に
関
す
る
分
析
に
お
い
て
、
筆
者
自
身
の
問

題
関
心
は
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
貌
を
考
察
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
一
九
六
〇
年
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
若
年
労
働
者
は
世
代
的
に
は
、

第
二
次
大
戦
以
前
の
出
生
者
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
九
七
六
年
調
査
の
対
象
と
な
っ
た
若
年
労
働
者
は
戦
後
生
ま
れ
世
代
に
属
す
る
。

こ
の
よ
う
な
戦
前
生
ま
れ
労
働
者
と
戦
後
生
ま
れ
労
働
者
の
意
識
の
比
較
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
揚
合
に
、
こ
の
調
査
結
果
か
ら
読
み
取

る
ぺ
き
と
り
わ
け
重
要
な
世
代
的
変
貌
の
傾
向
と
し
て
は
次
の
三
つ
の
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
は
、
労
働
す
る
こ
と
の
目
的
に
係
わ
る
基
本
的
な
価
値
意
識
に
変
化
が
生
じ
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
労

働
に
対
し
て
抱
く
禁
欲
的
で
自
己
抑
制
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
し
だ
い
に
薄
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
労
働
を
自
己
充
実
、
自
己
の
欲

求
充
足
の
揚
と
し
て
と
ら
え
る
価
値
観
が
次
第
に
成
長
し
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ソ
チ
が
表
現

主
義
と
呼
ん
だ
よ
う
な
労
働
に
対
す
る
新
し
い
価
値
観
は
、
お
そ
ら
く
は
労
働
者
意
識
の
最
も
基
層
的
な
部
分
の
変
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ほ
ど
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
形
で
表
面
に
表
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
経
済
環
境
の
変
化
等
の
短
期
的
な
変
動
要
因
に
か
か

わ
ら
ず
戦
後
労
働
者
の
間
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
価
値
観
で
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
第
二
に
は
、
戦
後
生
ま
れ
労
働
者
に
お
い
て
は
、
企
業
に
対
す
る
帰
属
意
識
が
弱
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
分
の
生
活

の
中
で
の
会
社
へ
の
関
心
度
は
明
ら
か
に
小
さ
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
組
織
の
規
律
に
対
す
る
態
度
は
必
ず
し
も
反
抗
的
な
も
の

で
は
な
い
と
は
い
え
、
心
か
ら
同
調
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
醒
め
た
目
で
見
て
い
る
労
働
者
が
多
数
を
占
め
つ
つ
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
戦
後
生
ま
れ
労
働
者
に
お
い
て
は
、
所
属
す
る
企
業
に
対
し
て
抱
く
雇
用
継
続
に
関
す
る
期
待
が
薄
く
な
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
う
ち
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
転
職
し
て
よ
り
よ
い
地
位
と
収
入
を
め
ざ
す
傾
向
が
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

も
と
も
と
強
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
調
査
対
象
者
は
工
場
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
で
あ
る
。
こ
の
調
査
に
よ
れ
ば
・
　
3
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　第2・2図　総理府世界青年意識調査による

　　　　　　　米国若年労働者の労働倫理の変化（1972～1983）

1）あなたは、仕事と仕事以外の生活のどちらに生きがいを感じますか

（％）

24．0 Zヨ1977年
29．2 □1983年

70．7

67．0

5．3

．8・

1どちらかといえば、仕事の方に生
　きカ｛いを感じる

2どちらかといえば、仕事以外の生
　活の方に生きがいを感じる

3無回答

2）あなたは職場生活に満足していますか、それとも不満ですか。（1972年の質問文は
rあなたは仕事と労即条件につレ・てどのくらい齪していますか・」）（％）

　　　　　47。8　　　　　□1972年
　　　　　　　57．7　　　Zコ1977年
　　　　　　　　69・8國1983年

　　　34．6

14。1．1

黍11’2

コ6．1

1．2

0．3

　
　
　
ヨ

0。

砿

足1満

2やや満足

3やや不満

満4不

答回無5

戦
後
生
ま
れ
世
代
に
お
い
て
は
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
8

ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
も
ま
た
、
所
　
3

属
企
業
に
対
し
て
雇
用
の
長
期
継

続
を
あ
ま
り
期
待
し
な
く
な
り
っ

つ
あ
る
傾
向
が
存
在
し
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
o

　
第
二
項
　
世
界
青
年
意
識
調
査

　
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本

の
総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
が
実

施
し
て
い
る
「
世
界
青
年
意
識
調

査
」
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
若
年
労

働
者
の
労
働
意
識
の
変
化
に
関
す

　
　
　
　
　
（
3
）

る
デ
ー
タ
で
あ
る
。
世
界
青
年
意

識
調
査
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
お

よ
び
西
欧
と
ア
ジ
ア
の
数
か
国
の
・

一
八
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
青
年

を
対
象
と
し
た
、
共
通
の
質
問
項



　労働者意識の変容と労務管理の課題

（3）やや不満、不満とのことですが、それはどのような理由からですか。（多重回答、

　　、いくつでも）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）
　1仕事自体に生きがいがないから

2収入が少ないから

3現在の地位が気に入らないから

4職場の安定性がないから

5よい上司に恵まれていないから

6よい同僚に恵まれていないから

7職場の施設や設備が不十分だから

き自分の能力を発揮する場がないか

　ら

9労働時間や休暇に不満があるから

10昇進や昇給が学歴によって決まっ
　ているから

11その他

12無回答

至もつ発の者のれ対則にてに一二こ意目
一全恥　意意部てしと関いわ九年れ識に
四国て調味識分いてしわるた八、ま調よ
歳のは査を調はるのてる。っ三一で査る
ま一’対持査若たみ有項職て年九にで国
で八各象っと年め質職目業行の七一あ際
の歳国者てし労’問者は生わ三七九り的
若かとにいて働そさに原活れ次年七’な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　379

40．4 図1977年
41．3 区Σ1983年

57．9

68．3

14．2

17．5

25．8

30．2

19．2

28．6

14．6

14．3

24．2

23．8

40．0

39．7

18．3

22．2

4．8

．5・

23．8

22．2

0．8

．0 曽
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（
4
〉 あなたは、今の職場で今後もずっと続けて働きたいと思いますか、それとも変わ

りたいと思いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

1ずっと続けたい

2機会があったら変わりたい

3変わりたいと思うことはあるが、
　このまま続けることになろっ

4どうしても変わりたい

5無回答

53・8［Zコ1977年

23．0

23．9

56．4
区Σ1983年

6．2

7．1

16．3

12．1

7
3
0
0

（5）あなたは、どのような方法で昇進や昇給を決めるのが望ましいと思いますか。

（％）

1勤続年数のみによって決まる

2勤続年数を中心に多少勤務成績が

　加味される

3勤務成績を中心に多少勤続年数が

　加味される

4勤務成績のみによって決まる

5非該当（自営など）

6無回答

1
8

乞
2

14．0

14．9

44．7

51．6

辺1977年
区】1983年

34，3

25．7

9
3
。
4

3

9
8
0
0資料出所：第1回世界青年意識調査，1972年

　　　第2回世界青年意識調査，1977年

　　　第3回世界青年意識調査，1983年

380
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年
者
か
ら
層
化
抽
出
法
に
よ
っ
て
一
〇
〇
〇
名
以
上
が
抽
出
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
揚
合
、
一
九
七
二
年
調
査
で
は
回
答
者
総
数
は

一
九
九
九
名
（
う
ち
有
職
者
数
二
一
五
四
名
）
、
一
九
七
七
年
調
査
で
は
回
答
総
数
は
二
二
六
名
（
う
ち
有
職
者
数
九
〇
八
名
）
、
一
九

八
三
年
調
査
で
は
回
答
総
数
は
一
ニ
ニ
四
名
（
う
ち
有
職
者
数
三
九
七
名
）
で
あ
る
。
有
職
者
の
う
ち
の
大
部
分
は
雇
用
者
で
あ
る
。

　
こ
の
調
査
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
対
象
者
の
数
の
点
で
日
勢
。
畠
ミ
甲
≦
三
8
喜
一
調
査
よ
り
も
規
模
が
大
き
い
。
ま
た
サ
ン
プ
リ
ン
グ

の
方
法
は
、
特
定
工
揚
の
生
産
労
働
者
に
対
象
を
絞
っ
た
円
巴
お
轟
（
㌣
≦
冨
8
げ
配
調
査
と
は
異
な
り
、
全
国
の
若
年
者
全
体
か
ら
の
抽

出
で
あ
る
。
二
四
歳
以
下
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
学
歴
構
成
の
点
で
は
全
年
齢
階
層
総
計
の
比
率
に
比
ぺ
れ
ば
高
学
歴
者
の
比
率
が

少
な
い
と
い
う
特
徴
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
点
も
含
め
て
、
若
年
者
に
関
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
ル
サ
ン
プ
ル
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
前
項
と
同
様
の
問
題
意
識
の
上
に
た
っ
て
、
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
労
働
に
対
す
る
意
識
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
、
こ
の
調
査
で
設
定
さ
れ
た
5
つ
の
質
問
項
目
へ
の
回
答
結
果
に
基
づ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
2
．
2
図
の
ω
は
「
あ
な
た
は
、
仕
事
と
仕
事
以
外
の
生
活
の
ど
ち
ら
に
生
き
が
い
を
感
じ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答

を
一
九
七
七
年
と
一
九
八
三
年
と
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
（
一
九
七
二
年
調
査
で
は
こ
の
質
問
は
な
か
っ
た
）
。
両
年
次
と
も
、
「
ど
ち

ら
か
と
い
え
ば
、
仕
事
以
外
の
生
活
の
方
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
」
と
回
答
す
る
（
相
対
的
ウ
ェ
イ
ト
と
し
て
の
）
生
活
重
視
・
仕
事
軽

視
の
人
の
方
が
多
数
派
を
占
め
て
い
る
。
だ
が
同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
七
七
年
と
比
べ
る
と
八
三
年
調
査
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
仕
事
の
方
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
」
と
い
う
仕
事
重
視
型
の
価
値
観
を
持
つ
人
の
比
率
が
、
二
四
・
○
％
か
ら
二
九
二
一
％
へ
と
、
わ

ず
か
で
は
あ
る
が
、
増
え
て
い
る
点
で
あ
る
。
労
働
を
生
活
や
そ
の
他
の
目
的
の
た
め
の
や
む
を
得
ざ
る
手
段
と
し
て
考
え
る
の
で
は
な

く
、
労
働
そ
れ
自
体
が
自
己
充
実
や
自
己
の
欲
求
実
現
の
揚
で
あ
る
と
考
え
る
若
年
労
働
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ま
で
に
繰

り
返
し
て
指
摘
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
新
し
く
台
頭
し
て
き
た
価
値
観
に
立
て
ば
、
労
働
は
も
は
や
生
活
に
従
属
す
る
も
の
と
し
て

で
は
な
く
、
仕
事
以
外
の
生
活
よ
り
も
重
要
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
仕
事
重
視
型
の
価
値
観
は
今
の
と
こ

381
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ろ
わ
ず
か
に
増
大
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
必
ず
し
も
顕
著
な
増
加
傾
向
は
現
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
ず
か
と
は
い
え
仕
事
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
8
2

視
型
価
値
観
の
持
ち
主
の
増
加
傾
向
は
、
や
は
り
戦
後
生
ま
れ
労
働
者
に
お
け
る
自
己
充
実
を
め
ざ
す
労
働
倫
理
の
登
揚
と
い
う
仮
説
を
　
3

支
持
す
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
第
2
・
2
図
の
⑧
と
個
は
職
場
生
活
へ
の
満
足
度
に
関
す
る
回
答
を
経
時
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
職
揚
生
活
に
対
し
て
「
満
足
」
と

答
え
た
人
の
比
率
は
一
九
七
二
年
に
は
四
七
・
八
％
、
七
七
年
に
五
七
・
七
％
、
八
三
年
に
六
九
・
八
％
と
な
っ
て
お
り
、
明
瞭
な
増
加

傾
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
間
の
変
化
は
職
揚
生
活
に
不
満
の
人
が
減
っ
て
そ
の
分
満
足
の
人
が
増
え
た
と
い
う
意
昧
の

逆
転
現
象
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
間
に
減
っ
た
の
は
「
や
や
満
足
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
消
極
的

満
足
層
の
減
少
に
代
わ
る
積
極
的
満
足
層
の
増
大
と
い
う
形
で
は
あ
れ
、
七
二
年
か
ら
八
三
年
ま
で
の
時
期
に
た
し
か
に
職
揚
生
活
に
対

す
る
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
満
足
度
が
全
体
と
し
て
向
上
し
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
七
〇
年
代
初
頭
に
み
ら
れ
た
職
揚
の
荒
廃
現
象

は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
に
影
を
潜
め
、
労
働
者
の
職
揚
規
律
へ
の
順
応
性
が
回
復
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
が
、

七
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
の
長
期
的
な
傾
向
と
し
て
、
職
揚
へ
の
満
足
度
は
た
し
か
に
こ
の
間
に
改
善
が
す
す
ん
で
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
満
足
度
に
関
連
し
て
今
一
つ
の
興
味
深
い
事
実
を
第
2
・
2
図
の
團
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
調
査
で
は
、
上
記

の
職
揚
生
活
へ
の
満
足
度
に
関
す
る
質
間
に
対
し
て
「
や
や
不
満
」
な
い
し
「
不
満
」
と
回
答
し
た
人
に
不
満
の
理
由
を
た
ず
ね
て
い
る
。

そ
の
回
答
結
果
を
一
九
七
七
年
と
八
三
年
と
で
比
較
し
た
の
が
第
2
・
2
図
の
㈲
で
あ
る
（
七
二
年
調
査
で
は
こ
の
質
間
は
な
い
）
。
質

問
の
形
式
は
、
不
満
に
思
う
項
目
を
い
く
つ
で
も
選
べ
る
多
重
回
答
と
な
っ
て
い
る
。
個
々
の
項
目
．
こ
と
の
増
減
傾
向
は
さ
て
お
く
と
し

て
、
全
体
と
し
て
七
七
年
よ
り
も
八
三
年
の
ほ
う
が
不
満
要
因
と
し
て
選
択
さ
れ
て
い
る
項
目
の
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で

あ
る
。
職
場
に
対
し
て
抱
く
期
待
が
多
面
的
で
質
の
高
い
も
の
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
期
待
が
満
た
さ
れ
な
い
場
合
に
生
じ
る
不
満
の
種
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類
は
増
え
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
不
満
要
因
の
増
大
傾
向
は
、
労
働
者
の
職
場
生
活

に
対
す
る
期
待
水
準
の
高
次
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
調
査
結
果
も
ま
た
、
労

働
の
揚
に
お
け
る
自
己
充
実
を
求
め
る
価
値
観
が
徐
々
に
浸
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
第
2
．
2
図
の
回
と
團
か
ら
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
勤
務
先
企
業
で
の
雇
用
継
続
に
関
す
る
意
識

の
変
化
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
↓
㊤
一
8
畠
≦
㌣
≦
三
器
圧
一
一
調
査
で
も
こ
の
点
に
関
連
す
る
質
問
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
一
九

六
〇
年
と
一
九
七
六
年
と
の
間
を
比
較
す
る
と
、
雇
用
継
続
へ
の
希
望
や
期
待
が
明
ら
か
に
弱
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
だ
が

世
界
青
年
意
識
調
査
に
よ
る
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
雇
用
継
続
意
識
の
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
経
時
比
較
に
よ
れ
ば
、
七
六
年
ま
で
の

変
化
の
傾
向
に
比
べ
る
と
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
の
変
化
は
流
れ
が
逆
転
し
て
お
り
、
雇
用
継
続
へ
の
志
向
は
再
ぴ
強
化
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
第
2
．
2
図
の
㊨
は
「
あ
な
た
は
、
今
の
職
場
で
今
後
も
ず
っ
と
続
け
て
働
き
た
い
と
思
い
ま
す
か
、
そ
れ
と
も
変
わ
り
た
い
と
思
い

ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
を
一
九
七
七
年
と
一
九
八
三
年
と
で
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
大
き
な
変
動
は
見
ら
れ
な
い
が
、

「
ど
う
し
て
も
変
わ
り
た
い
」
と
い
う
積
極
的
な
転
職
志
向
者
の
比
率
は
一
六
二
一
一
％
か
ら
一
二
・
一
％
へ
と
明
ら
か
に
減
少
し
て
い
る
。

　
第
2
．
2
図
の
⑤
は
望
ま
し
い
昇
進
と
昇
給
の
方
法
に
つ
い
て
の
回
答
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
勤
務
成
績
の
み
に
よ
っ
て
決
ま

る
」
壱
い
う
短
期
的
業
績
を
重
要
視
す
る
人
の
比
率
は
三
四
・
三
％
か
ら
二
五
・
七
％
へ
と
減
少
し
、
反
対
に
「
勤
続
年
数
を
中
心
に
多

少
勤
務
成
績
が
加
味
さ
れ
る
」
と
い
う
回
答
や
「
勤
務
成
績
を
中
心
に
多
少
勤
続
年
数
が
加
味
さ
れ
る
」
と
い
う
回
答
を
選
ん
だ
、
長
期

的
評
価
基
準
を
重
要
視
す
る
人
の
比
率
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
の
間
で
、
現

在
勤
務
す
る
企
業
へ
の
長
期
勤
続
を
前
提
と
し
た
職
業
生
活
設
計
を
考
え
る
人
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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世
界
青
年
意
識
調
査
を
取
り
上
げ
た
筆
者
の
問
題
関
心
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
ア
メ
リ
カ
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
世
代
的
変
貌
を

探
る
こ
と
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
と
り
わ
け
、
前
項
の
日
葬
o
畠
（
甲
≦
巨
富
臣
目
調
査
で
は
カ
バ
ー
さ
れ
て
い
な
い
一
九
七
〇
年
代
後
半

以
降
の
変
容
の
性
質
と
い
う
点
に
的
を
絞
っ
て
議
論
を
整
理
す
る
と
、
重
要
な
論
点
と
し
て
次
の
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
は
、
一
九
七
六
年
に
行
わ
れ
た
円
勢
。
鍔
ミ
㌣
≦
臣
話
三
一
調
査
に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
自
己
充
実
を
求
め
る
労
働
倫
理
と
い
う
、

戦
前
生
ま
れ
の
労
働
者
の
価
値
観
と
は
全
く
異
質
な
価
値
観
の
浸
透
へ
の
傾
向
は
、
一
九
七
〇
年
代
後
半
以
降
を
調
ぺ
た
こ
の
調
査
に
お

い
て
も
確
認
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
う
る
。
こ
の
よ
う
な
働
く
こ
と
に
関
す
る
価
値
観
の
転
換
は
、
お
そ
ら
く
は
今
後
と
も
一

貫
し
て
進
展
し
続
け
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
は
、
勤
務
す
る
企
業
へ
の
長
期
継
続
的
な
雇
用
に
対
す
る
期
待
に
つ
い
て
は
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
流
れ
と
は
逆

の
方
向
に
向
け
て
の
変
化
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
七
〇
年
代
後
半
以
降
、
企
業
へ
の
長
期
継
続
的
雇
用
保
障
へ
の
期
待
が
再

び
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
背
景
に
は
、
オ
イ
ル
シ
日
ッ
ク
以
後
の
高
い
失
業
率
を
含
む
労
働
市
揚
の
基
調
転
換
と
い
う
要
因
が
強

く
作
用
し
て
い
る
こ
と
は
言
ま
で
も
な
い
。

　
（
1
）
　
＞
耳
ぎ
『
罫
名
げ
ぎ
琶
一
い
一
μ
帥
P
O
ω
匡
巳
。
試
↓
降
o
堅
≦
9
↓
7
0
0
匪
巽
ミ
o
蒔
①
＝
＞
O
o
ヨ
短
『
帥
穿
。
o
D
嘗
身
o
＝
＆
鵠
鼠
p
一
勾
①
一
豊
o
髭

　
　
菖
3
0
q
巳
8
α
o
o
け
暮
霧
帥
昌
α
』
ロ
℃
曽
コ
国
器
梓
ー
ミ
o
緯
O
o
算
R
勺
『
8
伊
一
〇
ひ
Q
o
・

　
（
2
）
。
。
ぎ
－
一
＆
↓
塾
①
N
睾
ゆ
の
且
＞
昌
ど
『
言
■
薯
耳
。
げ
≡
い
≦
。
詩
ミ
亀
ω
こ
巷
き
四
区
》
馨
誉
9
穿
。
冒
℃
雪
一
夷
凶
言
峠
。
。
賄
9
σ
。
員

　
　
這
O
o
ド

　
（
3
）
総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
（
編
）
『
世
界
の
青
年
・
日
本
の
青
年
』
、
一
九
七
三
年
。

　
　
　
　
　
同
（
編
）
『
世
界
の
青
年
と
の
比
較
か
ら
み
た
日
本
の
青
年
～
世
界
青
年
意
識
調
査
（
第
二
回
）
結
果
報
告
書
』
、
一
九
七
八
年

　
　
　
　
　
同
（
編
）
『
世
界
の
青
年
と
の
比
較
か
ら
み
た
日
本
の
青
年
～
世
界
青
年
意
識
調
査
（
第
三
回
）
結
果
報
告
書
』
、
一
九
八
四
年
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第
三
節

企
業
が
想
定
し
て
き
た
伝
統
的
な
労
働
者
像

　
ー
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
労
働
者
観

労働者意識の変容と労務管理の課題

　
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
、
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
所
論
お
よ
ぴ
二
つ
の
意
識
調
査
の
デ
ー
タ
を
も
と
に
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
を
中
心
と
し
て

ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
の
労
働
に
対
す
る
価
値
観
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
き
た
か
を
考
察
し
て
き
た
。
序
章
で
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
に
行
っ
て
き
た
分
析
の
目
的
は
社
会
思
想
史
的
な
い
し
社
会
心
理
学
的
な
視
覚
か
ら
労
働
者
意
識
の
変
容
の
意
味
を
考
察
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
労
務
管
理
の
対
象
と
し
て
の
労
働
者
の
意
識
の
変
容
が
企
業
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
を
考
察
す
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
企
業
が
労
務
管
理
を
行
う
う
え
で
暗
黙
の
前
提
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
労

働
者
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
（
第
三
節
）
、
次
に
、
今
日
の
若
年
層
を
中
心
と
す
る
新
世
代
労
働

者
の
意
識
と
企
業
の
伝
統
的
な
労
働
者
像
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
企
業
に
ど
の
よ
う
な
課
題
を
提
起
し
て
い
る
か
（
第
四
節
）
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

　
ア
メ
リ
カ
企
業
は
こ
れ
ま
で
労
務
管
理
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
一
般
に
ど
の
よ
う
な
労
働
者
像
を
想
定
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
メ

リ
カ
の
経
営
管
理
の
歴
史
の
中
で
は
、
労
働
者
の
心
理
や
行
動
を
把
握
す
る
た
め
の
探
究
の
試
み
は
、
人
間
関
係
論
、
行
動
科
学
、
期
待

理
論
等
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
理
論
面
に
お
い
て
は
著
し
い
発
展
が
あ
り
、
諸
外
国
の
経
営
学
理
論
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
力
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
V

ぼ
し
て
き
た
．
一
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
ア
メ
リ
カ
企
業
の
実
務
の
中
で
は
、
こ
れ

ら
の
理
論
が
充
分
に
反
映
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
「
人
」
の
面
で
の
経
営
の
革
新
は
生
産
、
財
務
、
組
織
等
の
革
新
に
比

べ
れ
ぱ
、
は
る
か
に
停
滞
し
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
が
労
務
管
理
に
お
い
て
前
提
と

し
て
想
定
し
て
い
る
労
働
者
像
に
関
し
て
は
、
伝
統
的
な
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
発
想
が
今
日
に
至
る
ま
で
依
然
と
し
て
大
き
な
影
響
力
を
及
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ぼ
し
続
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
企
業
が
想
定
す
る
労
働
者
観
に
関
す
る
根
本
的
な
転
換
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
二
な
か
っ
た
と
理
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
マ

て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
労
働
者
観
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
男
≦
・
↓
還
δ
．
自
身
の
労
働
者
に
関
す
る
思
想
そ

の
も
の
で
は
な
く
、
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
を
適
用
し
て
次
第
に
多
く
の
企
業
の
中
で
定
着
し
て
い
っ
た
一
連
の
労
働
者
管
理
の
思
想
全
体
の
プ
｝

と
を
さ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
労
働
者
観
と
は
、
今
世
紀
初
頭
に
展
開
さ
れ
た
工
場
の
管
理
方
法
に
関
す
る
取
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ロ

組
み
（
科
学
的
管
理
運
動
）
の
中
で
生
ま
れ
、
そ
の
後
第
一
次
大
戦
前
後
の
時
期
に
開
発
さ
れ
た
種
々
の
能
率
増
進
の
た
め
の
技
法
と
結

び
つ
い
て
多
く
工
揚
の
現
場
に
お
い
て
急
速
に
普
及
し
て
い
っ
た
労
働
者
管
理
の
思
想
を
さ
し
て
い
る
。
そ
し
て
筆
者
の
理
解
す
る
と
．
〕

ろ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
考
え
方
が
労
働
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
企
業
か
ら
見
た
あ
る
ぺ
き
労
働
者
像
の
設
定
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ
に
古
い
考
え
方
か
ら
脱
却
で
き

て
い
な
い
と
い
う
の
が
多
く
の
ア
メ
リ
カ
企
業
の
現
状
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
の
理
由
と
し
て
は
次
の
二
つ
の
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
第
一
に
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
お
い
て
労
務
管
理
の
対
象
と
し
て
実
務
上
重
要
視
さ
れ
て
い
る
の
は
主
と
し
て
工
揚
の
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー

労
働
者
で
あ
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
労
働
者
に
関
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
体
系
的
な
労
務
管
理
の
理
念
や
施
策
が
開
発
さ
れ
て
ア
一
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
上
層
の
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
職
種
の
蛍
働
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
個
人
の
能
力
と
意
欲
に
委
ね
る
と

い
う
発
想
が
優
先
さ
れ
て
お
り
、
企
業
と
し
て
の
体
系
的
な
思
想
を
も
っ
て
一
元
的
に
管
理
に
あ
た
る
と
い
う
や
り
方
は
一
般
的
に
は
と

ら
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
事
務
処
理
等
の
ル
ー
テ
ィ
ン
な
職
種
に
つ
い
て
は
工
揚
労
働
を
モ
デ
ル
に
お
く
管
理
シ
ス
テ
ム
が
適
用
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
っ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
に
特
有
の
労
務
管
理
体
系
が
特
別
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
従
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
企

業
の
労
務
管
理
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者
像
と
し
て
は
、
工
揚
で
働
く
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
労
働
者
を
前
提
に
作
ら
れ
た
完
成
度
の

高
い
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
モ
デ
ル
が
主
流
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
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‘

労働者意識の変容と労務管理の課題

　
第
二
に
は
、
ア
メ
リ
カ
の
労
働
市
揚
や
労
使
関
係
に
お
い
て
職
務
一
〇
σ
と
い
う
単
位
を
基
準
と
し
て
労
働
を
把
握
す
る
慣
行
が
労
働

者
の
間
に
も
経
営
者
の
間
に
も
定
着
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
職
務
内
容
や
職
務
要
件
を
主
と
し
、
労
働
者
自
身
の
能
力
や
意
思
を
従
と
す

る
考
え
方
が
、
今
日
に
お
い
て
も
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
の
主
流
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
の
実
践
の
中
で
は
、
想
定
す
ぺ
き
労
働
者
像
に
つ
い
て
深
み
の
あ
る
考
察
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
少

な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ハ
；
ズ
バ
ー
グ
や
ハ
ッ
ク
マ
ン
賎
オ
ー
ル
ダ
ム
た
ち
に
よ
っ
て
開
発
さ
れ
た
「
職
務
充
実
」
お

よ
ぴ
「
職
務
特
性
」
の
理
論
は
、
労
働
者
が
仕
事
に
際
し
て
抱
く
、
様
々
な
種
類
の
期
待
や
欲
求
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
必
要
性
を

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
V

説
い
た
理
論
で
あ
っ
た
が
、
職
務
充
実
の
実
務
面
で
の
展
開
は
、
労
働
者
の
意
識
、
行
動
の
測
定
や
そ
れ
へ
の
働
き
か
け
と
い
う
方
向
へ

は
向
か
わ
ず
、
職
務
診
断
調
査
宣
げ
島
お
8
豊
。
の
日
＜
2
と
い
う
職
務
設
計
を
測
定
し
、
変
更
す
る
た
め
の
用
具
の
開
発
と
い
う
方
向

　
　
　
　
（
5
）

へ
と
向
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
の
実
務
面
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
職
務
を
中
心
に
お
い
た
発
想
が
貫

か
れ
た
た
め
、
労
働
者
像
を
ど
の
よ
う
に
想
定
す
る
か
と
い
う
よ
う
な
労
働
者
の
意
識
や
行
動
様
式
に
直
接
的
に
関
わ
る
間
題
意
識
は
、

あ
ま
り
真
剣
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
労
働
者
観
は
深
刻
な
反
省
を
加
え
ら
れ
る
こ
と
な

く
、
経
営
者
か
ら
も
、
労
働
組
合
か
ら
も
、
そ
し
て
労
働
者
自
身
か
ら
も
、
自
明
の
前
提
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
ア
メ
リ
カ
企
業
に
伝
統
的
な
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
労
働
者
観
の
特
徴
を
、
第
一
章
で
示
し
た
分
析
視
角
に
立
っ
て
、
内
面
的
な
労
働
倫

理
に
関
わ
る
側
面
と
従
業
員
意
識
と
い
う
側
面
と
に
区
別
し
て
説
明
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
、
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
に
関
す
る
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
前
提
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
の
労
働
の
意
味
と
い
っ
た
最
も
内
面
的
な
領
域
に
関
わ
る
労
働
者
の
価
値
観
と
し
て
は
、
き
わ
め
て

自
己
抑
制
的
で
自
己
犠
牲
の
精
神
に
満
ち
た
労
働
倫
理
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
点
が
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
労
働
者
観
の
基
本
的
な
発
想
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
自
己
抑
制
と
自
己
犠
牲
の
価
値
観
の
中
に
は
、
労
働
そ
れ
自
体
が
自
己
の
生
き
が
い
で
あ
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る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
誠
実
に
二
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
二
つ
の
考
え
が
結
合
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
を
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
表
現
を
借
り
て
説
明
す
れ
ぱ
、
「
勤
勉
と
忠
誠
と
堅
実
さ
と
を
提
供
し
、
不
満
は
飲
み
込
み
、
好
き
な
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
を
し
た
い
と
い
う
衝
動
を
お
さ
え
、
す
る
ぺ
き
こ
と
を
す
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
労
働
者
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

労
働
者
は
労
働
を
、
必
ず
し
も
自
分
の
人
生
の
目
的
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
生
き
る
た
め
に
は
耐
え
忍
ば
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
も
の
と

し
て
と
ら
え
て
い
る
、
と
い
う
の
が
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
労
働
者
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
像
は
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
の
言
う
と
こ
ろ

の
自
己
充
実
な
い
し
表
現
主
義
の
価
値
観
を
持
つ
労
働
者
像
、
す
な
わ
ち
、
労
働
の
過
程
そ
の
も
の
を
自
己
の
人
生
の
目
的
実
現
の
場
と

し
て
と
ら
え
る
労
働
者
像
と
は
対
極
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
内
面
的
労
働
倫
理
に
つ
い
て
の
想
定
が

以
下
に
指
摘
す
る
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
具
体
的
な
「
従
業
員
像
」
の
想
定
を
根
底
で
規
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
が
労
務
管
理
を
実
施
す
る
う
え
で
想
定
す
る
従
業
員
像
に
つ
い
て
、
第
一
章
で
示
し
た
枠
組
み
に
従
い
、
雇
用

意
識
、
仕
事
意
識
、
キ
ャ
リ
ァ
意
識
と
い
う
三
つ
の
点
に
わ
た
っ
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
企
業
と
労
働
者
と
の
間
の
雇
用
関
係
を
め
ぐ
る
雇
用
意
識
に
つ
い
て
は
、
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
考
え
方
は
、
労
働
者
は
経

済
的
な
効
用
の
極
大
化
の
み
を
追
求
す
る
経
済
合
理
主
義
に
徹
す
る
意
識
と
態
度
を
持
つ
も
の
と
想
定
し
て
い
る
。
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
に
導

か
れ
た
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
の
思
想
に
あ
っ
て
は
、
労
働
者
と
企
業
と
の
間
に
成
立
す
る
関
係
は
経
済
的
な
給
付
と
反
対
給
付
の

関
係
以
外
の
も
の
は
極
力
排
除
さ
れ
る
。
労
働
者
か
ら
よ
り
大
な
る
貢
献
を
引
き
出
す
方
策
は
経
済
的
な
誘
因
を
高
め
る
こ
と
が
最
も
効

果
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
企
業
と
従
業
員
と
の
間
に
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
を
取
り
結
ぶ
試
み
を
企
業
が
行
う
揚
合
に

お
い
て
も
、
そ
れ
は
従
業
員
が
企
業
と
の
雇
用
関
係
を
通
じ
て
、
定
着
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
が
も
た
ら
す
経
済
的
な
効
用
以
外
の
種
々

の
効
用
（
た
と
え
ば
情
緒
的
安
定
感
な
ど
）
を
求
め
て
い
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
立
っ
て
、
そ
の
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
満
た
す
た
め
に

長
期
継
続
的
な
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
は
お
そ
ら
く
は
日
本
の
大
企
業
が
「
終
身
雇
用
」
の
名
の
も
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と
に
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
を
取
り
結
ぶ
さ
い
に
、
企
業
を
単
に
働
い
て
賃
金
を
受
け
取
る
だ
け
の
揚
と
は
考
え
ず
、
自
ら
の
全
人
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

が
発
動
さ
れ
る
揚
で
あ
る
と
考
え
る
従
業
員
像
を
暗
黙
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
い
る
の
と
は
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
日
本
の
大
企
業
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

見
ら
れ
る
長
期
継
続
的
雇
用
慣
行
の
中
で
は
、
こ
の
よ
う
な
従
業
員
像
を
前
提
と
し
て
、
無
限
定
的
な
義
務
が
課
せ
ら
れ
、
経
済
合
理
的

な
観
点
か
ら
の
効
用
性
の
計
測
が
必
ず
し
も
可
視
的
で
は
な
い
年
功
的
な
賃
金
が
支
払
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
企
業
に
お
い

て
は
、
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
が
成
立
す
る
揚
合
に
お
い
て
も
、
た
だ
単
に
、
労
働
組
合
と
の
間
に
結
ば
れ
た
労
働
協
約
の
中
で
労
働

者
の
権
利
と
し
て
保
障
さ
れ
た
先
任
権
秩
序
を
実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
企
業
と
し
て
労
働
移
動
の
コ

ス
ト
を
避
け
る
た
め
に
長
期
勤
続
化
を
促
進
し
て
い
る
と
い
う
の
に
す
ぎ
な
い
。
企
業
は
そ
も
そ
も
従
業
員
が
企
業
の
中
で
経
済
的
な
欲

求
以
外
の
も
の
の
充
足
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
全
く
想
定
し
て
い
な
い
し
、
雇
用
関
係
の
中
に
そ
う
い
っ
た
要
素
を
取
り
込
む
こ

と
は
従
業
員
活
用
の
た
め
の
施
策
と
し
て
も
決
し
て
有
効
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
従
業
員
の
仕
事
意
識
を
め
ぐ
る
テ
イ
ラ
ー
主
義
の
一
般
的
な
想
定
に
つ
い
て
は
、
仕
事
に
対
し
て
主
体
的
な
関
心
を
抱
い
た

り
、
創
造
的
精
神
を
発
揮
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
薄
弱
で
、
む
し
ろ
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
与
え
ら
れ
た
と
お
り
に
行
う
だ
け
の
他
律
的
な

存
在
と
し
て
従
業
員
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
を
特
徴
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
企
業
に
お
け
る
分
業
は
職

務
記
述
書
と
い
う
明
文
化
さ
れ
た
規
定
に
よ
っ
て
す
み
ず
み
ま
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
労
働
者
に
は
職
務
記
述
書
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

っ
て
忠
実
に
職
務
を
遂
行
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
個
人
が
自
ら
の
裁
量
に
よ
っ
て
仕
事
の
方
法
に
変
更
を
加
え
よ
う
と
し
た
り
、
他

の
労
働
者
の
仕
事
の
領
域
に
ま
で
介
入
し
て
い
こ
う
と
す
る
よ
う
な
行
動
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
か
ら
す
れ
ば
、
管

理
の
撹
乱
要
因
と
し
て
強
く
排
除
さ
れ
る
。
ま
た
、
従
業
員
の
仕
事
に
お
け
る
能
力
発
揮
の
意
欲
は
乏
し
い
と
い
う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
よ
う
な
想
定
の
も
と
で
、
主
体
的
な
能
力
発
揮
の
意
欲
を
持
つ
こ
と
が
な
く
て
も
仕
事
が
円
滑
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
な
分
業

の
仕
組
み
を
作
ろ
う
と
す
る
の
が
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
の
基
本
的
な
発
想
で
あ
る
。
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第
三
に
、
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
志
向
に
応
じ
て
、
比
較
的
狭
い
領
域
に
専
門
を

特
化
し
て
キ
ャ
リ
ァ
を
積
ん
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
想
定
を
行
っ
て
い
る
点
が
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
企
業
は
従
業
員
の
キ
ャ

リ
ア
意
識
に
つ
い
て
、
個
人
責
任
と
専
門
分
化
を
重
視
す
る
姿
勢
で
臨
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
職
業
生
活
の
設
計
は
も
と
も
と
個
人
が
主
体
的
に
選
ぴ
と
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
企
業
の
み
な
ら
ず
ア
メ
リ
カ
社
会
全

体
で
承
認
さ
れ
て
い
る
通
常
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
職
業
上
の
長
期
的
な
目
標
に
つ
い
て
は
、
企
業
の
側
か
ら
従
業
員
に
対
し

て
あ
る
ぺ
き
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
描
い
て
そ
の
実
現
に
向
け
て
努
力
す
る
よ
う
は
た
ら
き
か
け
る
と
い
う
よ
う
な
姿
勢
は
弱
い
。
個
人
が
自
己

の
責
任
に
お
い
て
キ
ャ
リ
ァ
を
作
っ
て
い
く
の
が
、
従
業
員
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
あ
り
方
で
あ
る
と
企
業
は
考
え
る
。
日
本
の
大
企
業

は
し
ば
し
ば
、
従
業
員
の
進
む
ぺ
き
標
準
的
な
昇
進
ル
ー
ト
と
い
っ
た
も
の
を
企
業
の
側
か
ら
用
意
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
企

業
の
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
関
す
る
想
定
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
施
策
が
考
慮
さ
れ
る
．
〕
と
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
企
業
は
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
に
関
し
て
、
個
人
責
任
な
い
し
は
自
助
努
力
を
前
提
に
お
く
考
え
を
と
っ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
従
業
員
が
専
門
分
化
し
た
キ
ャ
リ
ァ
意
識
を
有
し
て
い
る
と
い
う
想
定
と
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
も
と
も
と
人

種
的
構
成
や
採
用
系
路
等
の
点
で
わ
が
国
よ
り
も
は
る
か
に
多
様
な
従
業
員
構
成
を
持
つ
ア
メ
リ
カ
企
業
に
あ
っ
て
は
、
す
ぺ
て
の
従
業

員
が
同
様
な
キ
ャ
リ
ア
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
管
理
を
行
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
多
様
な
従
業
員
が
多
様

な
キ
ャ
リ
ァ
意
識
を
有
し
て
い
る
と
い
う
発
想
に
立
つ
こ
と
が
最
も
適
合
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
キ
ャ
リ
ァ
意
識
の
多
様
性
を

促
進
す
る
条
件
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
に
お
け
る
職
務
中
心
の
労
働
慣
行
と
い
う
要
因
が
加
わ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て

は
、
企
業
間
を
労
働
移
動
す
る
さ
い
に
も
、
労
働
者
は
同
一
の
職
種
を
続
け
よ
う
と
す
る
し
、
企
業
内
異
動
に
さ
い
し
て
も
、
質
の
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
こ

る
職
務
へ
の
職
種
転
換
は
回
避
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労
働
者
の
行
動
様
式
は
、
企
業
内
で
の
ジ
ェ
ネ
ラ
リ
ス
ト

的
な
幅
広
い
キ
ャ
リ
ァ
を
万
人
向
け
の
標
準
的
な
コ
ー
ス
と
し
て
用
意
す
る
日
本
企
業
の
や
り
方
と
は
全
く
異
な
る
方
向
へ
と
向
か
わ
せ
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る
。
企
業
の
キ
ャ
リ
ア
コ
ー
ス
策
定
に
あ
た
っ
て
の
従
業
員
像
は
多
様
な
職
種
別
領
域
ご
と
の
専
門
分
化
し
た
キ
ャ
リ
ァ
を
歩
ん
で
い
こ

う
と
す
る
従
業
員
像
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
に
お
い
て
三
つ
の
点
に
わ
た
っ
て
そ
の
特
質
を
述
ぺ
た
従
業
員
像
は
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
が
労
務
管
理
を
行
う
に
さ
い
し
て
、
暗

黙
の
う
ち
の
前
提
と
し
て
描
い
て
き
た
従
業
員
像
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
企
業
の
こ
の
よ
う
な
想
定
が
逆
に
従
業
員
の
実
際
の
行
動
様
式

を
規
定
し
て
き
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
一
旦
成
立
し
た
労
務
管
理
の
方
式
が
従
業
員
の
行
動
様
式
を
制
約
し
、

方
向
づ
け
る
作
用
を
及
ぽ
し
、
そ
の
こ
と
が
さ
ら
に
労
務
管
理
の
方
式
を
定
着
さ
せ
る
、
と
い
う
循
環
が
成
立
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
よ

い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
労
使
関
係
制
度
や
労
働
法
、
労
働
行
政
等
の
社
会
的
諸
制
度
も
ま
た
、
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
従
業
員
像
を
前
提
と

し
て
漸
次
整
え
ら
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
持
つ
た
め
、
結
果
と
し
て
は
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
思
想
に
基
づ
く
企
業
内
の
労
働
慣
行
を
さ

ら
に
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
と
い
う
点
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
が
、
労
働
者
の
労
働
意
識
の
中
に
は
こ
の
よ
う
な

労
務
管
理
の
パ
タ
ー
ン
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
労
働
慣
行
の
枠
組
と
は
独
立
に
変
化
し
て
い
く
側
面
が
存
在
す
る
。

と
り
わ
け
労
働
者
の
最
も
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
社
会
全
体
の
文
化
や
価
値
観
の
変
化
に
つ
れ
て
徐
々
に
変
わ
ワ
て

い
く
の
で
あ
っ
て
、
企
業
の
労
務
管
理
や
労
働
慣
行
の
あ
り
方
か
ら
は
比
較
的
独
立
し
た
領
域
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
面
で
の
変
化
が
進
行
す
る
に
つ
れ
、
従
業
員
と
し
て
の
意
識
と
行
動
も
次
第
に
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
第
四
節
で
は

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
化
が
企
業
の
労
務
管
理
の
う
え
で
は
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ

ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
－
）
　
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
影
響
を
最
も
強
く
受
け
た
の
が
わ
が
国
の
経
営
学
界
で
あ
る
。

（
2
）
　
テ
イ
ラ
ー
自
身
の
労
働
者
観
に
つ
い
て
の
表
明
は
「
科
学
的
管
理
法
特
別
委
員
会
」
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
テ
イ
ラ
ー
証
言
」

　
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
（
上
野
陽
一
訳
・
編
『
科
学
的
管
理
法
』
産
業
能
率
大
学
出
版
部
、
一
九
六
九
年
に
所
収
）

が
最
も
体
系
的
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（
3
）
　
こ
の
よ
う
な
種
々
の
技
法
の
集
大
成
が
フ
ォ
ー
ド
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。

（
4
）
閃
・
｝
一
。
喜
R
α
つ
讐
≦
o
詩
節
＆
9
。
多
葺
。
o
h
穿
p
ω
什
巷
一
。
牢
婁
し
8
α
」
■
押
＝
p
。
一
§
雪
㊤
民
o
」
召
○
一
身
p
β
、
．
u
①
＜
。
一
〇
℃
ヨ
。
9

　
0
噛
一
〇
げ
U
す
α
p
一
一
〇
旨
o
o
o
貫
＜
¢
ざ
．
．
一
〇
ロ
ヨ
巴
o
略
＞
℃
℃
一
一
a
℃
運
3
0
一
〇
零
》
＜
o
一
。
ひ
ρ
客
o
ー
ρ
G
覗
■

（
5
）
零
甲
男
。
げ
。
蕾
雪
畠
多
9
一
。
ぎ
．
．
穿
①
甘
び
o
富
§
§
善
。
》
℃
冥
8
9
↓
ρ
玲
o
邑
筆
．
．
甘
弩
β
一
〇
｛
＞
竈
一
邑
勺
妾
9
。
一
。
α
q
ざ
＜
o
一
■

　
ひ
O
り
ち
o
o
一
■

（
6
）
評
三
色
く
壁
至
o
く
8
コ
2
睾
男
ロ
一
β
マ
P

（
7
）
津
田
真
澱
『
日
本
的
経
営
の
論
理
』
中
央
経
済
社
、
一
九
七
七
年
、
二
四
八
～
二
四
九
頁
。

（
8
）
　
岩
田
竜
子
『
日
本
的
経
営
の
編
成
原
理
』
文
真
堂
、
一
九
七
七
年
（
第
九
章
）
。

（
9
）
　
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
は
労
働
組
合
も
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
キ
ャ
リ
ァ
形
成
を
前
提
に
し
た
職
揚
規
制
を
行
お
う
と
し
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
組

　
合
が
職
務
拡
大
や
職
務
充
実
の
施
策
に
対
し
て
し
ぱ
し
ば
敵
対
的
な
態
度
を
と
る
の
は
、
キ
ャ
リ
ァ
に
つ
い
て
の
既
存
の
秩
序
が
破
壊
さ
れ
る
の
を

　
警
戒
す
る
た
め
で
あ
る
。
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第
四
節
労
働
者
像
の
転
換
と
労
務
管
理
の
課
題

　
　
第
一
項
　
9
W
L
思
想
の
中
の
労
働
者
像

　
ア
メ
リ
カ
企
業
の
労
務
管
理
に
お
い
て
は
、
前
節
に
お
い
て
モ
デ
ル
と
し
て
描
い
た
よ
う
な
労
働
者
像
が
伝
統
的
に
想
定
さ
れ
続
け
て

き
た
。
だ
が
、
今
日
の
戦
後
生
ま
れ
の
労
働
者
の
価
値
観
が
伝
統
的
に
想
定
さ
れ
て
き
た
労
働
者
の
そ
れ
と
は
か
な
り
異
な
る
側
面
を
含

む
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
伝
統
的
な
労
務
管
理
方
式
と
現
実
の
労
働
者
意
識
と
の

間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ず
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
た
め
に
一
部
の
企
業
が
労
働
者
の
意
識
や
行
動
に
つ
い
て
の
従
来
の

認
識
を
改
め
、
発
想
の
転
換
を
試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
実
の
企
業
の
労
務
管
理
の
動
向
の
中
に
は
様
々
な
方
向
の
模
索
が
見
出
さ
れ
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る
が
、
こ
の
う
ち
、
一
つ
の
新
し
い
潮
流
と
し
て
一
括
化
し
う
る
だ
け
の
広
が
り
と
共
通
の
思
想
を
持
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
動
き
と
し

て
は
、
一
九
七
〇
年
代
以
来
の
Q
W
L
（
◎
仁
呂
身
9
名
o
葺
＝
8
労
働
生
活
の
質
）
改
善
に
向
け
て
の
多
く
の
企
業
の
取
り
組
み
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
9
W
L
運
動
と
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
初
頭
に
さ
か
ん
な
注
目
を
集
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
よ
う
に
な
っ
た
工
揚
、
職
揚
で
の
労
働
疎
外
症
候
群
へ
の
対
策
と
い
う
問
題
意
識
に
端
を
発
す
る
、
労
働
環
境
、
労
働
内
容
、
労
働
組

織
等
の
改
善
に
向
け
て
の
企
業
や
行
政
の
取
り
組
み
の
総
称
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
取
り
組
み
の
実
態
面
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
筆
者
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

身
を
含
む
数
多
く
の
研
究
者
が
論
究
を
行
っ
て
い
る
の
で
、
本
論
文
に
お
い
て
は
深
く
た
ち
い
っ
た
分
析
を
加
え
て
も
あ
ま
り
意
味
が
な

い
。
こ
こ
で
は
現
代
社
会
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容
に
対
応
す
る
企
業
側
の
労
働
者
観
の
転
換
と
い
う
、
本
論
文
固
有
の
問
題
関
心

か
ら
9
W
L
運
動
の
意
義
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
9
W
L
思
想
の
中
の
労
働
者
像
は
い
か
な
る
点
で
伝
統
的
な
テ
イ
ラ
i
主
義
が
想
定
す
る
労
働
者
像
と
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

以
下
に
お
い
て
は
こ
の
こ
と
を
労
働
者
の
内
面
的
労
働
倫
理
の
領
域
と
企
業
内
で
発
現
す
る
従
業
員
意
識
の
領
域
の
両
面
に
つ
い
て
考
え

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
前
者
の
側
面
、
す
な
わ
ち
、
労
働
者
の
内
面
的
労
働
倫
理
の
領
域
を
企
業
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
ぺ
き
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て

は
、
9
W
L
思
想
の
発
想
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
の
発
端
が
労
働
疎
外
症
候
群
へ
の
対
処
と
い
う
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
9
W
L
の
想
定
す
る
労
働
者
像
は
単
調
労
働
に
耐
え
る
自
己
抑
制
的
な
労
働
者
で
は
な
く
、

労
働
を
自
己
の
欲
求
が
直
接
的
に
実
現
さ
れ
る
べ
き
揚
と
し
て
捉
え
る
、
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
の
い
う
と
こ
ろ
の
自
己
充
実
を
志
向
す
る
労

働
倫
理
を
持
つ
労
働
者
像
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
企
業
の
認
識
は
必
ず
し
も
労
働
者
意
識

の
世
代
的
な
変
容
に
関
す
る
深
い
洞
察
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
は
言
い
難
い
。
た
し
か
に
9
W
L
思
想
を
提
唱
し
た
企
業
の
多

く
は
、
労
働
が
生
き
る
た
め
に
甘
受
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
苦
痛
を
と
も
な
う
義
務
で
は
な
く
、
労
働
者
自
身
の
内
在
的
な
目
的
を
実
現
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す
る
営
為
で
あ
る
こ
と
を
内
外
に
向
か
っ
て
表
明
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
労
働
者
観
に
つ
い
て
の
転
換
の
真
の
動
機
は
も
っ
と
企
業

自
身
の
利
害
状
況
に
密
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
企
業
の
9
W
L
思
想
の
表
明
は
、
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
初
頭
に
お

い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
企
業
に
当
時
多
発
し
た
無
届
欠
勤
、
職
揚
規
律
の
弛
緩
、
山
猫
ス
ト
、
と
い
っ
た
一
連
の
労
働
者
の
離
反
現
象
に

対
応
す
る
緊
急
非
難
的
な
労
働
者
懐
柔
施
策
と
い
っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
七
〇
年
代
後
半
以
降
に
お
い
て
は
、
技
術
革
新
の
進

展
や
市
揚
の
需
要
構
造
の
変
質
に
と
も
な
う
労
働
者
に
課
せ
ら
れ
る
職
務
要
件
の
複
雑
化
、
高
次
化
と
い
う
事
態
へ
の
経
営
理
念
上
の
対

応
と
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
段
階
に
お
い
て
も
、
労
働
者
を
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
く
企
業
の
中
に
取
り
込
み
、
よ
り
有

効
に
活
用
し
て
い
こ
う
と
す
る
問
題
意
識
を
中
心
に
お
い
て
い
る
点
で
は
一
貫
し
て
い
る
。

　
9
W
L
思
想
は
労
働
者
を
企
業
に
統
合
し
、
有
効
に
活
用
し
よ
う
と
す
る
企
業
主
導
の
労
働
の
思
想
で
あ
る
た
め
、
労
働
者
の
自
己
充

実
の
欲
求
が
発
現
さ
れ
る
場
と
し
て
の
企
業
と
の
長
期
継
続
的
な
関
係
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
従
業
員
意
識
に
関

し
て
は
、
企
業
と
の
長
期
継
続
的
な
雇
用
関
係
を
前
提
と
し
た
従
業
員
像
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
面
で
の
9
W
L
の
思
想
の

特
徴
を
伝
統
的
な
テ
イ
ラ
ー
主
義
的
な
労
働
者
観
と
対
比
さ
せ
て
述
べ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
第
一
に
、
従
業
員
の
雇
用
意
識
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
企
業
に
長
期
継
続
的
に
雇
用
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
多
様

な
利
益
を
享
受
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
、
と
考
え
る
。
テ
イ
ラ
i
主
義
の
発
想
に
よ
れ
ば
、
従
業
員
が
企
業
と
の
雇
用
関
係
に
お
い
て

期
待
す
る
も
の
は
も
っ
ぱ
ら
経
済
的
な
報
酬
に
限
定
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
が
、
9
W
L
思
想
で
は
、
従
業
員
に
と
っ
て
雇
用
は
単

な
る
企
業
と
の
経
済
的
な
取
り
引
き
関
係
以
外
の
多
く
の
側
面
を
持
つ
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
9
W
L
思
想
を
提
唱
す
る

中
心
的
な
イ
デ
オ
・
ー
グ
の
一
人
で
あ
る
．
R
・
E
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
は
9
W
L
の
主
要
な
構
成
要
素
と
し
て
、
「
職
揚
に
た
よ
り
に
な
る
第

一
次
集
団
が
形
成
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
」
、
「
職
揚
に
共
同
体
意
識
が
あ
る
か
ど
う
か
」
、
「
対
人
関
係
は
オ
ー
プ
ン
で
あ
る
か
ど
う
か
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

と
い
っ
た
要
素
を
列
挙
し
て
い
る
。
9
W
L
の
労
働
観
に
あ
っ
て
は
、
企
業
と
の
雇
用
関
係
を
通
じ
て
社
会
的
な
諸
欲
求
を
含
む
多
面
的
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な
欲
求
の
充
足
を
求
め
る
従
業
員
像
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
従
業
員
の
仕
事
意
識
に
つ
い
て
は
、
従
業
員
が
仕
事
内
容
に
対
す
る
高
次
元
で
幅
広
い
関
心
を
抱
き
、
積
極
的
な
能
力
発
揮

の
欲
求
を
持
っ
て
い
る
と
想
定
し
て
い
る
点
が
伝
統
的
な
従
業
員
観
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
で
あ
る
。
9
W
L
を
提
唱
し
た
多
く
の
企
業

が
、
職
務
拡
大
、
職
務
充
実
、
自
律
的
作
業
集
団
な
ど
の
組
織
革
新
を
実
施
し
、
労
働
者
を
単
調
労
働
か
ら
開
放
す
る
と
と
も
に
、
多
面

的
な
能
力
活
用
を
は
か
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
試
み
の
背
景
に
は
従
業
員
の
仕
事
意
識
に
関
す
る
上
述
の
よ

う
な
企
業
の
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
従
業
員
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い
て
は
、
企
業
へ
の
畏
期
継
続
的
な
勤
務
の
中
で
職
業
能
力
を
開
発
し
、
上
位
の
職
位
へ
昇

進
し
て
い
く
こ
と
を
目
標
と
す
る
従
業
員
像
を
想
定
し
て
い
る
点
が
9
W
L
思
想
の
特
徴
で
あ
る
。
内
部
労
働
市
場
の
中
の
職
業
遍
歴
を

前
提
と
す
る
よ
う
な
発
想
は
、
労
使
関
係
の
ル
ー
ル
と
し
て
の
先
任
権
秩
序
を
職
務
配
置
の
基
調
と
す
る
鉄
鋼
、
化
学
、
自
動
車
等
の
産

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
V

業
の
現
業
労
働
者
に
お
い
て
は
従
来
か
ら
存
在
し
て
い
た
が
、
9
W
L
思
想
に
お
け
る
内
部
市
場
型
キ
ャ
リ
ア
の
捉
え
方
は
そ
れ
よ
り
も

は
る
か
に
積
極
的
で
動
態
的
な
も
の
で
あ
る
。
先
任
権
ル
ー
ル
に
規
制
さ
れ
た
内
部
労
働
市
揚
で
は
、
従
業
員
は
競
争
を
制
限
す
る
た
め

の
ル
ー
ル
と
し
て
明
確
に
区
分
さ
れ
た
特
定
職
種
に
配
置
さ
れ
、
そ
の
中
で
勤
続
年
数
に
応
じ
て
自
動
的
に
．
こ
く
狭
い
範
囲
の
昇
進
ル
ー

ト
を
た
ど
っ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
9
W
L
理
念
に
基
づ
く
内
部
昇
進
型
の
キ
ャ
リ
ァ
設
計
は
、
企
業
内
で
の
能
力
開
発
と
昇

進
へ
の
強
い
意
欲
を
持
つ
従
業
員
像
を
前
提
と
し
て
、
異
質
な
領
域
の
仕
事
を
広
い
範
囲
に
渡
っ
て
経
験
し
、
高
度
な
職
務
に
挑
戦
す
る

こ
と
を
積
極
的
に
促
進
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
本
項
で
は
若
年
労
働
者
を
中
心
と
す
る
労
働
意
識
の
変
容
に
対
す
る
有
力
な
企
業
の
対
応
策
と
し
て
の
9
W
L
思
想
に
着
目
し
、
そ
の

中
で
想
定
さ
れ
て
い
る
労
働
者
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。
Q
W
L
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

心
は
一
時
期
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
冷
却
し
て
お
り
、
「
流
行
遅
れ
の
中
古
品
」
と
い
っ
た
辛
辣
な
論
評
を
加
え
る
論
者
も
い
る
が
、
9
W
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L
的
な
労
働
者
観
の
中
心
的
な
位
置
に
あ
る
、
労
働
者
を
長
期
継
続
的
に
雇
用
す
る
中
で
能
力
を
開
発
し
、
よ
り
積
極
的
か
つ
有
効
に
活

用
す
る
べ
き
資
源
と
と
ら
え
る
考
え
方
は
、
ア
メ
リ
カ
企
業
の
中
に
徐
々
に
広
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
一
九
八
○
年
代
以

降
の
日
本
的
経
営
ブ
ー
ム
や
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
サ
ー
ク
ル
の
普
及
な
ど
か
ら
も
そ
の
一
端
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
動
向

の
中
で
は
、
た
し
か
に
企
業
の
労
働
者
観
の
転
換
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
動
き
が

企
業
中
心
の
も
の
で
あ
り
、
企
業
が
自
ら
直
面
す
る
利
害
状
況
に
対
応
す
る
中
か
ら
作
り
出
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
点
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
企
業
は
あ
る
程
度
は
自
ら
労
務
管
理
施
策
に
よ
る
は
た
ら
き
か
け
を
通
じ
て
、
望
ま
し
い

労
働
者
像
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容
と
新
た
な
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
の
出
現
と
い
う
本
節
の
テ
ー
マ
を
考
え
る
揚
合

に
、
以
上
の
流
れ
と
は
反
対
に
、
企
業
の
拘
束
か
ら
自
由
に
職
業
生
活
を
設
計
し
よ
う
と
す
る
労
働
者
群
が
登
揚
し
て
き
て
い
る
こ
と
に

も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
労
働
意
識
の
特
質
と
彼
ら
の
登
揚
が
も
た
ら
す
企
業
の
労
務
管
理
へ
の
イ
ン

パ
ク
ト
に
つ
い
て
、
次
の
項
で
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
9
W
L
思
想
の
把
握
す
る
労
働
者
像
が
企
業
の
は
た
ら
き
か
け
に
反
応

し
て
生
ま
れ
て
き
た
労
働
者
類
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
の
項
で
と
り
あ
げ
る
の
は
、
む
し
ろ
個
人
の
内
面
的
労
働
倫
理
に
正
直
に
生
き

る
労
働
者
像
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

396

　
　
第
二
項
新
し
い
労
働
者
像
の
登
揚

　
　
　
　
　
　
　
ー
コ
コ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
」
と
「
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
i
」

　
前
項
で
は
、
近
年
の
若
年
労
働
者
を
中
心
と
す
る
労
働
意
識
の
変
容
に
対
す
る
企
業
の
側
か
ら
の
対
策
の
試
み
で
あ
る
9
W
L
運
動
を

取
り
上
げ
、
そ
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
労
働
者
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
Q
W
L
思
想
が
想
定
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す
る
労
働
者
像
は
、
企
業
の
側
か
ら
労
働
者
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け
て
、
労
務
管
理
に
よ
っ
て
作
り
変
え
て
い
く
た
め
の
労
働
者
モ
デ

ル
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
変
化
は
こ
の
よ
う
な
試
み
と
は
関
わ
り
な
く
、
社
会
的
な
価
値
意

識
の
移
り
か
わ
り
と
と
も
に
進
行
す
る
。
こ
こ
で
は
、
企
業
の
側
か
ら
は
手
の
届
き
に
く
い
、
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
領
域
の

変
化
に
主
導
さ
れ
て
出
現
し
つ
つ
あ
る
新
し
い
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
に
関
わ
る
価
値
観
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
労
働

者
が
、
労
働
に
対
し
て
自
己
抑
制
的
な
態
度
で
臨
む
の
で
は
な
く
、
自
己
の
様
々
な
欲
求
を
直
接
的
に
実
現
し
て
い
く
自
己
実
現
の
揚
と

し
て
と
ら
え
る
価
値
観
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た
点
が
最
も
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
今
日
、
労
働
者
の
労
働
倫
理
に
関
し
て
生
じ
つ
つ

あ
る
変
化
は
、
労
働
内
容
に
対
す
る
労
働
者
の
欲
求
水
準
の
高
次
化
で
あ
り
、
自
己
抑
制
的
な
労
働
観
か
ら
自
己
充
実
を
志
向
す
る
労
働

観
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
向
へ
の
労
働
倫
理
の
変
化
は
、
一
方
で
は
、
労
働
を
自
ら
の
人
生
の
目
的
そ
の
も
の
と
考
え
、
高

い
勤
労
意
欲
と
自
発
的
な
能
力
発
揮
意
欲
に
支
え
ら
れ
た
積
極
的
な
就
労
態
度
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
他
方
、
労
働
に
対
す

る
自
己
抑
制
的
な
態
度
か
ら
自
己
充
実
志
向
の
態
度
へ
の
転
換
の
今
一
つ
の
帰
結
は
、
仕
事
に
お
け
る
忍
耐
、
が
ま
ん
の
思
想
が
減
退
し

た
こ
と
で
あ
っ
て
、
労
働
者
自
身
が
望
ま
し
く
思
う
よ
う
な
仕
事
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
企
業
に
は
も
は
や
労
働
者

の
誠
実
な
勤
労
態
度
を
期
待
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
が
登
揚
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
労
働
を
自
ら
の
人
生
の
目
的
実
現
の
揚
で
あ
る
こ
と
を
心
か
ら
納
得
し
、
こ
れ
に
全
身
全
霊
を
傾
け
る
労

働
者
像
で
あ
り
、
第
二
の
タ
イ
プ
は
、
自
己
に
固
有
の
評
価
基
準
を
重
視
し
て
、
働
き
方
や
労
働
内
容
を
与
え
ら
れ
た
ま
ま
に
受
容
す
る

の
で
は
な
く
、
き
び
し
く
取
捨
選
択
し
て
い
こ
う
と
す
る
労
働
者
像
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
は
、
自
己
充
実
志
向
の

労
働
倫
理
と
い
う
新
し
い
価
値
観
の
持
ち
主
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
が
、
現
実
の
就
労
形
態
や
勤
労
態
度
の
う
え
で
は
む

し
ろ
反
対
の
行
動
様
式
を
と
る
こ
と
と
な
る
。
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こ
の
よ
う
な
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
の
う
ち
、
第
一
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
に
つ
い
て
の
有
益
な
情
報
を
提
供
す
る
の
が
R
．
E
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ケ
リ
ー
の
『
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
ワ
ー
カ
i
』
で
あ
る
。
ケ
リ
ー
は
戦
後
ベ
ビ
ー
ブ
…
ム
世
代
を
中
心
と
す
る
高
学
歴
で
高
度
な
専
門
能
力

を
持
つ
知
識
労
働
者
の
労
働
意
識
や
就
業
行
動
が
こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
や
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
そ
れ
と
は
全
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
「
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
」
と
命
名
さ
れ
た
新
し
い
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
行
動
様
式
ア
｝
そ
、

筆
者
の
い
う
第
一
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
を
体
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ケ
リ
ー
は
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
が
多
く
働
く
具
体
的
な
業

種
、
職
種
と
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
教
育
、
情
報
産
業
、
製
造
業
内
の
研
究
者
、
ア
ナ
リ
ス
ト
、
セ
ー
ル
ス
マ
ン
、
マ
ネ
ジ
ャ
ー
、
医
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
〉

弁
護
士
、
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
の
専
門
職
を
あ
げ
て
い
る
。
ケ
リ
ー
が
指
摘
す
る
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
意
識
や
就
業
行
動

に
関
す
る
特
徴
の
中
か
ら
、
こ
こ
で
の
議
論
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
論
点
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
一
に
は
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
労
働
と
人
生
に
対
す
る
基
本
的
な
価
値
観
が
、
「
生
き
る
た
め
に
働
く
」
と
い
う
考
え
方
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
働
く
た
め
に
生
き
る
」
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
労
働
倫
理
を
ア
》
の
よ
う
に
と
ら

え
た
う
え
で
、
ケ
リ
ー
は
「
働
く
た
め
に
生
き
る
と
い
う
人
に
と
っ
て
、
む
ろ
ん
そ
の
仕
事
は
自
分
を
励
ま
し
、
挑
戦
意
欲
を
そ
そ
り
、

ま
た
意
義
が
あ
り
、
や
り
が
い
が
あ
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
人
が
求
め
る
の
は
、
毎
月
の
仕
事
の
中
で
関
心
を
引
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

起
こ
し
、
大
き
な
責
任
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
仕
事
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
も
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
は
．
》
の
よ
う
な
仕
事
が
与

え
ら
れ
る
の
を
受
け
身
の
姿
勢
で
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
こ
の
よ
う
な
仕
事
を
雇
い
主
に
対
し
て
積
極
的
に
要
求
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
「
働
く
た
め
に
生
き
る
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
特
有
の
価
値
観
こ
そ
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
内
面
の
部
分
に
お
け
る
労
働

倫
理
を
示
す
価
値
観
と
い
え
よ
う
。

　
第
二
に
は
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
雇
用
に
対
す
る
意
識
も
伝
統
的
な
労
働
者
像
の
中
で
想
定
さ
れ
て
い
る
雇
用
意
識
と
は
か
な
り
異
な

る
側
面
を
含
ん
で
い
る
。
す
な
わ
ち
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
が
自
分
の
雇
用
主
で
あ
る
企
業
に
対
し
て
期
待
す
る
報
酬
は
、
経
済
的
な
報
酬
だ

398



労働者意識の変容と労務管理の課題

け
で
は
な
く
、
様
々
な
要
素
が
含
ま
れ
、
心
理
的
、
社
会
的
な
欲
求
充
足
や
職
業
人
と
し
て
の
成
長
機
会
も
ま
た
仕
事
の
報
酬
と
し
て
重

　
　
　
　
（
m
）

要
視
さ
れ
る
、
と
ケ
リ
ー
は
指
摘
す
る
。
ケ
リ
ー
は
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
報
酬
が
内
面
的
な
価
値
観
の
実
現
に
寄
与
す
る
多
様

な
要
素
を
含
ん
で
い
る
点
を
強
調
し
た
う
え
で
、
「
従
来
の
経
営
者
は
彼
ら
の
こ
う
し
た
多
次
元
性
を
よ
く
誤
解
す
る
。
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

－
と
は
も
っ
ぱ
ら
金
銭
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
思
い
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
」
と
述
ぺ
る
。
労
働
者
が
経
済
的
効
用
の
み
を
基

準
に
雇
用
条
件
を
評
価
す
る
と
考
え
る
伝
統
的
な
労
働
者
観
に
立
つ
経
営
者
に
は
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
雇
用
意
識
に
対
応
で
き
な
い
、

と
い
う
の
が
ケ
リ
ー
の
主
張
で
あ
る
。

　
第
三
に
は
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
が
自
ら
の
創
造
性
の
発
揮
を
仕
事
に
対
し
て
求
め
、
「
う
え
か
ら
の
管
理
に
率
直
で
は
な
い
し
、
従
順

　
　
　
（
1
2
）

で
も
な
い
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
か
り
に
、
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
を
工
揚
機
械
の
延
長
と
す
れ
ば
、
こ
の
新
し
い
種
類
の
労
働
者
は
機
械
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

し
く
は
装
置
を
使
う
と
い
う
意
味
で
、
機
械
が
自
己
の
延
長
で
あ
る
」
と
ケ
リ
ー
は
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
仕
事
に

対
す
る
意
識
は
前
項
で
提
示
し
た
労
働
者
の
仕
事
意
識
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
企
業
の
伝
統
的
な
と
ら
え
方
と
は
全
く
異
質
の
も
の
で
あ
る
。

ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
仕
事
意
識
は
伝
統
的
な
職
務
中
心
で
人
間
の
創
意
を
排
除
す
る
管
理
シ
ス
テ
ム
に
は
と
う
て
い
な
じ
む
も
の
で
は
な

く
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
前
向
き
な
仕
事
意
識
を
積
極
的
に
活
用
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
面
で
の
労
働
者
観
に
つ
い
て
の
発
想
の
転
換
が

必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。

　
第
四
に
は
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
が
従
来
の
労
働
者
像
の
中
に
お
い
て
想
定
さ
れ
て
き
た
以
上
に
強
い
自
主
独
立
の
精

神
に
彩
ら
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
が
注
目
さ
れ
る
。
ケ
リ
ー
は
こ
の
よ
う
な
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
を
「
企
業
家
精
神
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

「
企
業
内
企
業
家
精
神
」
、
「
草
の
根
資
本
主
義
」
と
い
う
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
で
企
業
家
と
は
文
字
ど
お
り
、

事
業
の
創
業
者
で
あ
り
、
本
論
文
の
問
題
関
心
か
ら
は
一
応
は
ず
れ
る
が
、
後
の
二
つ
の
タ
イ
プ
は
伝
統
的
な
労
働
者
像
の
中
に
は
み
ら

れ
な
か
っ
た
独
特
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
の
登
揚
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。
企
業
内
企
業
家
が
め
ざ
す
キ
ャ
リ
ァ
と
し
て
最
も
一
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般
的
な
も
の
は
企
業
内
ベ
ン
チ
ャ
ー
や
社
内
フ
ラ
ン
チ
ャ
イ
ズ
の
道
で
あ
る
。
彼
ら
は
強
い
動
機
を
持
ち
、
独
立
独
行
の
意
気
に
燃
え
る

人
々
だ
が
、
大
企
業
の
保
護
か
ら
抜
け
る
よ
う
な
リ
ス
ク
テ
イ
ク
は
し
な
い
。
彼
ら
は
大
企
業
の
中
で
独
立
の
部
門
を
形
成
し
、
自
分
な

り
の
商
品
ア
イ
デ
ィ
ア
を
考
案
し
、
そ
れ
を
販
売
す
る
こ
と
が
多
い
。

　
一
方
、
草
の
根
資
本
家
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
の
特
徴
は
、
自
分
自
身
を
事
業
そ
の
も
の
と
考
え
、
自
ら
の
職
業
能
力
開
発
の
た
め
に
積
極

的
に
投
資
を
行
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
様
々
な
顧
客
に
対
し
て
で
き
る
だ
け
高
値
で
自
分
を
売
り
込
も
う
と
努
力
を
続
け
る
、
と
い
う
も
の

で
あ
る
。
具
体
的
な
職
業
遍
歴
の
目
標
と
し
て
は
、
専
門
能
力
向
上
の
た
め
の
絶
え
ざ
る
再
投
資
に
よ
る
企
業
内
で
の
地
位
の
安
定
化
、

専
門
的
職
業
能
力
や
知
識
を
活
か
し
た
副
業
収
入
の
確
保
、
フ
リ
；
ラ
ン
ス
の
専
門
職
と
し
て
の
独
立
・
自
営
な
ど
で
あ
る
。
企
業
内
企

業
家
の
揚
合
に
も
、
草
の
根
資
本
家
の
揚
合
に
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、
自
ら
の
キ
ャ
リ
ァ
を
独
力
で
開
拓
し
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢

が
従
来
の
労
働
者
以
上
に
強
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
、
キ
．
ヤ
リ
ア
選
択
の
幅
を
こ
れ
ま
で
よ
り
は
広
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
特
定
の
企
業
の
中
で
し
か
通
用
し
な
い
よ
う
な
キ
ャ
リ
ァ
を
企
業
の
助
け
を
借
り
て
歩
ん
で
い
く
、
と
い
う
考
え
方
は
ゴ
ー
ル
ド

カ
ラ
ー
か
ら
は
支
持
さ
れ
な
い
。
企
業
を
離
れ
て
も
広
い
範
囲
で
社
会
的
に
通
用
す
る
職
業
能
力
の
開
発
を
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
は
望
ん
で

い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
筆
者
は
先
に
、
自
己
充
実
を
志
向
す
る
労
働
倫
理
に
導
か
れ
た
労
働
者
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
述
ぺ
た
。
ゴ
ー
ル

ド
カ
ラ
ー
は
こ
の
う
ち
の
第
一
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
理
解
す

る
第
二
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
像
と
は
、
労
働
内
容
や
働
き
方
に
つ
い
て
企
業
か
ら
与
え
ら
れ
る
ま
ま
に
受
容
す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の

判
断
基
準
に
基
づ
い
て
取
捨
選
択
し
て
い
こ
う
と
す
る
行
動
様
式
を
と
る
点
に
特
質
が
あ
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
の
人
々
に
と
っ
て
は
働
く

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
の
疑
問
は
解
決
ず
み
で
あ
っ
て
、
労
働
が
自
分
の
人
生
の
中
心
的
位
置
を
占
め
る
も
の
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の

に
比
ぺ
れ
ば
、
第
二
の
タ
イ
プ
は
も
っ
と
内
省
的
な
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
働
く
こ
と
以
前
に
自
分
自
身
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
い
う
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も
の
が
ま
ず
は
じ
め
に
あ
り
、
そ
れ
に
合
っ
た
働
き
方
を
自
ら
選
択
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
収
入
や
地
位
の
点
で
充
分

な
も
の
が
得
ら
れ
な
く
て
も
、
働
き
た
い
よ
う
に
働
く
、
と
い
う
の
が
彼
ら
に
と
っ
て
の
最
高
の
労
働
形
態
で
あ
る
。

　
J
・
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
の
『
ワ
ー
キ
ン
グ
フ
リ
ー
』
は
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
に
お
け
る
新
た
な
労
働
者
像
と
し
て
次
第
に
注
目
を
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔦
）

め
る
よ
う
に
な
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
人
々
の
価
値
観
と
就
業
行
動
の
特
質
を
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
フ
リ

ー
ワ
ー
カ
ー
と
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
が
命
名
し
た
こ
の
労
働
者
群
の
意
識
と
行
動
の
特
質
に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
間
題
意
識
に
基
づ
い
て
考
察

し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
は
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
労
働
観
の
担
い
手
が
ど
の
よ
う
な
年
齢
、
世
代
か
ら
出
て
き
て
い
る
の
か
に

つ
い
て
は
あ
ま
り
明
確
に
述
べ
て
は
い
な
い
が
、
ヤ
ン
ケ
・
ピ
ッ
チ
の
い
う
「
ニ
ュ
ー
ブ
リ
ー
ド
」
の
価
値
観
に
言
及
し
、
こ
れ
が
フ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
V

ー
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
意
識
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
中
心
的
勢
力
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は

や
は
り
若
年
層
で
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
に
よ
れ
ば
、
フ
リ
…
ワ
ー
カ
ー
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
労
働
の
あ
り
方
は
、

や
り
た
い
仕
事
を
働
き
た
い
時
に
だ
け
働
き
た
い
揚
所
で
だ
け
働
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
が
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
内
面
的
労
働
倫
理
に

関
わ
る
中
心
的
な
価
値
観
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
価
値
観
が
社
会
か
ら
ド
ロ
ッ
プ
ァ
ウ
ト
し
た
人
々
の
労
働
忌
避
の
思
想
と
は
全

く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
は
強
調
し
て
い
る
。
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
と
は
そ
の
よ
う
な
怠
惰
な
精
神
の
持
ち
主
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
▽
）

「
自
分
の
優
先
順
位
や
価
値
基
準
に
合
う
働
き
方
を
し
よ
う
と
努
力
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
む
し
ろ
能
動
的
な
タ
イ
プ
の
人
間
と
い
っ

て
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
リ
…
ワ
ー
カ
ー
た
ち
が
批
判
し
そ
こ
か
ら
脱
却
を
果
た
し
た
労
働
の
世
界
は
毎
日
決
ま
っ
た
時
間
に
出
勤
し
、
決
ま

り
き
っ
た
仕
事
を
上
か
ら
命
ぜ
ら
れ
る
が
ま
ま
に
行
う
自
律
性
や
創
造
性
か
ら
は
無
縁
な
労
働
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
フ
リ
ー
ワ

ー
カ
ー
の
価
値
観
は
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
の
そ
れ
と
共
通
し
て
い
る
。
だ
が
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
労
働
観
は
、
労
働
に
全
身
全
霊
を
捧
げ
る

よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
、
と
い
う
点
で
は
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
は
フ
ル
タ
イ
ム
で
勤
勉
に
働
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く
こ
と
の
価
値
を
お
と
し
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
自
分
の
生
活
の
中
で
労
働
に
絶
対
的
な
優
先
順
位
を
与
え
る
ワ
ー
ク
ァ
ホ

リ
ッ
ク
的
な
労
働
倫
理
は
、
自
己
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
観
点
か
ら
自
分
に
合
っ
た
働
き
方
を
摸
索
す
る
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
に
は
無
縁
の

も
の
と
い
え
よ
う
。

　
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
は
数
多
く
の
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
か
ら
の
聴
き
取
り
や
取
材
を
行
い
、
事
例
紹
介
に
努
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
多
く
の

人
は
雇
用
労
働
者
で
は
な
く
、
都
市
型
自
営
業
者
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
尊
門
職
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
な
ど
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
ッ
プ

ル
ガ
ス
は
常
用
雇
用
の
従
業
員
と
し
て
の
生
き
方
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
登
揚
の
背
景
に
あ
る
現
代

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
労
働
意
識
の
転
換
と
い
う
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
の
議
論
は
、
本
論
文
の
テ
ー
マ
で
あ
る
雇
用
労
働
の
世
界
に
住
む
通
常
の

従
業
員
の
労
働
意
識
や
労
務
管
理
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
重
要
な
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー

的
な
労
働
者
像
が
従
来
の
ア
メ
リ
カ
企
業
の
中
で
想
定
さ
れ
て
き
た
従
業
員
像
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
、
こ
れ
ま
で
と
同

様
、
雇
用
意
識
、
仕
事
意
識
、
キ
ャ
リ
ァ
意
識
と
い
う
三
つ
の
点
に
わ
た
っ
て
整
理
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
雇
用
意
識
の
最
も
大
き
な
特
徴
は
、
九
時
か
ら
五
時
ま
で
同
じ
工
揚
、
同
じ
事
務
所
に
勤
務
し
て
、
企
業
の
定
め

る
規
則
や
規
律
の
も
と
で
働
く
通
常
の
雇
用
労
働
の
世
界
か
ら
の
脱
却
を
は
か
ろ
う
と
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
た
だ
し
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
は

雇
用
労
働
と
い
う
就
業
形
態
そ
の
も
の
が
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
価
値
観
か
ら
は
受
入
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は

な
い
。
こ
の
著
作
の
中
で
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
駆
的
な
企
業
に
お
い
て
は
フ
リ
ー
ワ
；
カ
ー
の
価
値
観
に
適
合
的
な
雇
用
形
態

（
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
、
ジ
ョ
ブ
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
常
用
パ
ー
ト
、
フ
レ
ク
シ
ブ
ル
な
休
暇
制
度
な
ど
）
が
開
発
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
を
雇
用
す
る
に
あ
た
っ
て
の
あ
る
べ
き
使
用
者
の
姿
勢
に
つ
い
て
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス

は
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。
「
生
活
費
を
稼
ぐ
た
め
に
働
か
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
で
も
自
分
の
時
間
の
過
ご
し
方
を
も
っ
と
意
の
ま
ま

に
決
め
た
い
と
考
え
る
人
が
多
く
な
っ
て
く
る
と
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
人
が
模
範
的
な
使
用
者
に
な
る
。
つ
ま
り
、
従
業
員
そ
れ
ぞ
れ
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の
人
生
の
生
き
方
が
多
様
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
人
で
あ
る
。
そ
し
て
厳
格
な
時
間
枠
の
中
に
押
し
こ
め
な
く
て
も
従
業
員
に
仕
事
を
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

や
ん
と
や
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
き
ち
ん
と
認
め
る
人
で
あ
る
。
」

　
雇
用
を
め
ぐ
る
労
働
者
の
経
済
的
期
待
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
よ
う
な
認
識
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
豊
か
な
社

会
に
お
い
て
は
、
雇
用
関
係
に
お
け
る
経
済
的
報
酬
へ
の
期
待
水
準
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
が
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
の
前
提
で
あ
り
、

フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
経
済
的
報
酬
へ
の
期
待
は
極
大
値
の
追
求
で
は
な
く
、
自
分
の
生
活
時
間
を
犠
牲
に
し
な
い
程
度
の
オ
プ
テ
ィ
マ
ム

な
水
準
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
意
識
に
つ
い
て
は
、
内
在
的
な
動
機
を
満
た
す
よ
う
な
仕
事
内
容
を
選
好
す
る
傾
向
が
強
く
な
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
レ

き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
仕
事
を
通
じ
て
の
自
尊
心
の
満
足
、
創
造
能
力
の
発
揮
、
個
人
の
成
長
」
を
期
待
す
る
こ
と
が

フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
仕
事
意
識
の
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
仕
事
意
識
の
転
換
に
関
す
る
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
の
記
述
の
中
に

は
、
勤
務
形
態
の
柔
軟
化
や
短
時
間
就
労
の
開
発
な
ど
を
強
く
求
め
る
雇
用
意
識
の
転
換
に
関
す
る
記
述
ほ
ど
に
は
強
烈
な
主
張
は
み
ら

れ
な
い
。
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
に
あ
っ
て
は
お
そ
ら
く
は
、
仕
事
内
容
の
選
択
以
上
に
勤
務
形
態
や
就
労
時
間
の
選
択
の
方
が
よ
り
い
っ
そ

う
重
要
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い
て
は
、
自
分
自
身
の
人
生
設
計
の
中
で
各
人
が
多
様
な
キ
ャ
リ
ァ
設
計
を
模
索
し
て
い
る
、

と
い
う
点
が
特
徴
で
あ
る
。
労
働
時
間
の
自
己
管
理
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
る
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
は
、
生
涯
労
働
時
間
を
ど
の
よ
う
な
職

種
に
ど
の
よ
う
に
配
分
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
自
ら
決
定
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
フ
リ
ー
ワ
ー

カ
ー
の
職
歴
は
狭
い
専
門
分
野
に
特
化
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
様
々
な
領
域
の
仕
事
を
遍
歴
し
て
い
く
傾
向
が
あ
る
。
標
準
的
な
職
業

生
涯
の
設
計
と
い
う
考
え
方
は
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
は
な
じ
ま
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
0
3

　
こ
の
項
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
の
中
に
出
現
し
た
新
し
い
労
働
者
像
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
と
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
と
い
　
4
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う
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
を
取
り
上
げ
、
そ
の
内
面
的
労
働
倫
理
と
従
業
員
意
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
意
識
と
行
動
は
著
し
く
異
な
っ
て
お
り
、
対
極
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、

こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
登
場
は
伝
統
的
な
労
働
者
観
に
固
執
す
る
経
営
者
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
発
想
の
転
換
を
は
か
る
必

要
性
を
さ
し
示
し
て
い
る
点
で
共
通
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
雇
用
が
も
た
ら
す
報
酬
に
関
す
る
労
働
者
の
評
価

基
準
は
き
わ
め
て
多
元
化
し
て
お
り
、
経
済
的
な
効
用
と
い
う
観
点
の
み
の
配
慮
だ
け
で
は
不
十
分
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
9
W
L
思

想
が
重
視
し
た
よ
う
な
企
業
と
の
長
期
的
な
雇
用
関
係
の
継
続
は
必
ず
し
も
期
待
さ
れ
て
は
い
な
い
。
仕
事
内
容
に
対
す
る
労
働
者
の
姿

勢
は
決
し
て
受
動
的
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
積
極
的
な
能
力
発
揮
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
な
種
類
の
仕
事
が
必
要
に
な
っ
て
い
る
。
し

か
も
仕
事
の
や
り
が
い
を
評
価
す
る
基
準
は
か
な
り
き
び
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
労
働
者
の
志
向
は
ま
す
ま
す

自
発
性
、
多
様
性
の
度
合
い
を
強
め
て
お
り
、
企
業
が
内
部
昇
進
等
の
ル
ー
ト
を
用
意
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
キ
ャ
リ
ァ
設
計
を
さ
せ
て
い

く
よ
う
に
誘
導
す
る
こ
と
は
む
づ
か
し
い
。
以
上
の
よ
う
な
諸
点
に
つ
い
て
経
営
者
が
今
後
認
識
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ら

の
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
登
揚
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
－
）
　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
公
共
的
な
立
揚
か
ら
問
題
提
起
を
行
っ
た
の
が
著
名
な
報
告
書
が
『
ワ
ー
ク
イ
ン
ァ
メ
リ
カ
』
で
あ
る
。

　
　
ω
需
。
芭
↓
鐘
｛
悶
a
8
8
仲
げ
o
ω
o
。
『
。
霞
蔓
o
h
頃
邑
二
ど
国
身
。
毬
9
帥
＆
薯
Φ
一
3
β
≦
o
『
犀
5
＞
ヨ
。
『
8
p
ζ
昌
℃
『
。
し
。
団
・
一
〇
N
9

　
（
2
）
　
拙
著
『
新
し
い
労
働
組
織
の
研
究
』
中
央
経
済
社
、
一
九
八
五
年
。
拙
稿
「
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
Ω
W
」
へ
の
関
心
と
労
使
の
対
応
、
」

　
　
法
政
大
学
大
原
社
会
問
題
研
究
所
（
編
）
『
労
働
の
人
間
化
』
総
合
労
働
研
究
所
、
一
九
八
六
年
（
第
二
章
）
。

　
（
3
）
刃
h
臼
諄
ぎ
p
．
δ
幕
母
【
9
曹
巴
ξ
。
「
≦
。
ま
夷
霞
ρ
、
、
互
い
国
評
≦
翼
呂
＞
・
中
Ω
・
①
『
N
一
∫
①
q
ω
為
ゴ
Φ
O
P
一
帥
耳
。
隔
≦
。
『
，

　
　
κ
ぎ
α
費
＝
δ
閏
『
8
b
羅
器
噂
一
〇
M
“
く
o
一
・
ご
℃
マ
8
も
丼

　
（
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
た
と
え
ば
、
小
池
和
男
『
職
揚
の
労
働
組
合
と
参
加
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
七
七
年
の
第
二
章
、
第
三
章
が
参
考
に

　
　
な
る
。
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（（（（（（（（（（（（（（（1918171615141312111098765
）））））））））））））））

小
括

稲
上
毅
「
産
業
社
会
と
労
働
の
人
間
化
」
生
産
性
労
働
時
報
第
一
七
九
号
、
一
九
八
五
年
、
七
頁
。

R
．
E
・
ケ
リ
ー
（
徳
山
二
郎
訳
）
『
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
』
リ
ク
ル
ー
ト
出
版
部
、
一
九
八
五
年
。

同
書
、
三
二
頁
。

同
書
、
一
〇
一
頁
。

同
書
、
一
二
〇
頁
。

同
書
、
一
二
八
頁
。

同
書
、
一
四
九
頁
。
　
　
　
　
　
　
　
．

同
書
、
三
三
頁
。

同
書
、
三
〇
頁
。

同
書
一
五
五
～
一
五
六
頁
。

」
・
ア
ッ
プ
ル
ガ
ス
（
川
喜
多
喬
訳
）
『
ワ
ー
キ
ン
グ
フ
リ
ー
』
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
。

同
書
、
五
四
～
五
五
頁
。

同
書
、
二
五
二
頁
。

同
書
、
二
二
八
頁
。

同
書
、
六
五
頁
。

　
本
章
で
は
ま
ず
は
じ
め
に
ヤ
ン
ケ
ロ
ビ
ッ
チ
の
若
者
論
を
手
が
か
り
と
し
て
戦
後
生
ま
れ
世
代
労
働
者
の
労
働
意
識
が
旧
世
代
の
そ
れ

と
比
べ
て
ど
の
よ
う
な
点
で
異
な
っ
て
き
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
伝
統
的
な
自
己
抑
制
的
な
労
働
倫
理
に
代
わ
っ
て
、
自
己

充
実
を
志
向
す
る
労
働
倫
理
が
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
両
世
代
を
分
か
つ
決
定
的
な
相
違
点
で
あ
る
と
い
う
の
が
ヤ
ン
ケ
・
ビ
ッ
チ
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の
主
張
で
あ
る
。
労
働
者
意
識
の
世
代
間
比
較
を
行
う
た
め
の
デ
ー
タ
は
必
ず
し
も
充
分
に
そ
ろ
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
が
、
数

少
な
い
デ
ー
タ
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
、
上
記
の
仮
説
を
支
持
す
る
結
果
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
自
己
充
実
を
志
向
す
る
労
働
者
像
の
増
大
は
企
業
の
伝
統
的
な
労
務
管
理
の
方
式
に
対
し
て
見
直
し
を
迫
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。
何

故
な
ら
、
従
来
の
ア
メ
リ
カ
企
業
の
典
型
的
な
労
務
管
理
の
方
式
は
、
自
己
充
実
志
向
の
労
働
者
像
を
全
く
想
定
し
て
お
ら
ず
、
労
働
に

対
す
る
自
己
抑
制
的
な
価
値
観
を
持
つ
労
働
者
像
を
念
頭
に
お
い
て
組
み
立
て
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
労

働
者
観
は
今
世
紀
初
頭
に
登
揚
し
た
テ
イ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
以
来
の
伝
統
と
し
て
ア
メ
リ
カ
企
業
の
中
に
定
着
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
労
務

管
理
方
式
に
お
い
て
は
、
よ
り
具
体
的
な
従
業
員
と
し
て
の
意
識
に
つ
い
て
は
、
経
済
的
報
酬
の
み
に
関
心
を
抱
く
雇
用
意
識
、
創
造
性

や
能
力
発
揮
意
欲
に
乏
し
い
仕
事
意
識
、
狭
い
尊
門
領
域
に
限
定
さ
れ
た
キ
ャ
リ
ァ
意
識
が
想
定
さ
れ
て
き
た
。

　
こ
の
よ
う
な
労
働
者
像
、
従
業
員
像
を
想
定
し
て
作
ら
れ
た
労
務
管
理
の
し
く
み
が
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
労
働
者
の
価
値
観
を
前
に
し

て
適
合
的
で
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
か
か
る
状
況
の
も
と
で
一
部
の
企
業
が
試
み
た
改
革
の
試
み
が
、
9
W
L
の

思
想
に
よ
る
労
務
管
理
方
式
の
変
更
（
新
し
い
労
働
経
織
の
導
入
な
ど
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
企
業
は
、
労
働
者
が
雇
用
に
関
し
て
も
、

仕
事
に
関
し
て
も
、
キ
ャ
リ
ァ
に
関
し
て
も
伝
統
的
な
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
想
定
よ
り
も
も
っ
と
は
る
か
に
多
面
的
な
欲
求
の
充
足
を
企
業

に
対
し
て
求
め
て
い
る
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
発
想
を
転
換
し
、
労
働
者
を
、
長
期
継
続
的
に
雇
用
す
る
中
で
育
成
し
て
い
く
べ
き
資
源
と

し
て
捉
え
直
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
部
の
企
業
が
9
W
L
思
想
に
基
づ
い
て
作
り
上
げ
、
育
て
よ
う
と
し
て
い
る
以
上
の
よ
う
な
労
働
者
像
と
は
全
く
別
個
に
、
ア
メ
リ

カ
の
若
年
労
働
者
の
間
に
出
現
し
て
き
た
新
し
い
労
働
者
像
と
し
て
、
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
と
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
と
い
う
二
つ
の
タ
イ
プ
の

労
働
者
像
が
あ
る
。
本
章
の
最
後
の
部
分
で
は
こ
れ
ら
の
全
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
内
面
的
労
働
倫
理
と
従
業
員
意
識
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
検
討
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
は
テ
イ
ラ
リ
ズ
ム
の
想
定
と
は
全
く
異
な
る
労
働
倫
理
と
労
働
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者
意
識
の
持
ち
主
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
9
W
L
思
想
の
中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
労
働
者
像
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
「
新

し
い
労
働
組
織
」
も
ま
た
彼
ら
の
労
働
意
識
に
対
し
て
適
合
的
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
今
の
と
こ
ろ
は
大
多
数
の
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者

が
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
や
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
よ
う
な
意
識
と
行
動
の
持
ち
主
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
証
拠
は
な
い
け
れ
ど
も
、
第
一
節
や

第
二
節
で
示
し
た
若
年
労
働
者
を
中
心
と
す
る
価
値
観
の
転
換
の
方
向
は
明
ら
か
に
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
や
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
増
大
を
予

想
さ
せ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
の
意
識
と
行
動
は
著
し
く
異
な
っ
て
お
り
、
対
極
的
な
関
係
に
あ
る
と
い

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
つ
の
タ
イ
プ
の
労
働
者
は
企
業
が
伝
統
的
な
労
働
者
像
か
ら
の
脱
却
し
て
労
働

者
に
対
す
る
発
想
を
転
換
し
て
い
く
揚
合
に
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
根
本
的
な
認
識
と
し
て
共
通
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
雇
用
が
も
た
ら
す
報
酬
に
関
す
る
労
働
者
の
評
価
基
準
は
き
わ
め
て
多
元
化
し
て
い
る
と
と
も
に
、
長
期
的
な
雇
用
関
係
の
継

続
は
必
ず
し
も
期
待
し
て
い
な
い
。
仕
事
内
容
に
対
す
る
労
働
者
の
姿
勢
は
決
し
て
受
動
的
で
は
な
く
な
っ
て
お
り
、
か
な
り
高
次
な
欲

求
水
準
を
抱
い
て
い
る
。
キ
ャ
リ
ア
に
対
す
る
労
働
者
の
志
向
は
ま
す
ま
す
自
発
性
、
多
様
性
の
度
合
い
を
強
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

方
向
へ
の
労
働
者
意
識
の
転
換
へ
の
対
応
が
こ
れ
か
ら
の
ア
メ
リ
カ
の
企
業
が
労
務
管
理
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
の
課
題
と
な
っ
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。

第
三
章
　
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
変
容

第
一
節
意
識
調
査
に
表
れ
た
若
年
労
働
者
意
識
の
変
化

前
章
で
は
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
若
年
労
働
者
を
中
心
と
し
て
顕
著
に
現
れ
て
き
た
労
働
意
識
の
変
容
の
実
態
を
明
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ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
の
自
己
充
実
志
向
の
労
働
者
意
識
が
ア
メ
リ
カ
企
業
の
伝
統
的
な
労
務
管
理
の
発
想
と
の
間

に
ど
の
よ
う
な
ギ
ャ
ッ
プ
を
生
み
出
し
て
き
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
た
。
本
章
で
は
、
同
様
な
問
題
意
識
の
う
え
に
立
っ
て
、

わ
が
国
の
動
向
に
関
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
序
章
に
お
い
て
も
記
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
本
章
で
行
う
の
は
あ
く
ま
で
も

予
備
的
な
考
察
で
あ
る
。
わ
が
国
の
伝
統
的
な
労
務
管
理
制
度
の
中
で
想
定
さ
れ
て
き
た
労
働
者
像
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
今
日

の
労
働
者
意
識
の
変
容
が
既
存
の
労
務
管
理
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぽ
し
て
い
る
の
か
、
と
い
っ
た
点
に
関

す
る
本
格
的
な
解
析
は
後
日
に
委
ね
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
、
労
働
者
意
識
の
変
容
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
日

米
比
較
の
観
点
か
ら
注
目
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
論
点
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
た
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
わ
が
国
の
労
働
者
意
識
の
変
容
を
労
務
管
理
に
対
す
る
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
す
る
場
合
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
今
日
の
わ
が
国
大
企
業
に
み
ら
れ
る
典
型
的
な
労
務
管
理
の
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
た
起
点
は
第
二
次
大
戦
後
の

期
時
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
に
比
ぺ
れ
ば
そ
の
歴
史
が
は
る
か
に
浅
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
問
題
の
設
定
は
ア
メ
リ

カ
よ
り
は
短
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
の
中
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
趨
勢
的
変
化
を
考
察
す
る

に
あ
た
っ
て
は
、
戦
前
生
ま
れ
労
働
者
と
戦
後
生
ま
れ
労
働
者
の
比
較
と
い
う
長
い
タ
イ
ム
ス
パ
ン
で
問
題
を
設
定
す
る
方
法
が
有
益
で

あ
っ
た
が
、
わ
が
国
の
労
働
者
に
つ
い
て
同
様
の
作
業
を
行
う
さ
い
に
は
、
戦
後
生
ま
れ
世
代
労
働
者
の
中
で
意
識
が
ど
う
変
わ
っ
て
き

て
い
る
の
か
と
い
う
点
を
含
む
、
よ
リ
キ
メ
の
細
か
い
分
析
視
角
が
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
に
立
っ
て
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
を
実
証
的
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
議
論

し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
種
の
議
論
の
た
め
の
実
証
的
な
デ
ー
タ
は
、
わ
が
国
に
つ
い
て
も
豊
富
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ

で
は
経
時
比
較
が
可
能
な
若
年
層
を
対
象
に
し
た
労
働
者
意
識
調
査
の
デ
ー
タ
と
し
て
三
つ
の
調
査
の
結
果
を
活
用
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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（
1
）

　
第
一
項
日
本
生
産
性
本
部
の
調
査

　
日
本
生
産
性
本
部
は
一
九
七
一
年
以
来
毎
年
春
に
、
新
入
社
員
を
対
象
と
し
て
「
働
く
こ
と
の
意
識
調
査
」
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
の

調
査
の
対
象
者
は
生
産
性
本
部
が
毎
年
実
施
し
て
い
る
新
入
社
員
研
修
へ
の
各
企
業
か
ら
の
参
加
者
で
あ
る
。
一
九
七
四
年
調
査
か
ら
は
、

さ
ら
に
、
入
社
三
～
五
年
目
の
在
社
員
に
対
し
て
も
同
じ
質
問
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
回
答
結
果
に
つ
い
て
は
、
年
齢
、
性
、
学

歴
等
の
属
性
別
構
成
が
コ
ン
ト
・
ー
ル
さ
れ
て
お
ら
ず
、
主
と
し
て
総
計
の
集
計
の
み
が
公
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
難
点
は
あ
る
け
れ
ど

も
、
ほ
ぼ
同
様
の
属
性
と
考
え
ら
れ
る
労
働
者
群
に
対
し
て
十
数
年
に
わ
た
っ
て
同
一
の
質
問
を
た
ず
ね
て
い
る
こ
の
調
査
は
、
本
論
文

の
テ
ー
マ
に
と
っ
て
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
貴
重
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
各
年
、
こ
と
の
調
査
回
答
者
総
数
は
い
く
ぶ
ん
変

動
し
て
い
る
が
、
新
入
社
員
に
つ
い
て
は
お
お
む
ね
七
〇
〇
〇
か
ら
一
万
名
ほ
ど
で
あ
り
、
在
社
員
は
お
お
む
ね
一
〇
〇
〇
か
ら
一
五
〇

〇
名
程
度
で
あ
る
。

　
以
下
に
お
い
て
は
、
「
働
く
こ
と
の
意
識
調
査
」
の
中
か
ら
、
回
答
結
果
の
時
系
列
的
な
変
化
が
著
し
く
見
ら
れ
た
項
目
を
取
り
上
げ
、

若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
世
代
的
な
変
化
と
い
う
観
点
か
ら
そ
の
意
味
を
探
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
第
3
．
1
表
は
「
働
く
目
的
」
に
つ
い
て
の
意
識
の
変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
新
入
社
員
に
つ
い
て
も
在
社
員
に
つ
い
て
も
「
経

済
的
に
豊
か
な
生
活
を
送
り
た
い
」
と
回
答
す
る
人
の
比
率
が
増
大
し
続
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
に
つ
い
て
は
、
経
済
的

効
用
の
み
を
求
め
る
労
働
意
識
は
む
し
ろ
減
退
の
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
わ
が
国
の
動
向
は
そ
れ
と
は
反
対
の
方
向
に

向
か
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
経
済
的
効
用
を
重
視
す
る
労
働
観
が
若
年
労
働
者
の
間
に
広
ま
り
つ
つ
あ
る
こ
と
は
第
3
・
2
表
か
ら

も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
残
業
に
対
す
る
意
識
と
し
て
「
手
当
が
も
ら
え
る
か
ら
や
っ
て
も
よ
い
」
と
回
答
す
る
人
の
比
率
が
一
九

七
二
年
以
来
の
一
五
年
間
に
着
実
に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
0

　
第
3
．
3
表
は
「
あ
な
た
は
、
仕
事
と
生
活
に
つ
い
て
、
ど
ち
ら
を
中
心
に
考
え
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
回
答
を
各
年
ご
と
に
比



一橋大学研究年報　社会学研究　25

　　　　　　　　　　第3・1表新入社員のr働く目的」

　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッコ内の数値は入社3解5年目の在社員の回答）

働く目的について，あなたは，次のどれが自分の心に近いと思いますか。 （％）

経済的に豊か

生活
を送
い

社会的にえら

なり

い

楽しい
活を
たい

自分の
力を
めす
き方
した

、

企業の
展の
めに
くし

い

社会の
めに
に立
たい

世の中に背を

けて
自分
りに

きた
、

その日
の日
のん
にや

てい
たい

その他

1971 18 3 34 31 1 4 4 3 2
1972 19 2 28 34 1 5 5 2 3
1973 22 2 31 31 一 5 4 2 3
1974 20（21） 2（2） 31（25） 33（36） 一（0） 5（5） 4（3） 2（3） 3（5）

1975
976 網

2
（
1
）
2
（
1
）

52（27）28（32） 32（29）37（24） 一（0）一（1）
4
（
3
）
5
（
4
）

4
（
4
）
3
（
3
）

2
（
3
）
2
（
2
）

3
（
5
）
3
（
3
）

1977 22（30） 2（1） 31（28） 32（28） 一（1） 5（3） 4（3） 2（3） 2（4）

1978 23（30） 2（1） 30（30） 33（25） 一（o） 5（3） 3（3） 1（3） 3（4）

1979
980 鍛／

2
（
1
）
2
（
2
）

29（31）32（27） 33（23）30（28） 一（1）1（o）
6
（
3
）
5
（
2
）

3
（
3
）
3
（
3
）

1
（
2
）
1
（
1
）

3
（
4
）
2
（
2
）

1981 26（34） 2（2） 28（30） 30（26） 0（1） 6（3） 3（2） 1（2） 3（2）

1982 27（34） 2（2） 29（31） 30（23） 0（0） 5（3） 3（2） 1（2） 2（3）

1983 28（33） 2（3） 29（32） 29（22） 1（1） 5（4） 3（2） 1（2） 3（3）

1984 28（34） 2（2） 29（31） 30（24） 1（o） 5（3） 3（2） 1（2） 3（2）

1985 27（35） 2（1） 31（30） 28（24） 1（1） 5（3） 3（1） 1（1） 2（3）

1986 29（35） 2（2） 30（30） 28（25） o（o） 5（4） 2（2） 1（2） 2（2）

　資料出所：日本生産性本部『働くことの意識調査報告書』1986年

　注1横ケイはその年度に回答項目がなかったことを示す。

　　　　　　　第3・2表新入社員の残業への意識

　　　　　　　　　　　　　　　　　（カッコ内の数値は入社3－5年目の在社員の回答）

残業について，あなたはどう思いますか。 （％）

手当がもらえるから 手当にかかわらず仕 手当がもらえてもや
やってもよい 事だからやる りたくない

1971 54 22 22
1972 28 55 16
1973 43 36 21
1974 41（23） 38（51） 21（26）

1975 44（26） 39（49） 17（24）

1976 44（25） 42（51） 13（24）

1977 46（22） 39（57） 15（21）

1978 48（27） 38（54） 13（20）

1979 45（28） 43（51） 12（21）

1980 50（28） 36（49） 14（23）

1981 50（31） 39（51） 11（18）

1982 52（32） 37（51） 10（17）

1983 52（32） 39（51） 9（16）

1984 51（34） 38（50） 10（16）

1985 54（32） 37（51） 9（17）

1986 5ヰ（37） 37（48） 10（16）

資料出所：第3・1表に同じ
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　　　　　　　　　第3・3表　新入社員にとっての仕事と生活

　　　　　　　　　　（カッコ内の数値は入社3削5年目の在社員の回答）

あなたは，仕事と生活について，どちらを中心に考えますか。 （％）

ひ
」
中
活
生

　
　
　
さ
ノ
）
）
）
）
§
書
）
　
　
　
1
7
1
0
0
2
3
9
1
1
9
3
2
　
　
　
⑫
σ
⑫
⑫
⑫
⑫
⑫
G
⑫
⑫
σ
⑫
⑫
1
5
1
6
1
8
1
8
1
7
1
2
1
5
1
5
1
6
1
8
1
5
1
6
1
4
1
5
1
6
1
4

　　
留
圏
罵
躍
周
謬
7
0
6
9
6
9
7
1
7
2
7
5
7
4
乃
7
4
7
2
7
6
7
5
7
6
7
6
7
6
7
9

δ
」
中
事
仕

　
　
　
の
の
D
召
の
の
D
の
の
の
男
　
　
　
1
1
1
1
1
　
　
　
1
1
1
1
　
　
　
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
（
5
4
3
1
1
2
1
0
0
0
9
9
9
9
8
7
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

脇
雛
％
誘
誘
謝
講
嶽
郷
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

資料出所＝第3・1表に同じ。

あなたは

　　第3・4表新入社員にとっての職揚での生きがい
　　　　　（カッコ内の数値は入社3－5年目の在社員の回答）

職揚ではどんなときに一番“生きがい”を感じますか。 （％）

自分の
事を
成し
とき

いい上
に恵
れた
き

自分の
事が
要だ
認め
れた

仕事に
任を
たさ

たと

自分が
歩向
して

ると
ずる

仕事が
もし
いと
ずる
き

仲間同
がし
くり

って
ると

賃金，

利厚
施設，

業環
等が

とき とき き 良いと

1971
1972 25

一 8 11 17 28 2 1
1973 25 2 9 10 17 27 3 1
1974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986

2
3
（
2
4
）
2
2
（
2
4
）
2
2
（
1
9
）
2
2
（
2
2
）
2
2
（
2
1
）
2
0
（
1
9
）
2
0
（
2
3
）
2
1
（
2
2
）
2
1
（
2
3
）
2
1
（
2
2
）
2
4
（
2
1
）
1
9
（
2
1
）
2
0
（
2
3
）

1
（
2
）
1
（
2
）
1
（
2
）
1
（
2
）
1
（
1
）
1
（
3
）
2
（
3
）
2
（
2
）
2
（
2
）
1
（
2
）
1
（
2
）
2
（
1
）
2
（
2
）

9（8）9（9）
／
．
l
！
1
0
（
1
0
）
1
0
（
1
0
）
9
（
9
）
9
（
1
2
）
1
0
（
1
0
）
9
（
1
1
）
9
（
1
1
）
9
（
1
2
）
9
（
1
1
）

1
0
（
1
2
）
1
0
（
1
4
）
9
（
1
4
）
8
（
1
3
）
鵬
8
（
1
1
）
8
（
1
2
）
8
（
1
1
）
9
（
1
1
）
8
（
1
1
）
7
（
1
0
）
8
（
1
0
）

1
9
（
2
3
）
1
8
（
1
8
）
2
0
（
2
1
）
1
8
（
2
1
）
1
7
（
2
0
）
1
7
（
1
8
）
1
5
（
1
7
）
1
6
（
1
9
）
1
5
（
1
9
）
1
4
（
1
6
）
1
5
（
1
8
）
1
5
（
1
7
）
1
6
（
1
8
）

3
0
（
2
1
）
2
9
（
2
0
）
3
0
（
2
2
）
3
1
（
2
1
）
3
2
（
2
4
）
3
3
（
2
4
）
3
4
（
2
4
）
3
5
（
2
2
）
3
4
（
2
3
）
3
5
（
2
2
）
3
3
（
2
3
）
3
4
（
2
4
）
3
5
（
2
5
）

3
（
2
）
4
（
4
）
3
（
5
）
3
（
3
）
4
（
2
）
4
（
5
）
5
（
5
）
4
（
4
）
5
（
5
）
5
（
5
）
5
（
4
）
6
（
6
）
5
（
5
）

1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
1
）
1
（
2
）
1
（
2
）
1
（
o
）
1
（
1
）
1
（
1
）

資料出所：第3・1表に同じ。
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　　　　　　　　　第3・5表　新入社員の職揚規律への意識

　　　　　　　　　　（カッ＝内の数値は入社3－5年目の在社員の回答）

職場には，いろいろな規則や規律がありますが，あなたはどう思いますか。　（％）

守るのは当たり前だ
揚合によっては

らない
個人をしばるこ

は不都合だ

1971 53 41 5
1972 61 32 6
1973 62 32 6
1974 62（55） 32（38） 6（7）

1975 67（56） 28（39） 5（6）

1976 70（56） 25（39） 4（5）

1977 70（61） 26（34） 4（5）

1978 73（60） 23（35） 4（5）

1979 75（61） 20（34） 5（5）

1980 71（67） 22（28） 7（5）

1981 72（63） 23（33） 6（5）

1982 73（60） 21（35） 5（5）

1983 76（59） 19（35） 5（6）

1984 74（60） 21（32） 6（8）

1985 73（58） 21（36） 6（6）

1986 74（55） 20（37） 7（8）

資料出所：第3。1衷に同じ。

較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
仕
事
中
心
」
と
い
う
価
値
観
の
若
者
は
減
少

傾
向
に
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
代
わ
り
に
「
生
活
中
心
」
と

い
う
価
値
観
の
若
者
が
増
え
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
仕
事

と
生
活
の
両
立
」
と
い
う
、
仕
事
も
生
活
も
と
も
に
重
視
し
て
両
者
の

間
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
ろ
う
と
す
る
価
値
観
を
持
つ
若
者
が
大
多
数
を
占

め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
3
・
4
表
は
「
あ
な
た
は
、
職
揚
で
は
ど
ん
な
時
に
一
番
生
き
が

い
を
感
じ
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
回
答
を
各
年
、
こ
と
に
比
較
し
た

も
の
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
職
揚
の
人
間
関
係
や
労
働
条
件
を
生
き
が

い
の
要
因
と
し
て
あ
げ
る
人
は
少
数
派
で
あ
り
、
大
部
分
の
人
は
仕
事

そ
の
も
の
に
直
結
す
る
こ
と
が
ら
を
生
き
が
い
の
要
因
と
し
て
あ
げ
て

い
る
。
た
だ
し
そ
の
中
で
も
、
「
仕
事
が
お
も
し
ろ
い
と
感
ず
る
時
」

と
い
う
回
答
を
選
ん
だ
人
の
比
率
は
こ
の
一
六
年
の
間
に
明
ら
か
に
増

加
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
仕
事
の
や
り
が
い
を
「
お
も
し
ろ
さ
」
と
い

う
感
性
的
な
次
元
で
と
ら
え
る
若
者
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
か

ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
第
3
・
5
表
は
、
職
揚
の
規
則
や
規
律
に
対
す
る
意
識
に

関
す
る
回
答
を
各
年
ご
と
に
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
守
る
の
は
当
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労働者意識の変容と労務管理の課題

　　　（％）

□1970年
匡ヨ1975年

囮1980年
目1985年

　　　　　　　　第3・1図　青少年全体の勤労観（15－24歳）

入はどういう気持で働くことが大切だと思いますか

20．9

聾，

蝋45’1

35．6

お金を得るために働く

働くことは社会人としての
つとめである

講・

30．3

自分の才能をのばすために
働く

資料出所：総理府青少年対策本部r青少年の連帯感などに関する調査」第1回（1970年）・第2回（1975

　　　　年），　第3回　（1980年），　第4回　（1985年）

た
り
前
だ
」
と
回
答
す
る
新
入
社
員
の
比
率
が
こ
の
エ
ハ
年
の
間
に
大
き
く

増
大
し
て
い
る
。
若
年
労
働
者
が
職
場
規
律
に
対
し
て
従
順
な
態
度
を
強
め

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
は
前
章
で
明
ら
か
に
し
た
ア
メ
リ
カ
の
動
向

と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
第
二
項
青
少
年
の
連
帯
感
な
ど
に
関
す
る
調
査

　
こ
の
調
査
は
総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
が
一
九
七
〇
年
以
来
、
五
年
お
き

に
一
五
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
の
青
少
年
を
対
象
に
実
施
し
て
い
る
調
査
で
あ

る
。
労
働
者
意
識
を
み
る
う
え
で
は
い
く
ぶ
ん
年
齢
層
が
若
年
層
に
か
た
よ

り
す
ぎ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
難
が
あ
る
が
、
大
規
模
な
数
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル

サ
ン
プ
ル
を
対
象
と
し
た
貴
重
な
デ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
調
査
の
有
業
者
の
回
答
サ
ン
プ
ル
数
は
、
一
九
七
〇
年
度
が
七

二
八
五
〇
名
、
一
九
七
五
年
度
が
九
〇
一
名
、
一
九
八
○
年
度
が
八
一
五
名
、

一
九
八
五
年
度
が
七
九
五
名
で
あ
る
。

　
第
3
・
1
図
は
労
働
者
以
外
の
サ
ン
プ
ル
も
含
め
た
青
少
年
層
全
般
の
、

労
働
に
対
す
る
基
本
的
な
価
値
意
識
に
関
す
る
質
問
へ
の
回
答
結
果
を
経
時

比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
お
金
を
得
る
た
め
に
働
く
」
と
い
う
回
答
を
し

た
人
が
一
九
七
〇
年
（
二
〇
・
九
％
）
以
来
増
え
続
け
、
一
九
八
五
年
に
は
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三
一
・
七
％
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
第
3
・
2
図
で
も
、
希
望
す
る
職
揚
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
「
収
入
が
多

い
職
場
」
と
回
答
す
る
青
少
年
の
比
率
が
年
々
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
金
銭
重
視
の
勤
労
観
を
持
つ
若
者
が
増
加
し
た

と
い
う
、
生
産
性
本
部
の
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
と
同
様
の
事
実
が
こ
の
調
査
か
ら
も
発
見
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　　　　　　　　　　　　一橋大学研究年報　社会学研究　25

　第3・2図　青少年（15～24歳）全体で見た希望する職揚

あなたはどんな職場（または職業）で働きたいと思いますか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

自分の才能が
生かせる職場

気持ちのよい
人が多い職場

収入が
多い職場

将来の不安が
ない職場

イ木日段力ごとれ、

残業の少ない
職場

63・4　□1970年
62．7
　66．9圃1975年
61．1　［乙11980年

　　目1985年

．・

・：・：・＝　り：49，5

　　　52．7

　　　50．8
　　　49．5

36，2
÷37．1

　
　
1
3

6
　
　
　
．
　
－

翫
2
庶
2
0
舷
8
3
8

　40．7

　40．6

36．1
。：38．9

　41．1

34．4

人のためになる：：：

仕事をする職場

仕事が
らくな職場

かっこいい職場ン

注：選択にはほかに，

資料出所：

「この中にはない」があるo

第3・1図に同じ。
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第
3
．
3
図
は
青
少
年
有
業
者
の
職
場
へ
の
満
足
度
を
経
時
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
男
子
に
つ
い
て
は
満
足
度
が
年
々
上
昇
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
3
．
4
図
は
不
満
の
内
容
に
つ
い
て
の
回
答
結
果
の
経
時
比
較
で
あ
る
。
最
も
明
確
に
現
れ
た
傾
向
と
し
て
指
摘

で
き
る
の
は
、
「
輩
の
内
容
奮
盆
合
わ
な
い
こ
と
」
を
不
満
の
内
容
と
し
て
あ
げ
る
青
少
年
の
比
率
輩
毫
大
し
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
仕
事
の
内
容
に
対
す
る
欲
求
水
準
の
高
次
化
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
に
見
ら
れ
た
の
と
同
様
の
傾
向
が
こ
の
背

後
に
は
存
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
「
働
く
時
間
や
休
暇
に
不
満
が
あ
る
こ
と
」
と
回
答
し
た
人
の
比
率
が
一
九
八
五
年
に

お
い
て
四
〇
．
二
％
に
ま
で
急
増
し
た
ア
｝
と
も
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
生
産
性
本
部
の
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
・
仕
事
中
心
の
価

値
観
が
若
年
労
働
者
の
間
で
減
少
し
て
い
る
こ
と
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

労働者意識の変容と労務管理の課題

　　　第3・3図　職揚への満足度

青少年（15～24歳，有業者，男女別）

あなたは今の職場（または職業）に満足していま
すか、それとも不満足ですか。
青少年（15～24歳有業者、男女別）

　　　　　71．1
　　　　　　ハヤ
　　　　　！■　＼一一一68．0　67．6
　　　　／　　　　　　　　　　　　　　　　『』、
　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、、
　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヤリ

61．8／　　　　　　　　65，7
　／　　　　　　　　　　64．0

　60．4　　　　 60．4

一男子
←一一 子

％
7
0

60

50

0
　　1970年　　1975年　　1980年　　1985年

注＝数値はr満足」，「やや満足」を回答した人の合計の比率。

資料出所二第3・1図1こ同し。

　
第
3
．
5
図
は
青
少
年
層
雇
用
者
の
勤
務
先
企
業
へ
の
定
着
志
向

を
経
時
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
調
査
で
は
二
割
近
く

い
た
「
自
立
し
て
仕
事
を
は
じ
め
た
い
」
と
い
う
人
が
以
後
大
き
く

減
少
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
雇
用
労
働
者
以
外
の
キ
ャ
リ

ァ
を
進
ん
で
い
こ
う
と
考
え
る
若
年
層
は
全
く
の
少
数
派
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
．
）
の
点
に
つ
い
て
だ
け
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、
企

業
へ
の
定
着
志
向
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
こ
の
一
五
年
の
間
に
、

と
く
に
強
く
な
っ
た
と
も
、
弱
く
な
っ
た
と
も
言
え
な
い
。
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一橋大学研究年報　社会学研究　25

　　　　　　第3・4図職揚への不満の内容（15～24歳，有業者）

（職場または職業について「不満」または「やや不満」の人に対して）
それはどんなことですか。（多重回答、いくつでも。）

賃金や待遇がよくないこ
と

自分の意見が生かされな
いこと

働く時間や休暇に不満が
あること

上役の理解がないこと

仕事の内容が自分に合わ
ないこと

将来が不安定であること

仕事が単純すぎてつまら
ないこと

39．2

44．0

35．5

41．7

18．6
∫13．7

12．5

13．5

32．8
．27．5

　32．2

40．2

□1970年
圃1975年
EZ］1980年

目1985年

20．6

13．0

22．0

17．7

20．8

25．0

26，0

26．7

21．1

22。9

18．3

17．3

9
1
9
0
1
217．2

17．3

注：選択時にはほかにr同僚とうまくいかないこと」，r不公平に扱われること』，「この中にはない」が

　あるカ㍉いずれも比率はごくわずかである。

資料出所＝第3・1図に同じ。
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労働者意識の変容と労務管理の課題

　　　　　　第3・5図　定着意識（男子15～24歳，雇用者）

あなたは今の仕事や勤め先をこれから先もかえないでやっていきたいと思います
か。それともかわ1）たいと思いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

□1970年
睡11975年
Eコ1980年
目1985年

41．9

鐵・

9．2

10，6

11．0
ヨ13．5

6．8

8．6

110．8
8
．
6

　
　
　
　

9
2
乳
舷

3
5

耐
　　　　　17．8

13．2

11．9

今のままでよい

仕事をかわりたい

勤め先をかわりたい

しかたがないから続ける

自立して仕事をはじめたい

注：選択時には上記のほか，「結婚したらやめたい」とrわからない」がある

資料出所＝第3・1図に同じ。

　
第
三
項
世
界
青
年
意
識
調
査

，
最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
前
章
で
も
活

用
し
た
世
界
青
年
意
識
調
査
に
お
け
る
日
本

の
青
年
労
働
者
に
関
す
る
調
査
結
果
で
あ
る
。

有
業
者
の
回
答
サ
ン
プ
ル
数
は
一
九
七
二
年

調
査
が
一
三
六
〇
名
、
｝
九
七
七
年
度
が
一

〇
六
五
名
、
一
九
八
三
年
度
が
四
九
九
名
で

あ
る
o

　
第
3
．
6
～
8
図
は
労
働
者
の
労
働
倫
理

に
関
わ
る
価
値
観
を
た
ず
ね
た
三
つ
の
質
間

（
こ
の
う
ち
、
3
・
6
と
3
・
8
は
学
生
を

含
む
青
年
層
全
体
に
対
し
て
た
ず
ね
ら
れ
て

い
る
）
へ
の
回
答
結
果
を
経
時
比
較
し
た
も

の
で
あ
る
。
働
く
目
的
（
第
3
・
6
図
）
に

つ
い
て
は
、
「
収
入
を
得
る
こ
と
」
と
い
う

回
答
を
選
ぶ
人
の
比
率
が
増
大
し
て
お
り
、

こ
れ
ま
で
に
指
摘
し
て
き
た
と
同
様
の
結
果
　
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
4
1

が
，
こ
こ
で
も
確
認
で
き
る
。
「
仕
事
を
通
じ
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第3・6図　青少年全体の勤労観（18～24歳）

人が働くのはどんな目的だと思いますか
（％〉

収入を得ること

社会人としての義務を果た
すこと

仕事を通じて自分をいかす
こと

無回答

第3・7図

54．5

59．2

10．9
8．9

34．5

28．8

ヒZ1972年
図1983年

0．1

　3．3

　　　　青少年（18～24歳）有業者の仕事と生活

あなたは、仕事と仕事以外の生活のどちらに生きがいを感ヒますか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

どちらかといえば、仕事の
方に生きがいを感じる

以
を

事
い

仕
が、

き

ぱ
生

え
に

い
方

と
の

か
活

ら
生
る

ち
の
じ

ど
外
感

無回答

第3・8図望ましい職場

あなたは、次のふたつの職場のうち、どちらの職場がよいと思いますか

30．5 図1977年
27．9 区コ1983年

48．5

52．7

21．0

19．4

（％）

仕事はきつく忙しいが、権
限と責任を持たせてくれる
職場

権限と責任は持たせてくれ
ないが、仕事は楽で忙しく
ない職場

無回答

18。8

14．7

17．5

12．2

63．7　回1977年

　　　団1983年
　73．1

資料出所；総理府青少年対策本部「世界青年意識調査』第1回（1972年）、第2回（1977年）、第3回（1983

　　　　年）
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て
自
分
を
い
か
す
こ
と
」
と
い
う
、
自
己
実
現
型
の
勤
労
観
を
表
明
す
る
人
は
も
と
も
と
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
し
、
そ
の
数
は
さ
ら
に
減

少
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仕
事
と
生
活
の
ど
ち
ら
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
か
（
第
3
・
乞
図
）
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、
「
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
仕
事
螺
堺
の
生
活
の
方
に
生
き
が
い
を
感
じ
る
」
と
答
え
る
入
の
方
が
多
数
派
で
あ
り
、
し
か
も
七
七
年
か
ら
八
三
年
の
間
に

こ
の
傾
向
は
さ
ら
に
強
ま
っ
，
て
い
る
。
収
入
重
視
の
姿
勢
と
余
暇
志
向
が
同
時
に
強
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
一
方
で
望
ま

蛍働者意識の変容と労務管理の課題

　　第3・9図　職揚生活への満足度（18～24歳，有業者）

あなたは、職場生活に満足して）・ますか、それとも不満ですか。
（1972年の質間文は「あなたは仕事と労働条件1；ついてどのくら
い満足していますか。」）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

□1972年
［刀1977年

団1983年

季　　19」9

　　7．7

14．0

39．6
142．0

40，3

」27・7

25．3
127。1

12．3

9
6

6
　
7

0
．
4

衡　　．1

　　11．O

足満

やや満足

やや不満

満不

無回答

資料出所3第3・6図に同じ。

し
い
職
揚
（
第
3
ρ
8
図
）
に
つ
い
て
は
、
「
仕
事
は
き
つ

く
忙
し
い
が
、
権
限
と
責
任
を
持
た
せ
て
く
れ
る
職
場
」

を
選
ぶ
人
の
方
が
「
権
限
と
責
任
は
持
た
せ
て
く
れ
な
い

が
、
仕
事
は
楽
で
忙
し
く
な
い
職
揚
」
を
選
ぶ
人
よ
り
も

は
る
か
に
多
く
、
し
か
も
こ
の
傾
向
は
七
七
年
か
ら
八
三

年
の
間
に
さ
ら
に
強
ま
っ
て
い
る
。
以
上
の
三
つ
の
調
査

結
果
は
一
見
す
る
と
背
反
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
』
収
入
を
得
る
こ
と
が
仕
事
を
通
ず
る
自
己

実
現
以
上
に
重
視
さ
れ
、
仕
事
よ
り
も
生
活
を
生
き
が
い

と
考
え
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
一
方
で
、
大
多
数
の
若

者
が
仕
事
そ
の
も
の
に
対
す
る
態
度
に
関
し
て
は
、
楽
な

仕
事
よ
り
も
き
つ
く
て
も
責
任
あ
る
仕
事
を
望
む
姿
勢
を

示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
回
答
結
果
の
解

釈
と
し
て
は
、
仕
事
そ
の
も
の
に
や
り
が
い
が
あ
る
こ
と
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　　　第3・10図　職場生活への不満の理由（18～24歳，有業者）

やや不満、不満とのことですが、それはどのような理由からですか。
（多重回答、いくつでも）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

仕事自体に生きがいが
ないから

収入が少ないから

現在の地位が気に入ら
ないから

職場の安定性がないか
ら

よい上司に恵まれてい
ないから

よい同僚に恵まれてい
ないから

職場の施設や設備が不
十分だから

自分の能力を発揮する
場がないから

労働時間や休暇に不満
があるから

昇進や昇給が学歴によ
って決まっているから

その他

無回答

　資料出出所5第3・

31。2

30．6

50。7

54．9

四1977年
圃1983年

8
2

【
じ
F
D

11．4

14．5

　　21．9
　　　　　32．4

11．4

13．3

　　22．0
　　20．1

　　　25。4

　　　23．7

40．5

41．0

7，0
5
，
8

9
．
0

　　13．3

1．2

0．0

6図に同じ。
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　第3・11図　青少年（18－24歳）有業者の定着意識

　あなたは、今の職場で今後もずっと続けて働きたいと思いますか、それと
　も変わりたいと思いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

ずっと続けたい

機会があったら変わりたい

変わりたいと思うことはあるが、
このまま続けることになろう

どうしても変わりたい

無回答

第3・12図

25．3

23．8

22．9

23．8

37・4　巳コ1977年

34・1　囚1983年

7
仁
U3

3 10，8

　14．6

　　　　青少年（18～24歳）有業者の昇進・昇給意識

あなたはどのような方法で昇進や昇給を決めるのが望ましいと思いますか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％〉

勤続年数のみによって決まる

勤続年数を中心に多少勤務成績が
加味される

勤務成績を中心に多少勤続年数が
加味される

勤務成績のみによって決まる

非該当（自営など）

無回答

　　　　第3回（1983年）

4．2

10。7

36．0

37．7

囮1977年
図1983年

25，8

32，3

　6．5

　6．4

　6．7

2．8

14．8

16．6

資料出所；総理府青少年対策本部r世界青年意識調査4第1回（1972年）、第2回（1977年）、

421



一橋大学研究年報　社会学研究　25

を
望
む
が
、
仕
事
の
や
り
が
い
以
上
に
収
入
や
私
生
活
の
充
実
の
方
が
重
要
で
あ
る
、
と
い
う
若
者
の
姿
勢
を
読
み
と
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

　
第
3
・
9
図
は
職
揚
生
活
へ
の
満
足
度
を
経
時
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
．
無
回
答
の
人
の
比
率
が
調
査
の
た
ぴ
．
こ
と
に
増
大
し
て
い
る

が
、
そ
の
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
、
満
足
度
の
動
向
に
関
し
て
お
お
き
な
変
化
が
生
じ
た
と
は
言
い
難
い
。

　
第
3
・
n
図
は
職
場
生
活
に
不
満
が
あ
る
人
の
不
満
の
理
由
を
一
九
七
七
年
調
査
と
一
九
八
三
年
調
査
と
で
比
較
し
た
も
σ
だ
が
、

「
よ
い
上
司
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
人
や
「
収
入
が
少
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
人
が
増
え
て
い

る
。
だ
が
、
「
仕
事
自
体
に
生
き
が
い
が
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由
や
「
自
分
の
能
力
を
発
揮
す
る
揚
が
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
柏
な
ど

の
、
仕
事
の
内
容
に
根
ざ
す
こ
と
が
ら
を
不
満
の
理
由
と
し
て
あ
げ
る
人
の
比
率
に
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
変
化
が
な
い
。
こ
の
点

は
先
に
取
り
上
げ
た
「
青
少
年
の
連
帯
感
な
ど
に
関
す
る
調
査
」
の
結
果
と
は
必
ら
ず
し
も
一
致
し
な
い
。

　
第
3
・
1
1
図
は
今
の
職
場
へ
の
定
着
意
識
の
変
化
を
調
ぺ
た
も
の
だ
が
、
職
揚
へ
の
満
足
度
と
同
様
、
目
立
っ
た
変
化
は
生
じ
て
い
な

い
。
ま
た
第
3
・
1
2
図
に
よ
っ
て
望
ま
し
い
昇
進
・
昇
給
の
決
定
方
法
に
関
す
る
意
識
を
七
七
年
と
八
三
年
と
で
比
較
し
て
み
て
も
、
と

く
に
勤
続
年
数
重
視
の
姿
勢
が
強
ま
っ
た
と
も
弱
ま
っ
た
と
も
言
い
難
く
、
若
年
労
働
者
層
の
勤
務
先
へ
の
定
着
意
識
に
関
し
て
は
そ
れ

ほ
ど
目
立
っ
た
変
動
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
（
1
）
　
日
本
生
産
性
本
部
『
働
く
こ
と
の
意
識
調
査
報
告
書
』
、
一
九
八
六
年
。

　
（
2
）
総
理
府
青
少
年
対
策
本
部
（
編
）
『
青
少
年
の
連
帯
感
な
ど
に
関
す
る
調
査
』
、
一
九
七
〇
年
、
一
九
七
五
年
、
一
九
八
○
年
、
一
九
八
五
年
。

422

第
二
節
　
企
業
か
ら
見
た
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容

　
本
節
で
は
、
近
年
の
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
に
つ
い
て
の
企
業
の
認
識
を
調
ぺ
た
最
新
の
調
査
結
果
の
検
討
を
行
う
。
前
節

で
は
労
働
者
自
身
を
対
象
に
し
た
意
識
調
査
に
よ
っ
て
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
容
を
直
接
的
に
検
定
す
る
試
み
を
行
っ
た
が
、
こ
こ
で



労働者意識の変容と労務管理の課題

　　　第3・6表　最近の新入社員の価値観に対する人事部長の評価

　新卒者の採用面接や新入社員研修などでのご経験を通じて，最近の若者の価

値観についてどのようにお感じになっていらっしゃいますか

そう思う そう思わない
どちらとも、言えない

面接慣れしていてなかなか本 160 124 100
性をあらわさない 41．7％ 32．3％ 26．0％

偏差値教育の影響で価値観が 221 63 100
一元化している 57．6％ 16．4 26．0％

人間的な面白味に欠ける秀才 151 107 127
タイプが多い 39．2％ 22．8％ 33．0％

自分の人生観・価値観を明確 230 75 80

に説明できない人が多い 59．7％ 19．5 20．9％

地道な努力をすることなしに 18ヰ 80 121
人目に立ちたがる人が多い。 47．8％ 20．8 31．4％

資料出所；第3・13図に同じ。

は
労
働
者
意
識
の
変
容
に
関
す
る
企
業
の
側
の
認
識
を
調
ぺ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
の
点
を
側
面
か
ら
補
足
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
近
年
の
若
年
労

働
者
の
労
働
意
識
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
労
働
行
政
の
う
え
で
も
関
心
を

持
た
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
一
九
八
六
年
に
労
働
省
が
実
施
な
い
し
委
託

し
た
い
く
つ
か
の
調
査
の
中
で
、
若
年
労
働
者
の
労
働
意
識
に
つ
い
て
の

企
業
の
認
識
に
つ
い
て
た
ず
ね
る
質
問
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
本
節
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

こ
れ
ら
の
調
査
結
果
に
も
と
づ
い
て
考
察
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
第
3
。
1
3
図
は
労
働
者
の
企
業
帰
属
意
識
に
関
す
る
世
代
間
比
較
の
質

問
に
対
す
る
個
人
（
中
堅
層
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
）
と
企
業
（
人
事
部
長
）
の

回
答
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
中
高
年
と
は
四
〇
歳

台
以
上
、
阻
塊
の
世
代
と
は
三
〇
歳
台
後
半
層
、
若
手
と
は
二
〇
歳
台
、

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
取
り
上
げ
た
五
つ
の
項
目
全
体
に
わ
た
り
、
個
人

の
回
答
に
つ
い
て
も
企
業
の
回
答
に
つ
い
て
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
特
徴
と

し
て
、
若
手
社
員
の
企
業
帰
属
意
識
が
団
塊
の
世
代
や
中
高
年
層
の
そ
れ

と
は
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
会
社
中
心
の
価
値
観
が
薄
く
、
私
生
活
重

視
の
姿
勢
が
強
い
」
、
「
条
件
の
良
い
と
こ
ろ
な
ら
転
職
も
辞
さ
な
い
と
い

う
醒
め
た
意
識
が
強
い
」
、
「
会
社
へ
の
忠
誠
心
が
薄
い
」
、
「
残
業
や
休
日
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　　　第3・13図若
（1）会社中心の価値感が薄

出
勤
を
し
た
が
ら
な
い
」
と
い
っ
た
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
若
手
社
員
に
つ
い
て
の
み
そ
う
し
た
傾
向
の
存
在
が
強
く
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

若
年
労
働
者
層
に
お
け
る
企
業
帰
属
意
識
の
低
下
は
、
も
は
や
企
業
社
会
に
共
通
の
認
識
と
し
て
確
定
し
て
い
る
か
の
，
こ
と
き
印
象
が
あ

る
。　

第
3
・
6
表
は
最
近
の
新
入
社
員
の
価
値
観
に
つ
い
て
の
人
事
部
長
の
評
価
を
た
ず
ね
た
質
問
に
対
す
る
回
答
結
果
で
あ
る
。
全
体
と

し
て
企
業
の
人
事
部
長
の
中
で
は
、
最
近
の
新
入
社
員
の
価
値
意
識
に
つ
い
て
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
；
ジ
を
抱
い
て
い
る
人
の
比
率
が
高
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
％
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
％

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

価
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
強

評
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
識

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
意

へ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

識
強
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め

意
が
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
醒

属
勢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
り

帰
磯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昂

業
視
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い

企
重
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

の
活
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ

員
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
辞

　
私
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

社
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
職

手
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
転
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
薄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乳

モ7思，

6 そう思わない　　71．5
どちらとも

えない1昌0

、 　　　’　一一9　「
’9

ID．1 53．6 36．2

噌　一　一　暫　一
　　一一一一一一。■鴨　　　　　　　　　■　一　－　一　臼

、、
、噛　　、

60．7 15．4 23．9

　
　
代

に
　
　
　
世
て

年
て
　
　
の
い
　
　
に
て

高
い
　
　
塊
つ
　
　
手
い

中
つ
　
　
団
に
　
　
若
つ

個人の回答

7．5 803 12．2

　　　　　一　　一　一　一　一

1B．1 44．6 37．3

一一一『ロー一r＿r＿
　　　　　　　　　　－　－　－　鴫

、　略　』　　『

　　、r　　　　一馬

68．1 13．7 18．1

会社の回答

i
i
i
l

（2）条件の良いところな

そ認り

．9
そう思わない 77．4

どちらとも

κない
1
3
7

　　r’　ρ
　一ρ

24．1 48．4 27．5

噌　一
一　隔　嚇　嚇　マ　　　　⇔r一

●

51．5 20．7 27．8

l
l
代

83．6 13．8

、軸
階　唱　　、 　　9　，一一，

　一

19．5 45．8 34．6

｝嚇一一
一『一一一－一

、、

56．0 15．6 28．4

　
　
代

に
　
　
　
世
て

年
て
　
　
の
い
　
　
に
て

高
い
　
　
塊
つ
　
　
手
い

中
つ
　
　
団
に
　
　
若
つ

（3）会社への忠誠心が薄

そう恥

．0

そう思、わない 71．0
どちらともい

ない20，0

、 　1
’

ユ1．0 57．3 31．7

、魎一、r＿ ’

43．1 23．5 33．3

　
　
代

に
　
　
　
世
て

年
て
　
　
の
い
　
　
に
て

高
い
　
　
塊
つ
　
　
手
い

中
つ
　
　
団
に
　
　
若
つ

4．9 84．2 10．9

、覧 　　　一一〇9一一

9．6 59．7 30．6

、『一一・、一＿＿ ノノ

43．4 19．2 37．4

中高年に

ついて

団塊の世代
1こついて

若手に
ついて

424

個人の回答

会仕の回答

個入の回答

会社の回答
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（4）運動会など会社が主催する行事にあまり積極的に参加しない　（％）

そう思．う

32．3
そう思わない

　45．4

どちらともい

ない22，3

　’
ヂ

そう．態う

28．5

そ う思わない

41．4

どちらともいえない

　30．2
－、

、、 1

そう，思、う

385
そう思わない

　314
どちらともいえない

　　30．1

中高年1こ

ついて

団塊の世代

について

若手1こ

ついて

28．5 48．2 23．3

　！’

22．0 451 32．9
、

、隔

40．7 31．1 282

（％）

「　て

　　スで　　面（5）残業や休日出勤をしたがらない
あ　と

そう思う

232 そう思わない 64．9

｛
雛
I
I
9

ノー
，4■

そう、恩う

1
4
8

そう思わない 66．9 18．3
一　隔　噂　一　　『　略　一　　　曹　唱　－　　　　　軸　－

1

45．1 34．0 20．9

12．1 73．9 14．0

、
、

，‘

14．5 67．4 18．1

雪　幅『　一　　曹　　一

　　辱　　『　　階　一　　　　　一　　嚇 4ノ

50．6 26．4 23．0

個人の回答

会社の酪

資料出所；雇用職業総合研究所『団塊の世代の活性化に関する調査』

　　　　　1986年

に
多
く
の
支
持
を
集
め
て
い
る
が
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
ハ
ン
グ
リ
i
精
神
が
足
り
な
い
」
、

「
自
分
本
位
で
あ
る
」
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
っ
た
評
価
を
下
す
企
業
が
多
い
。
最
近
の
若
年
労
働
者
層
が
、

は
仕
事
意
欲
や
能
力
開
発
意
欲
に
関
し
て
積
極
性
に
乏
し
い
従
業
員
像
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
る
こ
と
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

　
第
3
．
1
5
図
は
学
卒
若
年
労
働
者
を
管
理
育
成
す
る
う
え
で
の
問
題
点
と
し
て
企
業
が
ど
の
よ
う
な
点
を
認
識
し
て
い
る
の
か
を
集
計

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
「
創
造
性
、
自
主
性
に
欠
け
る
」
、
「
企
業
へ
の
帰
属
意
識
が
低
い
」
、
「
一
般
常
識
が
不
足
し
て
い
る
」
、

と
り
わ
け
、
「
自
分
の
人
生
観
・
価

値
観
を
明
確
に
説
明
で
き
な
い
」
、

「
偏
差
値
教
育
の
影
響
で
価
値
観
が

一
元
化
し
て
い
る
」
と
い
う
二
つ
の

項
目
に
つ
い
て
肯
定
す
る
人
の
比
率

が
高
く
、
若
手
社
員
と
の
間
の
基
本
，

的
な
価
値
観
を
め
ぐ
る
世
代
ギ
ャ
ッ

プ
が
鋭
く
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
第
3
・
1
4
図
か
ら
最
近
の

若
手
に
対
す
る
企
業
の
印
象
を
プ
ラ

ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
と
に
わ
け
て
把

握
す
る
と
、
プ
ラ
ス
面
と
し
て
は
、

「
率
直
で
明
る
い
」
、
と
い
う
点
が
特

「
言
わ
れ
た
こ
と
し
か
し
な
い
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
業
か
ら
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ラ
む

％
650

第3・14図最近の若年層に対する企業の印象

　　　10　　　　　　　　20　　　　　　．　　30　　　　　　　　40

ハングリー精神
足りない

57．1

言われたことし
しない

48．8

率直で明るい 48．8

自分本位である 48．2

企業忠誠心が希
である

47．9

要領が良い 36．1

趣味が豊かであ
35．8

権威にこだわら
い

35．0

物事を感覚的に
断する

34．2

社会常識がない 27．3

個性が豊かであ 26．9

創造力に富んで
る

9
．
7

苦労知らずで頼
にならない

9．2

国際感覚に優れ
いる

6．2

資料出所；労働霜『経済社会環箋の変化と日本的雇用慣行に関する調査』1986年

「
仕
事
に
対
す
る
熱
意
・
意
欲
に
欠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2
6

け
る
」
と
い
っ
た
よ
う
な
、
企
業
の
　
4

従
業
員
と
し
て
の
基
本
的
な
資
質
に

関
わ
る
欠
陥
が
多
く
の
企
業
か
ら
指

摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
企
業
の

近
年
の
若
年
労
働
者
に
対
す
る
評
価

に
は
き
わ
め
て
き
ぴ
し
い
も
の
が
あ

る
。　

第
3
・
7
表
は
反
対
に
、
若
手
社

員
が
上
の
世
代
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い

る
点
と
し
て
、
企
業
の
人
事
部
長
が

ど
の
よ
う
な
点
を
あ
げ
て
い
る
か
を

示
し
た
も
の
で
あ
る
。
は
っ
き
り
と
’

若
手
世
代
の
方
が
す
ぐ
れ
て
い
る
点

と
し
て
、
圧
倒
的
に
多
く
の
賛
同
を

得
ら
れ
た
の
は
「
F
A
、
O
A
な
ど

新
技
術
に
対
す
る
適
応
能
力
」
に
つ

い
て
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
項
目



労働者意識の変容と労務管理の課題

　第3・15図　企業から見た学卒若年労働者を管理育成する上での問題点

　　　　　　　　　　　10　　　20　　　30　　　40　　　50（％）
創造性、自主性
に欠ける

企業への帰属意
識が低い

一般常識が不足
している

仕事に対する熱
意・意欲に欠ける

専門的知識技能
が不足している

協調性に欠ける

精神的な職場不
適応者が増大し
ている

特に問題となる
ことがない

41．2

33．1

28，4

27．7

19．3

12．9

4．3

25．3

資料出所＝労働省r雇用管理調査」1986年

　　　　第3・7表　若手社員の仕事能力に対する人事部長の価評

　若手社員（30歳未満）の仕事能力は現在の中堅社員（30歳台後半層）がまだ

若手だった頃の仕事能力と比ぺてどのような点ですぐれているとお思いですか。

この点では この点では

そう思う
あまり能力に差がある 上の世代の

がすぐれ
と思わない ていた

語学能力など国際感覚が上の世代より 193 180 15
もすぐれている 49．7％ 46．4％ 3．9％

185
7．7％

176
5．4％

27

．0％

上司の指司にたいする的確な対応能力 31 220 136
という点で上の世代よりすぐれている 8．0％ 56．8％ 35．1％

緻密な分析能力の点で上の世代よりす 30 267 91
ぐれている 7．7％ 68．8％ 23．5％

仕事に精力的に取り組む体力・気力の 19 173 196
点ですぐれている 24．9％ 44．6％ 50．5％

独創的な企画アイディアを生み出す能力に関して上の世代よりすぐれている 152
9．2％

211
4．4％

25

．4％

チームワークで仕事をまとめあげてい
ための調整能力，人間関係処理能力に関して上の世代よりもすぐれている 44

1．4％

206
3．5％

135
5．1％

FA　OAなど新技術に対する適応能力 354 27 ヰ

が上の世代よりすぐれている 91．9％ 7．0％ LO％

資料出所：第3・13図に同じ。
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で
は
っ
き
り
と
多
数
の
人
事
部
長
か
ら
若
手
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
項
目
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
若
手
世
代
の
労

働
者
の
仕
事
へ
の
資
質
や
能
力
に
つ
い
て
の
企
業
側
の
評
価
は
一
般
に
か
な
り
き
び
し
い
。

　
（
－
）
　
労
働
省
『
雇
用
管
理
調
査
』
、
一
九
八
六
年
。
同
『
経
済
社
会
環
境
の
変
化
と
日
本
的
雇
用
慣
行
に
関
す
る
調
査
』
、
一
九
八
六
年
。
雇
用
職
業

　
　
総
合
研
究
所
『
団
塊
の
世
代
の
活
性
化
に
関
す
る
調
査
』
、
一
九
八
六
年
。

第
三
節

日
米
比
較
の
視
角
か
ら
み
た
わ
が
国
の
新
世
代
労
働
者
像

（
む
す
ぴ
に
か
え
て
）

　
本
章
で
は
こ
れ
ま
で
、
わ
が
国
に
お
け
る
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
容
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
若
年
労
働
者
を
対
象
と
し
た
意

識
調
査
の
経
時
比
較
的
分
析
を
行
う
と
と
も
に
、
最
近
の
若
年
労
働
者
の
意
識
特
性
に
関
す
る
企
業
の
側
の
認
識
を
調
べ
た
調
査
の
結
果

に
検
討
を
加
え
て
き
た
。
本
節
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
わ
が
国
の
労
働
者
意
識
の
世
代
的
変
容
に
関
し

て
、
日
米
比
較
の
視
角
か
ら
注
目
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
文
の
一
応
の
む
す
び
と
し
た
い
。

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
領
域
に
関
す
る
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
意
識
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
と

比
較
す
る
と
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
第
一
節
で
試
み
た
労
働
者
自
身
を
対
象
と
す
る
意
識
調

査
の
経
時
比
較
の
結
果
を
中
心
と
し
て
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
た
し
か
に
こ
の
面
で
世
代
的
変
容
と
称
す
べ
き
変
動
が
起
き
て
い
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
が
な
い
。
そ
し
て
そ
の
変
動
の
方
向
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
揚
合
と
基
本
的
に
は
軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
九
七
〇
年
代
か
ら
今
日
ま
で
の
間
に
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
に
お
い
て
、
仕
事
の
や
り
が
い
や
仕
事
の
面
白
さ
を
重
視
す
る
姿
勢
は

強
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
点
で
ア
メ
リ
カ
と
同
様
に
、
自
己
抑
制
的
な
労
働
倫
理
に
代
わ
っ
て
「
自
己
充
実
」
を
志
向
す
る
労
働
倫
理
が
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台
頭
し
て
き
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
傾
向
と
な
ら
ん
で
強
く
前
面
に
出
て
き
た
特
徴
は
、
働
く
こ
と
の
目
的
に
関
し
て
高
い
収
入
を
得
る
こ
と
に
第
一
の

優
先
順
位
を
つ
け
る
労
働
者
や
、
仕
事
以
上
に
自
分
の
生
活
の
方
に
生
き
が
い
を
見
出
す
労
働
者
が
大
幅
に
増
大
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
仕
事
そ
の
も
の
に
や
り
が
い
が
あ
る
こ
と
を
望
む
が
、
仕
事
の
や
り
が
い
と
同
じ
く
ら
い
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
収
入
や

私
生
活
の
充
実
の
方
を
重
視
す
る
、
と
い
う
の
が
今
日
現
れ
て
き
た
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
労
働
倫
理
に
関
す
る
平
均
像
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
だ
が
ワ
一
の
こ
と
か
ら
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
に
は
ひ
た
む
き
に
仕
事
に
打
ち
込
む
姿
勢
に
乏
し
く
、
ア
メ
リ
カ
で
台
頭

し
た
自
己
充
実
の
労
働
倫
理
と
は
全
く
異
な
る
タ
イ
プ
の
労
働
倫
理
に
動
か
さ
れ
て
い
る
と
評
価
す
る
の
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。
ヤ
ン
ケ
・

ピ
ッ
チ
も
い
う
よ
う
に
、
「
自
己
充
実
」
の
労
働
倫
理
と
は
、
仕
事
そ
の
も
の
を
通
ず
る
自
己
実
現
だ
け
で
は
な
く
、
高
い
収
入
や
私
生

活
の
充
実
を
当
然
の
前
提
と
し
て
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
だ
け
が
後
者
の
要
求
を
特
に
強
く
前
面
に
出
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
自
分
の
人
生
に
と
っ
て
の
労
働
の
意
味
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
労
働
が
も
た
ら
す
結
果
（
収
入
、

生
活
の
安
定
等
）
ぱ
か
り
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
労
働
す
る
過
程
（
仕
事
の
権
限
、
面
白
さ
等
）
に
も
目
を
向
け
る
姿
勢
が
強
ま

っ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
は
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
変
容
の
方
向
は
ア
メ
リ
カ
の
そ

れ
と
基
本
的
に
は
同
様
の
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
従
業
員
意
識
の
変
容
の
方
向
に
つ
い
て
は
、
意
識
調
査
の
結
果
か
ら
は
明
瞭
な
傾
向
を
読
み
取
る
こ
と

が
む
つ
か
し
い
け
れ
ど
も
、
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
企
業
の
側
の
認
識
に
関
す
る
調
査
か
ら
は
、
日
米
比
較
の
視
角
か
ら
注
目
さ
れ
る
い

く
つ
か
の
論
点
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
一
に
は
、
最
近
の
若
年
労
働
者
の
企
業
に
対
す
る
帰
属
意
識
が
著
し
く
低
下
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
企
業
の
人
事
部
長
か
ら
も
、

先
行
世
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
か
ら
も
は
っ
き
り
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
年
齢
間
の
比
較
で
は
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な
く
、
厳
密
な
世
代
間
比
較
に
よ
る
検
定
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
企
業
の
人
事
部
長
や
先
行
世
代
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
評

価
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
若
手
社
員
の
企
業
帰
属
意
識
の
低
下
に
は
き
わ
め
て
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
第
二
章
に
お
い
て
は
、
ゴ
ー
ル

ド
カ
ラ
ー
や
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
の
特
質
と
し
て
、
企
業
に
深
く
包
摂
さ
れ
る
こ
と
な
く
職
業
生
活
を
送
っ
て
い
こ
う
と
す
る
独
特
な
雇
用

意
識
や
キ
ャ
リ
ア
意
識
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
が
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
に
つ
い
て
も
、
企
業
へ
の
帰
属
意
識
の
低
下

と
い
う
形
で
、
同
様
の
傾
向
が
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
は
、
わ
が
国
の
若
年
労
働
者
の
仕
事
意
識
に
関
連
し
て
、
仕
事
に
対
す
る
主
体
的
な
取
り
組
み
意
欲
が
低
下
し
て
い
る
と
の
認

識
が
、
多
く
の
企
業
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
多
く
の
企
業
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
若
年
労
働
者
の
仕
事
に
お
け
る

自
主
性
の
欠
如
と
い
う
特
性
は
、
も
し
そ
れ
が
事
実
と
し
て
確
認
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
若
年
労
働
者
に
見
ら
れ
る
積
極
的
な

仕
事
意
識
の
台
頭
と
い
う
傾
向
と
は
反
対
の
方
向
へ
の
従
業
員
意
識
の
変
容
と
し
て
、
労
務
管
理
上
深
刻
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問

題
だ
ろ
う
。

　
第
三
に
は
、
若
年
労
働
者
の
キ
ャ
リ
ア
意
識
に
つ
い
て
も
、
企
業
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
下
し
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
。
第
二
節
で
取
り
上
げ
た
調
査
の
結
果
か
ら
は
、
わ
が
国
の
企
業
が
積
極
的
な
能
力
開
発
意
欲
に
乏
し
い
従
業
員
の
増
加
を
危
惧

し
て
い
る
姿
が
浮
か
ぴ
上
が
る
。
キ
ャ
リ
ァ
意
識
に
つ
い
て
も
企
業
の
認
識
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
動
向
と
は
異
な
る
方
向
へ
の
変
化

が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
従
業
員
意
識
の
変
容
に
つ
い
て
の
企
業
の
見
方
は
総
じ
て
悲
観
的
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
企
業
が
下
し

た
評
価
で
あ
る
。
労
働
者
自
身
は
自
ら
の
雇
用
、
仕
事
、
キ
ャ
リ
ア
に
対
し
て
確
固
と
し
た
姿
勢
を
確
立
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
従
来
の
企
業
の
想
定
か
ら
大
き
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
企
業
か
ら
は
そ
の
内
実
が
ほ
と
ん
ど
理
解
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
の
が
真
相
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
労
働
者
の
内
面
的
な
労
働
倫
理
の
変
容
の
方
向
に
関
し
て
、
わ
が
国
と
ア
メ
リ
カ
の
若
年
層
に
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共
通
す
る
傾
向
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ぱ
、
た
と
え
ば
、
日
本
的
ゴ
ー
ル
ド
カ
ラ
ー
、
日
本
的
フ
リ
ー
ワ
ー
カ
ー
と
い
っ
た
従

業
員
像
の
登
揚
を
予
測
す
る
こ
と
も
充
分
に
意
味
の
あ
る
二
と
と
い
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
は
っ
き
り
と
言
え
る
こ
と
は
、
従
業
員

意
識
に
関
し
て
従
来
企
業
が
想
定
し
て
き
た
前
提
が
次
第
に
通
用
し
に
く
く
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
事
態
が

わ
が
国
企
業
の
伝
統
的
な
労
務
管
理
の
方
式
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
及
ぼ
す
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
日
米
比
較
と

い
う
視
角
か
ら
の
考
察
と
は
別
個
に
追
加
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
。
筆
者
の
次
な
る
課
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

労働者意識の変容と労務管理の課題
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