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プ
ロ
ロ
ー
グ

　

マ
レ
ー
シ
ア
で
は
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が

発
生
し
に
く
い
。
そ
れ
が
一
因
で
、
同

国
が
安
全
な
海
外
直
接
投
資
（
F
D
I
）

の
相
手
先
と
し
て
上
位
に
位
置
付
け
ら

れ
て
き
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
現
地
で
事
業
展
開
す

る
多
国
籍
企
業
や
地
場
産
業
に
働
く

マ
レ
ー
シ
ア
人
労
働
者
、
そ
し
て
隣
国

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
海
外
か
ら
の
移

住
労
働
者
が
、
労
働
基
本
権
を
ど
う
享

受
し
て
い
る
か
は
、
社
会
的
公
正
を
追

求
す
る
国
際
労
働
運
動
の
深
い
関
心

事
と
し
て
折
に
触
れ
浮
上
す
る
。

　

さ
る
1
月
18–

20
日
、
ジ
ュ
ネ
ー

ヴ
で
開
か
れ
た
世
界
貿
易
機
関
（
W
T

O
）
総
会
が
、
「
マ
レ
ー
シ
ア
の
通
商
政

策
レ
ヴ
ュ
ー
」
を
行
う
に
あ
た
り
、
国

際
労
組
総
連
合（
I
T
U
C
）
が
提
起

し
た
『
報
告
書
』
は
、
マ
レ
ー
シ
ア
に

お
け
る
I
L
O
の
中
核
的
労
働
基
準

条
約
の
批
准
・
適
用
状
況
を
分
析
し
た

も
の
で
、
観
測
筋
の
注
目
を
集
め
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。
題
し
て
『
マ
レ
ー
シ

ア
に
お
け
る
、
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た

中
核
的
労
働
基
準
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
こ
の『
報
告
書
』
を
援
用

し
つ
つ
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
付
し
、

マ
レ
ー
シ
ア
に
お
け
る
状
況
の
一
端
を

浮
き
彫
り
に
し
て
み
た
い
。

『
報
告
書
』の
概
要

　

結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
国
に
お
け

る
労
働
基
本
権
は
著
し
く
損
な
わ
れ
て

き
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
規
制
的
な
労

働
法
が
介
在
す
る
の
だ
が
、
本
欄
で
も

一
度
な
ら
ず
言
及
し
て
き
た
と
こ
ろ
だ

（
例
え
ば
、
『
マ
レ
ー
シ
ア
労
働
法
を
考

え
る–

時
代
に
遅
れ
る
も
う
一つ
の

開
発
法
』2
0
0
8
年
夏
号
、
な
ど
）。

　

I
T
U
C
の
提
起
し
た
『
報
告
書
』

は
、
ま
ず
冒
頭
で
、
こ
の
分
野
に
お
け

る
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
の
担
う
べ
き
責
務

を
示
唆
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
1

回
W
T
O
閣
僚
会
議
（
1
9
9
6
年

12
月
9–

13
日
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
）
が

採
択
し
た
閣
僚
宣
言
を
、
マ
レ
ー
シ
ア

政
府
も
支
持
し
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
宣
言
に
曰
く
、「
わ

れ
わ
れ
は
、
国
際
的
に
認
知
さ
れ
た
中

核
的
労
働
基
準
の
遵
守
を
改
め
て
誓

約
す
る
」。
『
報
告
書
』
は
こ
の
宣
言
に

即
し
て
作
成
し
た
資
料
の
一つ
で
あ
る

こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

　

ち
な
み
に
、
関
係
国
に
よ
る
こ
の

基
本
権
遵
守
の
誓
約
は
、
第
4
回
閣
僚

会
議（
01
年
11
月
9–
14
日
、
ド
ー
ハ
）

マ
レ
ー
シ
ア
の
労
働
基
本
権
の
い
ま

︱
規
制
的
労
働
法
の
現
状
を
突
くに

お
い
て
再
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
、98
年

の
I
L
O
総
会
時
に
1
7
4
ヵ
国
に

よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
「
仕
事
に
お
け
る

基
本
原
則
お
よ
び
諸
権
利
に
関
す
る
宣

言
」
や
、08
年
I
L
O
総
会
で
採
択
さ

れ
た
「
公
正
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
た
め

の
社
会
正
義
に
関
す
る
宣
言
」
で
も
、

確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
国
際
文

書
採
択
に
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
も
コ
ミ
ッ

ト
し
て
い
る
と
し
て
、
注
意
を
喚
起
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
『
報
告
書
』は
、
中
核
的
労
働
基
準
、

す
な
わ
ち
4
分
野
、
8
条
約
の
〈
批
准

状
況
〉と
遵
守
状
況
を
記
述
し
そ
の〈
結

I
M
F-

J
C
顧
問　

小
島
正
剛
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法
律
上
も
実
際
上
も
、
そ
の
行

使
の
領
域
と
対
象
と
な
る
労
働

者
の
範
囲
に
お
い
て
、
厳
し
く

規
制
さ
れ
て
い
る
。
多
数
の
移

住
労
働
者
グ
ル
ー
プ
や
公
共
部

門
の
一
部
職
域
の
従
業
員
は
、

団
結
権
で
特
定
の
規
制
を
受
け

て
い
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
権
は
明

確
に
は
承
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、

ま
た
ス
ト
へ
の
法
規
制
が
多
い

（
ス
ト
権
付
与
か
ら
外
さ
れ
る

労
働
者
や
ス
ト
手
続
き
の
規
定

な
ど
）。
労
使
紛
争
の
解
決
メ
カ

ニ
ズ
ム
も
不
能
率
な
状
況
の
ま
ま
で
あ

る
」。

　

こ
れ
は
手
厳
し
い
結
論
で
あ
る
。
た

し
か
に
、
ど
の
国
で
も
組
合
作
り
は
容

易
で
は
な
い
が
、
こ
の
国
の
状
況
は
異

常
と
さ
え
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け

厳
し
い
状
況
に
あ
る
の
は
、
最
大
級
の

産
業
で
あ
る
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
産
業
、

公
共
部
門
の
一
部
職
域
、
及
び
移
住
労

働
者
の
、
組
合
組
織
化
問
題
で
あ
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

と
く
に
金
属
産
業
分
野
の
エ
レ
ク
ト

ロ
ニ
ク
ス
産
業
に
、
独
立
し
た
全
国
産

業
別
組
織
の
結
成
が
認
め
ら
れ
な
い
状

況
は
、
こ
の
国
の
組
織
化
問
題
を
考
え

る
と
き
、
不
可
避
の
問
題
で
あ
る
。

論
〉
を
付
記
し
て
い
る
の
で
、
順
に
紹

介
し
コ
メ
ン
ト
を
加
え
て
い
く
。

結
社
の
自
由
と
団
体

交
渉
権

　
〈
批
准
状
況
〉ま
ず
結
社
の
自
由
と
団

体
交
渉
権
の
分
野
に
つ
い
て
だ
が
、
マ

レ
ー
シ
ア
は
I
L
O
第
87
号
条
約
（
結

社
の
自
由
お
よ
び
団
結
権
擁
護
）を
批

准
し
て
い
な
い
。が
、第
98
号
条
約（
団

結
権
お
よ
び
団
体
交
渉
権
）は
批
准
し

て
い
る
。

　

こ
の
分
野
の
状
況（
略
）の〈
結
論
〉

は
次
の
よ
う
で
あ
る
。「
労
働
者
は
団

結
権
お
よ
び
団
体
交
渉
権
を
持
っ
て
い

る
。し
か
し
な
が
ら
、こ
れ
ら
の
権
利
は

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
産
業

の
怪

　

こ
れ
に
は
、
し
か
し
、
歴
史
的
な
経

緯
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
マ
レ
ー

シ
ア
政
府
が
産
業
の
中
心
と
し
て
き
た

ゴ
ム
や
ス
ズ
な
ど
一
次
産
業
の
衰
退
を

予
測
し
て
、
代
替
産
業
と
し
て
電
機
・

エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
の
導
入
を
誘
致
し

始
め
た
の
は
1
9
7
1
年
。「
自
由
貿

易
加
工
区（
F
P
Z
）法
」の
導
入
は
そ

の
引
き
金
で
あ
っ
た
。
当
時
、
発
展
途

上
国
の
ビ
ヘ
イ
ビ
ア
の
常
と
し
て
、
多

国
籍
企
業
を
誘
致
す
べ
く
、
理
不
尽
に

も
自
国
労
働
者
の
低
賃
金
を
喧
伝
し
、

法
人
税
の
減
免
を
始
め
、
諸
々
の
優
遇

措
置
を
講
じ
た
の
だ
が
、
合
わ
せ
て
一

定
期
間（
3–

5
年
）の
組
合
結
成
禁
止

に
合
意
し
て
い
た
こ
と
は
公
然
の
秘
密

で
あ
っ
た
。
労
組
結
成
を
外
資
導
入
の

阻
害
要
因
と
見
做
し
て
い
た
か
ら
だ
。

　

71
年
、マ
レ
ー
シ
ア
電
機
労
組（
E
I

W
U
）が
結
成
さ
れ
る
と
、
同
労
組
は

多
国
籍
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
企
業
の
組

合
組
織
化
に
も
着
手
し
た
。
と
こ
ろ

が
、
政
府
は
、
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
は

電
機
産
業
に
属
さ
な
い
と
強
弁
し
、
電

機
労
組
に
よ
る
組
織
化
活
動
を
禁
じ
て

し
ま
っ
た
。
対
す
る
労
組
側
の
次
の
戦

略
は
別
途
に
全
国
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス

産
業
労
組
を
結
成
す
る
こ
と
と
し
た
が
、

多
国
籍
企
業
の
意
向
を
忖
度
す
る
政
府

は
、
こ
の
動
き
を
も
禁
じ
た
の
で
あ
る
。

　

事
態
を
重
視
し
た
国
際
金
属
労
連

（
I
M
F
）と
そ
の
マ
レ
ー
シ
ア
協
議
会

（
I
M
F–

M
C
）
は
、
I
L
O
結
社
の

自
由
委
員
会
に
提
訴
し
て
政
府
に
圧
力

を
か
け
た
。
北
米
の
I
M
F
加
盟
組
織

の
要
請
を
受
け
た
A
F
L
・
C
I
O
は

米
貿
易
小
委
員
会
で
証
言
し
、
I
L
O

の
基
本
権
無
視
の
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
輸

出
さ
れ
て
く
る
製
品
を
対
象
に
、
一
般

特
恵
関
税
制
度（
G
S
P
）の
適
用
除

外
と
す
る
よ
う
迫
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

マ
レ
ー
シ
ア
政
府
は
衝
撃
を
受
け
た
。

労
働
長
官
は
日
を
お
か
ず
組
合
の
結
成

クアラルンプール市内ルネッサンスツインタワービルI

マレーシア電機労組本部で著者（右側）とラジャセカラン マ
レーシア労働総同盟事務局長、若松ＪＣ事務局長
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を
容
認
す
る
と
公
表
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
か
ら
1
ヵ
月
も
経
ぬ
う
ち
に
、
長

官
は
、
組
合
を
認
め
る
と
は
し
た
が
そ

れ
は
産
業
別
組
合
の
こ
と
で
は
な
く
、

企
業
内
組
合
（
イ
ンハ
ウ
ス
・
ユ
ニ
オ
ン
）

の
こ
と
だ
と
言
い
繕
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
背
後
に
今
度
は
多
国
籍
企
業
側
か

ら
の
巻
き
返
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
す
ぐ

に
知
れ
た
。
結
局
若
干
の
企
業
内
組
合

が
で
き
た
が
、
そ
れ
ら
は
先
手
を
打
っ

た
企
業
側
の
息
の
か
か
っ
た
組
合
ば
か

り
で
あ
っ
た
。
こ
の
状
況
は
今
日
に
至

る
ま
で
変
って
お
ら
ず
、
最
近
地
域
ベ
ー

ス
の
組
織
な
ら
良
い
と
す
る
動
き
が
政

府
側
に
あ
る
と
も
仄
聞
す
る
が
、
真
偽

の
ほ
ど
は
定
か
で
な
い
。

　

で
は
、
過
去
に
お
い
て
だ
れ
が
エ
レ

ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
は
電
機
の
範
疇
の
外
な

ど
と
決
定
し
た
の
か
。
一
般
的
に
も
な

ぜ
組
織
化
は
座
礁
に
乗
り
上
げ
る
の
か
。

　
『
報
告
書
』は
、人
的
資
源
省
の
労
使

関
係
局
長（
D
G
I
R
）や
、と
く
に
労

働
組
合
局
長（
D
G
T
U
）に
付
与
さ
れ

た
絶
大
な
権
限
や
、
規
制
的
な
労
働
関

係
法
に
つい
て
言
及
し
て
い
る
。

I
L
O
基
準
と
矛
盾
す
る

労
働
法

　

こ
こ
で
、
労
働
関
係
法
の
あ
ら
ま
し

を
見
て
お
こ
う
。	

　

労
働
関
係
法
は
、大
き
く
は
3
本
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
①
個
別
労
使
関
係
を

律
す
る
「
55
年
雇
用
法
（
E
A
。
休
日

な
ど
基
本
的
な
雇
用
条
件
を
規
定
）」、

②
集
団
的
労
使
関
係
を
律
す
る
「
67
年

労
使
関
係
法
（
I
R
A
。
使
用
者
と
労

働
組
合
と
の
関
係
を
規
定
）」、
そ
し
て

③
「
59
年
労
働
組
合
法
（
T
U
A
。
労

働
組
合
お
よ
び
組
合
連
合
体
を
律
す
る

法
）」
の
3
法
で
あ
る
。

　
こ
の
う
ち
、ま
ず
「
労
使
関
係
法（
I

R
A
）」
の
注
目
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

　

そ
の
第
一は
労
働
組
合
に
対
し
、
当

局
に
「
登
録
」
し
「
認
証
」を
受
け
る
こ

と
を
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
だ
。
さ
ら

に
、
「
適
格
」な
団
体
交
渉
単
位
で
あ
る

と
の
使
用
者
の「
承
認
」
を
得
て
後
、
初

め
て
団
体
交
渉
が
出
来
る
と
の
原
則
を

規
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
団
体
交
渉
プ
ロ
セ
ス
を
規

定
し
、
労
働
協
約
は
労
使
関
係
裁
判
所

（
I
C
）の
承
認
を
受
け
て
発
効
す
る
な

ど
と
規
制
し
て
い
る
。
ま
た
経
営
専
権

事
項
の
幅
が
広
く
交
渉
事
項
か
ら
外
さ

れ
る
。
昇
進
人
事
を
始
め
配
置
転
換
、

事
業
所
閉
鎖
、
事
業
再
編
・
整
理
・
解

雇
、
欠
員
補
充
、
懲
戒
処
分
な
ど
は
い

ず
れ
も
経
営
専
権
事
項
で
あ
る
。
労
使

紛
争
に
際
し
て
は
ス
ト
ラ
イ
キ
や
ロ
ッ

ク
ア
ウ
ト
を
極
力
避
け
、
交
渉
・
調
停
・

仲
裁
な
ど
平
和
的
手
段
を
通
じ
て
解
決

す
る
原
則
を
定
め
て
い
る
。
注
目
す
べ

き
は
、
労
使
関
係
局
長（
D
G
I
R
）が
、

紛
争
処
理
を
含
む
集
団
的
労
使
関
係
の

あ
ら
ゆ
る
局
面
に
関
与
す
る
権
限
を
付

与
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、「
労
働
組
合
法（
T
U
A
）」は

ど
う
か
。
同
法
は
労
使
関
係
法
と
連
動

し
、
組
合
の
「
登
録
」、
「
認
証
」、
使
用

者
の「
承
認
」
を
義
務
づ
け
る
が
、組
合

の「
組
織
範
囲
」を
規
定
し
て
い
る
の
が

注
目
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
事
業
所

別（
89
年
改
正
法
で
企
業
別
公
認
）、
産

業
別
、業
種
別
、職
業
別（
ま
た
は
類
似

の
産
業
別
、
業
種
別
、
職
業
別
）
の
い

ず
れ
か
と
す
る
と
規
定
し
、
そ
の
「
適

格
性
」
（
お
よ
び
「
合
法
性
」=

後
述
）

に
つ
い
て
の
判
断
は
労
組
局
長
の
決
定

に
委
ね
て
お
り
、
現
実
に
か
れ
の
恣
意

的
な
判
断
が
際
立
つ
の
で
あ
る
。
仮
に

金
属
が
主
力
の
事
業
所
を
組
織
化
し
て

も
、
一
部
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
部
品
の
加

工
部
門
が
あ
れ
ば
、
当
該
使
用
者
の
異

議
申
し
立
て
で
金
属
労
組
の
関
与
す
る

理
由
は
否
定
さ
れ
る
の
だ
。

　

ま
し
て
時
代
の
要
請
で
も
あ
る
「
合

同
労
組
」
も
、
大
産
別
の
結
成
な
ど
も

不
可
能
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
セ
ン
タ
ー

の
マ
レ
ー
シ
ア
労
組
会
議
（
M
T
U
C
）

は
、労
組
法
の
適
用
を
受
け
ず
、
一般
的

な
結
社
法
の
も
と
に
登
録
さ
れ
て
い
る

の
も
不
可
思
議
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル

セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
交
渉
能
力
が
法
的

に
削
が
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
同
法
は
、
組
合
の
権
利
・
義

務
を
具
体
的
に
規
定
す
る
中
で
、「
組
合

資
金
の
使
途
・
投
資
を
規
制
し
」「
役
員

資
格
条
件
を
規
制
し
」「
政
治
活
動
を
禁

止
し
」「
国
際
労
働
団
体
を
含
む
海
外
諸

団
体
へ
の
加
盟
条
件
を
規
定
す
る
」
な

ど
し
て
、
全
般
的
に
組
合
を
国
家
の
監

督
下
に
お
く
こ
と
を
定
め
て
い
る
。

　

ス
ト
ラ
イ
キ
権
行
使
に
つ
い
て
も

規
制
は
厳
し
く
、
組
合
員
の
3
分
の
2

の
支
持
票
が
求
め
ら
れ
る
。
投
票
結
果

は
そ
の
正
当
性
に
つ
い
て
労
組
局
長
の

検
査
を
受
け
、し
か
る
後
に
冷
却
期
間

が
お
か
れ
る
。
こ
の
間
局
長
は
調
停
を

試
み
、
不
調
の
時
は
労
使
関
係
法
廷

（
I
C
）に
付
さ
れ
る
。
こ
の
間
ピ
ケ
、

ス
ト
、
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
は
禁
じ
ら
れ
る
。

あ
え
て
付
言
す
れ
ば
、
組
合
が
集
会
を

開
こ
う
と
す
る
と
、
当
局
の
許
可
が
求

め
ら
れ
る
。
刑
法
は
、5
人
以
上
の
集
会

を
禁
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し

て
ス
ト
行
動
は
未
然
に
防
止
さ
れ
る
。
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マレーシアの労働基本権のいま
ー 規制的労働法の現状を突く

（
そ
の
代
わ
り
と
い
う
べ
き
か
、
個
別
紛

争
の
ケ
ー
ス
は
年
間
1
0
0
0
件
を
下

ら
な
い
）。

　

人
的
資
源
相
は
、
ま
た
、
治
安
維
持

法
の
も
と
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
公
共
秩
序

ま
た
は
治
安
維
持
の
た
め
、
問
題
と
見

做
す
組
合
を
無
条
件
に
6
ヵ
月
間
、
資

格
停
止
と
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い

る（
T
U
A
第
18
条
）。
組
合
は
不
当
な

目
的
で
結
成
さ
れ
、
利
用
さ
れ
、
ま
た

は
利
用
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
っ
て
は
な

ら
な
いの
で
あ
あ
る
（「
合
法
性
」）。

　

他
の
3
分
野
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の

都
合
で
そ
れ
ぞ
れ
条
約
の〈
批
准
状
況
〉

と
適
用
状
況
の〈
結
論
〉の
み
を
列
記
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

差
別
お
よ
び
報
酬
の

平
等

　
〈
批
准
状
況
〉
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
I
L

O
第
1
0
0
号
条
約
（
報
酬
の
平
等
）

を
批
准
し
て
い
る
が
、
第
1
1
1
号
（
雇

用
・
職
業
上
の
差
別
禁
止
）
は
批
准
し

て
い
な
い
。

　
〈
結
論
〉「
雇
用
差
別
は
禁
止
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
報
酬
の
平
等
に
関
す

る
立
法
は
無
く
、
決
定
機
構
へ
の
女
性

の
参
加
は
低
水
準
に
あ
る
。
多
く
の
家

内
労
働
者
、
と
く
に
女
性
の
移
住
労
働

者
の
多
く
が
厳
し
い
搾
取
に
あ
い
、
身

体
的
な
負
荷
を
負
わ
さ
れ
て
れ
て
い
る

と
の
報
告
が
あ
る
。
他
方
で
、
男
女
間

の
教
育
格
差
は
縮
小
し
つつ
あ
る
」。

児
童
労
働

　
〈
批
准
状
況
〉
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
I
L

O
第
1
3
8
号
条
約（
就
業
最
低
年
限
）

お
よ
び
第
1
8
2
号（
最
悪
の
形
態
の

児
童
労
働
）を
批
准
し
て
い
る
。

　
〈
結
論
〉「
児
童
の
就
業
最
低
年
限
は

14
歳
で
あ
る
が
、
家
内
事
業
の
軽
作
業

で
は
14
歳
未
満
で
も
容
認
さ
れ
、
16
歳

で
は
危
険
作
業
も
許
容
さ
れ
て
い
る
。

児
童
労
働
は
、
主
と
し
て
レ
ス
ト
ラ
ン
、

マ
ー
ケ
ッ
ト
、
零
細
企
業
、
お
よ
び
両

親
が
と
も
に
就
業
す
る
農
園
な
ど
に
存

在
す
る
」。

強
制
労
働

　
〈
批
准
状
況
〉
マ
レ
ー
シ
ア
は
、
I
L

O
第
29
号
条
約（
強
制
労
働
）を
批
准
し

て
い
る
が
、
第
1
0
5
号（
強
制
労
働

の
禁
止
）は
批
准
し
て
い
な
い
。

　
〈
結
論
〉「
マ
レ
ー
シ
ア
と
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
当
局
が
交
わ
し
た
国
際
協
定
（
覚

え
書
）は
、
労
働
許
可
証
を
使
用
者
が

保
持
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
る
。
結

果
的
に
、
多
く
の
家
内
労
働
に
あ
る
婦

女
子
や
工
場
に
就
業
す
る
男
子
移
住
労

働
者
の
乱
用
を
促
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

R
E
L
A
と
称
す
る
民
間
の
武
装
グ

ル
ー
プ
は
移
住
労
働
者
の
諸
権
利
侵
害

で
多
く
の
非
難
を
浴
び
て
い
る
。
一
部

反
汚
職
法
担
当
の
官
吏
が
人
身
売
買
に

関
与
し
て
い
る
と
の
報
も
あ
る
」。

エ
ピ
ロ
ー
グ

　
『
報
告
書
』は
最
後
に
24
項
目
の
改

善
点
を
列
記
し
、
マ
レ
ー
シ
ア
政
府
や

W
T
O
、
I
L
O
の
善
処
方
を
提
言
し

て
い
る
。

　

政
治
活
動
を
禁
じ
ら
れ
て
い
る
マ

レ
ー
シ
ア
労
働
運
動
だ
が
、
08
年
総
選

挙
で
は
、
過
去
連
続
11
回
一
方
的
に
勝

利
し
て
き
た
与
党
連
合
政
権
を
、
改
憲

に
必
要
な
全
議
席（
2
2
2
）の
3
分
の

2
を
割
り
込
む
ま
で
に
追
い
込
み
、
政

治
的
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
に
一
定
の
変
容

を
招
来
さ
せ
た
。

　

し
か
し
、
悲
願
で
あ
る
労
働
法
改
定

に
は
未
だ
届
か
な
い
。
さ
ら
に
は
全
国

最
低
賃
金
制
度
、
失
業
保
険
制
度
の
確

立
な
ど
、
取
り
組
む
べ
き
ア
ジ
ェ
ン
ダ

は
大
き
く
マ
レ
ー
シ
ア
労
働
運
動
の
前

に
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
。
一
層
の
政

治
改
革
を
含
め
、
近
未
来
に
お
け
る
前

進
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

（
2
0
1
0
年
3
月
30
日
記
）
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