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去
る
1
月
23
日
、公
表
さ
れ
た
日
本
経

団
連
の
経
労
委
報
告
（『
2
0
1
2
年

版
経
営
労
働
政
策
委
員
会
報
告
』）
は
、

今
次
の
春
季
労
使
交
渉
に
向
け
て
、「
仕

事・役
割・貢
献
度
を
基
軸
と
し
た
人
事
・

賃
金
制
度
を
構
築
す
る
」
と
い
う
観
点

か
ら
、い
わ
ゆ
る
定
昇
制
度
を
「
抜
本
的

に
見
直
す
こ
と
」を
提
起
し
た（
同
報
告
、

72
頁
）。
今
年
度
に
限
ら
ず
、
昨
今
の
こ

う
し
た
経
労
委
報
告
の
論
調
が
示
し
て

い
る
こ
と
は
、
経
営
サ
イ
ド
主
導
で
進

展
し
て
き
た
成
果
主
義
賃
金
改
革
が
、

そ
の
歩
み
を
さ
ら
に
前
へ
と
進
め
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
定
昇
制
度
や
昇

給
カ
ー
ブ
の
維
持
を
め
ぐ
る
、
今
次
の

労
使
交
渉
の
帰
趨
が
ど
の
よ
う
な
も
の

と
な
れ
、
能
力
主
義
か
ら
成
果
主
義
へ

と
い
う
制
度
改
革
の
流
れ
自
体
は
、
も

は
や
逆
転
不
能
な
流
れ
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

能
力
主
義
と
成
果
主
義

　

能
力
主
義
か
ら
成
果
主
義
へ
と
い
う

賃
金
制
度
改
革
の
内
容
を
理
解
す
る
上

で
は
、
管
見
の
限
り
今
野﹇
1
9
9
8
﹈

や
石
田﹇
2
0
0
3
﹈
な
ど
の
文
献
が

最
良
の
指
針
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
議
論

を
整
理
す
れ
ば
、
第
一
に
、
従
来
の
職

能
資
格
制
度
と
そ
れ
を
基
軸
と
し
た
能

力
主
義
賃
金
制
度
は
、
労
働
力
供
給
サ

イ
ド
重
視
の
賃
金
制
度
で
あ
っ
た
と
い

「経営者社会」化の進展 　と労働組合「経営者社会」化の進展 　と労働組合

う
こ
と
、
こ
れ
が
大
事
な
理
解
の
ポ
イ

ン
ト
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
制

度
の
も
と
で
は
、
労
働
者
は
そ
の
保
有

す
る
仕
事
能
力
の
向
上
に
応
じ
て
、
社

内
で
の
資
格
ス
テ
ー
タ
ス
の
上
昇
を
享

受
し
、
よ
り
高
い
報
酬
を
受
け
取
る
。

賃
金
決
定
基
準
の
中
心
は
、
あ
く
ま
で

〈
仕
事
〉や
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
で
あ
る〈
成

果
〉
の
側
に
で
は
な
く
、
労
働
者
が
イ

ン
プ
ッ
ト
す
る
〈
仕
事
能
力
〉
や
〈
仕
事

態
度
〉、〈
意
欲
〉の
側
に
あ
っ
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
90
年
代
半
ば
以
降
の
成
果

主
義
の
改
革
は
、
需
要
サ
イ
ド
の
論
理

に
基
づ
く
賃
金
制
度
改
革
で
あ
る
と
い

う
こ
と
、
こ
れ
が
制
度
改
革
を
理
解
す

る
上
で
の
第
二
の
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
。
と
も
に
査
定
や
賃
金
決
定
の
個

別
化
を
制
度
の
中
核
と
す
る
と
言
っ
て

も
、
決
し
て
能
力
主
義
と
成
果
主
義
は

同
質
の
も
の
で
は
な
い
。
先
に
触
れ
た

経
労
委
報
告
に
も
あ
る
よ
う
に
、
賃
金

決
定
基
準
の
重
心
は
、〈能
力
〉や〈
意
欲
〉、

〈
態
度
〉
と
い
っ
た
労
働
力
の
イ
ン
プ
ッ

ト
側
に
あ
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で〈
仕

事
〉の
価
値
や〈
成
果
＝
貢
献
度
〉
と

い
っ
た
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
側
、
労
働
力

を
需
要
す
る
サ
イ
ド
の
側
に
あ
る
（
今

野
﹇
1
9
9
8
﹈、
第
3
章
、
第
5
章
）。

こ
う
し
た
制
度
の
変
化
を
領
導
し
た
も

の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
市
場
経
済
の

構
造
変
化
と
、
そ
の
下
で
の
グ
ロ
ー
バ

ル
競
争
の
強
ま
り
で
あ
る
。
市
場
の
声

の
強
ま
り
が
、
組
織
の
あ
り
方
に
変
更

を
迫
っ
た
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
（
石
田﹇
2
0
0
3
﹈、

1
8
6
頁
）。
こ
れ
に
贅
言
を
重
ね
る

こ
と
は
、
冗
長
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

成
果
主
義
賃
金
改
革
と

「
経
営
者
社
会
」

　

こ
こ
で
強
調
し
た
い
こ
と
は
、
こ
う

し
た
成
果
主
義
賃
金
改
革
に
伴
っ
て
、

企
業
社
会（
会
社
内
部
に
展
開
す
る
社

会
関
係
）
の
性
格
が
、
大
き
く
変
化
し

つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
誇
張
を
怖
れ
ず
に
言
え
ば
、

能
力
主
義
が
支
配
し
た
従
来
の
企
業
社

会
の
あ
り
方
は
、「
労
働
者
社
会
」
と
し

て
の
性
格
を
濃
厚
に
帯
び
て
い
た
。
社

員
等
級
制
度
（
職
能
資
格
制
度
）の
機
軸

が
労
働
力
供
給
サ
イ
ド
の
ロ
ジ
ッ
ク
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
の
企

業
内
秩
序
が
労
働
者
側
の
論
理
に
よ
っ

て
深
く
刻
印
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体

的
な
表
現
は
、
一
般
従
業
員
か
ら
経
営

者
層
に
ま
で
伸
び
る
キ
ャ
リ
ア
の
展
開

で
あ
っ
た
し
、
終
身
雇
用
規
範
の
確
立

や
い
わ
ゆ
る
従
業
員
主
権
型
企
業
と
呼

ば
れ
た
日
本
的
経
営
の
あ
り
か
た
で

あ
っ
た
と
言
っ
て
も
良
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
成
果
主
義
的
改
革

が
向
か
う
企
業
社
会
の
あ
り
方
は
、
端
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い
つ
く
限
り
で
、
ご
く
簡
単
に
二
点
を

指
摘
す
る
に
止
め
た
い
。

　

ま
ず
、
一つ
に
は
、
ワ
ー
ク
ラ
イ
フ
バ

ラ
ン
ス
の
問
題
が
、
労
働
組
合
が
正
面

か
ら
取
り
組
む
べ
き
問
題
と
し
て
、
従

来
に
も
増
し
て
重
き
を
持
つ
こ
と
に
な

ろ
う
。
問
題
の
根
源
は
、「
経
営
者
」
の

よ
う
な
働
き
方
が
、
一
般
従
業
員
層
に

ま
で
広
が
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
競
争
の
強
ま
り
を
前
提
に

お
け
ば
、
時
短
の
か
け
声
と
は
裏
腹
に

成
果
主
義
の
下
で
は
、
過
重
労
働
の
問

題
が
深
刻
化
す
る
危
険
性
は
大
き
い
。

肝
心
な
の
は
、
具
体
的
な
取
り
組
み
方

で
あ
ろ
う
。
業
績
目
標
を
設
定
す
る
目

標
面
談
の
あ
り
方
が
、
焦
点
で
あ
る
こ

と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
よ
う

に
思
う
※
２
。

　

ま
た
、
い
ま
一
つ
に
は
、
非
正
規
労

働
者
の
組
織
化
と
い
う
課
題
に
、
企
業

別
組
合
が
如
何
に
取
り
組
め
る
か
が
、

重
大
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
こ
と
に
な

ろ
う
。企
業
社
会
が
「
経
営
者
社
会
」
へ

と
向
か
う
動
き
に
は
、「
経
営
者
」
の
よ

う
な
働
き
方
に
な
じ
ま
な
い
業
務
、
そ

れ
に
携
わ
る
多
く
の
人
々
の
企
業
社
会

か
ら
の
疎
外
が
伴
っ
て
き
た
。
端
的
に

い
っ
て
、
非
正
規
雇
用
の
拡
大
で
あ
り
、

外
部
人
材
活
用
の
肥
大
化
で
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
よ
り
多
く
の
人
を
企
業
社
会

へ
と
繋
げ
て
い
こ
う
と
す
る
、
包
摂
的

な
発
想
を
持
て
る
か
ど
う
か
が
、
鍵
と

な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
企
業
別
組
合

が
非
正
規
労
働
者
の
組
織
化
に
取
り
組

む
こ
と
で
、
何
ら
か
の
形
で
キ
ャ
リ
ア

が
タ
テ
に
接
続
し
て
い
く
こ
と
が
、
日

本
的
な
産
業
民
主
主
義
の
展
開
に
と
っ

て
は
こ
の
上
な
く
重
要
で
あ
ろ
う
（
中

村
﹇
2
0
0
9
﹈、
第
5
章
参
照
）※
３
。

労
働
組
合
の
真
価
に
か
か
わ
る
、
そ
う

し
た
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。

的
に
言
え
ば
「
経
営
者
社
会
」
化
の
強

ま
り
と
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
こ
こ
で
は
、
単
に
経
営
者
の
発
言

力
が
強
大
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
言
い

た
い
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
正
規
社

員
に
限
っ
て
言
え
ば
、
一
般
従
業
員
層

ま
で
含
め
て
「
経
営
者
」
と
し
て
の
性

格
を
、
濃
淡
の
程
度
は
あ
れ
帯
び
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
経
営
者
社

会
」
と
い
う
考
え
方
の
中
心
で
あ
る
。

目
標
面
談
を
通
し
て
業
績
目
標
が
合
意

さ
れ
、
組
織
の
上
層
か
ら
非
管
理
職
層

ま
で
通
し
て
、
組
織
目
標
の
達
成
に
向

け
て
P
D
C
A
を
回
し
て
い
く
、
そ
れ

ら
の
働
き
方
は
同
質
な
「
経
営
者
」と
し

て
の
働
き
方
で
あ
る
と
集
約
し
て
、
お

そ
ら
く
大
過
な
か
ろ
う
※
１ 

。

　

大
雑
把
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
戦
後

日
本
の
大
企
業
労
使
関
係
は
、
英
米
的

な
「
奴
ら
と
俺
た
ち
」
と
い
う
階
級
分

断
の
不
在
に
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
。

会
社
内
部
に
は
、
一つ
の
連
続
し
た
企

業
社
会
が
形
成
さ
れ
て
き
た
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
。
能
力
主
義
的
な
制
度
の

下
で
は
、
そ
の
企
業
社
会
は
経
営
サ
イ

ド
も
「
労
働
」
の
顔
を
併
せ
持
つ
、「
労

働
者
社
会
」
と
し
て
の
性
格
を
多
分
に

有
し
て
い
た
。
他
方
、
昨
今
の
成
果
主

義
の
制
度
改
革
が
志
向
す
る
企
業
社
会

は
、
こ
れ
と
の
対
比
で
言
え
ば
、
労
働

サ
イ
ド
も
「
経
営
」
の
顔
を
持
つ
、「
経

営
者
社
会
」
化
の
進
展
と
し
て
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

「
経
営
者
社
会
」化
の

下
で
の
労
働
組
合

　

で
は
、
そ
う
し
た
「
経
営
者
社
会
」

化
し
つ
つ
あ
る
企
業
社
会
の
中
で
、
企

業
別
組
合
に
は
ど
の
よ
う
な
機
能
が
期

待
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
登
場
し

て
く
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。「
経

営
者
」
の
よ
う
な
働
き
方
が
企
業
社
会

に
広
が
る
と
い
っ
て
も
、
従
業
員
が
被

雇
用
者
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な

い
。
労
働
組
合
が
必
要
な
こ
と
に
は
変

わ
り
は
な
い
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
っ
た
厄
介
な
問
題
が
発

生
す
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
思

「経営者社会」化の進展 　と労働組合
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