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１ 

は
じ
め
に

　　

平
成
25
年
６
月
22

－

23
日
、
ア
ジ
ア
法

学
会
創
立
10
周
年
の
記
念
大
会
が
早
稲

田
大
学
で
開
催
さ
れ
た
。
23
日
に
は
「
ア

ジ
ア
に
進
出
し
た
日
系
企
業
の
労
使
紛

争
処
理
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
が
開
催
さ
れ
た
。
中
国
（
山
下
昇
九
州

大
学
准
教
授
）、
ベ
ト
ナ
ム
（
斎
藤
善
久

神
戸
大
学
准
教
授
）、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
（
藤

川
久
昭
青
山
学
院
大
学
教
授
）
と
筆
者

が
担
当
し
た
イ
ン
ド
の
４
カ
国
に
お
け
る

労
使
紛
争
処
理
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て

討
議
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
国
々
を
対

象
と
し
た
の
は
、日
本
と
の
関
係
が
深
く
、

注
目
を
集
め
る
労
使
紛
争
が
発
生
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
国
へ
の
日
本
企
業
の
進
出
は

目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
中
国
に
は

１
万
４
０
０
０
社
以
上
、
ベ
ト
ナ
ム
に
は

１
２
０
０
社
以
上
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
は

１
２
０
０
社
以
上
、
イ
ン
ド
に
は
９
０
０

社
以
上
が
進
出
し
て
い
る
。
日
本
側
の

資
料
に
よ
っ
て
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
労
使
紛

争
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
す
る

資
料
が
見
当
た
ら
な
い
。
各
国
の
労
働

統
計
資
料
が
事
態
を
反
映
し
て
い
な
い

た
め
で
あ
る
。
上
記
の
学
会
報
告
で
も

４
カ
国
と
も
統
計
資
料
が
不
確
か
な
こ

と
が
指
摘
さ
れ
た
。
労
働
争
議
は
届
け

出
ら
れ
た
数
字
し
か
載
っ
て
い
な
い
た

め
で
あ
る
。
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
経

営
側
も
組
合
（
工
会
）
側
に
と
っ
て
も

労
働
争
議
は
隠
し
て
お
き
た
い
事
態
で

あ
り
、
騒
ぎ
が
大
き
く
な
れ
ば
隠
せ
な

い
が
、
で
き
れ
ば
届
け
出
は
し
た
く
な

い
。
労
働
争
議
は
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
者

の
怠
慢
の
結
果
発
生
し
た
と
み
な
さ
れ
、

自
分
の
将
来
の
地
位
を
危
う
く
す
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ

シ
ア
と
イ
ン
ド
は
国
土
が
広
大
で
あ
り
、

日
系
企
業
の
海
外
進
出
拡
大
と

増
大
す
る
労
使
紛
争

全
国
的
に
統
計
を
収
集
す
る
こ
と
は
大
変

な
作
業
で
あ
り
、
日
本
の
よ
う
に
緻
密
な

調
査
が
で
き
ず
、
実
際
よ
り
は
少
な
い
数

字
に
な
る
傾
向
に
あ
る
。
ま
し
て
や
政
府

統
計
の
中
で
、
日
系
企
業
だ
け
の
統
計
資

料
は
そ
も
そ
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
研
究

者
が
実
地
に
調
査
す
る
他
な
い
が
、
残
念

な
が
ら
現
段
階
で
は
そ
の
よ
う
な
統
計
資

料
は
見
つ
か
ら
な
い
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
日
系
企
業
で
労
働
争
議

が
増
大
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
日
系
企
業
の
中
で
も
大
企
業
で

発
生
す
る
労
働
争
議
が
目
に
つ
く
か
ら
で

あ
る
。
10
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
は
日
系
企
業

で
の
労
働
争
議
は
散
発
し
て
い
た
に
す
ぎ

な
い
が
、
こ
こ
10
年
ぐ
ら
い
に
間
に
、
大

企
業
で
の
労
働
争
議
が
頻
発
し
て
い
る
。

大
企
業
の
た
め
に
、
労
働
争
議
の
影
響
が

大
き
く
、
地
元
の
マ
ス
コ
ミ
が
報
道
し
、

日
本
側
に
も
そ
れ
が
伝
わ
っ
て
く
る
の

で
、
よ
け
い
に
目
に
つ
く
結
果
と
な
る
。

そ
の
結
果
、
労
働
争
議
や
ス
ト
ラ
イ
キ
が

増
大
し
た
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
労
働
争

議
の
増
大
は
日
系
企
業
に
の
み
見
ら
れ
る

の
で
は
な
く
、
外
資
系
企
業
に
広
く
見
ら

れ
る
と
思
わ
れ
る
。

２ 

な
ぜ
労
働
争
議
が

増
大
し
て
い
る
の
か

　

労
働
争
議
増
大
の
要
因
と
し
て
2
つ

の
仮
説
が
あ
る
。
１
つ
は
ア
ジ
ア
の
経
済

成
長
に
よ
っ
て
中
産
階
層
が
増
大
し
、
そ
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の
中
産
階
層
が
基
本
的
人
権
の
尊
重
を

求
め
て
い
る
。
そ
の
こ
と
が
結
社
の
自
由

や
争
議
権
の
遵
守
を
求
め
る
動
き
と
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
I
L
O
は
積
極
的

に
後
押
し
を
し
て
い
る
。
ア
ジ
ア
で
は
経

済
発
展
を
実
現
す
る
た
め
に
、
開
発
独

裁
（
権
威
主
義
的
体
制
）
が
敷
か
れ
、
労

働
者
の
権
利
を
制
限
し
て
き
た
。
た
と
え

ば
ア
ジ
ア
の
発
展
途
上
国
で
は
、
政
治
的

社
会
的
安
定
を
持
た
な
け
れ
ば
外
資
は
進

出
し
て
く
れ
な
い
。
将
来
の
予
測
可
能
性

が
低
く
、
な
に
が
あ
る
か
分
か
ら
な
い

国
に
は
外
資
は
進
出
し
な
い
。
そ
こ
で

政
治
的
に
強
引
に
安
定
的
状
態
を
作
り

上
げ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
開
発
独
裁
で
あ
っ
た
。
そ
の
も

と
で
、
あ
る
程
度
の
経
済
成
長
を
実
現

し
、
中
進
国
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
て

購
買
力
を
持
つ
中
産
階
層
が
増
加
し
て

き
た
。
中
産
階
層
は
高
学
歴
も
あ
っ
て

都
市
部
に
住
む
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
を

構
成
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
基
本

的
人
権
を
抑
制
す
る
開
発
独
裁
体
制
に

批
判
的
に
な
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
政
治
的

自
由
や
表
現
の
自
由
を
求
め
る
動
き
が
強

ま
っ
て
く
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
民
主
化

へ
の
動
き
が
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が

結
社
の
自
由
や
争
議
権
の
保
障
を
求
め
る

動
き
の
拡
大
に
つ
な
が
っ
て
き
て
い
る
。

　

も
う
１
つ
の
動
き
は
中
産
階
層
に
な
れ

な
か
っ
た
人
々
の
動
き
で
あ
る
。
ア
ジ
ア

の
経
済
成
長
は
貧
富
の
格
差
を
拡
大
さ

せ
て
い
る
。
中
産
階
層
の
割
合
は
拡
大

し
つ
つ
あ
る
が
、
ま
だ
多
く
の
割
合
を

占
め
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
貧

困
層
が
無
視
で
き
な
い
割
合
で
存
在
し

て
い
る
。
１
日
１
ド
ル
以
下
で
暮
ら
さ

ざ
る
を
え
な
い
層
が
い
る
。
イ
ン
ド
で

は
労
働
法
や
社
会
保
障
法
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
て
い
る
組
織
部
門
に
従
事
し
て

い
る
者
は
全
労
働
者
の
1
割
以
下
と
さ

れ
て
お
り
、
９
割
以
上
は
労
働
法
や
社

会
保
障
法
の
適
用
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
（
非
組
織

部
門
）
に
従
事
し
て
い
る
。
さ
ら
に
最
近

は
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
り
、

正
規
労
働
者
と
比
べ
て
低
い
賃
金
や
労

働
条
件
の
も
と
で
働
い
て
い
る
。
イ
ン
フ

ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
に
従
事
し
て
い
た

者
が
非
正
規
労
働
者
に
な
る
場
合
も
あ

り
う
る
。
こ
れ
ら
の
労
働
者
が
賃
金
や

労
働
条
件
の
向
上
を
求
め
て
労
働
争
議

を
発
生
さ
せ
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ブ
ル
ー
カ
ラ
ー
層
を

構
成
し
て
い
る
が
、
中
産
階
層
の
動
き

と
連
動
し
て
結
社
の
自
由
や
争
議
権
の

遵
守
を
求
め
る
動
き
が
強
ま
っ
て
き
て

い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
仮
説
を
前
提
に
先
の
４

カ
国
を
具
体
的
に
見
て
み
よ
う
。

①
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム

　

中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
は
共
産
党
の
一
党
支

配
が
続
い
て
お
り
、
開
発
独
裁
体
制
が
継

続
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
中
国
は
経
済

面
で
は
第
二
の
経
済
大
国
と
な
っ
て
い
る

が
、
そ
の
政
治
体
制
の
た
め
に
結
社
の
自

由
や
争
議
権
の
尊
重
と
い
う
段
階
に
は
至

っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
中
産
階
層
は
共
産

党
の
一
党
支
配
を
維
持
強
化
す
る
方
向
を

向
い
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム
も
同
様
な
状
況

に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
と
ベ
ト
ナ

ム
で
は
、
先
の
仮
説
は
現
段
階
で
は
適
用

で
き
な
い
と
言
え
よ
う
。

　

中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
工
会
は
企
業
統
治

の
一
機
構
と
な
っ
て
お
り
、
積
極
的
に
労

働
者
の
不
満
を
解
消
す
る
機
能
を
果
た

し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
第
２
人
事
部
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
、
不
満
を
抑
制
す
る

役
回
り
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
こ
で
労
働

者
の
利
益
を
代
表
す
る
組
織
が
な
い
た
め

に
、
一
部
の
労
働
者
が
不
満
を
工
会
と
は

関
係
な
く
表
明
し
て
、
い
き
な
り
ス
ト
ラ

イ
キ
に
突
入
す
る
。
そ
の
中
に
は
農
村
か

ら
出
稼
ぎ
に
き
て
、
非
正
規
労
働
者
と

し
て
働
い
て
い
る
人
達
も
含
ま
れ
る
。
本

来
な
ら
ば
団
体
交
渉
が
う
ま
く
い
か
な
い

場
合
に
、
交
渉
を
有
利
に
す
す
め
る
た
め

に
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
う
の
が
通
常
で
あ
る

が
、
い
き
な
り
ス
ト
ラ
イ
キ
に
入
っ
て
経

営
側
に
対
抗
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
中
国

で
は
そ
も
そ
も
ス
ト
ラ
イ
キ
権
が
認
め
ら

れ
て
い
な
い
の
が
通
説
で
あ
り
、
ス
ト
ラ

イ
キ
は
違
法
行
為
と
な
る
。
紛
争
処
理

も
個
別
紛
争
の
手
続
き
は
あ
る
が
、
賃

金
な
ど
の
集
団
紛
争
の
手
続
は
設
け
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
２
０
１
１
年
11
月
13

日
の
「
企
業
労
使
紛
争
協
議
調
停
規
定
」

で
は
、
労
使
協
議
会
を
設
置
し
て
労
使

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
活
性
化
し
て

紛
争
の
発
生
を
減
ら
す
努
力
が
な
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
で
も
労
働
争
議
や
ス
ト
ラ

イ
キ
が
発
生
す
る
の
は
、
社
会
主
義
体
制

の
中
で
労
使
の
対
立
を
前
提
と
す
る
紛
争

処
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築
が
困
難
だ
か
ら
で

あ
る
。
工
会
の
中
で
は
賃
金
や
労
働
条
件

の
不
満
を
ぶ
つ
け
る
機
会
が
限
ら
れ
て
い
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る
か
ら
で
あ
る
。

　

ベ
ト
ナ
ム
で
も
同
じ
状
況
が
見
ら
れ

る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
は
中
国
と
違
っ
て
一
定

の
手
続
き
の
も
と
で
認
め
ら
れ
て
い
る

が
、
労
働
組
合
法
に
よ
っ
て
工
会
や
労

働
者
集
団
代
表
に
よ
っ
て
ス
ト
ラ
イ
キ

が
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
代

わ
っ
て
、
一
部
の
労
働
者
が
争
議
団
を
結

成
し
て
ス
ト
ラ
イ
キ
を
お
こ
な
っ
て
抗
議

の
意
思
表
示
を
お
こ
な
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
手
続
き
を
踏
ま
な
い
ス
ト
ラ
イ
キ
と

な
り
、
山
猫
ス
ト
ラ
イ
キ
と
し
て
違
法
な

ス
ト
ラ
イ
キ
に
な
っ
た
。
違
法
ス
ト
ラ
イ

キ
は
罰
則
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
が
、
罰

則
を
課
さ
れ
た
事
例
は
存
在
し
な
い
。
こ

れ
が
社
会
主
義
国
の
摩
訶
不
思
議
な
点

で
あ
る
。
社
会
主
義
国
な
の
で
労
働
者
が

主
人
公
の
国
で
あ
り
、
そ
の
労
働
者
が
生

活
の
苦
し
さ
か
ら
ス
ト
ラ
イ
キ
を
実
施
す

る
の
に
処
罰
で
き
な
い
と
い
う
理
屈
で
あ

る
。
そ
の
後
労
働
組
合
法
は
改
正
さ
れ
、

２
０
１
３
年
１
月
１
日
の
施
行
日
以
降
か

ら
は
工
会
だ
け
で
な
く
直
接
上
級
労
働

組
合
も
一
定
の
手
続
き
の
も
と
で
ス
ト
ラ

イ
キ
が
打
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り

工
会
に
組
織
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
、
直

接
上
級
労
働
組
合
が
一
定
の
手
続
き
の
も

と
で
ス
ト
ラ
イ
キ
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
れ
で
合
法
な
ス
ト
ラ
イ
キ
が
実
施

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら

な
い
。
一
定
に
手
続
き
が
必
要
で
あ
り
、

制
定
で
あ
っ
た
。
２
０
０
０
年
制
定
の
労

働
組
合
に
関
す
る
法
律
に
よ
っ
て
、
組
合

の
強
制
登
録
制
度
が
廃
止
さ
れ
て
、
届
出

制
度
に
切
り
替
わ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て

労
働
組
合
の
結
成
が
促
進
さ
れ
た
。
10
名

の
組
合
員
で
組
合
の
結
成
が
可
能
で
あ

り
、
５
つ
の
組
合
で
連
合
組
織
が
結
成

と
な
り
、
３
つ
の
連
合
組
織
で
ナ
シ
ョ
ナ

ル
・
セ
ン
タ
ー
の
結
成
が
可
能
と
な
っ
て

い
る
。
産
業
別
、
職
種
別
、
企
業
別
の

設
立
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
ス
ハ
ル
ト

大
統
領
の
統
治
時
代
と
比
べ
る
と
、
政

そ
れ
が
遵
守
さ
れ
る
保
証
は
な
い
か
ら
で

あ
る
。

　

中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
で
は
外
資
系
企
業
に

ス
ト
ラ
イ
キ
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
外
資
の
た
め
に
強
く
コ
ン
プ
ラ
イ

ア
ン
ス
が
求
め
ら
れ
、
現
地
の
法
制
度
を

遵
守
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
一
部
の
労
働
者

は
そ
こ
を
見
越
し
て
労
働
争
議
や
ス
ト

ラ
イ
キ
で
揺
さ
ぶ
り
を
か
け
て
い
る
。
中

国
と
ベ
ト
ナ
ム
は
先
に
あ
げ
た
仮
説
は

適
用
が
困
難
で
あ
る
が
、
社
会
主
義
体

制
の
故
に
一
部
の
労
働
者
に
よ
っ
て
労
働

争
議
が
発
生
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が

見
ら
れ
る
。

②
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
イ
ン
ド

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
１
９
６
６
年
か
ら

１
９
９
８
年
ま
で
続
い
た
ス
ハ
ル
ト
元
大

統
領
に
よ
る
権
威
主
義
体
制
が
崩
壊
し
た

後
、
経
済
状
況
は
体
制
転
換
期
に
は
経

済
成
長
が
落
ち
込
ん
だ
が
、
２
０
０
４
年

直
接
大
統
領
選
挙
に
よ
り
ユ
ド
ヨ
ノ
大
統

領
が
選
ば
れ
た
頃
か
ら
、
６
％
以
上
の
経

済
成
長
率
を
維
持
し
て
い
る
。
天
然
資
源

や
人
口
も
豊
富
な
た
め
に
、
B
R
I
C
s

に
I
を
追
加
し
て
B
R
I
I
C
s
と
い

う
表
現
が
あ
る
よ
う
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

は
経
済
成
長
の
牽
引
役
が
期
待
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
一
方
、
民
主
化

も
ス
ハ
ル
ト
体
制
が
崩
壊
し
た
後
、
進
め

ら
れ
た
。
そ
の
象
徴
が
新
し
い
労
働
法
の

府
の
組
合
へ
の
統
制
が
ゆ
る
く
な
っ
て
お

り
、
政
治
の
民
主
化
運
動
が
労
働
組
合

に
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら

に
、
中
核
的
労
働
基
準
に
係
わ
る
８
つ
の

I
L
O
条
約
を
批
准
を
し
た
こ
と
も
労

働
面
に
お
け
る
民
主
化
が
進
展
し
た
証

と
し
て
見
ら
れ
た
。

　

一
方
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
も
経
済
成
長

の
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
が
少
な
い
層
が
い

る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
セ
ク
タ
ー
従
事

者
は
多
い
し
、
非
正
規
労
働
者
が
増
加
し

て
正
規
労
働
者
よ
り
低
い
賃
金
で
働
く
層

上：インドネシアの日
系企業労使紛争でスト
を行う現地組合員
※撮影：JCM国際局

右：インドでのメーデ
ーでアピールするイン
ダストリオール加盟組
合員（2013年5月）
※提供：インダストリ
オール本部
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が
増
加
し
て
お
り
、
格
差
問
題
が
発
生
し

て
い
る
。
２
０
０
３
年
の
労
働
法
に
よ
っ

て
派
遣
や
請
負
制
度
の
活
用
が
認
め
ら
れ

た
が
、
そ
の
範
囲
を
め
ぐ
っ
て
対
立
が
生

じ
た
。
法
律
で
は
非
正
規
労
働
者
を
保
護

す
る
視
点
が
強
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
現

実
に
は
そ
の
数
は
増
加
し
て
、
そ
の
た
め

に
労
働
争
議
が
多
発
し
て
い
る
。
最
低
賃

金
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
多
い
の
は
そ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　

イ
ン
ド
は
世
界
最
大
の
民
主
国
家
と
自

負
し
て
い
る
が
、
１
９
９
１
年
の
経
済
自

由
化
後
、
経
済
成
長
に
向
か
い
、
中
産
階

層
が
増
加
し
、
購
買
力
が
上
昇
し
て
き
て

い
る
。
２

－

３
億
人
が
中
産
階
層
に
な
っ

て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
日
本
の
人
口

を
上
回
っ
て
い
る
。

　

一
方
、
膨
大
な
貧
困
層
が
い
る
こ
と
が

問
題
で
あ
る
。
貧
富
の
格
差
が
拡
大
し
て

き
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
日
系
企
業
に
も

請
負
労
働
（contract labour

）
の
形
態

で
非
正
規
労
働
者
と
し
て
働
い
て
い
る
。

最
初
は
間
接
部
門
に
限
定
さ
れ
て
い
た

が
、
し
だ
い
に
直
接
製
造
部
門
に
も
働
く

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
正
規
労
働
者
は
正

式
に
中
・
高
校
以
上
の
学
校
を
卒
業
し
た

者
が
働
く
こ
と
が
で
き
る
が
、
請
負
労
働

者
の
場
合
に
は
中
退
者
も
働
く
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、
同
じ
仕
事
を
し
て
い

る
正
規
労
働
者
と
比
べ
て
賃
金
や
労
働

条
件
が
低
い
。
こ
れ
が
紛
争
の
原
因
と
な

る
。
１
９
２
６
年
労
働
組
合
法
に
よ
っ
て

組
合
の
任
意
登
録
制
度
が
導
入
さ
れ
て

か
ら
、
そ
れ
が
今
も
維
持
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
イ
ン
ド
の
推
定
組
合
組
織
率
は

６
－

７
％
に
す
ぎ
な
い
。
請
負
労
働
者
の

組
織
率
は
も
っ
と
低
い
と
推
定
さ
れ
て
お

り
、
組
合
活
動
に
よ
る
保
護
が
及
ば
な

い
請
負
労
働
者
が
多
い
。
こ
れ
ら
の
請
負

労
働
者
の
日
頃
の
不
満
が
爆
発
し
て
暴

力
を
伴
う
労
働
争
議
が
起
こ
っ
て
く
る
。

そ
の
１
つ
が
マ
ル
チ
・
ス
ズ
キ
の
マ
ネ
サ

ー
ル
工
場
で
の
労
働
争
議
と
位
置
づ
け

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

以
上
に
よ
う
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
イ
ン

ド
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
仮
説
が
分

析
の
道
具
と
し
て
使
え
る
と
思
わ
れ
る
。

３ 

ど
う
す
れ
ば
労
使
紛
争
を

処
理
で
き
る
か

　

団
体
交
渉
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
紛
争

処
理
の
基
本
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
い
く
つ

か
の
問
題
点
が
あ
る
。
１
つ
目
は
外
部
指

導
者
の
存
在
で
あ
る
。
企
業
の
従
業
員
で

な
い
プ
ロ
の
組
合
活
動
家
が
組
合
を
指
導

し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
団
体
交
渉
が

外
部
指
導
者
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン

の
場
に
な
っ
て
よ
り
紛
糾
す
る
可
能
性
を

持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
日
系
企
業
は

外
部
指
導
者
に
違
和
感
を
感
じ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
地
の
慣
行
に
従
う
他
な

い
。
２
つ
目
は
組
合
の
組
織
率
が
低
い
た

め
に
、
組
合
の
保
護
の
対
象
と
な
る
労
働

者
に
限
界
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
団
体
交

渉
に
か
わ
っ
て
労
使
協
議
制
を
利
用
す
る

方
法
も
あ
ろ
う
。
非
正
規
労
働
者
は
組

合
の
保
護
が
及
ば
な
い
場
合
が
多
い
が
、

正
規
労
働
者
か
ら
な
る
組
合
が
ど
こ
ま
で

非
正
規
労
働
者
を
守
る
活
動
が
で
き
る
か

が
問
わ
れ
る
。
特
に
上
部
団
体
の
役
割
に

期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
３
つ
目

は
労
働
N
G
O
の
存
在
で
あ
る
。
特
に

非
正
規
労
働
者
の
保
護
に
か
か
わ
る
労
働

N
G
O
が
活
動
し
て
い
る
。
労
働
組
合
で

は
な
い
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
役
割
を
果
た

し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
に
組

合
と
提
携
が
組
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
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