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右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 
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信 
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一 

 



 

主
に
製
造
業
に
お
け
る
雇
用
労
働
者
の
労
働
条
件
向
上
の
た
め
の
対
策
は
、
緊
急
を
要
す
る
と
考
え
る
。
従
っ

て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

三 

業
種
、
企
業
規
模
に
よ
っ
て
、
か
な
り
多
く
の
雇
用
労
働
者
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
猶
予
」
な 

一 

製
造
業
に
お
い
て
、
現
在
、
週
の
法
定
労
働
時
間
に
つ
い
て
猶
予
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
企
業
数
、
製
造
業

の
全
企
業
数
に
対
す
る
そ
の
割
合
、
ま
た
猶
予
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
雇
用
労
働
者
数
、
製
造
業
の
全
雇

用
労
働
者
数
に
対
す
る
そ
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

製
造
業
に
お
い
て
、
現
在
、
法
の
年
次
有
給
休
暇
付
与
日
数
に
つ
い
て
猶
予
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
企
業

数
、
製
造
業
の
全
企
業
数
に
対
す
る
そ
の
割
合
、
ま
た
猶
予
措
置
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
雇
用
労
働
者
数
、
製

造
業
の
全
雇
用
労
働
者
数
に
対
す
る
そ
の
割
合
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

労
働
行
政
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

四 

政
府
は
九
一
年
の
見
直
し
に
当
た
り
実
態
調
査
に
基
づ
き
猶
予
措
置
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
の
見
解
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
に
当
た
っ
て
、
業
種
の
分
類
、
企
業
規
模
の
分
類
を
ど
う
す
る
の
か
、
法
定
労

働
時
間
を
上
回
る
実
態
の
割
合
基
準
を
ど
う
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

政
府
は
連
続
休
暇
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
検
討
し
て
い
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

六 

中
小
企
業
に
対
す
る
時
短
援
助
施
策
と
し
て
、
「
時
短
サ
ー
ビ
ス
」
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
内
容
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

「
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
就
業
条
件
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」（
以

下
「
労
働
者
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
の
一
部
改
正
に
当
た
っ
て
、
派
遣
期
間
の
更
新
の
制
限
に
つ
い
て
、
「
同
一
の 

る
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
、
労
働
条
件
の
最
低
を
規
制
す
る
労
働
基
準
法
の
原
則
に
照
ら
し
、
い
か
な
る

見
解
を
持
つ
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

九 

中
小
企
業
退
職
金
共
済
法
の
一
部
改
正
に
当
た
っ
て
、
基
礎
退
職
金
と
付
加
退
職
金
と
に
よ
っ
て
、
「
既
加

入
者
に
対
し
従
前
の
給
付
を
保
障
す
る
」
「
新
制
度
の
退
職
金
水
準
に
つ
い
て
、
現
行
水
準
と
遜
色
な
い
も
の
と

す
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
い
か
な
る
措
置
に
よ
っ
て
「
保
障
」
し
、
「
遜
色
な
い
も
の
」
と
す
る
の
か
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

「
労
働
者
派
遣
法
」
に
よ
る
派
遣
事
業
の
派
遣
料
の
水
準
と
派
遣
労
働
者
の
賃
金
水
準
を
明
ら
か
に
し
、
派
遣

料
と
派
遣
労
働
者
の
賃
金
の
乖
離
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

労
働
者
が
同
一
の
業
務
で
か
つ
同
一
の
場
所
で
三
年
を
超
え
る
場
合
は
指
導
の
対
象
に
し
て
い
く
。
但
し
、
派

遣
元
で
常
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
除
く
」
と
の
見
解
を
政
府
は
持
っ
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
が
、
派
遣
期
間
が

満
了
し
た
時
点
で
「
同
一
の
業
務
か
つ
同
一
の
場
所
」
で
労
働
者
の
継
続
派
遣
が
必
要
な
場
合
、
派
遣
労
働
者

を
派
遣
先
で
雇
用
す
る
よ
う
指
導
す
る
の
か
ど
う
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

ま
た
、
職
業
紹
介
手
数
料
と
比
べ
、
そ
の
乖
離
は
ど
の
程
度
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

 

六 
十 
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
の
運
用
利
回
り
そ
の
も
の
が
低
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
原
因
と
、
い
か

な
る
措
置
に
よ
っ
て
改
善
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
一 

事
業
所
規
模
の
拡
大
に
よ
っ
て
中
小
企
業
退
職
金
共
済
制
度
の
適
用
事
業
所
か
ら
は
ず
れ
る
場
合
、
事
業

主
、
加
入
労
働
者
と
も
不
利
益
な
結
果
を
招
い
て
い
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
制
度
上
の
仕
組
み
と
、
改
善
に

つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
二 

政
府
は
過
労
死
の
問
題
で
九
〇
年
度
か
ら
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
計
画
的
な
研
究
を
進
め
る
と
し

て
い
る
が
、
労
働
組
合
、
医
師
、
弁
護
士
な
ど
の
参
加
を
ど
の
よ
う
に
保
障
す
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

十
三 

過
労
死
の
労
災
認
定
に
当
た
っ
て
、
現
在
、
い
か
な
る
基
準
が
適
用
さ
れ
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。 

右
質
問
す
る
。 


