
 

11 昭
和
五
十
六
年
二
月
二
十
一
日
提
出 

質

問

第

一

一

号 

  

右
の
質
問
主
意
書
を
提
出
す
る
。 

書 家
内
労
働
者
（
家
内
労
働
法
に
い
う
）
の
工
賃
支
払
の
確
保
と
社
会
保
障
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意 

昭
和
五
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年
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二
十
一
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衆 

議 
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長 

福 
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一 

殿 

 

提 

出 

者 
 

金 

子 

満 

広 

 

一 

 



 

 

二 

 
家
内
労
働
者
（
家
内
労
働
法
に
い
う
）
の
工
賃
支
払
の
確
保
と
社
会
保
障
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意 

書 

全
国
で
数
百
万
人
（
昭
和
五
十
四
年
労
働
省
調
査
百
三
十
四
万
人
、
補
助
者
を
含
む
と
百
四
十
四
万
人
、
内
九 

 

二
パ
ー
セ
ン
ト
が
婦
人
）
と
推
定
さ
れ
る
家
内
労
働
者
は
、
我
が
国
の
産
業
構
造
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
な 

 

が
ら
、
そ
の
労
働
条
件
は
他
の
雇
用
労
働
者
と
比
較
し
て
極
め
て
劣
悪
な
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
。 

専
業
的
家
内
労
働
者
は
、
従
来
保
持
し
て
い
た
商
行
為
、
生
産
計
画
も
委
託
者
に
委
ね
ら
れ
、
労
働
を
提
供
す
る

こ
と
を
前
提
に
委
託
を
受
け
、
加
工
に
従
事
し
、
労
働
の
対
価
と
し
て
受
け
る
工
賃
で
生
計
を
維
持
し
て
い
る
状 

 

態
で
あ
る
。
一
方
的
工
賃
決
定
で
低
工
賃
に
抑
え
ら
れ
て
お
り
、
劣
悪
な
作
業
環
境
で
一
日
十
二
時
間
か
ら
十
三 

 

時
間
と
い
う
長
時
間
労
働
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
家
内
労
働
者
の
健
康
を
む
し
ば
み
、
腰
痛
症
、 

 

神
経
痛
、
視
力
低
下
な
ど
職
業
病
と
も
い
え
る
疾
病
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
家
内
労
働
者
に
対 



 

す
る
社
会
保
障
は
極
度
に
不
十
分
で
あ
り
、
事
態
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な
つ
て
い
る
。 

そ
こ
で
以
下
、
家
内
労
働
法
の
改
善
と
関
連
し
て
、
工
賃
支
払
の
確
保
と
社
会
保
障
の
二
点
に
つ
い
て
具
体
的 

 

な
質
問
を
す
る
。 

家
内
労
働
法
が
制
定
さ
れ
て
十
周
年
を
迎
え
て
い
る
今
日
、
こ
の
法
律
の
精
神
は
生
か
さ
れ
ず
、
家
内
労
働
者 

 

の
実
態
は
、
現
行
家
内
労
働
法
の
改
善
・
見
直
し
を
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
て
い
る
。 

し
か
も
最
近
は
、
突
然
襲
つ
て
く
る
「
仕
事
ぎ
れ
」
や
作
業
量
の
減
少
、
長
期
の
半
失
業
状
態
、
倒
産
に
よ
る
工

賃
不
払
な
ど
が
相
次
い
で
起
こ
つ
て
い
る
。
そ
の
た
め
地
場
産
業
の
中
で
長
年
に
わ
た
つ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
技 

能
者
が
転
職
し
、
そ
の
後
継
者
を
生
み
出
す
こ
と
も
困
難
に
し
て
い
る
。 

一 

家
内
労
働
法
第
六
条
に
は
工
賃
未
払
に
対
す
る
罰
則
規
定
は
あ
る
が
経
済
的
救
済
が
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。 

私
の
住
む
東
京
都
に
お
い
て
も
、
台
東
区
を
中
心
と
す
る
東
部
一
帯
の
靴
、
草
履
、
鼻
緒
、
サ
ン
ダ
ル
な
ど
の 

 
 

家
内
労
働
者
の
実
際
も
例
外
で
は
な
い
。 

三 

 



 

二 

家
内
労
働
法
第
五
条
は
委
託
打
切
り
の
予
告
に
つ
い
て
努
力
規
定
の
み
で
法
的
実
効
性
が
な
い
。
前
述
の
よ 

う
に
、
家
内
労
働
者
の
特
定
委
託
者
に
対
す
る
従
属
化
が
進
む
中
で
委
託
打
切
り
は
解
雇
に
等
し
い
経
済
的
打 

撃
を
与
え
る
。
従
つ
て
、
こ
の
よ
う
な
委
託
打
切
り
に
対
し
て
は
労
働
基
準
法
第
十
九
条
、
第
二
十
条
、
第
二 

 
 

十
一
条
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

こ
の
た
め
委
託
者
が
倒
産
し
た
り
し
て
工
賃
未
払
が
生
じ
た
場
合
に
は
他
の
法
規
に
よ
る
救
済
と
い
う
こ
と
に 

な
り
、
民
法
第
三
百
十
一
条
第
一
項
第
八
号
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
と
い
う
見
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
情
に 

 

合
わ
な
い
。
最
近
、
専
業
家
内
労
働
者
の
特
定
委
託
者
に
対
す
る
従
属
化
は
さ
ら
に
進
み
、
そ
の
工
賃
に
よ
つ 

 

て
生
計
の
ほ
と
ん
ど
が
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
。
従
つ
て
、
工
賃
に
つ
い
て
は
債
務
者
の
特
定
動
産
の
上
に
先
取 

 

特
権
を
有
す
る
だ
け
と
せ
ず
、
民
法
第
三
百
六
条
に
よ
り
雇
人
の
給
料
と
し
て
債
務
者
の
総
財
産
の
上
に
先
取 

特
権
を
有
す
る
も
の
と
し
、
労
働
基
準
法
の
賃
金
と
同
様
の
保
護
を
与
え
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府 

 

の
見
解
は
ど
う
か
。 

四 

 



 

四 

以
上
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
「
賃
金
の
支
払
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
」
に
基
づ
く
「
未
払
賃
金
の
立
替
払
事

業
」
を
家
内
労
働
者
に
対
し
て
直
ち
に
適
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

三 
最
近
、
各
地
の
地
場
産
業
を
担
つ
て
い
る
中
小
零
細
企
業
が
倒
産
し
、
家
内
労
働
者
は
仕
事
が
な
く
な
り
、 

 

退
職
金
も
な
く
、
未
払
工
賃
を
抱
え
て
窮
地
に
陥
つ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
あ
ら
か
じ
め
雇
用
保
険
な
ど
に
加
入 

 

す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
労
働
者
が
現
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
に
最
低
必
要
な
社
会
保
障
を
受
け
る
こ
と
が
で 

き
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
道
上
か
ら
み
て
も
重
大
な
問
題
で
あ
る
。 

倒
産
が
相
次
ぐ
中
で
家
内
労
働
者
は
、
前
述
の
よ
う
に
社
会
保
障
に
よ
る
救
済
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ず
、 

 

困
難
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
他
の
債
権
に
優
先
し
て
未
払
工
賃
の
支
払
を
直
ち
に
受
け
な
け 

 

れ
ば
雇
用
保
険
も
退
職
金
も
な
く
生
活
は
即
刻
破
綻
す
る
。 

家
内
労
働
者
に
対
し
て
直
ち
に
雇
用
保
険
に
加
入
す
る
道
を
開
く
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
ま 

 

た
、
そ
れ
に
代
わ
る
休
業
補
償
制
度
を
直
ち
に
設
け
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

五 

 



 

五 

前
述
の
よ
う
に
家
内
労
働
者
に
対
し
て
労
災
保
険
特
別
加
入
の
道
が
開
か
れ
て
い
る
が
、
昭
和
五
十
五
年
八 

月
十
五
日
現
在
で
労
働
省
が
調
査
し
た
資
料
に
よ
れ
ば
加
入
団
体
数
が
百
八
で
あ
り
、
加
入
者
数
は
全
国
で
四 

千
三
百
六
十
九
名
、
こ
の
内
訳
は
委
託
者
全
額
負
担
が
六
百
七
十
七
名
、
家
内
労
働
者
全
額
負
担
が
二
千
三
百 

 

四
十
三
名
、
委
託
者
又
は
自
治
体
が
一
部
負
担
し
て
い
る
も
の
が
千
三
百
四
十
九
名
で
あ
り
、
保
険
料
に
つ
い 

 

て
家
内
労
働
者
が
自
分
で
全
額
負
担
し
て
い
る
も
の
が
半
数
を
超
え
て
い
る
。
例
え
ば
東
京
都
台
東
区
で
は
最 

近
、
保
険
料
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
補
助
を
決
定
し
た
が
、
委
託
者
負
担
や
自
治
体
の
補
助
を
さ
ら
に
拡
大
し
、
労 

委
託
者
で
あ
る
企
業
が
倒
産
し
、
事
業
主
に
支
払
能
力
が
な
い
場
合
の
具
体
的
救
済
措
置
と
し
て
設
け
ら
れ 

た
「
未
払
賃
金
の
立
替
払
事
業
」
の
適
用
を
最
も
痛
切
に
必
要
と
し
て
い
る
の
は
家
内
労
働
者
で
あ
る
。
な
お
こ

の
場
合
財
源
は
、
労
働
保
険
特
別
会
計
労
災
勘
定
が
負
担
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
、
少
な
く
と
も
、
労
災
保 

 

険
特
別
加
入
を
行
つ
て
い
る
家
内
労
働
者
に
対
し
て
は
、
論
議
の
余
地
な
く
即
刻
適
用
し
て
よ
い
と
考
え
る
が 

ど
う
か
。 

六 

 



 

 

七 

災
保
険
加
入
に
つ
い
て
一
層
の
促
進
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

六 

家
内
労
働
者
の
戸
外
事
故
に
つ
い
て
も
労
災
保
険
は
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。
家
内 

労
働
者
は
、
名
称
と
し
て
む
し
ろ
在
宅
労
働
者
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
委
託
者
が
基
本
的
に
原
料
、
資
材
を
搬 

 

入
し
、
配
集
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
家
内
労
働
者
が
製
品
、
資
材
の
運
搬
に
携
わ
る
こ
と
も
多
い
。 

こ
の
実
態
の
中
で
、
戸
外
で
仕
事
に
関
係
し
て
い
る
中
で
生
じ
た
事
故
に
つ
い
て
は
、
家
内
労
働
者
に
対
し
て

も
労
災
保
険
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

七 

な
お
以
上
の
諸
点
に
か
ん
が
み
、
家
内
労
働
法
を
実
情
に
即
し
て
改
善
、
見
直
す
べ
き
と
き
で
あ
る
と
考
え 

 

る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
は
ど
う
か
。 

右
質
問
す
る
。 


