
平
成
三
十
年
四
月
十
日
提
出

質
問
第
二
二
一
号

同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

尾

辻

か

な

子
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同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
・
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則

�

二
〇
一
六
年
（
平
成
二
十
八
年
）
三
月
二
十
三
日
の
厚
生
労
働
省
の
第
一
回
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
実
現
に
向
け
た

検
討
会
」
に
厚
労
省
か
ら
提
出
さ
れ
た
資
料
三
の
な
か
に
、
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
現
行
制
度
」
の
な
か
の
、

均
等
待
遇
に
関
す
る
規
定
と
し
て
「
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
第
九
条
」
、
均
衡
待
遇
に
関
す
る
規
定
と
し
て
「
パ
ー
ト
タ

イ
ム
労
働
法
第
八
条
」
と
「
労
働
契
約
法
第
二
十
条
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
「
同
一
労
働
同
一
賃

金
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
厚
労
省
だ
け
で
な
く
、
政
府
の
認
識
で
も
あ
る
の
か
。

�

二
〇
一
七
年
（
平
成
二
十
九
年
）
九
月
十
五
日
答
申
の
「
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
案
要
綱
」
の
「
第
七
」
は
、
「
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
管
理
の
改
善
等
に
関
す
る
法
律
」

を
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
改
正
法
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
し
、
短
時
間
労
働
者
と
有
期
雇
用
労
働
者
の
双
方
に
つ
い

て
、
従
前
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
第
九
条
と
同
様
の
規
定
と
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
第
八
条
及
び
労
働
契
約
法
第
二
十

条
と
同
様
の
規
定
を
設
け
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
新
た
に
新
設
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す

る
規
定
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
。

一



�

労
働
契
約
法
第
二
十
条
に
関
す
る
判
決
が
相
次
い
で
い
る
が
、
日
本
郵
便
事
件
東
京
地
裁
判
決
（
平
成
二
十
九
年
九
月

十
四
日
労
判
一
一
六
四
号
五
頁
）
な
ど
は
、
労
契
法
第
二
十
条
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
定
め
で
は
な
い
と
し
て

い
る
。
そ
の
よ
う
な
司
法
判
断
の
理
由
に
つ
い
て
、
政
府
は
承
知
し
て
い
る
か
。
司
法
判
断
に
お
い
て
は
、
「
業
務
」
の

ほ
か
、
「
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
」
（
業
務
及
び
業
務
に
伴
う
責
任
の
程
度
を
あ
わ
せ
て
「
職
務
の
内
容
」
と
し
て
い

る
）
、
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
、
「
そ
の
他
の
事
情
」
を
考
慮
す
る
以
上
、
業
務
だ
け
で
同
一
労
働

か
ど
う
か
を
判
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
労
契
法
第
二
十
条
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
定
め
た
も
の
で
は
な
い
と
し

て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
か
。

�

同
一
労
働
同
一
賃
金
は
、
同
一
の
労
働
（
業
務
）
を
し
て
い
れ
ば
、
同
一
の
賃
金
と
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で

あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
見
解
な
の
か
。

�

本
来
は
Ｉ
Ｌ
Ｏ
（
国
際
労
働
機
関
）
の
原
則
で
あ
り
、
ま
た
、
日
本
で
も
一
九
四
六
年
の
労
働
基
準
法
草
案
段
階
で
一

度
は
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
〔
賃
金
〕
の
原
則
」
を
実
現
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
の
原
則
は
、
業
務
が
同
一
で
あ
っ
て
も
異
な
っ
て
い
て
も
、
同
一
の
価
値
の
労
働
に
は
同
一

の
報
酬
が
得
ら
れ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

二



ま
た
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
は
、
同
一
価
値
労
働
同
一
報
酬
の
原
則
の
う
ち
、
労
働
（
業
務
）
が
同
一
の
場
合
を
い
う

と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
か
。

�

労
契
法
第
二
十
条
を
承
継
す
る
新
法
の
条
文
に
つ
い
て
、
司
法
は
や
は
り
同
一
労
働
同
一
賃
金
に
関
す
る
定
め
で
は
な

い
と
判
断
す
る
可
能
性
が
あ
る
が
、
政
府
は
、
そ
れ
で
も
、
新
し
い
法
律
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
を
定
め
た
と
考
え
る
の

か
。予

想
さ
れ
る
司
法
判
断
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
司
法
に
こ
れ
は
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
定
め
で
あ
る
と
判

断
さ
せ
る
に
は
、
「
業
務
」
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
「
業
務
及
び
こ
れ
に
伴
う
責
任
の
程
度
」
を
も
っ
て
、
「
同
一
労

働
」
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
と
い
う
基
準
を
明
確
に
打
ち
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、
政
府
は
そ
の
よ
う
に
は

考
え
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
な
い
で
も
「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」
に
関
す
る
法
律
で
あ
る
と
考
え
る
根
拠
は
な
に

か
。

二

法
案
要
綱
に
つ
い
て

�

法
案
要
綱
に
は
、
不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
の
条
項
と
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
の
条
項
が
あ
る
が
、
通
常
の
労
働
者
と

「
職
務
の
内
容
」
が
同
一
で
、
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
同
一
の
「
短
時
間
・
有
期
雇
用
労
働
者
」

三



と
を
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
差
別
的
取
扱
禁
止
条
項
を
も
っ
て
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
具
体
化
し
た
も

の
と
考
え
て
い
る
の
か
。

�

「
職
務
の
内
容
」
な
い
し
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
異
な
っ
て
も
、
職
務
の
価
値
が
同
一
の
場
合

が
あ
り
う
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
「
差
別
的
取
扱
禁
止
規
定
」
の
効
力
が
及
ぶ
の
か
。
及
ぶ
か
ど
う
か
が

明
確
で
な
い
と
す
れ
ば
、
明
確
に
及
ぶ
と
す
る
旨
を
明
記
す
る
文
言
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

職
務
（
の
価
値
）
が
同
一
か
異
な
る
か
を
評
価
す
る
た
め
に
、
現
行
の
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
の
適
用
に
関
連
し
、
厚

労
省
は
「
職
務
分
析
・
職
務
評
価
実
施
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
を
公
表
し
て
い
る
が
、
短
時
間
労
働
者
の
ほ
か
有
期
雇
用
労
働
者

に
つ
い
て
も
差
別
的
取
扱
禁
止
規
定
を
定
め
る
新
法
の
も
と
で
、
有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
も
職
務
の
価
値
を
評
価
す

る
上
記
同
様
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
策
定
す
る
考
え
は
あ
る
の
か
。

�

職
務
評
価
に
つ
い
て
は
、
厚
労
省
の
前
記
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
ほ
か
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
が
「
同
一
価
値
労
働
・
同
一
報
酬
の
た
め
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
」
を
公
表
し
て
い
る
が
、
パ
ー
ト
タ
イ
ム
労
働
者
の
ほ
か
有
期
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
も
明
確
に
差
別
的

取
扱
禁
止
規
定
を
設
け
る
に
あ
た
り
、
Ｉ
Ｌ
Ｏ
の
基
準
を
採
用
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
政
府
は
ど
う
考
え

る
か
。

四



�

「
職
務
の
内
容
」
が
同
一
の
場
合
、
同
一
賃
金
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
「
通
常
の
労
働
者
」
と
「
短
時
間

労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
」
の
職
務
を
異
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
職
務
分
離
）
、
異
な
る
労
働
条
件
で

あ
っ
て
も
適
法
と
す
る
動
き
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
つ
ま
り
職
務
の
内
容
が

異
な
る
場
合
で
あ
っ
て
も
職
務
の
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
考
え
方
を
貫
く
必
要

が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
は
ど
う
考
え
る
の
か
。

�

短
時
間
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
を
無
期
契
約
労
働
者
（
正
社
員
）
と
し
、
職
務
や
賃
金
等
の
労
働
条
件
は
そ
の
ま

ま
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
じ
正
社
員
で
あ
っ
て
も
従
前
の
正
社
員
と
は
職
務
が
同
じ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正
社
員

相
互
間
で
賃
金
等
の
待
遇
に
格
差
が
生
ず
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
う
る
が
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
考
え
方
は
、
こ
の
よ

う
な
正
社
員
相
互
間
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
新
法
あ

る
い
は
そ
の
他
の
法
令
で
ど
の
よ
う
に
対
処
で
き
る
と
考
え
て
い
る
か
。

こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
、
同
一
価
値
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
た

め
に
は
職
務
評
価
の
手
法
を
広
範
囲
に
適
用
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
政
府
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く

の
か
。

五



三

具
体
的
な
適
用
に
つ
い
て

�

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
規
定
は
、
「
職
務
の
内
容
」
と
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
通
常
の
労
働
者

（
正
社
員
）
と
同
じ
で
あ
る
場
合
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
職
務
の
内
容
」
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
前
記
の
と

お
り
「
職
務
の
評
価
」
を
通
じ
て
「
職
務
の
価
値
」
を
比
較
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
な
職
務
評
価
の
手

法
を
採
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
検
討
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

�

「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
同
一
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
日
本
郵
便
事
件
大
阪
地
裁
判
決
が
、

「
労
契
法
二
十
条
は
、
不
合
理
性
の
判
断
に
お
け
る
考
慮
要
素
の
一
つ
と
し
て
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範

囲
」
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、
職
務
の
内
容
や
配
置
の
変
更
が
あ
り
得
る
労
働
者
の
労
働
条
件
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も

現
在
従
事
し
て
い
る
職
務
の
み
に
基
づ
い
て
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
雇
用
関
係
が
長
期
間
継
続
す
る
こ
と
を
前

提
と
し
て
、
将
来
従
事
す
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
職
務
や
地
位
の
内
容
等
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場

合
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
、
単
に
現
在
従
事
し
て
い
る
職
務
の
み
に
基
づ
い
て
比
較
対
象
者

を
限
定
す
る
こ
と
は
妥
当
で
な
く
、
労
働
者
が
従
事
し
得
る
部
署
や
職
務
等
の
範
囲
が
共
通
す
る
一
定
の
職
員
群
を
比
較

対
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
「
将
来
従
事
す
る
可
能
性
が
あ
る
で
あ
ろ
う
様
々
な
職
務
や
地
位
の
内
容
等
」
を

六



も
考
慮
す
る
と
し
て
い
る
。
「
将
来
の
可
能
性
」
が
考
慮
さ
れ
る
と
、
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
は
異

な
る
と
判
断
さ
れ
、
ひ
い
て
は
そ
れ
故
、
労
働
条
件
の
相
違
は
「
差
別
的
取
扱
い
」
に
あ
た
ら
な
い
と
さ
れ
る
可
能
性
が

あ
る
。
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更
の
範
囲
」
が
同
一
か
異
な
る
か
に
つ
い
て
、
必
ず
し
も
明
確
な
基
準
が
な
い
よ

う
に
思
う
が
、
政
府
と
し
て
は
こ
の
点
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。

�

不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
規
定
で
は
、
「
そ
の
他
の
事
情
」
が
考
慮
さ
れ
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
労
使
交
渉
の
経
過
や
定

年
後
の
継
続
雇
用
に
お
い
て
は
賃
金
額
が
減
額
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
、
考
慮
さ
れ
る
と
す
る
裁
判
例

も
あ
る
（
長
澤
運
輸
事
件
控
訴
審
判
決
）
。
そ
の
他
の
事
情
と
し
て
考
慮
さ
れ
る
事
情
を
広
げ
す
ぎ
る
と
、
結
局
不
合
理

な
待
遇
の
禁
止
が
禁
止
で
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
他
方
、
「
職
務
の
内
容
」
及
び
「
職
務
の
内
容
及
び
配
置
の
変
更

の
範
囲
」
と
い
う
明
確
な
基
準
こ
そ
が
重
要
で
あ
り
、
「
そ
の
他
の
事
情
」
と
は
前
二
者
に
準
ず
る
よ
う
な
事
情
に
限
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
と
結
局
不
合
理
な
待
遇
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
狭
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う

批
判
が
あ
る
。
こ
の
点
、
政
府
は
「
そ
の
他
の
事
情
」
を
広
く
考
え
て
い
る
の
か
、
限
定
的
に
考
え
て
い
る
の
か
。

四

違
反
の
効
果
に
つ
い
て

�

差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
、
短
時
間
労
働
者
及
び
有
期
雇
用
労
働
者
の
労
働
条
件
は
通
常
の
労
働

七



者
（
正
社
員
）
の
そ
れ
と
同
じ
に
な
る
と
い
う
効
果
（
補
充
的
効
力
）
を
持
た
せ
る
の
か
。
仮
に
補
充
的
効
力
が
な
く
、

強
行
的
効
力
の
み
認
め
る
と
す
る
と
、
短
時
間
労
働
者
や
有
期
雇
用
労
働
者
が
訴
訟
を
提
起
し
て
も
不
法
行
為
に
基
づ
く

損
害
賠
償
請
求
の
み
が
認
め
ら
れ
、
同
請
求
権
の
消
滅
時
効
の
期
間
満
了
前
に
新
た
に
訴
訟
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
が
、
差
別
的
取
扱
い
を
受
け
て
い
る
短
時
間
労
働
者
や
有
期
雇
用
労
働
者
に
訴
訟
を
強
い
る
結
果
に
な
る
の
は

相
当
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
明
文
で
補
充
的
効
力
を
付

与
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

�

不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
も
、
差
別
的
取
扱
い
の
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
と
同
様
の
問
題
が

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。

五

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
の
同
一
労
働
同
一
賃
金

�

法
案
要
綱
第
五
の
二
は
、
労
働
者
派
遣
法
を
一
部
改
正
し
、
派
遣
労
働
者
と
派
遣
先
の
通
常
の
労
働
者
と
の
間
の
不
合

理
な
相
違
を
設
け
て
は
な
ら
な
い
な
ど
と
し
て
い
る
が
、
短
時
間
労
働
者
・
有
期
雇
用
労
働
者
の
よ
う
な
明
確
な
差
別
的

取
扱
禁
止
規
定
が
な
い
。
そ
の
理
由
は
な
に
か
。

�

法
案
要
綱
第
五
の
二
の
�
は
、
過
半
数
代
表
の
労
働
者
・
労
働
組
合
と
の
協
定
に
よ
り
、
不
合
理
な
相
違
禁
止
規
定
等
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は
適
用
し
な
い
と
し
て
い
る
が
、
短
時
間
労
働
者
や
有
期
雇
用
労
働
者
に
は
こ
の
よ
う
な
定
め
が
な
く
、
派
遣
労
働
者
に

限
っ
て
こ
の
よ
う
な
定
め
を
置
く
の
は
な
ぜ
か
。

�

派
遣
労
働
者
に
つ
い
て
、
不
合
理
な
相
違
禁
止
規
定
に
違
反
し
た
場
合
の
法
的
効
果
が
ど
う
な
る
の
か
明
確
に
す
る
の

か
。

右
質
問
す
る
。

九


