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製
造
現
場
に
お
け
る
請
負
・ 

　
派
遣
の
拡
大
と
法
的
課
題 
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科
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授
　
小
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特集―拡大する製造現場の請負・派遣 

　 　
は
じ
め
に 

  　
オ
フ
ィ
ス
で
働
く
若
年
の
女
性
ス
タ
ッ
フ
。

わ
が
国
で
派
遣
と
い
え
ば
、
そ
ん
な
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
。
連
合
（
日
本
労
働
組
合
総
連
合

会
）
が
設
立
し
た
株
式
会
社
ワ
ー
ク
ネ
ッ
ト

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
み
て
も
、
派
遣
労
働
者

＝
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
し
か
わ
い
て
こ
な
い
。 

　
し
か
し
、
国
が
違
え
ば
、
派
遣
の
イ
メ
ー

ジ
も
大
き
く
変
わ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
の
場
合
、
男
性
の
派
遣
労
働
者
が
数

の
上
で
女
性
を
圧
倒
し
て
い
る
国
も
少
な
く

な
い
。
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
派
遣
労

働
者
の
四
分
の
三
前
後
を
男
性
が
占
め
る（
表

１
）。
国
際
的
に
み
れ
ば
、
工
業（
製
造
業
）

部
門
に
お
け
る
肉
体
労
働
が
派
遣
の
中
心
に

位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（
図
１
）。 

　
二
〇
〇
三
年
の
派
遣
法
改
正
に
よ
り
、
〇

四
年
三
月
一
日
以
降
、
わ
が
国
に
お
い
て
も

よ
う
や
く
「
物
の
製
造
」
の
業
務
の
派
遣
が

解
禁
さ
れ
た
も
の
の
、
製
造
現
場
に
お
け
る

派
遣
を
禁
止
し
て
い
た
先
進
国
な
ど
皆
無
に

等
し
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
状
況

の
ほ
う
が
む
し
ろ
異
常
で
あ
っ
た
と
も
い
え

る
。
た
だ
、
改
正
法
施
行
後
三
年
間
（
〇
七

年
二
月
末
日
ま
で
）
は
派
遣
期
間
が
一
年
に

制
限
さ
れ
る
な
ど
、
解
禁
と
は
い
っ
て
も
、

大
き
な
制
約
が
あ
る
。 

 

早
け
れ
ば
二
〇
〇
五
年
三
月
一
日
以
降
、

製
造
現
場
は
、
こ
の
「
一
年
制
限
問
題
」
へ

の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
製
造
現

場
で
働
く
（
派
遣
）
労
働
者
に
と
っ
て
の
ベ

ス
ト
・
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
と
は
何
か
。
そ
れ

を
、
こ
の
小
論
で
は
考
え
て
み
た
い
。 
  

　
製
造
現
場
に
お
け
る 

　
外
部
労
働
力
活
用
の
現
状 

  　
製
品
が
売
れ
る
か
ど
う
か
は
、
マ
ー
ケ
ッ

ト
に
出
し
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
ヒ
ッ

ト
商
品
が
あ
る
日
突
然
、
売
れ
な
く
な
る
こ

と
も
あ
る
。
一
万
社
、
百
万
人
と
も
い
わ
れ

る
製
造
現
場
の
構
内
請
負
は
、
こ
う
し
て
日

本
の
大
地
に
深
く
根
を
下
ろ
し
た
。
派
遣
が

ダ
メ
な
ら
、
請
負
で
い
く
。
構
内
請
負
（
業

務
請
負
、
事
業
所
内
請
負
と
も
い
う
）
が
注

目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
比
較
的

最
近
の
こ
と
と
は
い
え
、
外
部
労
働
力
に
対

す
る
ニ
ー
ズ
は
、
製
造
現
場
に
お
い
て
も
以

前
か
ら
あ
っ
た
。 

 

テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
・
ワ
ー
ク
（tem

porary 
w
ork

）
と
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
派
遣
と

は
異
な
り
（
た
だ
、
最
近
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
もagency w

ork

の
ほ
う
が
多
く
用
い

ら
れ
て
い
る
）、
請
負
の
活
用
は
一
般
に
長

期
に
及
ぶ
。
派
遣
法
改
正
前
の
二
〇
〇
二
年

六
月
一
日
現
在
で
厚
生
労
働
省
が
実
施
し
た

製
造
業
の
「
請
負
事
業
者
調
査
」
結
果
を
み

て
も
、
通
算
請
負
契
約
期
間
は
六
年
弱
（
平

均
五
六
・
八
か
月
）
と
、
請
負
は
長
期
間
継

続
す
る
の
が
常
態
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を

臨
時
的
・
一
時
的
な
就
業
形
態
と
考
え
る
こ

と
に
は
無
理
が
あ
る
。 

 

他
方
、
上
記
の
調
査
か
ら
は
、
次
の
よ
う

な
構
内
請
負
の
現
状
も
明
ら
か
に
な
る
。
つ

ま
り
、
巡
回
を
含
め
れ
ば
、
大
半
の
請
負
事

業
者
が
発
注
者
の
構
内
（
製
造
現
場
）
に
現

場
責
任
者
を
置
き
、
こ
の
現
場
責
任
者
を
通

し
て
、
請
負
労
働
者
の
雇
用
管
理
や
指
揮
命

令
、
苦
情
処
理
に
当
た
っ
て
い
る
と
い
う
実

態
が
あ
る（
図
２
、
表
２
）。
た
だ
、
発
注
者

の
従
業
員
か
ら
指
揮
命
令
を
受
け
て
い
な
い

と
回
答
し
た
請
負
事
業
者
は
全
体
の
約
四
分

の
一
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
請
負
事
業
者
の

み
が
指
揮
命
令
を
行
っ
て
い
る
と
い
え
る
状

況
に
は
お
よ
そ
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
、
事
実

な
の
で
あ
る（
表
３
）。 

図1　派遣労働者が働いている産業部門 

表1　ドイツ・フランスにおける派遣労働者の特性 

（単位：％） 

工業 

ドイツ フランス 

行政、社会保障 

性　　　別 

年　　　齢 

産　　　業 

労働の種類 

男性  78％ 
女性  22％ 

男性  70％ 
女性  30％ 

25歳未満  37％ 
25歳以上35歳未満 37％ 

25歳未満  34％ 
25歳以上35歳未満 39％ 

工業  50％ 
ビジネス向けサービス 30％ 

工業  55％ 
建設業  17％ 

事務労働  30％ 
肉体労働  70％ 

事務労働    9％ 
肉体労働  91％ 

個人向けサービス 

金融サービス 

ビジネス向けサービス 

建設業 

運輸、物流 

その他・不明 

32

17

8

8

8

7

5

15

出所）表１に同じ 

出所）国際人材派遣事業団体連合（CIETT）「派遣労働者調査（Agency worker survey）」（1998） 
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告
示
三
七
号
に
基
づ
く 

　
行
政
指
導
の
強
化 

  　
こ
う
し
た
な
か
、
派
遣
法
改
正
に
際
し
て

「
物
の
製
造
の
業
務
等
へ
の
労
働
者
派
遣
事

業
の
拡
大
に
当
た
っ
て
は
、
請
負
等
を
偽
装

し
た
労
働
者
派
遣
事
業
に
対
し
、
そ
の
解
消

に
向
け
労
働
者
派
遣
事
業
と
請
負
に
よ
り
行

わ
れ
る
事
業
と
の
区
分
に
関
す
る
基
準
等
の

周
知
徹
底
、
厳
正
な
指
導
監
督
等
に
よ
り
、

適
切
に
対
処
す
る
」
と
し
た
衆
参
両
院
の
厚

生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
附
帯
決
議
を
受
け
、

厚
生
労
働
省
は
い
わ
ゆ
る
偽
装
請
負
に
対
す

る
指
導
を
一
段
と
強
化
す
る
姿
勢
を
み
せ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
い
う
派
遣
と
請
負
の
区
分

に
関
す
る
基
準
に
つ
い
て
定
め
た
大
臣
告
示

（
昭
和
六
一
年
労
働
省
告
示
第
三
七
号
）
と
、

請
負
の
適
正
化
に
向
け
た
現
実
の
取
組
み
と

の
間
に
は
、
率
直
に
い
っ
て
、
あ
ま
り
に
も

大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。 

　
つ
ま
り
、
告
示
三
七
号
は
、
製
造
業
務
に

お
け
る
適
正
な
請
負
の
要
件
と
し
て
、
表
４

に
あ
る
よ
う
な
多
岐
に
わ
た
る
項
目
の
す
べ

て
を
充
足
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
現
実
に
は
し
っ
か
り
し
た
労
働
組

合
の
存
在
す
る
企
業
（
発
注
者
）
で
さ
え
、

混
在
ラ
イ
ン
の
解
消
や
請
負
会
社
に
よ
る
請

負
労
働
者
の
指
揮
監
督
と
い
っ
た
「
基
本
的

な
」
取
組
み
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
を
十
分
に

は
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
が
み
ら
れ
る

の
で
あ
る（
表
５
）。 

　
た
だ
、
こ
う
し
た
状
況
は
半
ば
予
想
さ
れ

た
こ
と
で
も
あ
り
、
告
示
三
七
号
を
仮
に
遵

守
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
労
働
者
保
護
に

結
び
つ
く
わ
け
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
何
ら

か
の
混
在
が
避
け
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

の
こ
と
を
む
し
ろ
与
件
と
し
て
、
労
働
者
の

安
全
確
保
の
た
め
に
、
発
注
者
（
元
方
事
業

者
）
と
請
負
事
業
者
と
の
間
の
連
携
を
強
化

す
る
。
具
体
的
に
は
「
製
造
業
等
の
業
種
に

属
す
る
事
業
の
元
方
事
業
者
に
つ
い
て
、
混

在
作
業
に
よ
っ
て
生
ず
る
労
働
災
害
を
防
止

す
る
た
め
、
作
業
間
の
連
絡
調
整
、
合
図
の

統
一
等
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
と
す
る
」（
労
働
政
策
審
議
会
建
議

「
今
後
の
労
働
安
全
対
策
に
つ
い
て
」
二
〇

〇
四
年
一
二
月
二
七
日
）。
そ
の
よ
う
な
現

実
を
し
っ
か
り
み
す
え
た
地
道
な
取
組
み
こ

そ
、
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き

よ
う
。 

 

【業務の遂行方法に関する指示】 

○受託者は、一定期間において処理すべき業務の内容や量の注文を注文主から受け

るようにし、当該業務を処理するのに必要な労働者数等を自ら決定し、必要な労

働者を選定し、請け負った内容に沿った業務を行っていること。 

○受託者は、作業遂行の速度を自らの判断で決定することができること。また、受

託者は、作業の割り付け、順序を自らの判断で決定することができること。 

【労働時間等に関する指示】 

○受託業務を行う具体的な日時（始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等）につい

ては、事前に受託者と注文主とで打ち合わせ、業務中は注文主から直接指示を受

けることのないよう書面を作成し、それに基づいて受託者側の現場責任者を通じ

て具体的に指示を行っていること。 

○受託業務従事者が実際に業務を行った業務時間については、受託者自らが把握で

きるような方策を採っていること。 

○受託業務の業務量の増加に伴う受託業務従事者の時間外、休日労働は、受託者側

の現場責任者が業務の進捗状況等をみて決定し、指示を行っていること。 

【労働者の配置等の決定・変更】 

○自らの労働者の注文主の工場内における配置も受託者が決定すること。また、業

務量の緊急の増減がある場合には、前もって注文主から連絡を受ける体制にし、

受託者が人員の増減を決定すること。 

表4　適正な請負のための要件 

表3　請負労働者への指揮命令 

図2　現場責任者の有無 

貴社の現場責任者からの指揮命令 

他の請負会社の社員からの指揮命令 

発注者の従業員からの指揮命令 

2.3 

3.2 

0.9

47.9 

0.0 

11.0

必ず 
ある 

大体 
ある 

半々 
程度 

あまり 
ない 

ない 不明 

27.4 

1.8 

15.5

14.6 

0.9 

21.5

6.8 

16.9 

25.6

0.9 

77.2 

25.6

出所）厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領」（2004年２月） 

出所）図２に同じ 

表2　責任者の業務内容（責任者を置いている事業所のみ、複数回答） 

請負現場における請負労働者の雇用管理 

請負現場における請負労働者の業務の指揮命令 

発注者と請負契約の締結 

請負労働者の苦情相談対応 

発注者の業務請負にかかる要望の把握 

その他 

不　明 

86.3 

86.3 

33.2 

88.6 

79.6 

 3.8 

 1.4

（単位：％） 

（単位：％） 

出所）図２に同じ 

出所）厚生労働省「労働力需給制度についてのアンケート調査（請負事業者調査）」（2002年） 

（単位：％） 

48.4 47.9 2.7

すべての現場に責任者がいる 一部の現場に責任者を置き、その者が他の現場を巡回している 責任者を置いていない 不明 
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「
一
年
制
限
問
題
」へ
の
対
応 

　
―
―
政
令
改
正
の
提
案 

   

こ
の
よ
う
に
、
構
内
請
負
を
グ
レ
ー
ゾ
ー

ン
の
な
い
状
態
で
維
持
す
る
こ
と
に
は
困
難

が
あ
り
、
外
部
労
働
力
の
活
用
形
態
を
請
負

か
ら
派
遣
に
転
換
し
た
企
業
も
少
な
く
な
い
。

と
は
い
え
、
こ
う
し
て
派
遣
へ
の
転
換
に
踏

み
切
っ
た
企
業
も
、
決
し
て
安
穏
と
は
し
て

い
ら
れ
な
い
。
製
造
業
務
の
場
合
、
当
面
、

一
年
を
超
え
る
派
遣
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。 

　
ユ
ー
ザ
ー
の
考
え
る
「
一
年
制
限
問
題
」

へ
の
対
応
策
と
し
て
は
、
「
一
年
以
内
の
業

務
の
た
め
無
関
係
」
と
回
答
し
た
も
の
を
除

け
ば
、
「
請
負
の
活
用
に
切
り
替
え
る
」
と

す
る
も
の
が
最
も
多
い（
表
６
）が
、
こ
れ
で

は
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
へ
の
逆
戻
り
以
外
の
な
に

も
の
で
も
な
い
。
ま
た
、
指
揮
命
令
系
統
の

切
替
え
を
瞬
時
に
行
う
こ
と
が
で
き
た
と
し

て
も
、
「
指
揮
命
令
系
統
の
異
な
る
労
働
者

が
混
在
し
て
作
業
す
る
こ
と
に
よ
る
危
険
」

の
増
大
（
厚
生
労
働
省
「
今
後
の
労
働
安
全

衛
生
対
策
の
在
り
方
に
係
る
検
討
会
報
告
書
」

二
〇
〇
四
年
八
月
）
は
、
や
は
り
避
け
ら
れ

な
い
も
の
と
な
る
。 

　
な
か
に
は
、
ク
ー
リ
ン
グ
期
間
に
相
当
す

る
三
カ
月
間
だ
け
の
請
負
と
か
直
傭
を
考
え

て
い
る
向
き
も
あ
る
と
聞
く
が
、
も
う
一
度

同
じ
労
働
者
を
請
負
事
業
者
（
派
遣
会
社
）

か
ら
派
遣
し
て
も
ら
う
こ
と
を
想
定
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
虫
が

よ
す
ぎ
る
。
派
遣
法
と
同
法
に
基
づ
い
て
策

定
さ
れ
た
指
針
（
大
臣
告
示
）
は
、
派
遣
先

に
よ
る
派
遣
労
働
者
の
特
定
を
禁
止
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。 

　
派
遣
労
働
者
に
も
「
職
業
選
択
の
自
由
」

は
あ
り
、
製
造
業
務
の
派
遣
が
解
禁
さ
れ
た

こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
も
好
ま
し
い
こ
と
と

い
え
る
が
、
派
遣
労
働
者
と
し
て
働
く
こ
と

の
で
き
る
期
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
限
り
、

「
職
業
選
択
の
自
由
」
が
保
障
さ
れ
た
と
は

い
っ
て
も
、
ま
だ
完
全
な
も
の
と
は
い
え
な

い
。
し
か
し
、
一
九
九
九
年
の
改
正
派
遣
法

施
行
か
ら
今
回
の
改
正
法
施
行
ま
で
、
四
年

三
カ
月
も
の
歳
月
を
必
要
と
し
た
こ
と
か
ら

も
わ
か
る
よ
う
に
、
法
改
正
に
は
時
間
が
か

か
る
と
い
う
問
題
も
あ
る
。 

　
た
だ
、
請
負
か
ら
発
展
を
み
た
こ
と
も
あ

っ
て
、
製
造
業
務
に
お
け
る
派
遣
に
は
、
派

遣
会
社
が
そ
の
リ
ー
ダ
ー
（
現
場
責
任
者
）

を
通
し
て
派
遣
労
働
者
の
人
事
管
理
や
日
常

的
な
業
務
管
理
の
一
部
を
自
ら
行
っ
て
い
る

と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
う
し
た
リ
ー
ダ
ー

付
き
派
遣
ま
た
は
チ
ー
ム
型
派
遣
（
佐
藤
博

樹
東
大
教
授
の
造
語
）
と
も
い
う
べ
き
特
徴

に
着
眼
し
て
、
そ
れ
に
相
応
し
い
法
制
化
の

途
を
探
る
こ
と
も
検
討
さ
れ
て
よ
い
。
筆
者

は
こ
う
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 

具
体
的
に
は
、
派
遣
法
四
〇
条
の
二
第
一

項
一
号
ロ
に
規
定
す
る
「
そ
の
業
務
に
従
事

す
る
労
働
者
に
つ
い
て
、
就
業
形
態
、
雇
用

形
態
等
の
特
殊
性
に
よ
り
、
特
別
の
雇
用
管

理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
業
務
」

と
し
て
こ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

「
派
遣
元
事
業
主
が
そ
の
雇
用
す
る
労
働
者

を
派
遣
先
に
現
場
責
任
者
と
し
て
駐
在
さ
せ
、

か
つ
、
当
該
責
任
者
に
よ
り
派
遣
労
働
者
の

雇
用
管
理
（
そ
の
程
度
が
軽
微
で
な
い
も
の

に
限
る
）
を
行
う
業
務
」
を
派
遣
受
入
期
間

に
制
限
の
な
い
第
二
七
番
目
の
業
務
と
し
て

政
令
指
定
す
る
（
な
お
、
そ
の
際
、
対
象
を

製
造
業
務
に
限
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由

は
な
い
）。
そ
う
し
た
派
遣
法
施
行
令
の
改

正（
四
条
に
二
七
号
を
追
加
）が
考
え
ら
れ
る
。 

 

確
か
に
、
派
遣
労
働
者
に
よ
る
常
用
労
働

者
の
代
替
（
常
用
代
替
）
を
防
止
す
る
た
め

に
は
派
遣
期
間
の
制
限
が
必
要
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
、
派
遣
法
に
も
明
確
に
規
定
さ
れ

て
い
る
（
派
遣
法
四
〇
条
の
二
第
一
項
一
号

は
、
こ
の
こ
と
を
「
次
の
イ
又
は
ロ
に
該
当

す
る
業
務
で
あ
っ
て
、
当
該
業
務
に
係
る
労

働
者
派
遣
が
労
働
者
の
職
業
生
活
の
全
期
間

に
わ
た
る
そ
の
能
力
の
有
効
な
発
揮
及
び
そ

の
雇
用
の
安
定
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
雇

用
慣
行
を
損
な
わ
な
い
と
認
め
ら
れ
る
も
の

と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
」
と
い
う
回
り

く
ど
い
表
現
を
用
い
て
規
定
）
と
の
反
論
は

あ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
制
限
期
間
が
満
了
し
た
時
点
で

「
派
遣
社
員
を
正
社
員
と
し
て
雇
用
す
る
」

と
回
答
し
た
も
の
が
三
％
に
も
満
た
な
い
現

状（
表
６
）で
は
、
常
用
代
替
防
止
の
た
め
に 

請負会社に 
指揮監督を任せる 混在ラインの解消 

表5　請負適正化の取組み 

 

以前から行っている 

改正派遣法施行に伴い実施 

行っていない 

わからない 

今後行う予定 

無回答 

53.1 

9.8 

25.9 

8.4 

0.7 

2.1

（単位：％） 

注）回答者は、電機連合の支部組合 
出所）電機連合「請負の活用実態に関するフォローアップ調査」（2004年） 

41.3 

11.9 

33.6 

9.1 

6.7 

3.5

表6　派遣期間が１年を超える場合への対応（複数回答） 

派遣期間に制限があるとは知らなかった 

１年以内の業務のため無関係 

請負の活用に切り替える 

派遣社員を正社員として雇用する 

３か月の中断期間をおく 

その他 

無回答 

10.3 

41.2 

33.8 

2.9 

19.1 

7.4 

7.4

（単位：％） 

出所）表５に同じ 
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は
派
遣
期
間
の
制
限
が
必
要
と
の
議
論
も
説

得
力
を
欠
く
。
つ
ま
り
、
上
記
の
回
答
は
、

派
遣
期
間
を
制
限
し
て
も
、
正
社
員
の
雇
用

は
ほ
と
ん
ど
増
え
な
い
こ
と
を
も
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。 

　
こ
う
し
た
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
に
よ
り
、

少
し
で
も
派
遣
労
働
者
の
保
護（
安
全
確
保
）

を
図
ろ
う
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
現
実
か

ら
目
を
背
け
て
、
派
遣
労
働
者
の
保
護
を
な

い
が
し
ろ
に
す
る
の
か
。
そ
れ
が
今
、
問
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

〈
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
〉 

小
嶌
典
明
（
こ
じ
ま
・
の
り
あ
き
） 

 

大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授

。

労
働
法
専
攻
。
主
な
論
文
に
、
「
労
働
基
準

法
の
改
正
に
つ
い
て
」『
阪
大
法
学
』
五
三
巻

三
・
四
号（
二
〇
〇
三
年
一
一
月
）、
「
労
働

者
派
遣
と
規
制
緩
和
の
果
た
す
役
割
」『
日
本

労
働
研
究
雑
誌
』
五
一
〇
号
（
二
〇
〇
二
年

一
二
月
）
な
ど
多
数
。 
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