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検
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厚
生
労
働
省
は
四
月
一
一
日
、
良
好
で
継

続
的
な
労
働
契
約
関
係
を
維
持
し
つ
つ
、
紛

争
を
予
防
す
る
た
め
の
労
働
契
約
法
制
の
考

え
方
を
示
す
と
と
も
に
、
労
働
時
間
規
制
を

適
用
除
外
す
る
「
自
律
的
労
働
時
間
制
度
」

の
創
設
を
盛
り
込
ん
だ
検
討
案
を
労
働
政
策

審
議
会
の
労
働
条
件
分
科
会
に
提
案
し
た
。

検
討
案
で
は
、
就
業
規
則
の
変
更
の
合
理
性

を
過
半
数
組
合
の
合
意
に
よ
り
推
定
す
る
こ

と
や
、
重
要
な
変
更
内
容
に
つ
い
て
書
面
で

の
説
明
を
促
進
す
る
な
ど
、
手
続
き
面
を
重

視
す
る
こ
と
で
ル
ー
ル
を
明
確
化
す
る
案
を

提
示
。
過
半
数
組
合
が
な
い
事
業
場
に
つ
い

て
は
、
労
使
委
員
会
の
設
置
促
進
を
盛
り
込

ん
だ
。
一
方
、
自
律
的
労
働
時
間
制
度
に
つ

い
て
も
、
労
使
協
議
に
基
づ
く
合
意
に
よ
る

対
象
労
働
者
の
範
囲
の
画
定
を
導
入
要
件
と

し
て
お
り
、
労
使
自
治
を
重
視
し
た
中
身
と

な
っ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
検
討
案
を
た
た

き
台
に
し
た
本
格
的
な
議
論
が
展
開
さ
れ
る

が
、
同
省
は
七
月
の
中
間
と
り
ま
と
め
を
め

ざ
し
て
い
る
。
労
使
の
意
見
が
ま
と
ま
れ
ば
、

早
け
れ
ば
二
〇
〇
七
年
の
通
常
国
会
で
労
働

契
約
法
案
お
よ
び
労
働
基
準
法
改
正
法
案
が

提
出
さ
れ
る
見
込
み
だ
。 

   

Ⅰ
　
労
働
契
約
法
制
の
立
法
化 

 

就
業
規
則
の
変
更
ル
ー
ル
の
明
確
化 

 

わ
が
国
で
は
、
就
業
規
則
に
よ
り
労
働
条

件
が
設
定
さ
れ
、
こ
れ
が
慣
習
と
し
て
定
着

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、

就
業
規
則
に
よ
る
労
働
条
件
の
変
更
が
合
理

的
な
変
更
と
な
り
う
る
か
は
明
ら
か
に
な
っ

て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
検
討
案
は
、
就
業
規

則
と
個
別
の
労
働
契
約
と
の
関
係
を
明
確
化

す
る
観
点
か
ら
、
労
働
契
約
締
結
の
際
に
、

就
業
規
則
の
内
容
が
合
理
的
で
な
い
場
合
を

除
き
、
必
要
な
就
業
規
則
の
周
知
手
続
き
が

な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
労
働
契
約
の
内
容
が
就

業
規
則
に
よ
る
と
の
合
意
が
成
立
し
た
と
推

定
す
る
と
の
考
え
を
示
し
た
。 

 

就
業
規
則
の
変
更
に
際
し
て
も
、
周
知
手

続
き
の
ほ
か
に
、
そ
の
変
更
が
合
理
的
で
あ

る
こ
と
な
ど
の
要
件
が
あ
れ
ば
、
個
別
の
労

働
者
と
使
用
者
と
の
間
に
、
労
働
条
件
の
変

更
に
か
か
わ
る
合
意
が
成
立
し
た
も
の
と
推

定
す
る
と
し
て
い
る
。
変
更
が
合
理
的
で
あ

る
こ
と
の
判
断
要
素
と
し
て
は
、
就
業
規
則

変
更
の
必
要
性
や
内
容
、
労
働
者
が
こ
う
む

る
不
利
益
の
程
度
な
ど
を
例
示
し
て
い
る
。

あ
わ
せ
て
手
続
き
面
も
重
視
し
て
お
り
、
就

業
規
則
の
変
更
の
際
に
、
当
該
事
業
場
の
過

半
数
組
合
と
使
用
者
と
の
間
で
合
意
し
た
場

合
、
そ
の
変
更
が
合
理
的
な
も
の
と
し
て
、

個
別
の
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
で
合
意
が

成
立
し
た
と
推
定
す
る
と
い
う
法
的
効
果
を

与
え
る
こ
と
が
必
要
と
の
考
え
も
示
し
て
い

る
。 

 

な
お
、
こ
の
場
合
、
な
る
べ
く
多
様
な
労

働
者
の
意
見
を
く
み
上
げ
る
観
点
か
ら
、
「
特

別
多
数
労
働
組
合
」
（
当
該
事
業
場
の
労
働

者
の
三
分
の
二
以
上
の
者
で
組
織
さ
れ
る
労

働
組
合
等
）
と
い
う
新
た
な
考
え
も
提
示
し

た
。 

   

労
使
委
員
会
の
設
置
促
進 
 

一
方
、
過
半
数
組
合
が
な
い
事
業
場
に
お

い
て
も
実
質
的
な
労
使
協
議
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
と
の
観
点
か
ら
、
事
業
場
に

お
け
る
労
働
条
件
に
関
し
て
調
査
審
議
を
行

う
機
関
と
し
て
、
労
使
委
員
会
の
設
置
を
促

進
す
る
こ
と
も
必
要
と
し
た
。 

 

検
討
案
は
、
就
業
規
則
の
変
更
に
際
し
て

、

過
半
数
組
合
が
な
い
事
業
場
に
お
い
て
も
、

労
使
委
員
会
の
決
議
や
調
査
審
議
に
対
し
て
、

一
定
の
法
的
効
果
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
法

的
効
果
を
付
与
す
る
場
合
、
労
働
者
代
表
の

委
員
の
民
主
的
な
選
出
手
続
き
（
例
え
ば
、

直
接
無
記
名
投
票
に
よ
る
選
出
、
就
業
形
態

に
応
じ
た
委
員
枠
の
確
保
等
）
を
確
保
す
る

こ
と
も
必
要
と
し
た
。 

   
重
要
な
労
働
条
件
変
更
の
際
の
ル
ー
ル 

 

検
討
案
は
、
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
の
重

要
な
労
働
条
件
の
変
更
（
自
律
的
労
働
時
間

制
度
の
適
用
を
含
む
）
に
つ
い
て
は
、
使
用

者
が
当
該
労
働
者
に
対
し
、
変
更
内
容
を
書

面
で
明
示
の
う
え
説
明
す
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
と
の
考
え
も
示
し
た
。
そ
の
よ
う
な
手

続
き
を
経
た
場
合
に
、
一
定
の
法
的
効
果
を

与
え
る
こ
と
が
適
当
と
し
て
お
り
、
手
続
き

面
で
の
書
面
に
よ
る
説
明
を
促
進
す
る
考
え

を
示
し
て
い
る
。 

　
例
え
ば
、
使
用
者
が
出
向
や
転
勤
を
命
じ

る
場
合
、
ま
た
は
転
籍
の
申
し
出
を
行
う
場

合
に
、
労
働
者
に
事
前
の
意
向
打
診
を
す
る

こ
と
や
、
労
働
条
件
の
書
面
明
示
を
行
う
こ

と
と
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

転
籍
に
つ
い
て
は
労
働
者
の
個
別
の
承
諾
が

な
け
れ
ば
転
籍
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
の
考
え
も
示
し
た
。
た
だ
し
、
出
向
に
つ

い
て
は
、
企
業
内
の
配
置
転
換
と
同
視
し
う

る
よ
う
な
出
向
の
場
合
は
不
合
理
な
も
の
で

な
い
限
り
、
労
働
者
の
個
別
の
承
諾
ま
で
は

い
ら
な
い
と
の
考
え
も
提
示
し
て
い
る
。 

　
な
お
、
労
働
条
件
の
変
更
の
申
し
入
れ
に

対
し
、
労
働
者
が
異
議
を
と
ど
め
て
承
諾
し

た
場
合
は
、
異
議
を
と
ど
め
た
こ
と
を
理
由

と
し
て
解
雇
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
る

案
も
提
示
し
た
。
労
働
者
が
雇
用
を
維
持
し

つ
つ
、
労
働
条
件
の
変
更
に
つ
い
て
争
う
こ

と
を
希
望
す
る
場
合
に
は
、
労
働
審
判
制
度

等
に
お
い
て
解
決
を
促
す
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
と
し
て
い
る
。 

   

解
雇
の
金
銭
解
決
の
仕
組
み
を
検
討 

　
検
討
案
は
、
雇
用
を
め
ぐ
る
紛
争
の
未
然

防
止
・
早
期
解
決
に
資
す
る
た
め
、
解
雇
に

か
か
わ
る
ル
ー
ル
の
明
確
化
も
提
案
し
た
。

具
体
的
に
は
、
整
理
解
雇
に
つ
い
て
は
四
要

素
（
人
員
削
減
の
必
要
性
、
解
雇
回
避
措
置
、

解
雇
対
象
者
の
選
定
方
法
、
解
雇
に
至
る
手

続
き
）
を
明
示
す
る
と
し
て
お
り
、
普
通
解

雇
に
つ
い
て
も
、
事
前
の
警
告
、
是
正
機
会

の
付
与
、
解
雇
理
由
の
明
示
、
弁
明
機
会
の

付
与
な
ど
、
普
通
解
雇
に
か
か
わ
る
手
続
き

を
例
示
し
て
い
る
。 
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一
方
、
裁
判
に
お
い
て
解
雇
無
効
と
さ
れ

た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
労
働
者
の
原
職
復
帰

が
困
難
な
場
合
に
、
こ
れ
を
円
満
に
解
決
で

き
る
よ
う
な
仕
組
み
と
し
て
、
解
雇
の
金
銭

解
決
を
あ
げ
た
。
こ
の
場
合
、
労
働
審
判
制

度
な
ど
を
活
用
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と

し
て
い
る
。 

   

有
期
労
働
契
約
の
ル
ー
ル
を
明
確
化 

　
有
期
労
働
契
約
に
つ
い
て
は
、
労
働
契
約

の
締
結
に
際
し
、
有
期
契
約
と
す
る
理
由
を

示
す
こ
と
や
、
そ
の
期
間
を
目
的
に
照
ら
し

適
切
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
求
め
る
な
ど
の

ル
ー
ル
の
明
確
化
が
必
要
と
の
考
え
を
提
案

し
た
。
有
期
労
働
契
約
が
更
新
さ
れ
な
が
ら
、

一
定
期
間
（
ま
た
は
一
定
回
数
）
を
超
え
て

継
続
し
て
い
る
場
合
に
は
、
労
働
者
の
請
求

が
あ
っ
た
と
き
に
、
次
の
更
新
の
際
、
期
間

の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
が
締
結
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
よ
う
な
方
策
も
考
え
ら
れ
る
と
し

て
い
る
。 

　
ま
た
、
有
期
労
働
契
約
の
締
結
に
際
し
て

の
労
働
条
件
の
明
示
事
項
と
し
て
、
使
用
者

は
、
労
働
契
約
の
始
期
・
終
期
、
契
約
期
間

満
了
後
の
更
新
の
有
無
を
明
示
す
る
こ
と
も

必
要
と
し
た（
労
働
基
準
法
に
追
加
）。 

   

Ⅱ
．労
働
時
間
法
制（
労
基
法
改
正
） 

 

自
律
的
労
働
時
間
制
度
の
創
設 

　
検
討
案
は
、
わ
が
国
の
産
業
構
造
の
変
化

や
就
業
形
態
・
就
業
意
識
の
多
様
化
が
進
む

な
か
で
、
高
付
加
価
値
の
仕
事
を
通
じ
て
、

自
己
実
現
や
能
力
発
揮
を
望
む
自
律
的
な
労

働
者
が
見
ら
れ
始
め
て
い
る
と
の
認
識
を
指

摘
。
緩
や
か
な
管
理
の
も
と
で
自
律
的
な
働

き
方
を
す
る
こ
と
が
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
に
就

く
者
に
つ
い
て
、
い
っ
そ
う
の
能
力
発
揮
が

で
き
る
よ
う
に
、
労
働
時
間
規
制
の
適
用
を

除
外
す
る
自
律
的
労
働
時
間
制
度
（
以
下
、

「
新
制
度
」
と
略
）
の
創
設
を
提
案
し
た
。

新
制
度
が
適
用
さ
れ
た
場
合
、
対
象
労
働
者

に
は
、
法
定
休
日
（
労
基
法
三
五
条
）
と
年

次
有
給
休
暇
（
労
基
法
三
九
条
）
に
つ
い
て

は
適
用
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
の
労
働
時
間
、

休
憩
及
び
休
日
に
関
す
る
規
定
、
深
夜
業
の

割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
は
適
用

除
外
と
な
る
。 

　
新
制
度
の
対
象
労
働
者
の
要
件
と
し
て
は
、

ま
ず
、
使
用
者
か
ら
具
体
的
な
労
働
時
間
の

配
分
の
指
示
が
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ

る
。
使
用
者
か
ら
業
務
の
指
示
が
あ
っ
た
場

合
に
既
存
の
業
務
と
の
調
節
が
で
き
る
こ
と

も
必
要
だ
。
例
え
ば
、
労
働
者
が
追
加
の
業

務
指
示
に
つ
い
て
一
定
範
囲
で
拒
絶
で
き
る

よ
う
に
す
る
こ
と
や
、
労
使
で
業
務
量
を
計

画
的
に
調
整
す
る
仕
組
み
を
設
け
て
い
る
場

合
が
こ
れ
に
あ
た
る
。 

　
自
律
的
労
働
時
間
制
度
の
適
用
対
象
に
な

る
こ
と
は
労
働
時
間
規
制
か
ら
外
れ
る
こ
と

を
意
味
す
る
た
め
、
労
働
者
の
健
康
が
確
保

さ
れ
る
こ
と
も
重
要
と
し
て
い
る
。
具
体
的

に
は
、
年
間
で
週
休
二
日
相
当
以
上
の
休
日

が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
一
定
日
数
以

上
の
連
続
す
る
特
別
休
暇
が
あ
る
こ
と
。
さ

ら
に
、
健
康
確
保
の
た
め
に
健
康
を
チ
ェ
ッ

ク
し
、
問
題
が
あ
っ
た
場
合
に
対
処
す
る
仕

組
み
が
整
っ
て
い
る
こ
と
も
必
要
と
し
て
い

る
（
例
え
ば
、
労
働
者
の
申
出
に
基
づ
く
医

師
の
面
接
指
導
等
）。 

　
さ
ら
に
、
年
収
の
額
が
一
定
水
準
以
上
で

あ
る
こ
と
も
対
象
労
働
者
の
要
件
に
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
使
用

者
と
対
象
労
働
者
と
の
間
で
、
個
別
の
労
働

契
約
で
書
面
に
よ
り
合
意
し
て
い
る
こ
と
が

必
要
と
の
考
え
も
示
し
て
い
る
。 

　
導
入
要
件
と
し
て
は
、
労
使
の
実
質
的
な

協
議
に
基
づ
く
合
意
に
よ
り
、
新
制
度
の
対

象
労
働
者
の
範
囲
を
具
体
的
に
定
め
る
こ
と

と
す
る
の
が
適
当
と
の
考
え
も
示
し
た
。
た

だ
し
、
年
収
が
と
く
に
高
い
労
働
者
に
つ
い

て
は
、
協
議
を
経
ず
に
対
象
労
働
者
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
対
象
労
働
者
の

範
囲
を
労
使
合
意
に
よ
り
明
確
化
す
る
場
合

に
は
、
当
該
事
業
場
の
全
労
働
者
の
一
定
割

合
以
内
と
す
る
な
ど
の
歯
止
め
も
必
要
と
の

考
え
方
も
示
し
た
。 

　
新
制
度
の
適
正
な
運
用
確
保
の
た
め
の
措

置
と
し
て
は
、
苦
情
処
理
制
度
の
設
置
義
務

づ
け
の
ほ
か
、
重
大
な
違
背
が
あ
っ
た
場
合

に
、
労
働
者
の
年
収
に
一
定
の
割
合
を
乗
じ

た
補
償
金
を
対
象
労
働
者
に
支
払
う
こ
と
を

あ
げ
た
。
ま
た
、
行
政
官
庁
の
改
善
命
令
に

違
背
し
た
場
合
に
は
、
当
該
対
象
労
働
者
を

通
常
の
労
働
時
間
管
理
に
戻
す
命
令
や
、
制

度
全
体
の
廃
止
命
令
を
発
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
も
あ
げ
て
い
る
。 

　
な
お
、
検
討
案
は
、
新
制
度
を
創
設
す
る

に
と
も
な
い
、
管
理
監
督
者
の
範
囲
等
の
見

直
し
も
提
示
し
て
い
る
。
管
理
監
督
者
の
範

囲
と
は
、
「
労
働
条
件
の
決
定
そ
の
他
労
務

管
理
に
つ
い
て
事
業
主
と
一
体
的
な
立
場
に

あ
る
者
」
の
こ
と
。
こ
れ
を
明
確
化
す
る
こ

と
で
、
例
え
ば
、
管
理
監
督
を
し
て
い
な
い

ス
タ
ッ
フ
職
に
つ
い
て
は
、
自
律
的
労
働
時

間
制
度
や
企
画
業
務
型
裁
量
労
働
制
の
対
象

と
す
る
こ
と
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
べ
き
と

し
て
い
る
。
そ
の
他
、
管
理
監
督
者
に
つ
い

て
、
健
康
確
保
措
置
を
講
じ
た
う
え
で
、
深

夜
業
の
割
増
賃
金
に
関
す
る
規
定
の
適
用
を

除
外
す
る
こ
と
も
検
討
す
べ
き
と
し
た
。 

   

年
休
の
時
間
単
位
の
取
得
を
認
め
る 

 

検
討
案
で
は
、
次
世
代
を
育
成
す
る
世
代

（
三
〇
歳
代
）
の
男
性
を
中
心
に
、
長
時
間

労
働
者
の
割
合
が
高
止
ま
り
し
て
い
る
現
状

を
指
摘
。
過
労
死
の
防
止
や
少
子
化
対
策
の

観
点
か
ら
、
長
時
間
に
わ
た
る
恒
常
的
な
時

間
外
労
働
の
削
減
や
年
次
有
給
休
暇
制
度
の

見
直
し
な
ど
を
提
案
し
た
。
具
体
的
に
は
、

時
間
外
労
働
の
削
減
に
つ
い
て
は
、
一
定
時

間
数
を
超
え
た
時
間
外
労
働
を
さ
せ
た
と
き

に
、
使
用
者
が
労
働
者
に
対
し
、
健
康
確
保

の
た
め
の
休
日
を
付
与
す
る
こ
と
や
、
割
増

賃
金
の
割
増
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
な
ど
が

考
え
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
時
間
外

労
働
の
厳
正
な
運
用
を
図
る
た
め
の
実
効
性

確
保
策
と
し
て
、
法
定
の
手
続
き
を
経
ず
に

法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
行

わ
せ
た
場
合
の
罰
則
の
引
き
上
げ
も
検
討
す

べ
き
と
し
た
。 

 

一
方
、
年
次
有
給
休
暇
制
度
の
見
直
し
に

つ
い
て
は
、
使
用
者
が
、
年
次
有
給
休
暇
の

う
ち
一
定
日
数
に
つ
い
て
、
労
働
者
に
対
し
、

あ
ら
か
じ
め
時
季
を
き
い
た
う
え
で
休
暇
を

付
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
こ
と
も

検
討
課
題
に
盛
り
込
ん
だ
。 

 

ま
た
、
子
供
の
看
護
な
ど
で
年
次
有
給
休

暇
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
労
使

協
定
に
よ
り
、
時
間
単
位
で
の
取
得
を
可
能

と
す
る
こ
と
も
必
要
と
の
考
え
も
示
し
て
い

る
。
そ
の
他
、
使
用
者
は
、
退
職
時
に
未
消

化
の
年
次
有
給
休
暇
が
あ
る
場
合
に
、
何
ら

か
の
手
当
て
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
す
る
考
え
も
示
し
た
。 

（
調
査
部
　
奥
田
栄
二
） 




