
1

TEL 075-352-2640　ＦＡＸ 075-352-2646
HP　http://www.attaka-support.org/　　
E-mail　attaka-support@r6.dion.ne.jp

　郵便振替口座　00900-2-264244 
特定非営利活動法人 あったかサポート　理事長　澤井　勝

季刊・夏号　第30号 2012年8月１日発行
〒600-8154 京都市下京区間之町通下数珠屋町上ル
　　　　　　榎木町306　阪口ビル2F

あったか情

報

目�次
第７回総会 1
12年度出前授業アンケートの結果分析　長松奈美江　 2～6
第7回総会報告―お二人のお話しを聞いて　関根文美 7～8
労働者人格権とは何か　中島光孝 9～10
秋季連続セミナーの案内　講師・中島光孝、川崎航史郎、五石敬路 11
福祉工房Ｐ＆Ｐへの誌上インタビュー　西村秀招 12～14
龍谷大学の大学院で学んで見ませんか　小室昌志 14～15
『目薬の木茶』が東電に損害賠償請求　柏倉　裕 16
あったか歳時記（夏）上野　都 17
図書紹介 18
編集後記 18

第
7
回　

総
会
報
告

　

去
る
6
月
3
日
（
日
）
午
後
か
ら
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
あ
っ
た
か
サ
ポ
ー
ト
の
第
7
回
総
会
が
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
第
1
部
の
定
期
総
会
に
お
け
る
活
動
報
告
と
活
動
方
針
案
が
承
認
さ
れ
、
第
2
部
の

長
松
奈
美
江
さ
ん
と
常
見
陽
平
さ
ん
に
よ
る
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
１
３
０
名
が
参
加

し
、
熱
心
な
討
論
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
3
部
の
懇
親
会
で
は
様
々
な
職
業
の
方
が
参
加
し
、
お
互

い
の
名
刺
交
換
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

１
部
〜
3
部
ま
で
い
ず
れ
も
滞
り
な
く
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
お
二
人
の
レ
ポ
ー
ト
が
編
集
部
に
届
き
ま
し
た
の
で
、
本
誌
上
で
紹
介
し
ま
す
。

一
つ
は
第
2
部
で
報
告
の
あ
っ
た
長
松
奈
美
江
さ
ん
書
き
下
ろ
し
の
「
２
０
１
１
年
度
労
働
関
連

法
教
育
・
出
前
授
業
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
」
の
調
査
分
析
結
果
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
そ
の
「
出
前

授
業
」
を
担
っ
て
き
た
社
会
保
険
労
務
士
の
関
根
文
美
さ
ん
の
感
想
文
で
す
。
そ
の
二
つ
を
こ
こ

に
掲
載
し
ま
し
た
の
で
、
是
非
ご
一
読
下
さ
い
。【
編
集
部
】

　

写
真
は
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
模
様
と
懇
親
会
の
一
コ
マ
で
す
。

パネルディスカッションの模様

懇親会
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「
社
会
」
に
照
準
を
合
わ
せ
た
確
か
な
労
働
法
教
育
を

―
「
働
く
こ
と
、
学
ぶ
こ
と
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
」
調
査
報
告
―

（
関
西
学
院
大
学
）　
長
　
松
　
奈
美
江

苛
酷
な
労
働
環
境
の
な
か
で

　

労
働
に
関
す
る
ニ
ュ
ー
ス
は
、
相
変
わ
ら

ず
暗
い
も
の
が
多
い
。
た
と
え
ば
、「
労
働

相
談
が
最
多
25
万
６
０
０
０
件　

厚
労
省

「
い
じ
め
相
談
増
加
が
要
因
」」（
２
０
１
２

年
5
月
29
日
、
日
本
経
済
新
聞
）
と
い
う

記
事
が
あ
る
。「
個
別
労
働
紛
争
解
決
制
度
」

に
基
づ
く
２
０
１
１
年
度
の
労
働
相
談
が
、

過
去
最
多
の
約
25
万
6
千
件
に
上
り
、
そ
の

内
容
と
し
て
は
、
職
場
の
い
じ
め・
嫌
が
ら

せ
の
相
談
が
増
え
た
、と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
就
活
失
敗
し
自
殺
す
る
若
者
急

増
…
…
４
年
で
２・５
倍
に
」（
２
０
１
２
年

5
月
8
日
、
読
売
新
聞
）
と
い
う
記
事
が
あ

る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
就
職
活
動
の
失

敗
を
苦
に
自
殺
す
る
10
～
20
歳
代
の
若
者
が

急
増
し
て
お
り
、
昨
年
は
、
大
学
生
な
ど

１
５
０
人
が
就
活
の
悩
み
で
自
殺
し
て
い
る

と
い
う
。

　
「
ブ
ラ
ッ
ク
企
業
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

よ
う
に
、
今
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
、
労
働
者

を
違
法
状
態
で
働
か
せ
る
状
況
が
広
が
っ
て

い
る
。
過
労
死
や
過
労
自
殺
の
事
例
は
後
を

絶
た
な
い
し
、
働
き
過
ぎ
や
い
じ
め
、
セ
ク

ハ
ラ
な
ど
が
原
因
で
、
精
神
を
病
む
労
働
者

も
増
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
苛

酷
な
労
働
環
境
を
目
の
前
に
し
、
な
ん
と
か

し
て
「
ブ
ラ
ッ
ク
で
は
な
い
企
業
」
に
就
職

し
よ
う
と
焦
り
、
失
敗
し
、
心
を
病
む
若
者

が
増
え
て
い
る
。

　

私
は
大
学
教
員
と
し
て
、
日
々
、
若
者
達

と
接
し
て
い
る
。
考
え
た
く
も
な
い
こ
と
だ

が
、
私
が
接
す
る
学
生
の
何
人
か
は
、
将
来
、

こ
の
よ
う
な
過
酷
な
労
働
環
境
で
働
か
ざ
る

を
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
学
生
達
の
ア

ル
バ
イ
ト
の
実
態
や
、そ
の
家
族
の
働
き
方
、

卒
業
生
の
労
働
環
境
に
つ
い
て
聞
い
た
り
す

る
と
、
そ
の
考
え
は
現
実
味
を
増
す
。

「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と
「
労
働
法
教
育
」

　

で
は
、
今
、
若
者
達
に
対
し
て
、
我
々
は

何
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
教
育
は
、
労
働
供

給
側
へ
の
働
き
か
け
で
あ
り
、
労
働
需
要
側

に
問
題
の
多
く
が
あ
る
以
上
、
教
育
に
で
き

る
こ
と
は
多
く
は
な
い
。
し
か
し
、
今
ま
さ

に
必
要
な
こ
と
は
、
学
生
達
に
何
が
「
ま
と

も
」
な
働
き
方
で
、
何
が
「
ま
と
も
」
で
は

な
い
働
き
方
な
の
か
を
考
え
て
も
ら
う
た
め

に
、
使
え
る
知
識
と
し
て
、
労
働
法
を
教
え

る
こ
と
だ
と
思
う
。
労
働
者
が
違
法
状
態
を

「
フ
ツ
ー
」
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
も

事
態
は
変
わ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

非
正
規
雇
用
で
働
く
若
者
の
増
加
や
学
卒

無
業
者
の
増
加
を
受
け
て
、
今
、
若
者
達
に

職
業
能
力
を
つ
け
る
た
め
の
教
育
の
重
要
性

が
指
摘
さ
れ
、
教
育
現
場
で
は
、「
キ
ャ
リ

ア
教
育
」
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

児
美
川
孝
一
郎
氏
『
権
利
と
し
て
の
キ
ャ
リ

ア
教
育
』（
２
０
０
７
年
、
明
石
書
店
）
に

よ
れ
ば
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
目
的
は
、「
子

ど
も
た
ち
が
、
卒
業
後
の
人
生
（
生
活
と
労

働
）
に
お
け
る
主
人
公
に
な
る
た
め
の
力
量

形
成
」
で
あ
り
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
要
な

視
点
は
、「『
社
会
変
革
』
の
立
場
に
立
ち
、

個
人
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
に
も
照
準
を
あ

て
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
定
義
を
み
る
と
、

キ
ャ
リ
ア
教
育
の
な
か
に
も
、「
労
働
法
教
育
」

が
含
ま
れ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
違
法
状
態
で
働
か
さ
れ
る
状
況
に
直
面

し
て
、
そ
れ
が
い
か
に
「
違
法
」
で
あ
る
か

を
判
断
し
、
そ
れ
に
異
議
を
申
し
立
て
た
り

抵
抗
し
た
り
で
き
な
け
れ
ば
、
若
者
は
、「
人

生
（
生
活
と
労
働
）
に
お
け
る
主
人
公
」
に

は
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
社
会
」

に
照
準
を
合
わ
せ
る
教
育
に
は
、
労
働
を
め

ぐ
る
社
会
的
な
状
況
に
つ
い
て
の
具
体
的
な

知
識
を
授
け
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
、「
キ
ャ
リ
ア

教
育
」
の
な
か
に
「
労
働
法
教
育
」
が
含
ま

れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
教
育
現
場
で
、「
労

働
法
教
育
」
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
は
少
な

　

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
席
上
で
報
告
し
て
頂
い
た
内
容
を
講
師
の
長
松
さ
ん

に
改
め
て
文
章
化
し
て
頂
き
ま
し
た
。
報
告
の
最
後
の
「
私
が
言
い
た
い
の
は
、
内
に

向
か
わ
ず
に
、
外
に
向
か
う
べ
き
だ
」
と
あ
る
就
活
を
前
に
し
た
若
い
学
生
へ
の
優
し

い
励
ま
し
の
声
が
彼
ら
に
届
け
ば
私
た
ち
主
催
者
側
と
し
て
も
こ
の
上
な
い
喜
び
で
す
。
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い
。
そ
れ
は
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」の
実
際
が
、

こ
の
よ
う
な
定
義
か
ら
外
れ
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
田
由
紀
氏
『
教
育

の
職
業
的
意
義
』（
２
０
０
９
年
、
ち
く
ま

新
書
）
に
よ
れ
ば
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
は
、

「
職
業
に
関
す
る
知
識
や
技
能
」
を
身
に
つ

け
さ
せ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
、「
生
き
る

力
」
や
「
人
間
力
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
そ

し
て
そ
の
具
体
的
内
容
は
、
職
場
体
験
・
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
、
卒
業
生
や
社
会
人
に
よ

る
体
験
発
表
や
講
演
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
な
ど

を
も
ち
い
た
自
己
理
解
や
将
来
設
計
に
関
す

る
学
習
、
キ
ャ
リ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
な

ど
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教

育
」
の
必
要
性
は
否
定
し
な
い
。
し
か
し
、

こ
れ
で
、
若
者
が
「
人
生
（
生
活
と
労
働
）

に
お
け
る
主
人
公
」
に
な
る
た
め
に
十
分
な

教
育
で
あ
る
か
は
、
疑
問
で
あ
る
。

　

学
生
は
、
新
聞
や
ニ
ュ
ー
ス
、
自
身
の
ア

ル
バ
イ
ト
経
験
な
ど
か
ら
過
酷
な
労
働
実
態

に
つ
い
て
知
っ
て
お
り
、「
働
く
こ
と
」
に

つ
い
て
前
向
き
な
気
持
ち
を
な
か
な
か
持
て

な
い
で
い
る
。
私
は
、
と
あ
る
授
業
で
、「
あ

な
た
が
就
職
活
動
に
対
し
て
感
じ
る
期
待
や

不
安
」に
つ
い
て
尋
ね
た
。そ
う
す
る
と
、「
期

待
」
を
述
べ
る
も
の
は
少
数
に
と
ど
ま
り
、

「
不
安
」
で
い
っ
ぱ
い
と
い
う
回
答
が
多
く

を
占
め
た
。
学
生
の
こ
う
い
っ
た
「
不
安
」

に
対
処
し
、「
人
生
（
生
活
と
労
働
）
に
お

け
る
主
人
公
」
に
な
る
た
め
の
教
育
と
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

あ
っ
た
か
サ
ポ
ー
ト
の
出
前
授
業

　

こ
う
い
っ
た
過
酷
な
労
働
実
態
が
広
が
る

今
だ
か
ら
こ
そ
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、

労
働
法
の
知
識
を
、
使
え
る
も
の
と
し
て
学

生
に
身
に
つ
け
さ
せ
る
「
労
働
法
教
育
」
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
あ
っ
た
か
サ
ポ
ー

ト
が
取
り
組
ん
で
き
た
出
前
授
業
で
あ
る
。

　

あ
っ
た
か
サ
ポ
ー
ト
の
出
前
授
業
は
、

２
０
０
６
年
度
に
始
ま
っ
た
。
２
０
０
６
年

度
は
、
教
職
員
1
校
（
7
名
）、
高
校
1
校

（
76
名
）、
専
門
学
校
1
校
（
50
名
）
で
の
実

施
で
あ
っ
た
が
、
年
々
、
実
施
対
象
機
関
が

増
加
し
て
い
る
。
２
０
１
１
年
度
の
出
前
授

業
の
実
績
は
、
教
職
員
3
校
（
79
名
）、
高

校
6
校
（
３
０
９
名
）、大
学
11
校
（
８
９
０

名
）、
専
門
学
校
1
校
（
62
名
）、
そ
の
他

支
援
機
関
4
機
関
（
１
３
１
名
）
で
あ
る

（『
あ
っ
た
か
情
報
』２
０
１
２
年
春
号
よ
り
）。

　

出
前
授
業
の
前
に
は
、受
講
者
に
向
け
て
、

ア
ン
ケ
ー
ト
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
で
は
、
教
育
を
受
け
た
経
験
や
、

労
働
法
に
関
す
る
知
識
、
働
く
こ
と
に
対
す

る
意
識
や
考
え
方
を
尋
ね
て
い
る
。
こ
の
ア

ン
ケ
ー
ト
の
デ
ー
タ
か
ら
、
キ
ャ
リ
ア
教
育

と
労
働
法
教
育
の
実
際
と
、
キ
ャ
リ
ア
教
育

や
労
働
法
教
育
を
受
け
た
学
生
が
、
ど
の
よ

う
な
意
識
や
考
え
方
を
持
っ
て
い
る
の
か
を

み
て
み
よ
う
。
な
お
、
分
析
は
サ
ン
プ
ル
数

の
多
い
高
校
生
と
大
学
生
に
限
定
す
る
。
た

だ
し
、
こ
れ
は
ラ
ン
ダ
ム
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ

に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
調
査
で
は
な
く
、
こ
の

ア
ン
ケ
ー
ト
デ
ー
タ
の
分
析
か
ら
得
ら
れ
た

も
の
は
、大
学
生
や
高
校
生
の
一
般
的
な「
傾

向
」
と
は
い
え
な
い
の
で
、
注
意
が
必
要
で

あ
る
。

　

以
下
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
回
答
者
で
あ
る

高
校
生
１
４
６
名
、
大
学
生
８
８
５
名
の
基

本
的
属
性
で
あ
る
。
欠
損
値
が
含
ま
れ
る
の

で
、合
計
人
数
が
一
致
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

■
高
校
生

　
【
性
別
】
男
子
53
名
、
女
子
93
名

　
【
学
年
】
2
年
生
1
名
、
3
年
生
１
４
４
名

■
大
学
生

　
【
性
別
】
男
子
４
１
３
名
、
女
子
４
７
０
名

　
【
学
年
】�

1
年
生
３
７
６
名
、
2
年
生
18

名
、
3
年
生
４
４
０
名
、
4
年

生
以
上
42
名

　
【
学
部
】�

経
済
２
８
８
名
、
法
１
４
９
名
、

文
１
６
５
名
、
社
会
97
名
、
美

術
64
名
、
社
会
福
祉
42
名
、
国

際
文
化
41
名
、
理
工
33
名
、
大

学
院
法
1
名

ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
結
果

　

で
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
分
析
結
果
を
み
て

み
よ
う
。
ま
ず
、
教
育
の
実
施
状
況
に
つ
い

て
図
1
に
示
し
た
。
こ
れ
は
、「
い
ま
在
籍

中
の
学
校
の
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
や
職
業
教
育

の
中
で
以
下
の
項
目
の
教
育
を
受
け
て
い
ま

す
（
受
け
ま
し
た
）
か
？
」
と
尋
ね
た
も
の

で
あ
る
。

　

図
1
の「
各
労
働
者
保
護
法
制
」か
ら「
求

人
票
や
雇
用
契
約
書
の
見
方
や
基
礎
知
識
」

の
項
目
ま
で
を
「
労
働
法
教
育
」、「
自
己
の

振
り
返
り
や
「
自
己
分
析
」」
と
「
性
格
診

断
や
適
性
検
査
」
を
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
と

見
な
し
て
分
析
を
す
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、

大
学
生
、高
校
生
と
も
に
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

に
比
較
し
て
「
労
働
法
教
育
」
を
受
け
て
い

る
と
答
え
た
者
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
は
50
～
60
％
で
あ
る
の

に
対
し
、「
労
働
法
教
育
」
は
10
～
20
％
程

度
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
大
学
生
や
高
校

生
の
状
況
を
広
く
調
べ
た
も
の
で
は
な
い

が
、
教
育
現
場
で
は
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
に

比
べ
て
「
労
働
法
教
育
」
が
実
施
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
状
況
を
、
あ
ら
わ
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
反
映
し

て
か
、
学
生
の
労
働
法
に
関
す
る
知
識
の
水

準
は
高
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
ア
ル
バ
イ

ト
で
も
労
災
保
険
に
入
れ
る
こ
と
」
を
知
っ

て
い
る
と
答
え
た
者
は
、
高
校
生
9
％
、
大

学
生
33
％
に
過
ぎ
な
い
。

　

次
に
、
学
生
が
、「
働
く
こ
と
」
に
関
し

て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
心
配
し
て
い
る
か
を

み
て
み
よ
う
。
図
2
は
、「
社
会
人
と
し
て
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働
き
始
め
る
に
あ
た
り
、
心
配
に
感
じ
る
も

の
」
を
尋
ね
た
項
目
の
回
答
結
果
で
あ
る
。

　

図
2
に
よ
れ
ば
、
大
学
生
は
、「
う
ま
く

溶
け
込
め
な
い・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

と
れ
な
い
」、「
賃
金
や
労
働
時
間
な
ど
の
ト

ラ
ブ
ル
」
に
つ
い
て
、
高
校
生
は
、「
う
ま

く
溶
け
込
め
な
い・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
と
れ
な
い
」、「
い
じ
め
や
い
が
や
ら
せ
」

に
つ
い
て
、
特
に
心
配
と
感
じ
て
い
る
こ
と

者
の
ほ
う
が
、
社
会
人
に
な
っ
て
か
ら
の
い

じ
め
や
い
や
が
ら
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
い
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、「
心
配
」
と

感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、

自
己
の
振
り
返
り
や
「
自
己
分
析
」
に
関
す

る
教
育
を
受
け
た
人
は
、
い
じ
め
や
い
が
や

ら
せ
に
関
し
て
心
配
し
て
い
る
人
が
36
％
で

あ
る
の
に
対
し
、
教
育
を
受
け
て
い
な
い
人

は
、
心
配
し
て
い
る
人
が
23
％
と
少
な
い
。

　

一
方
、
労
働
法
教
育
に
関
し
て
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。「
労
働
法
教
育
」
と
関
連
が
あ
っ

た
の
は
、「
賃
金
や
労
働
時
間
ト
ラ
ブ
ル
に

対
す
る
心
配
」
で
あ
っ
た
。
結
果
を
図
5
に

示
す
。

　

図
5
に
よ
れ
ば
、
労
働
法
教
育
の
内
容

に
よ
っ
て
、「
賃
金
や
労
働
時
間
ト
ラ
ブ
ル
」

に
対
す
る
心
配
を
抱
く
か
ど
う
か
は
異
な
る

こ
と
が
わ
か
る
。「
労
災
、雇
用
保
険
や
年
金
、

健
康
保
険
」
に
関
す
る
教
育
を
受
け
た
人
は
、

そ
う
で
な
い
人
よ
り
も
「
心
配
」
を
抱
く
の

に
対
し
て
、「
求
人
票
や
雇
用
契
約
書
の
見

方
」
に
関
す
る
教
育
を
受
け
た
人
は
、
そ
う

で
な
い
人
よ
り
も「
心
配
」を
抱
い
て
い
な
い
。

　

で
は
、
教
育
を
受
け
た
か
ど
う
か
と
「
働

く
こ
と
へ
の
心
配
」
と
の
関
連
に
つ
い
て
、

ま
と
め
よ
う
。
第
一
に
、
自
己
を
振
り
返
る

と
い
っ
た
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
は
、
い
じ

め
や
い
や
が
ら
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
に
対
す
る
「
心
配
」
と
結
び
つ
い
て
い
る

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
の
調
査
は
、
一
時
点

で
の
情
報
を
聞
い
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
一

方
が
他
方
の
「
原
因
」
と
い
っ
た
よ
う
な
因

果
関
係
を
調
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
「
心

配
」と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

図1　「労働法教育」と「キャリア教育」に関する実施状況
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図 1 「労働法教育」と「キャリア教育」に関する実施状況 
 
図 1 の「各労働者保護法制」から「求人票や雇用契約書の見方や基礎知識」の項目まで

を「労働法教育」、「自己の振り返りや「自己分析」」と「性格診断や適性検査」を「キャリ

ア教育」と見なして分析をする。これをみると、大学生、高校生ともに、「キャリア教育」

に比較して「労働法教育」を受けていると答えた者が少ないことがわかる。「キャリア教育」

は 50～60％であるのに対し、「労働法教育」は 10～20％程度である。この調査は、大学生
や高校生の状況を広く調べたものではないが、教育現場では「キャリア教育」に比べて「労

働法教育」が実施されていないという状況を、あらわしていると考えられる。また、この

ことを反映してか、学生の労働法に関する知識の水準は高くはない。たとえば「アルバイ

トでも労災保険に入れること」を知っていると答えた者は、高校生 9％、大学生 33％に過
ぎない。 
次に、学生が、「働くこと」に関してどのようなことを心配しているかをみてみよう。図

2 は、「社会人として働き始めるにあたり、心配に感じるもの」を尋ねた項目の回答結果で
ある。 
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図2　働くことへの心配
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図 2 働くことへの心配 

 
図 2によれば、大学生は、「うまく溶け込めない・コミュニケーションがとれない」、「賃

金や労働時間などのトラブル」について、高校生は、「うまく溶け込めない・コミュニケー

ションがとれない」、「いじめやいがやらせ」について、特に心配と感じていることがわか

る。 
では、「キャリア教育」や「労働法教育」を受けたかどうかと「働くことへの心配」が、

どう関連しているかをみてみよう。なお、以下では、サンプル数の多い大学生に限って分

析する。 
最初に「キャリア教育」と「働くことへの心配」との関連をみてみよう。分析の結果、「キ

ャリア教育」を受けたかどうかとやや強い関連を持っていたのは、「コミュニケーション」

に対する心配と、「いじめやいやがらせ」に対する心配であった。結果を図 3と図 4に示す。 
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図 3 「キャリア教育」と「コミュニケーションに対する心配」との関連（大学生） 

 

 
図 4 「キャリア教育」と「いじめやいやがらせに対する心配」との関連（大学生） 

 
 図 3と図 4によれば、「キャリア教育」を受けた者のほうが、社会人になってからのいじ
めやいやがらせ、コミュニケーションといったことに関して、「心配」と感じていることが

わかる。たとえば、自己の振り返りや「自己分析」に関する教育を受けた人は、いじめや

いがやらせに関して心配している人が 36%であるのに対し、教育を受けた人は、心配して
いる人が 23%と少ない。 
 一方、労働法教育に関してはどうだろうか。「労働法教育」と関連があったのは、「賃金

や労働時間トラブルに対する心配」であった。結果を図 5に示す。 
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が
わ
か
る
。

　

で
は
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
や

「
労
働
法
教
育
」
を
受
け
た
か

ど
う
か
と
「
働
く
こ
と
へ
の
心

配
」
が
、
ど
う
関
連
し
て
い
る

か
を
み
て
み
よ
う
。
な
お
、
以

下
で
は
、
サ
ン
プ
ル
数
の
多
い

大
学
生
に
限
っ
て
分
析
す
る
。

　

最
初
に
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

と
「
働
く
こ
と
へ
の
心
配
」
と

の
関
連
を
み
て
み
よ
う
。
分

析
の
結
果
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

を
受
け
た
か
ど
う
か
と
や
や
強

い
関
連
を
持
っ
て
い
た
の
は
、

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に

対
す
る
心
配
と
、「
い
じ
め
や

い
や
が
ら
せ
」
に
対
す
る
心
配

で
あ
っ
た
。
結
果
を
図
3
と
図

4
に
示
す
。

　

図
3
と
図
4
に
よ
れ
ば
、

「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
を
受
け
た
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キ
ャ
リ
ア
教
育
を
受
け
た
と
こ
ろ
で
、
働
く
こ

と
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
心
配
」
が
軽
減
さ
れ

る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
示
唆
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

第
二
に
、
労
働
法
教
育
を
受
け
た
か
ど
う

か
は
、
賃
金
や
労
働
ト
ラ
ブ
ル
の
「
心
配
」

と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ

し
、
こ
の
関
連
の
仕
方
は
、
シ
ン
プ
ル
な
も

の
で
は
な
い
。
以
下
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る

だ
ろ
う
。
労
災
や
雇
用
保
険
な
ど
、
働
く
こ

と
に
関
す
る
種
々
の
保
険
は
、
事
故
や
失
業

な
ど
の
「
不
測
の
事
態
」
に
備
え
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
知
っ
て
い

る
者
は
、
心
配
を
感
じ
や
す
く
な
る
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
求
人
票
や
雇
用
契
約

書
の
見
方
を
学
ぶ
な
ど
、
働
く
入
り
口
で
何

を
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
か
を
知
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
労
働
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
心
配
が
軽
減

さ
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
キ
ャ

リ
ア
教
育
を
受
け
た
か
ど
う
か
は
、「
賃
金

や
労
働
時
間
ト
ラ
ブ
ル
に
対
す
る
心
配
」
と

は
関
連
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　

次
に
、
教
育
を
受
け
た
こ
と
が
、「
心
配
」

以
外
の
ど
の
よ
う
な
意
識
と
関
連
を
持
っ
て

い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
分
析

を
行
っ
て
み
た
結
果
、
労
働
法
教
育
は
、
学

生
の
キ
ャ
リ
ア
展
望
と
関
連
が
あ
る
こ
と
が

わ
か
っ
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
卒

業
後
に
ど
の
よ
う
に
働
き
た
い
か
と
い
う
、

キ
ャ
リ
ア
の
展
望
に
つ
い
て
質
問
し
て
い

る
。
労
働
法
教
育
を
受
け
た
か
ど
う
か
と
や

や
強
い
関
連
が
あ
っ
た
の
は
、「
自
分
で
起

業
し
た
い
」
と
い
う
意
識
と
、「
自
分
の
能

力
を
生
か
す
た
め
な
ら
、
転
職
し
た
い
」
と

い
う
意
識
で
あ
っ
た
。
結
果
を
図
6
と
図
7

に
示
す
。

　

図
6
と
図
7
を
み
る
と
、
労
働
法
教
育
を

受
け
た
人
ほ
ど
、「
起
業
し
た
い
」
と
思
っ

て
お
り
、「
能
力
を
生
か
す
た
め
な
ら
転
職

し
た
い
」
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
キ
ャ
リ
ア
教
育
を
受
け
た
か
ど
う
か

と
こ
れ
ら
の
意
識
と
の
間
に
は
関
連
が
な

か
っ
た
。

　

さ
ら
に
分
析
し
て
み
る
と
、
こ
の
関
連
の

強
さ
は
、男
女
で
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

男
子
に
関
し
て
は
こ
の
関
連
は
弱
い
か
、
関

連
が
そ
も
そ
も
な
い
の
に
対
し
て
、
女
子
の

図4　�「キャリア教育」と「いじめやいやがらせに対する心配」との関連（大学生）
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図 3 「キャリア教育」と「コミュニケーションに対する心配」との関連（大学生） 

 

 
図 4 「キャリア教育」と「いじめやいやがらせに対する心配」との関連（大学生） 

 
 図 3と図 4によれば、「キャリア教育」を受けた者のほうが、社会人になってからのいじ
めやいやがらせ、コミュニケーションといったことに関して、「心配」と感じていることが

わかる。たとえば、自己の振り返りや「自己分析」に関する教育を受けた人は、いじめや

いがやらせに関して心配している人が 36%であるのに対し、教育を受けた人は、心配して
いる人が 23%と少ない。 
 一方、労働法教育に関してはどうだろうか。「労働法教育」と関連があったのは、「賃金

や労働時間トラブルに対する心配」であった。結果を図 5に示す。 
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図 5 「労働法教育」と「賃金や労働時間トラブルに対する心配」との関連（大学生） 

 
 図 5によれば、労働法教育の内容によって、「賃金や労働時間トラブル」に対する心配を
抱くかどうかは異なることがわかる。「労災、雇用保険や年金、健康保険」に関する教育を

受けた人は、そうでない人よりも「心配」を抱くのに対して、「求人票や雇用契約書の見方」

に関する教育を受けた人は、そうでない人よりも「心配」を抱いていない。 
 では、教育を受けたかどうかと「働くことへの心配」との関連について、まとめよう。

第一に、自己を振り返るといった「キャリア教育」は、いじめやいやがらせ、コミュニケ

ーションに対する「心配」と結びついていることがわかった。この調査は、一時点での情

報を聞いたものであるため、一方が他方の「原因」といったような因果関係を調べること

はできない。ただ、「キャリア教育」がさまざまな「心配」と結びついているということか

ら、キャリア教育を受けたところで、働くことへのさまざまな「心配」が軽減されるわけ

ではないこと示唆されるだろう。 
第二に、労働法教育を受けたかどうかは、賃金や労働トラブルの「心配」と関連してい

ることがわかった。ただし、この関連の仕方は、シンプルなものではない。以下のように

解釈できるだろう。労災や雇用保険など、働くことに関する種々の保険は、事故や失業な

どの「不測の事態」に備えるものであるがゆえに、それについて知っている者は、心配を
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方
で
は
こ
の
関
連
は
強
か
っ
た
。「
自
分
の

能
力
を
生
か
す
た
め
な
ら
、
転
職
し
た
い
」

と
い
う
意
識
に
関
し
て
、
男
女
別
で
分
析
し

た
結
果
を
図
8
と
図
9
に
示
す
。

　

以
上
よ
り
、
労
働
法
教
育
は
、
転
職
や
起

業
を
見
据
え
た
キ
ャ
リ
ア
形
成
へ
の
道
と
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
関
連
は

女
子
で
強
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

最
後
に

　

先
ほ
ど
、
授
業
で
「
あ
な
た
が
就
職
活
動

に
対
し
て
感
じ
る
期
待
や
不
安
」
に
つ
い
て

尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
期
待
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

不
安
で
い
っ
ぱ
い
」
と
い
う
回
答
が
多
く
を

占
め
た
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
多
く
の
学

生
は
、
一
方
で
は
「
超
就
職
氷
河
期
」
な
ど

と
い
っ
て
周
り
か
ら
不
安
を
煽
ら
れ
る
だ
け

煽
ら
れ
て
、「
で
も
、
何
を
や
っ
た
ら
い
い

の
か
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
焦
燥
を
、
強

く
感
じ
て
い
る
。
ま
た
、
焦
り
を
感
じ
れ
ば

感
じ
る
ほ
ど
、「
自
分
の
適
性
を
見
極
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
自
分
に
あ
っ
た
仕
事

を
み
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、「
自
己
分

析
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
、
個
人

の
内
部
に
向
か
う
傾
向
も
見
ら
れ
た
。
こ
う

い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
、「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」

は
「
働
く
こ
と
へ
の
心
配
」
と
関
連
し
て
い

た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
私
が
言
い
た
い
の
は
、
内
に
向
か

わ
ず
に
、
外
に
も
向
か
う
べ
き
だ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
自
己
を
振
り
返
る
こ
と
も
必

要
か
も
し
れ
な
い
が
、
働
く
こ
と
へ
の
心
配

や
不
安
に
立
ち
向
か
う
た
め
に
は
、「
自
分
」

だ
け
で
は
な
く
、「
社
会
」
に
つ
い
て
も
知

る
必
要
が
あ
る
。
い
く
ら
内
省
し
た
っ
て
、

働
く
う
え
で
の
不
測
の
事
態
―
い
じ
め
や
セ

ク
ハ
ラ
、
労
働
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
―
に
備
え
、

対
処
す
る
術
は
身
に
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
労
働
法
教
育
は
、
不
測
の
事
態
へ

の
「
備
え
」
を
も
た
ら
す
だ
け
で
は
な
く
、

学
生
の
、
い
わ
ば
能
動
的
な
キ
ャ
リ
ア
展
望

と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

あ
る
女
子
学
生
が
書
い
て
き
た
コ
メ
ン
ト

が
印
象
的
で
あ
っ
た
の
で
、
以
下
で
引
用
し

よ
う
。

　

私
は
大
学
を
出
て
企
業
で
働
く
と

い
う
こ
と
は
、
女
性
で
も
総
合
職
で
働

く
の
が
当
た
り
前
だ
と
、
つ
い
最
近
ま

で
思
っ
て
い
ま
し
た
。
内
定
を
も
ら
っ

た
私
の
一
つ
上
の
男
の
先
輩
が
、「
男

性
は
総
合
職
で
入
社
し
、
同
じ
企
業

の
一
般
職
の
女
性
と
結
婚
す
る
。
す

る
と
男
性
は
安
定
し
た
家
庭
を
築
き
、

仕
事
に
専
念
す
る
。
こ
れ
は
企
業
の

福
利
厚
生
の
一
環
で
あ
る
。」
と
言
っ

て
い
た
の
を
聞
い
て
、
一
般
職
の
女

性
が
働
く
意
味
と
は
果
た
し
て
何
で

あ
ろ
う
と
思
っ
た
。
だ
か
ら
総
合
職

に
就
職
し
た
い
が
、
男
性
比
率
が
大

き
い
こ
と
か
ら
難
し
い
の
で
不
安
だ
。

一
般
職
の
お
局
に
は
な
り
た
く
な
い
。

　

出
前
授
業
で
は
、
働
く
う
え
で
、
さ
ま
ざ

ま
な
法
律
を
活
用
す
る
術
を
教
え
て
も
ら
う

こ
と
が
で
き
る
。「
社
会
」
に
つ
い
て
目
を

向
け
れ
ば
、
労
働
に
関
す
る
法
律
を
う
ま
く

利
用
し
て
、
女
性
で
も
活
躍
で
き
る
こ
と
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
労
働
法
や
、
労
働
に

関
す
る
様
々
な
社
会
的
状
況
に
つ
い
て
学
ぶ

こ
と
は
、こ
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
学
生
に
、

力
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
出
前
授
業
の
事
前
ア
ン
ケ
ー
ト
か

ら
、
高
校
生
と
大
学
生
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
と

労
働
法
教
育
の
実
態
と
、
働
く
こ
と
に
関
す

る
様
々
な
意
識
と
の
関
連
に
つ
い
て
み
て
き

た
。
私
は
、
す
べ
て
の
教
育
現
場
で
、「
社

会
変
革
」
の
立
場
に
立
ち
、
個
人
だ
け
で
は

な
く
、
社
会
に
も
照
準
を
合
わ
せ
た
確
か
な

労
働
法
教
育
を
要
求
し
た
い
。
そ
れ
は
、
不

測
の
事
態
に
つ
い
て
適
切
に
備
え
る
た
め
の

術
を
授
け
る
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
の
な
か

で
活
躍
し
た
い
と
考
え
る
学
生
の
力
と
な
る

だ
ろ
う
。

図8　�「労働法教育」と「自分の能力を生かすためなら転職したい」との関連
　　 （男子大学生）
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図9　�「労働法教育」と「自分の能力を生かすためなら転職したい」との関連
　　 （女子大学生）
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パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

「卑
屈
に
な
ら
な
い
就
活
の
ス
ス
メ
―
心
が
軽
く
な
る
仕
事
選
び
」
に
参
加
し
て

社
会
保
険
労
務
士
　
関
　
根
　
文
　
美

息
子
の
﹁
就
活
﹂
当
時
を
思
い
出
す

　

今
日
の
参
加
者
は
若
い
方
が
多
い
か
な
と

思
っ
て
、
同
志
社
大
学
の
広
い
教
室
を
見
渡

す
と
、
な
ん
と
親
御
さ
ん
と
思
わ
れ
る
年
齢

層
の
高
い
方
が
多
い
こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

数
年
前
に
私
の
息
子
が
就
職
活
動
を
し
て
い

た
当
時
の
私
自
身
の
、“
心
配
だ
っ
た
”“
不

安
だ
っ
た
”“
辛
か
っ
た
”
気
持
ち
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

　

息
子
が
就
活
当
時
、
息
子
と
は
一
緒
に
住

ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
電
話
や
メ
ー

ル
で
、「
ま
た
ア
カ
ン
か
っ
た
」「
し
ん
ど
い
」

「
な
ん
で
ア
カ
ン
の
や
ろ
？
」
等
々
、
気
弱

な
気
持
ち
を
伝
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対

し
て
、
私
は
当
初
「
と
も
か
く
正
社
員
で
ど

こ
か
に
入
ら
な
い
と
」「
が
ん
ば
り
な
さ
い
」

と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、「
就
職
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
不
安
が
つ
の

り
な
が
ら
も
次
第
に
「
ち
ょ
っ
と
休
ん
で

家
に
帰
っ
て
き
た
ら
ど
う
」「
身
体
は
大
丈

夫
？
」「
ち
ゃ
ん
と
食
べ
て
い
る
？
」
な
ど
、

と
も
か
く
息
子
の
心
身
を
気
遣
っ
た
こ
と
を

思
い
出
し
ま
し
た
。

　

今
回
、参
加
さ
れ
た
親
御
さ
ん
世
代
の
方
、

教
職
員
の
方
な
ど
若
者
の
就
活
を
支
援
す
る

側
の
方
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
何
か
彼
ら
に

ア
ド
バ
イ
ス
で
き
る
ヒ
ン
ト
を
得
た
い
」
そ

ん
な
気
持
で
参
加
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
事
実
、
参
加
者
に
よ
る
ア
ン
ケ
ー
ト

集
計
の
中
か
ら
も
、「
常
見
さ
ん
の
具
体
的

な
話
が
聞
け
て
よ
か
っ
た
」「
就
活
の
現
状

が
わ
か
っ
て
よ
か
っ
た
」「
実
態
が
わ
か
り

参
考
に
な
っ
た
」
な
ど
と
の
感
想
が
寄
せ
ら

れ
て
い
ま
し
た
。

大
切
に
し
た
い
！

わ
が
子
を
客
観
的
に
見
守
る
姿
勢

　

就
活
に
際
し
て
、
本
人
は
勿
論
、
家
族
の

誰
で
も
が
、
と
も
す
れ
ば
自
分
の
周
り
の
常

識
的
な
意
見
や
マ
ス
コ
ミ
情
報
に
流
さ
れ
が

ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
常
見
さ
ん
の
話
を
お

聞
き
し
て
、「
社
会
に
存
在
す
る
頑
然
た
る

事
実
や
現
実
」「
社
会
の
変
化
と
仕
事
の
あ

り
様
」「
人
は
人
生
や
仕
事
に
何
を
求
め
る

の
か
」
な
ど
、
親
子
や
家
族
、
友
人
ら
と
話

し
合
う
こ
と
が
、
と
て
も
大
切
な
の
だ
と
い

う
こ
と
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
今
か
ら
思
う

と
、
母
親
と
し
て
の
私
自
身
を
振
り
返
る
と

「
と
も
か
く
、
息
子
が
ど
こ
か
に
就
職
し
な

い
と
」
と
い
う
意
識
が
強
く
働
き
す
ぎ
て
、

果
し
て
そ
の
当
時
息
子
と
じ
っ
く
り
話
が
で

き
た
か
？
と
問
わ
れ
る
と
甚
だ
疑
問
で
す
。

　

今
回
の
お
話
を
聞
い
て
、
親
と
し
て
は
わ

が
子
を
客
観
的
に
見
守
る
姿
勢
を
持
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
強
く
感
じ
ま
し
た
。
こ

れ
か
ら
就
活
の
始
め
る
子
ど
も
を
持
つ
親
御

さ
ん
に
は
、
是
非
そ
の
よ
う
な
姿
勢
を
持
っ

て
我
が
子
に
接
し
て
あ
げ
て
欲
し
い
な
、
と

思
い
ま
す
。

若
者
が
無
防
備
で
は
生
き
て
い
け
な

い
時
代
と
は
？

　

か
つ
て
、
労
働
力
の
売
り
手
市
場
の
時
代

に
は
、
す
ぐ
に
内
定
を
出
し
て
研
修
と
い
う

名
の
も
と
に
旅
行
に
招
待
す
る
な
ど
、
早
々

に
学
生
を
囲
い
込
む
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
近
年
の
「
就
職
氷
河
期
」
と

い
わ
れ
る
時
代
、
と
り
わ
け
２
０
０
８
年
の

　

先
の
第
7
回
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
・
あ
っ
た
か
サ
ポ
ー
ト
の
総
会
第
2
部
の
パ
ネ
ル
・
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
開
催
に
際
し
、
労
働
関
連
法

教
育
の
専
任
講
師
の
お
一
人
で
あ
る
関
根
文
美
さ
ん
よ
り
、編
集
部
に
感
想
文
が
届
き
ま
し
た
の
で
こ
こ
に
紹
介
し
ま
す
。
そ
こ
に
は
、

ご
自
分
の
息
子
さ
ん
の
就
活
を
振
り
返
る
母
親
の
暖
か
い
愛
情
が
文
章
一
杯
に
拡
が
っ
て
い
ま
す
。
ご
一
読
下
さ
い
。（
編
集
部
）

感
想
文
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リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
降
、
採
用
さ
れ
た
も

の
の
内
定
取
消
し
が
ど
ん
ど
ん
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
の
国
特
有
の
「
新
規
学
卒
一
括
採

用
」
と
い
う
雇
用
慣
行
に
よ
り
、
た
ま
た
ま

卒
業
年
次
に
遭
遇
し
た
景
気
の
動
向
に
よ
っ

て
、
そ
の
若
者
の
人
生
設
計
が
大
き
く
左
右

さ
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
状
況
が
生
じ
て
い

ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
終
身
雇
用
、
年
功
序

列
、
企
業
別
労
働
組
合
の
時
代
は
過
ぎ
去
り

ま
し
た
。
い
ま
や
３
人
に
１
人
、
若
者
・
女

性
に
至
っ
て
は
、
２
人
に
１
人
が
非
正
規
雇

用
と
い
う
「
労
働
者
受
難
の
時
代
」
を
迎
え

て
い
ま
す
。
人
員
削
減
や
雇
用
形
態
の
多
様

化
が
進
み
、正
規
・
非
正
規
雇
用
を
問
わ
ず
、

低
賃
金
と
長
時
間
労
働
、
そ
れ
も
競
争
の
厳

し
い
労
働
環
境
の
下
で
労
働
者
は
働
い
て
い

ま
す
。
や
っ
と
就
職
で
き
た
と
し
て
も
、
解

雇
や
雇
い
止
め
、
職
場
で
の
い
じ
め・
嫌
が

ら
せ
な
ど
雇
用
に
係
る
「
リ
ス
ク
管
理
」
が

一
人
ひ
と
り
に
問
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
だ
け
に
若
者
は
、
無
防
備
の
ま
ま
で

は
い
ら
れ
な
い
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
全
国
の
労
働
局
に
寄
せ
ら
れ
た
総
合
労

働
相
談
件
数
が
１
０
０
万
件
を
超
え
る
と
い

う
事
実
か
ら
も
想
像
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
か

ら
社
会
に
出
て
働
き
は
じ
め
る
若
人
は
も
ち

ろ
ん
、
今
現
実
に
社
会
で
働
い
て
い
る
方
に

も
自
ら
に
「
雇
用
の
リ
ス
ク
管
理
」
が
問
わ

れ
、“
自
分
の
身
を
守
る
知
識
や
術
”
を
習

得
す
る
必
要
性
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
具
体

的
に
は
、
働
く
こ
と
に
関
わ
る
知
識
で
あ
り

働
く
仲
間
の
関
係
の
大
切
さ
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
提
供
す
る
労

働
関
連
法
の
出
前
講
座
が
様
々
な
場
所
で
活

用
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

明
ら
か
に
な
っ
た

労
働
関
連
法
教
育
の
意
義

　

私
は
こ
れ
ま
で
高
校
生
を
対
象
に
出
前
授

業
を
担
当
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
が
、
こ
の

よ
う
な
時
代
に
も
関
わ
ら
ず
、
彼
ら
は
労
働

教
育
を
受
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
ず
、
労
働
に

関
す
る
知
識
を
持
た
な
い
無
防
備
な
状
態
で

社
会
に
出
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
私
は
と

て
も
不
安
を
覚
え
ま
す
し
、
ま
た
一
人
の
大

人
と
し
て
今
の
若
者
に
対
す
る
責
任
も
感
じ

て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
私
た
ち
が
「
出
前
授
業
」
を
実
施

す
る
前
に
ご
協
力
を
頂
い
て
い
る
受
講
者
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
か
ら
も
労
働
関
連
法
教
育

の
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
度
の
長
松
奈
美
江
先
生
（
関
西
学
院
大

学
）
の
ご
報
告
に
よ
る
と
、「
労
働
教
育
を

受
け
た
人
は
現
状
を
知
る
こ
と
で
働
く
こ
と

に
つ
い
て
不
安
や
心
配
は
湧
く
け
れ
ど
も
、

対
処
す
る
知
識
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
」
と

い
う
分
析
結
果
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
就
労
す
る
前
に
若
者
が
労
働
教
育
を
受
け

る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
そ
の
後
の
若
者
の

自
立
に
繫
が
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
回
の
お
話
を
お
聞
き
し
、
私
た
ち
の

行
っ
て
き
た
労
働
関
連
法
教
育
が
学
生
、
生

徒
の
方
の
み
な
ら
ず
父
親
、
母
親
は
勿
論
の

こ
と
教
師
、
キ
ャ
リ
ア
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
な

ど
様
々
な
就
労
支
援
に
関
わ
る
人
た
ち
、
そ

し
て
若
者
を
迎
え
入
れ
る
企
業
の
労
務
管
理

担
当
者
の
方
々
な
ど
を
対
象
に
幅
広
く
展
開

さ
れ
る
大
切
さ
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。

親
子
共
々
、

新
し
い
課
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

　

と
こ
ろ
で
冒
頭
に
紹
介
し
た
わ
が
家
の
息

子
は
卒
業
後
よ
う
や
く
就
職
で
き
た
会
社
で

し
た
が
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
影
響
で
続

け
ら
れ
な
く
な
り
、
結
局
１
年
余
り
で
退
職

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、

本
人
が
一
番
苦
手
と
し
て
き
た「
人
と
接
し
、

話
し
を
す
る
力
」
を
つ
け
た
い
と
い
う
思
い

か
ら
、
あ
え
て
営
業
職
を
選
び
、
次
の
会
社

に
就
職
し
、
今
も
働
き
続
け
て
い
ま
す
。
か

く
言
う
私
も
、
同
じ
よ
う
に
人
前
で
話
し
を

す
る
こ
と
が
苦
手
で
し
た
の
で
、
こ
れ
ま
で

避
け
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、「
出
前
授
業
」

が
必
要
と
の
思
い
か
ら
、
講
師
と
し
て
挑
戦

し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
か
、
息
子
と
二
人

で
「
人
に
自
分
の
思
い
を
伝
え
る
こ
と
は
難

し
い
ね
！
」
な
ど
と
会
話
が
弾
む
こ
と
が
よ

く
あ
り
ま
す
。
お
陰
様
で
、
私
た
ち
の
親
子

の
研
鑚
と
成
長
に
繫
げ
ば
と
思
っ
て
、
前
向

き
に
関
る
こ
と
が
で
き
て
い
ま
す
。
読
者
の

皆
さ
ん
も
是
非
、
あ
っ
た
か
サ
ポ
ー
ト
が
企

画
す
る「
出
前
授
業
」な
ど
様
々
な
セ
ミ
ナ
ー

に
参
加
し
て
、
講
師
を
務
め
る
な
ど
チ
ャ
レ

ン
ジ
し
て
欲
し
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ヨット



あったか情報

9

労
働
関
係
に
お
け
る
人
格
配
慮
義
務

弁
護
士　

中
　
島
　
光
　
孝

１�　

労
働
者
の
生
命･

身
体･

健
康
の
「
安

全
」
は
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
で
は
、
労
働
者
の
「
自
由･

名
誉･

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
」
な
ど
に
つ
い
て
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

　

労
働
契
約
は
、
労
働
者
が
使
用
者
に
使
用

さ
れ
て
労
働
し
、
使
用
者
が
こ
れ
に
対
し
て

賃
金
を
支
払
う
と
い
う
合
意
に
よ
っ
て
成

立
す
る
「
契
約
」
で
す
。

　

労
働
関
係
を
経
済
学
的
に
み
る
と
、
労

働
者
が
労
働
力
と
い
う
商
品
を
使
用
者
に
売

り
、
使
用
者
が
こ
れ
を
一
定
の
代
金
（
＝
賃

金
）
で
購
入
す
る
と
い
う
交
換
の
関
係
と
い

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
労
働
契
約
も「
契
約
」

で
あ
り
、
ま
た
、
商
品
（
労
働
力
）
の
交
換

過
程
で
す
か
ら
、
労
働
者
は
、
自
由
な
意
思

決
定
主
体
と
し
て
、
す
な
わ
ち
一
個
の
人
格

を
有
す
る
主
体
と
し
て
、
か
つ
、
使
用
者
と

対
等
な
立
場
に
お
い
て
、
商
品
（
労
働
力
）

を
販
売
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
は
ず
で
す
。
労
働
者
は
労
働
力
と
い

う
商
品
を
売
っ
て
も
、
人
格
そ
の
も
の
を
売

る
わ
け
で
あ
り
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
労
働
は
人
格
を
有
す
る
生
身

の
人
間
の
精
神
と
肉
体
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ

る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
た
め
、
労
働
現

場
に
お
い
て
は
、
労
働
者
の
人
格
に
対
す
る

侵
害
の
危
険
が
潜
在
し
、
と
き
に
は
自
殺
と

い
う
激
し
い
形
で
顕
在
化
す
る
素
地
が
あ
る

の
で
す
。

２�　

で
は
、「
人
格
」
と
は
な
ん
で
し
ょ
う

か
。
法
律
に
定
義
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
２
０
０
６
年
に
改
定
さ
れ
た
教

育
基
本
法
１
条
は
、「
教
育
は
、
人
格
の

完
成
を
目
指
し
、
平
和
で
民
主
的
な
国
家

及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
資

質
を
備
え
た
心
身
と
も
に
健
康
な
国
民

の
育
成
を
期
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
規
定
し
て
い
ま
す
。
１
９
４
７

年
３
月
に
公
布
さ
れ
た
旧
教
育
基
本
法

も
「
人
格
の
完
成
」
が
教
育
の
目
的
で
あ

る
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
「
人
格
」
の
内
容
に
に
つ
い
て
定
義
し

て
い
ま
せ
ん
。

　

人
格
と
い
う
言
葉
は
、
明
治
20
年
代
に
、

英
語
のperson
やpersonality

の
訳
語
と

し
て
作
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
広
辞

苑
に
よ
れ
ば
、人
格
と
は
①
人
が
ら
。
人
品
。

②
道
徳
的
行
為
の
主
体
と
し
て
の
個
人
、
自

律
的
意
志
を
有
し
、
自
己
決
定
的
で
あ
る
と

こ
ろ
の
個
人
。
③
法
律
関
係
、
特
に
権
利･

義
務
が
帰
属
し
得
る
主
体･

資
格
な
ど
と
出

て
い
ま
す
。

　

上
記
の
う
ち
③
の
意
味
で
の
人
格
は
、
法

律
で
い
う
「
権
利
能
力
」
と
同
義
で
あ
り
、

「
法
人
格
」な
ど
と
も
表
現
さ
れ
ま
す
。他
方
、

教
育
基
本
法
が
い
う
「
人
格
」
と
は
上
記
の

う
ち
②
を
指
す
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
人
格

的
利
益
あ
る
い
は
人
格
権
と
い
う
場
合
の
人

格
も
、
上
記
②
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

３�　

接
客
態
度
が
悪
い
、
仕
事
に
ミ
ス
が
あ

る
、無
断
で
休
ん
だ
な
ど
を
理
由
と
し
て
、

殴
る
、
蹴
る
な
ど
の
暴
行
を
加
え
ら
れ
、

さ
ら
に
自
宅
に
ま
で
押
し
か
け
ら
れ
人

間
教
育
の
た
め
と
称
し
て
肋
骨
を
折
る

暴
行
を
受
け
た
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま

し
た
（
ヨ
ド
バ
シ
カ
メ
ラ
事
件･

東
京

地
判
平
成
１
７
・
10
・
4
労
判
９
０
４

号
５
頁
）。
こ
の
場
合
、
労
働
者
の
ど
の

よ
う
な
「
権
利
又
は
法
律
上
保
護
さ
れ
る

利
益
」
が
侵
害
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

人
格
権
は
、
民
法
学
で
は
、「
主
と
し
て

生
命･

身
体･

健
康･

自
由･

名
誉･

プ
ラ

イ
バ
シ
ー
な
ど
人
格
的
属
性
を
対
象
と
し
、

そ
の
自
由
な
発
展
の
た
め
に
、
第
三
者
に
よ

る
侵
害
に
対
し
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
諸
利
益
の
総
体
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
ま

　

２
０
０
５
年
4
月
25
日
に
発
生
し
た「
Ｊ
Ｒ
福
知
山
線
脱
線
事
故
」を
契
機
に
Ｊ
Ｒ
の「
日
勤
教
育
」の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

意
味
の
な
い
研
修
や
い
じ
め
に
よ
っ
て
自
ら
命
を
絶
っ
た
職
員
の
遺
族
に
よ
る
訴
訟
な
ど
従
来
の
労
働
事
件
に
お
け
る
「
安
全
配

慮
義
務
違
反
」
の
法
理
と
は
別
に
個
人
の
尊
厳
を
問
う
「
労
働
者
人
格
権
」
に
つ
い
て
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。


