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北
海
道
の
厳
し
い
雇
用
・
労
働
の
現
状
を
報
告
し
つ
つ
、
学
校
関

係
者
が
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
原
稿
を
書
い
て
も
ら
い
た
い
と
い

う
依
頼
を
受
け
た
。
私
は
労
働
経
済
と
い
う
学
問
領
域
を
専
攻
し
て

お
り
、
道
内
で
働
く
人
び
と
の
雇
用
・
労
働
や
生
活
実
態
に
つ
い
て

調
査
研
究
し
て
い
る
。
そ
こ
で
得
ら
れ
た
デ
ー
タ
な
ど
に
も
と
づ
き

な
が
ら
、
役
目
を
果
た
し
た
い
と
思
う
（
１
）

。

と
こ
ろ
で
、
他
大
学
と
同
様
に
、
本
学
に
お
い
て
も
、
教
員
が
高

は
じ
め
に

１

高
校
に
お
け
る
「
キ
ャ
リ
ア
教
育
」
へ
の
疑
問

．

校
を
訪
問
し
て
高
校
生
を
相
手
に
模
擬
授
業
を
行
う
、
い
わ
ゆ
る

「
出
前
講
義
」
授
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
大
学
の
授
業
の
雰
囲
気
を

肌
で
感
じ
さ
せ
、
進
路
に
役
立
て
て
も
ら
う
と
い
う
の
が
ね
ら
い
で

あ
る
。
も
っ
と
も
、「
若
者
の
雇
用
・
労
働
の
現
状
」
を
テ
ー
マ
に
模

擬
授
業
を
行
っ
て
い
る
私
が
高
校
か
ら
呼
ば
れ
る
場
合
に
は
、
こ
れ

か
ら
就
職
し
て
い
く
生
徒
た
ち
に
た
い
し
て
い
わ
ゆ
る
「
キ
ャ
リ
ア

教
育
」
を
ほ
ど
こ
し
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う
意
図
が
高
校
側
に
は

あ
る
よ
う
だ
。
出
前
講
義
の
本
来
の
趣
旨
と
は
異
な
る
の
で
あ
ま
り

大
き
な
声
で
は
言
え
な
い
も
の
の
、
私
自
身
、
そ
の
意
図
に
ま
っ
た

く
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
依
頼
は
積
極
的
に
引
き
受
け
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
と
き
ど
き
違
和
感
を
覚
え
る
の
は
、
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模
擬
授
業
を
終
え
た
後
の
、
生
徒
に
た
い
し
て
学
校
側
（
進
路
指
導
部
）

が
行
う
指
導
の
内
容
な
ど
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
今
日
の
授
業
で
も

分
か
っ
た
よ
う
に
、
フ
リ
ー
タ
ー
（
非
正
規
労
働
者
）
と
し
て
働
く
と

損
を
す
る
。
だ
か
ら
早
期
の
就
職
活
動
で
適
職
を
早
く
に
見
つ
け
て

正
規
労
働
者
と
し
て
就
職
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
」
う
ん
ぬ
ん
と

い
う
内
容
を
、
あ
か
ら
さ
ま
に
言
う
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
指
導

さ
れ
る
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
る
。
そ
う
い
う
つ
も
り
で
授
業
を
行
っ

た
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
と
隣
で
聞
い
て
い
て
思
い
な
が
ら
も
、

あ
る
い
は
私
の
教
え
方
に
問
題
が
あ
っ
た
の
か
、
と
反
省
も
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
致
し
方
な
い
面
は
あ
る
。
厳
し
い
雇
用
情
勢
の
な
か

で
な
ん
と
か
就
職
を
し
て
も
ら
い
た
い
、
そ
れ
も
で
き
る
だ
け
正
規

労
働
者
で
、
と
い
う
思
い
が
学
校
の
側
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
私
た

ち
大
学
関
係
者
も
同
様
で
あ
る
。
ま
さ
か
、
い
ま
や
雇
用
労
働
者
の

三
人
に
一
人
は
非
正
規
で
あ
る
か
ら
、
君
た
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分

も
そ
の
道
を
た
ど
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
そ
の
準
備
を
し
て
お
く

よ
う
に
、
と
い
う
指
導
は
や
は
り
酷
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
上
記
の

高
校
側
の
指
導
は
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
で
も
や
は
り
、
と

思
う
。
正
規
雇
用
と
い
う
椅
子
を
奪
い
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
今
日
の

雇
用
構
造
そ
の
も
の
を
問
題
視
し
、
職
場
や
社
会
を
変
え
て
い
く
と

い
う
視
点
を
も
た
せ
る
よ
う
な
観
点
で
の
授
業
づ
く
り
も
必
要
で
は

な
い
か
、
と
。
そ
れ
は
現
行
の
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
拡
充
の
必
要
性
を

提
起
す
る
も
の
で
あ
り
（
こ
の
点
は
最
後
に
ふ
れ
る
）、
ま
た
言
う
ま
で

も
な
く
そ
の
実
践
は
、
大
学
関
係
者
で
あ
る
私
た
ち
に
も
求
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
自
戒
の
念
を
込
め
て
述
べ
た
い
。
そ
う
い
っ
た
授
業

で
欠
か
せ
な
い
の
は
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
す
地
域
の
雇
用
・
労
働
の

実
態
を
用
い
な
が
ら
考
え
さ
せ
る
こ
と
だ
と
思
う
。「
足
元
」
で
こ
ん

な
こ
と
が
起
き
て
い
る
ん
だ
よ
、
と
。
そ
の
意
味
も
こ
め
て
、
北
海

道
に
お
け
る
雇
用
・
労
働
の
実
態
を
い
く
つ
か
紹
介
し
た
い
。

（
１
）
仕
事
が
な
い
！
―
建
設
業
で
働
く
季
節
労
働
者

言
う
ま
で
も
な
く
、
北
海
道
は
、
完
全
失
業
率
・
労
働
力
率
・
非

正
規
雇
用
比
率
の
い
ず
れ
の
指
標
を
と
っ
て
も
、
全
国
平
均
よ
り
も

状
況
は
よ
く
な
い
地
域
で
あ
る
。
産
業
構
造
的
に
は
建
設
業
の
ウ
エ

イ
ト
が
分
厚
く
、
地
方
に
い
け
ば
い
く
ほ
ど
公
共
事
業
に
依
存
せ
ざ

る
を
得
な
い
状
況
が
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
公
共
事
業

費
が
国
や
地
方
の
財
政
悪
化
を
主
た
る
背
景
に
大
幅
に
削
減
さ
れ
続

け
て
い
る
。
公
共
事
業
を
め
ぐ
る
問
題
や
あ
り
方
に
つ
い
て
は
本
稿

で
は
省
略
す
る
が
、
積
雪
寒
冷
地
で
あ
る
北
海
道
の
建
設
産
業
に
は
、

冬
に
な
る
と
失
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
季
節
労
働
者
が

数
多
く
存
在
し
た
が
、
上
記
の
公
共
事
業
費
削
減
や
民
間
の
建
築
部

門
の
不
振
で
、
深
刻
な
影
響
が
、
高
齢
化
す
る
彼
ら
の
生
活
に
生
じ
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２

北
海
道
に
お
け
る
雇
用
・
労
働
の
実
態

．

て
い
る
。

私
た
ち
の
調
査
（
有
効
回
答
一
五
七
〇
人
）
で
も
回
答
者
の
半
数
以

上
が
六
〇
歳
以
上
を
超
え
て
い
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
と
も
と

低
い
収
入
で
働
い
て
き
て
蓄
え
も
十
分
で
な
い
た
め
、
い
ま
で
も
な

お
働
き
続
け
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
彼
ら
は
あ
る
。
だ
が
全
体
の
六

割
が
「
仕
事
の
量
が
減
っ
て
い
る
」
と
回
答
し
（
年
間
の
平
均
就
労
日

数
は
一
七
〇
日
、
女
性
に
限
る
と
一
五
〇
日
）、
一
方
で
の
頼
み
の
綱
で
あ

る
年
金
に
つ
い
て
も
、
ま
ず
一
割
強
が
そ
も
そ
も
加
入
し
て
お
ら
ず
、

ま
た
、
加
入
し
て
い
る
（
現
在
も
保
険
料
を
支
払
っ
て
い
る
）
と
い
う
も

の
の
な
か
に
も
、
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
（
一
四
・
八
％
）
あ
る
い

は
保
険
料
の
一
部
や
全
部
の
免
除
を
受
け
て
い
る
（
二
二
・
五
％
）
、

と
い
う
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
年
金
を
す
で
に
受
給
し
て

い
る
と
い
う
も
の
（
全
体
の
四
五
・
四
％
）
に
つ
い
て
も
、
そ
の
金
額

は
と
い
え
ば
、
月
額
一
〇
万
円
に
み
た
な
い
も
の
が
六
五
・
九
％

（
女
性
に
限
る
と
八
九
・
三
％
）
に
の
ぼ
る
。

こ
ん
な
状
況
を
背
景
に
し
て
、
回
答
者
の
二
割
が
生
活
保
護
の
受

給
を
希
望
し
、
ま
た
、「
仕
事
を
し
て
い
る
う
ち
は
家
賃
も
払
っ
て
ゆ

け
る
が
、
も
し
働
け
な
く
な
っ
た
ら
す
べ
て
ス
ト
ッ
プ
。
今
後
受
け

ら
れ
る
年
金
は
月
額
四
万
円
そ
こ
そ
こ
。（
女
性
／
六
〇
歳
代
）」「
今
は

仕
事
が
な
い
の
で
、
ゴ
ミ
の
日
に
空
き
缶
を
集
め
て
い
る
。（
男
性
／

六
〇
歳
代
）」
等
々
の
厳
し
い
生
活
を
訴
え
る
声
が
多
数
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
公
共
事
業
費
の
削
減
は
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
で

働
い
て
い
た
人
た
ち
の
雇
用
や
所
得
保
障
が
あ
ま
り
に
も
軽
視
さ
れ

て
い
な
い
か
。

（
２
）
軽
視
さ
れ
る
介
護
職
の
人
権
―
特
養
施
設
で
働
く
介
護
労
働
者

高
い
離
職
率
な
ど
、
若
者
の
就
職
先
の
一
つ
で
あ
る
介
護
現
場
の

問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
間
マ
ス
コ
ミ
で
も
か
な
り
の
報
道
が
な
さ

れ
て
い
る
。
実
際
、
私
た
ち
が
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
で
働
く
介
護

職
を
対
象
に
し
た
調
査
（
有
効
回
答
一
一
四
八
人
）
で
も
、
離
職
の
背

景
に
あ
る
収
入
の
低
さ
が
第
一
の
特
徴
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
全
体

の
七
二
・
八
％
が
三
〇
〇
万
円
未
満
、
二
〇
〇
万
円
未
満
も
三
人
に

一
人
（
三
六
・
四
％
）
の
割
合
だ
。
も
っ
と
も
そ
ん
な
収
入
の
低
さ
と

は
裏
腹
に
仕
事
は
き
つ
い
。
起
床
介
助
や
食
事
介
助
か
ら
は
じ
ま
り

入
浴
介
助
、
排
泄
介
助
と
続
い
て
い
く
彼
ら
の
一
日
は
、
高
齢
者
の

要
望
に
最
大
限
応
え
よ
う
と
努
力
す
る
も
の
の
、
時
間
に
追
わ
れ
て

過
ぎ
て
い
く
。
そ
し
て
、
圧
倒
的
に
人
手
不
足
に
な
る
夜
勤
時
に
は
、

じ
つ
に
全
体
の
六
一
・
六
％
が
「
何
か
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
ら
ど
う

し
よ
う
」
と
い
う
不
安
を
抱
え
な
が
ら
働
い
て
い
る
。
二
四
時
間
・

三
六
五
日
、
高
齢
者
の
生
活
を
見
守
る
彼
ら
の
勤
務
は
不
規
則
で
、

早
番
・
日
勤
・
遅
番
そ
し
て
月
に
四
回
も
五
回
も
夜
勤
を
こ
な
す
。

こ
ん
な
人
手
不
足
の
状
況
で
は
、
有
給
休
暇
の
使
用
も
ま
ま
な
ら
ず

じ
つ
に
五
割
（
四
九
・
一
％
）
は
有
休
を
「
ほ
と
ん
ど
使
っ
て
い
な
い
」。



翌
日
に
疲
労
を
「
い
つ
も
持
ち
越
し
て
い
る
（
二
二
・
一
％
）」「
持
ち

越
す
こ
と
が
よ
く
あ
る
（
二
七
・
四
％
）」
を
足
し
あ
わ
せ
る
と
全
体

の
半
数
に
及
ん
で
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
特
養
施
設
に
は
、
フ
ル
タ
イ

ム
で
正
規
労
働
者
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
働
き
方
を
し
て
い
る
非

正
規
労
働
者
（
一
年
の
有
期
雇
用
）
も
い
る
。
施
設
の
収
入
が
十
分
で

な
い
た
め
に
正
規
労
働
者
と
し
て
雇
い
た
く
て
も
雇
え
な
い
の
だ
。

同
じ
仕
事
を
し
て
い
る
の
に
な
ぜ
、
と
い
う
疑
問
・
鬱
屈
が
彼
ら
に

つ
の
る
の
は
至
極
当
然
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
ん
な

理
不
尽
な
状
況
下
で
も
、
笑
顔
を
た
や
さ
ず
に
、
目
の
前
に
い
る
高

齢
者
の
生
活
そ
し
て
尊
厳
を
守
る
介
護
と
い
う
仕
事
に
彼
ら
は
あ
た

っ
て
い
る
の
だ
。

介
護
職
を
目
指
す
若
者
た
ち
に
、
事
業
者
が
作
成
す
る
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
（
そ
の
多
く
は
お
年
寄
り
と
介
護
職
員
が
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
の
な

か
で
笑
顔
で
向
き
合
っ
て
い
る
写
真
付
き
）
を
見
せ
な
が
ら
介
護
労
働
の

や
り
が
い
を
語
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
介
護
現
場
の
こ
う
し

た
実
情
や
、
そ
の
背
景
に
あ
る
わ
が
国
の
社
会
保
障
を
め
ぐ
る
問
題

を
セ
ッ
ト
で
考
え
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

（
３
）
公
務
員
イ
コ
ー
ル
安
定
し
た
仕
事
？
―
増
大
す
る
官
製
ワ
ー

キ
ン
グ
プ
ア

安
定
し
た
雇
用
で
収
入
水
準
も
高
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
公

務
員
（
地
方
公
務
員
に
限
定
）
の
職
場
に
も
、
い
ま
非
正
規
労
働
者
が

急
速
に
増
え
て
い
る
。
し
か
も
、
公
務
員
は
無
期
雇
用
（
任
用
）
で
あ

り
、
臨
時
的
・
緊
急
的
な
業
務
に
限
っ
て
非
正
規
（
臨
時
職
、
非
常
勤

職
）
が
雇
わ
れ
る
と
い
う
の
が
法
の
建
前
で
あ
る
た
め
に
、
文
字
通

り
、
彼
ら
は
法
の
狭
間
で
不
安
定
な
雇
用
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。

そ
ん
な
非
正
規
公
務
員
増
加
の
背
景
に
は
、
公
務
員
の
給
与
は
高
す

ぎ
る
！
　
民
間
で
で
き
る
こ
と
は
民
間
で
！
と
い
う
公
務
員
バ
ッ
シ

ン
グ
が
最
大
限
に
活
用
さ
れ
な
が
ら
、
公
務
員
の
定
数
削
減
が
す
す

め
ら
れ
て
き
た
こ
と
や
、「
三
位
一
体
改
革
」
等
に
よ
る
自
治
体
財
政

の
逼
迫
と
そ
の
一
方
で
の
自
治
体
業
務
量
の
増
大
と
い
う
事
態
が
あ

る
。
全
日
本
自
治
体
労
働
組
合
の
推
計
に
よ
れ
ば
、
い
ま
や
全
国
で

は
約
六
〇
万
人
の
非
正
規
地
方
公
務
員
が
働
い
て
い
る
。

私
た
ち
の
調
査
（
有
効
回
答
三
三
二
五
人
）
結
果
か
ら
い
く
つ
か
紹

介
す
る
と
、
彼
ら
の
一
回
の
雇
用
契
約
期
間
は
一
年
が
最
多
（
五
八
・

八
％
）
だ
が
、
そ
れ
よ
り
短
い
も
の
も
多
く
、
た
と
え
ば
六
ヶ
月
以
下

も
三
割
（
三
〇
・
二
％
）
に
及
ぶ
。
も
ち
ろ
ん
、
再
雇
用
さ
れ
る
保
障

は
な
い
た
め
に
雇
い
止
め
に
た
い
す
る
不
安
が
強
く
、「
非
常
に
不
安
」

だ
け
に
限
定
し
て
も
三
割
（
二
九
・
八
％
）
に
及
ぶ
。
収
入
は
三
人
に

二
人
（
六
三
・
六
％
）
は
年
収
二
〇
〇
万
円
未
満
と
い
う
状
況
だ
が
、

そ
れ
で
も
、
本
人
の
収
入
が
家
計
の
主
た
る
収
入
源
と
い
う
割
合
は

四
九
・
九
％
（
男
性
に
限
る
と
八
二
・
〇
％
）
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
仕
事
は
、
正
規
よ
り
も
短
い
時
間
に
設
定
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

75 『教育』2010年４月号 74

も
あ
る
一
方
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
勤
務
に
従
事
し
て
お
り
、
し
か
も

仕
事
内
容
も
正
規
と
同
じ
と
い
う
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
公
務
の

現
場
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
非
正
規
労
働
者
は
正
規
労
働
者

の
補
助
的
・
周
辺
的
業
務
を
担
っ
て
お
り
、
家
計
に
お
い
て
も
家
族

賃
金
を
稼
ぐ
世
帯
主
の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
、
と
い
う

見
方
は
あ
た
ら
な
い
。

ち
な
み
に
一
口
に
非
正
規
地
方
公
務
員
と
い
っ
て
も
、
役
所
で
働

く
一
般
事
務
に
は
じ
ま
り
、
学
校
・
病
院
・
介
護
施
設
・
保
育
園
・

図
書
館
・
清
掃
の
現
場
な
ど
、
彼
ら
の
業
種
・
職
種
は
ひ
ろ
い
。
し

か
し
な
が
ら
私
た
ち
市
民
に
は
誰
が
正
規
で
誰
が
非
正
規
か
は
当
然

わ
か
る
は
ず
も
な
く
、
彼
ら
が
む
く
わ
れ
ぬ
処
遇
で
私
た
ち
の
市
民

生
活
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
ず
、
公
務
員
バ
ッ
シ
ン
グ
に

荷
担
し
て
い
る
場
合
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

厳
し
い
労
働
現
場
の
実
態
を
み
て
き
た
上
で
い
ま
あ
ら
た
め
て
、

最
初
の
問
題
意
識
に
も
ど
っ
て
、
学
校
現
場
に
お
け
る
職
業
教
育
の

重
要
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

労
働
組
合
関
係
者
と
話
を
す
る
と
よ
く
指
摘
さ
れ
る
の
が
、「
学
校

の
先
生
た
ち
は
、
少
な
く
と
も
、
労
働
三
法
や
労
働
三
権
ぐ
ら
い
は

生
徒
・
学
生
に
教
え
て
か
ら
卒
業
さ
せ
て
く
だ
さ
い
よ
」
と
い
う
こ

と
だ
。
労
働
法
も
理
解
せ
ず
に
若
者
を
ぞ
ん
ざ
い
に
扱
う
経
営
者
に

も
困
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
状
況
を
違
法
だ
と
認
識
で
き
な
い

若
者
も
ま
た
困
っ
た
も
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
責
任

の
度
合
い
は
労
使
双
方
で
は
異
な
る
が
）。
な
る
ほ
ど
、
た
し
か
に
、
大

学
生
の
ア
ル
バ
イ
ト
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
意
識
し
て
聞
い
て
み
る

と
、
レ
ジ
の
計
算
が
あ
わ
な
く
て
、
あ
る
い
は
食
器
等
を
破
損
さ
せ

て
弁
償
さ
せ
ら
れ
る
、
仕
事
の
前
に
行
わ
れ
る
三
〇
分
の
ミ
ー
テ
ィ

ン
グ
に
は
給
料
は
支
給
さ
れ
な
い
、
退
勤
の
タ
イ
ム
カ
ー
ド
を
押
し

て
か
ら
調
理
場
の
掃
除
を
さ
せ
ら
れ
る
、
等
々
の
例
は
と
く
に
珍
し

く
は
な
い
。
最
近
の
例
で
は
、
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
あ
る
飲
食
店
の
売

上
が
伸
び
ず
不
払
い
労
働
が
増
え
て
き
て
、
さ
ら
に
は
給
料
の
遅
配

ま
で
始
ま
っ
た
の
だ
が
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
、
就
職
後
の
予

行
演
習
と
し
て
は
得
難
い
（
？
）
経
験
を
し
た
男
子
学
生
の
ケ
ー
ス
が

あ
っ
た
（
労
働
相
談
の
練
習
の
一
環
と
し
て
、
組
合
の
事
務
所
を
訪
問
の
う

え
解
決
さ
せ
た
が
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
ん
な
状
況
も
ふ
く
め
て
考
え
る
と
、
労
働
三

権
・
労
働
三
法
あ
る
い
は
困
っ
た
と
き
の
相
談
先
・
機
関
ぐ
ら
い
は

最
低
限
教
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
感
じ
て
い
る
。
さ
ら
に
は

そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
仕
事
に
は

ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
（
そ
の
射
程
は
、
流
行
の
仕
事
だ
け
で
は
な
く
、

日
の
当
た
ら
な
い
、
し
か
し
な
が
ら
私
た
ち
の
暮
ら
し
に
欠
か
せ
な
い
仕
事
に

３

内
容
豊
か
な
職
業
教
育
の
必
要
性

．



ま
で
伸
ば
す
必
要
性
は
言
う
ま
で
も
な
い
）、
そ
の
仕
事
に
あ
る
し
ん
ど
さ

や
や
り
が
い
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
労
働
条
件
、
さ
ら
に
は
求
め
ら

れ
る
職
業
倫
理
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
、
教
え
た
い
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
問
題
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
ど
う
す
れ
ば
そ
の
解

決
が
可
能
な
の
か
、
制
度
政
策
上
の
課
題
や
労
働
組
合
に
よ
る
と
り

く
み
な
ど
に
つ
い
て
も
（
２
）

。
学
校
現
場
に
お
け
る
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
現

状
を
み
て
い
る
と
、
エ
ン
プ
ロ
イ
ア
ビ
リ
テ
ィ
や
キ
ャ
リ
ア
の
向
上
、

生
涯
賃
金
の
計
算
な
ど
、「
働
く
」
と
い
う
こ
と
を
個
人
的
な
営
み
と

し
て
処
理
す
る
傾
向
が
あ
ま
り
に
も
強
く
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ

る
。
厚
生
労
働
省
「
今
後
の
労
働
関
係
法
制
度
を
め
ぐ
る
教
育
の
在

り
方
に
関
す
る
研
究
会
」
が
す
で
に
ま
と
め
た
報
告
書
に
お
い
て
も
、

学
校
や
家
庭
、
地
域
社
会
そ
し
て
企
業
な
ど
が
連
携
し
て
、
労
働
関

係
法
制
度
の
知
識
を
身
に
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
環
境
整
備
が
求
め
ら

れ
て
い
た
。
学
校
関
係
者
の
多
忙
に
拍
車
が
か
か
る
こ
と
を
懸
念
し

つ
つ
も
、
一
方
で
、
軽
視
さ
れ
て
き
た
職
業
教
育
を
学
校
現
場
に
取

り
戻
す
好
機
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
そ
う
書
き
な
が
ら
も
、
第
一
に
、
学
校
現
場
で
も
労
働

組
合
の
組
織
率
が
低
迷
す
る
な
か
、
組
合
に
加
入
し
て
い
な
い
教
員

が
労
働
三
権
の
必
要
性
を
リ
ア
ル
に
語
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

第
二
に
最
近
と
く
に
そ
う
思
っ
て
い
る
の
だ
が
、
学
校
現
場
に
も
た

と
え
ば
過
労
や
非
正
規
労
働
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
を
放
置
し
て
い
る
な
か
で
職
業
教
育
な
ん
て
欺
瞞

じ
ゃ
な
い
か
、
な
ど
と
い
う
悲
観
的
な
思
い
も
あ
る
。

と
は
い
え
、
学
校
生
徒
の
貧
困
問
題
を
と
り
あ
げ
た
り
、
労
働
法

学
習
に
と
り
く
む
な
ど
す
ぐ
れ
た
実
践
が
あ
ち
こ
ち
で
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
。
ぜ
ひ
、
こ
の
雇
用
・
労
働
を
め
ぐ
る
問

題
に
つ
い
て
の
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
教
材
（
北
海
道
版
）
を
共
同
で

作
成
で
き
れ
ば
と
考
え
て
い
る
。
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