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な
る
と
、
こ
の
こ
と
が
問
題
視

さ
れ
、
2
0
0
0
年
代
以
降
に

は
い
く
つ
も
の
政
策
が
打
た
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
2
0
0

7
年
の
パ
ー
ト
法
改
正
、
2
0

1
2
年
の
労
働
契
約
法
改
正
、

そ
し
て
現
在
進
行
中
の
同
一
労

働
同
一
賃
金
な
ど
で
す
。
そ
の

う
ち
2
0
1
2
年
労
働
契
約
法

改
正
は
、
有
期
労
働
契
約
を
反

復
更
新
し
て
5
年
経
て
ば
無
期

契
約
に
転
換
で
き
る
と
い
う
画

期
的
な
制
度
を
導
入
し
ま
し

た
。

　
1
9
9
0
年
代
半
ば
に
は
、年

功
序
列
型
賃
金
な
ど
の
日
本
型

雇
用
が
崩
れ
、非
正
規
労
働
者
が

増
加
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

1
9
9
0
年
代
終
わ
り
こ
ろ
に

プ
型
正
社
員
化
」
と
思
い
込
ん
で

い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。
法
律
が
求

め
て
い
る
の
は
雇
用
期
間
を
無

期
化
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
っ
て
、

他
の
雇
用
条
件
を
今
ま
で
の
正

社
員
と
同
じ
に
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
、
と

り
わ
け
大
学
な
ど
旧
国
家
公
務

員
か
ら
民
間
化
し
た
分
野
で
は
、

無
期
化
を
嫌
が
っ
て
5
年
経
つ

前
に
雇
用
終
了
し
て
し
ま
う
と

い
う
後
ろ
向
き
の
対
応
を
す
る

例
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

無
期
契
約
化
を
「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

段
が
つ
い
て
い
ま
す
。こ
こ
だ
け

見
れ
ば
国
際
的
な
雇
用
形
態
に

近
い
の
で
す
が
、パ
ー
ト
タ
イ
マ

ー
や
ア
ル
バ
イ
ト
な
ど
補
助
的

な
意
味
合
い
で
雇
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
の
が
特
徴
で
す
。こ
の
点

は
他
の
国
の
典
型
的
労
働
者
と

大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
し
、そ

の
賃
金
も
著
し
く
低
い
水
準
に

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、高
度
経
済

成
長
時
に
非
正
規
労
働
者
は
家

族
を
養
う
夫
が
い
る
妻
、扶
養
さ

れ
て
い
る
学
生
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
形
成
さ
れ
、生
活
が
維
持
で

き
る
賃
金
水
準
で
あ
る
必
要
は

な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
か
ら

で
す
。こ
れ
に
異
議
を
唱
え
る
議

論
も
一
部
に
は
あ
り
ま
し
た
が
、

1
9
9
0
年
代
初
め
ま
で
は
経

済
が
う
ま
く
回
っ
て
い
た
た
め
、

変
え
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
に

は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
日
本
の
雇
用
の
特
徴
は
、終
身

雇
用
、
年
功
序
列
、
企
業
別
組
合

だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、そ
の

根
本
に
あ
る
も
の
は
職
務
を
定

め
な
い
雇
用
契
約
で
す
。こ
れ
は

会
社
の
一
員
と
し
て
社
員
を
採

用
す
る
と
い
う
メ
ン
バ
ー
シ
ッ

プ
型
の
雇
用
形
態
で
あ
り
、会
社

内
で
人
の
や
り
く
り
を
行
い
ま

す
。こ
れ
は
世
界
的
に
見
れ
ば
少

数
派
で
す
。
欧
米
で
は
、ま
ず
職

務
（
ジ
ョ
ブ
）
を
定
め
、
そ
れ
に

対
応
し
て
労
働
者
を
採
用
し
ま

す
。
こ
れ
が
本
来
の
就
「
職
」
で

あ
り
、
日
本
は
入
「
社
」
で
す
。

欧
米
で
は
仕
事
に
お
金
が
付
い

て
い
る（
職
務
給
）の
に
対
し
、日

本
で
は
職
務
内
容
が
変
わ
っ
て

も
賃
金
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。こ
れ

は
人
に
お
金
が
付
い
て
い
る（
属

人
給
）
か
ら
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
、日
本
で
も
非
正

規
労
働
者
の
場
合
は
仕
事
に
値

●
 非
正
規
の
無
期
雇
用
の
意
味
を
誤
解
し
て
い
る
大
学
法
人

●
 メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
の
雇
用
形
態
  ―
日
本
の
特
徴

違
っ
た
解
釈
だ
と
考
え
て
い
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
議
論
す

る
の
で
は
な
く
、
既
に
公
務
員
法

制
か
ら
脱
却
し
て
民
間
化
し
た

は
ず
の
国
立
大
学
法
人
な
ど
が
、

か
え
っ
て
旧
来
の
発
想
に
囚
わ

れ
、
5
年
経
つ
前
に
雇
用
終
了
し

て
し
ま
う
と
い
う
後
ろ
向
き
の

対
応
に
走
っ
て
い
る
こ
と
の
問

題
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
　
か
つ
て
の
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ

ト
型
非
正
規
労
働
力
と
は
異
な

り
、
仕
事
自
体
は
職
場
の
基
幹
的

な
業
務
で
、
ず
っ
と
恒
常
的
に
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で

あ
る
の
に
、「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ

型
正
職
員
」
に
し
た
く
な
い
と
い

う
だ
け
の
理
由
で
有
期
契
約
を

反
復
更
新
で
つ
な
い
で
い
く
と

い
う
歪
ん
だ
や
り
方
か
ら
、
そ
ろ

そ
ろ
脱
却
す
べ
き
時
期
が
到
来

し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
国
立
大
学
法
人
等
が

「
ジ
ョ
ブ
型
正
職
員
」
を
導
入
す

る
お
手
本
は
、
既
に
民
間
企
業
が

切
り
開
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
い
つ

ま
で
も
公
務
員
時
代
の
任
用
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
立
て
籠
も
っ
て

い
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
は
ず

で
す
。

　
近
年
雇
用
政
策
で
話
題
と
な

っ
て
い
る
「
限
定
正
社
員
」
は
、

こ
う
し
た
無
期
化
し
た
非
正
規

労
働
者
の
受
け
皿
と
し
て
提
起

さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ユ
ニ
ク

ロ
、
ス
タ
ー
バ
ッ
ク
ス
、
イ
ケ
ア

な
ど
、
小
売
・
飲
食
業
界
を
中
心

に
非
正
規
労
働
者
の
「
正
社
員

化
」
が
相
次
い
で
い
ま
す
し
、
一

番
影
響
が
大
き
い
の
は
日
本
郵

政
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
「
正
社
員

化
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
職

務
、
時
間
、
勤
務
場
所
が
無
限
定

な
「
正
社
員
」
に
な
る
の
で
は
な

く
、
こ
れ
ら
が
な
に
が
し
か
限
定

さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
限
定
正
社

員
」
に
な
る
も
の
で
す
。
こ
う
し

た
ジ
ョ
ブ
型
正
社
員
こ
そ
、
欧
米

で
は
ご
く
普
通
の
典
型
的
労
働

者
の
姿
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
公
務
部
門
は

よ
り
話
が
ね
じ
れ
て
い
ま
す
。
非

常
勤
職
員
ま
で
み
ん
な
公
務
員

で
あ
る
か
ら
任
用
で
あ
っ
て
労

働
契
約
で
は
な
い
と
い
う
建
前

の
た
め
に
、
上
記
の
よ
う
な
5
年

で
無
期
化
す
る
と
か
、
そ
の
受
け

皿
と
し
て
限
定
正
職
員
を
設
け

る
と
い
う
こ
と
が
困
難
と
な
っ

て
い
る
の
で
す
。
私
は
こ
れ
は
公

務
員
法
制
の
歴
史
か
ら
見
て
間

●
 大
学
法
人
で
も「
ジ
ョ
ブ
型
正
社
員
」を
導
入
す
る
時
期

定
が
行
わ
れ
病
院
運
営
に

多
く
影
響
を
与
え
ま
す
。

特
に
増
収
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
施
設
基
準
や
加
算
条
件

を
満
た
す
必
要
が
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
病
院
独

自
雇
用
の
人
員
が
配
置

（
増
員
）
さ
れ
て
い
ま
す

が
不
十
分
な
状
況
で
す
。

言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん

が
医
療
は
「
よ
り
多
く
の

人
の
力
」
が
必
要
な
時
代

に
変
わ
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
　
一
方
、
国
立
大
学
病
院

は
法
人
化
以
前
の
承
継
職

員
の
定
員
改
定
は
行
わ
れ

ず
、
各
大
学
独
自
の
経
営

判
断
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

形
で
病
院
独
自
雇
用
が
す

す
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
大
学
の
財
政
状
況

が
大
き
く
影
響
し
、
業
務

量
が
増
え
て
も
大
学
財
政

状
況
で
増
員
さ
れ
な
い
状

況
が
平
然
と
し
て
起
こ
っ

て
い
ま
す
。

　
最
後
の
砦
と
し
て
、「
安

心
・
安
全
な
」
高
度
先
進

医
療
を
求
め
ら
れ
か
つ
医

療
を
担
う
医
療
職
の
教
育

養
成
、
研
究
を
行
う
た
め

に
は
多
く
の
「
人
」
の
力

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

変
わ
ら
な
い
大
学
病
院
機

能
維
持
の
た
め
に
大
学
の

運
営
方
針
が
変
わ
る
べ
き

時
期
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
　
病
院
協
議
会
は
、
世
論

や
関
連
組
織
に
働
き
か
け

て
い
き
ま
す
。

　
病
院
協
議
会
は
大
学
病
院

を
持
つ
大
学
で
組
織
さ
れ
て

い
る
協
議
会
で
す
。

　
大
学
病
院
に
は
教
員
、
事

務
職
の
み
な
ら
ず
さ
ま
ざ
ま

な
医
療
従
事
者
が
日
々
臨

床
、
教
育
、
研
究
に
従
事
し

て
お
り
ま
す
。
大
学
病
院
は

法
人
化
以
降
大
学
独
自
の
運

営
を
求
め
ら
れ
、
増
収
の
た

め
に
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み

を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　
中
で
も
増
収
に
結
び
つ
く

診
療
報
酬
改
定
に
伴
っ
た
医

療
従
事
者
の
増
員
は
多
く
の

大
学
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

診
療
報
酬
は
医
療
政
策
が
反

映
さ
れ
2
年
毎
に
大
幅
な
改




