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ー

ー

裁
量
労
働
制
の
寓
話

ー

―1
0
一
四
年
一
月
の
こ
と
、
デ
ザ
イ
ン
に
ま
つ
わ
る
世
間
の
誤
解
を
風
刺
し
て
い
る
と
し
て
、

S
N
S
で
話
題
に
な
っ

た
ニ
コ
マ
の
漫
画
が
あ
っ
た
属
参
照
]
°
デ
ザ
イ
ナ
ー
風
の
若
い
長
髪
の
男
と
、
そ
の
依
頼
者
ら
し
い
中
年
会
社
員
と
の

会
話
で
あ
る
。
「
こ
れ
が
御
社
の
新
し
い
ロ
ゴ
で
す
」
と
、

T
シ
ャ
ツ
の
男
が
デ
ザ
イ
ン
案
を
見
せ
る
と
、
上
司
然
と
し

た
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
男
は
、
「
だ
け
ど
十
分
足
ら
ず
で
で
き
た
ロ
ゴ
が
、
な
ぜ
五
千
ル
ピ
ー
も
す
る
ん
だ
？
」
と
、
文

句
を
い
う
。
実
働
時
間
を
た
て
に
デ
ザ
イ
ン
料
を
買
い
た
た
こ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
立
場
の
弱
さ
は
、
若
い
無
精
ひ
げ
の

男
が
立
っ
て
ロ
ゴ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
に
、
整
え
ら
れ
た
口
髭
の
会
社
員
は
上
司
然
と
し
て
机
に
座
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
も
よ
く
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
さ
し
て
怒
る
わ
け
で
も
な
く
、
静
か
に
眼
鏡
の
若
い
男
は
「
た
し
か
に
。
だ
け

ど
、
十
分
足
ら
ず
で
仕
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
十
年
か
か
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
答
え
る
。
デ
ザ
イ
ン
そ
の
も
の

に
か
か
る
時
間
が
短
い
の
は
、
そ
れ
だ
け
の
経
験
と
修
練
を
蓄
積
し
て
き
た
か
ら
、
と
反
論
し
た
の
で
あ
る
。
漫
画
の
題

名
は
「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
リ
ス
ペ
ク
ト
で
き
る
よ
う
に
な
ろ
う
」
で
あ
る
。

ー

さ
r
t
m
苔
u
H
息
t
m
o
t
o

で
ど
こ
ろ
は
、

S
N
S
向
け
の
記
事
を
配
信
す
る

9
G
A
G
と
い
う
英
語
の
サ
イ
ト
だ
っ
た
。
香
港
を
拠
点
と
し
た
、

ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
彫
刻
家
か
ら
博
多
の
仙
匝
ま
で

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

橋
本
順
光

ー
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ー

ー

ー

い
わ
ゆ
る
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
な
い
し
ヴ
ァ
イ
ラ
ル
・
メ
デ
ィ
ア
の
サ
イ
ト
で
あ
る
。
セ
リ
フ
に
ル
ピ
ー
と
あ
る
の

で
、
イ
ン
ド
で
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
手
の
も
の
の
多
く
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
初
出
や
作
者
は
不
明
で
あ

る
。
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
漫
画
を
描
い
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
し
か
る
べ
き
リ
ス
ペ
ク
ト
を
手
に
し
た
の
か
ど
う
か
疑
問
が

わ
こ
う
。
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
十
分
で
デ
ザ
イ
ン
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
十
年
か
か
っ
た
よ
う
に
、
社
会
が
彼
ら
を
リ
ス

ペ
ク
ト
で
き
る
ま
で
、
ま
だ
ま
だ
時
間
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
示
唆
す
る
よ
う
に
、
若
者
の
反
論
と

漫
画
の
題
名
は
、
ど
ち
ら
も
「
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
と
い
う
同
じ
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
漫
画
は
、
裁
量
労
働
制
に
つ
い
て
の
寓
話
と
読
む
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
の
専
門
職
の
賃
金

は
、
働
い
た
時
間
で
は
な
く
、
成
果
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
か
ら

だ
。
十
分
で
仕
上
げ
よ
う
と
、
十
年
か
か
ろ
う
と
、
そ
れ
は
個
々
人
の
訓
練
と
オ
覚
の
問
題
で
あ
っ
て
、
作
品
は
作
品
と

い
う
わ
け
で
あ
る
。
昔
話
の
「
―
―
一
年
寝
太
郎
」
で
は
な
い
が
、
無
関
係
に
思
え
る
時
間
の
蓄
積
が
、
思
い
も
つ
か
な
い
発

想
を
生
み
出
す
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

い
い
か
え
れ
ば
、
給
与
の
標
準
は
時
給
と
い
う
前
提
が
あ
っ
て
こ
そ
の
風
刺
と
も
い
え
る
。
だ
か
ら
だ
ろ
う
、
こ
の
漫

画
の
原
型
が
登
場
し
た
の
は
、
十
九
世
紀
初
め
の
こ
と
で
あ
る
。
調
べ
た
限
り
で
は
、
政
治
家
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ャ
ー
プ

に
よ
る
一
八

0
九
年
五
月
二
十
二
日
付
の
書
簡
で
の
言
及
が
も
っ
と
も
古
い
。
あ
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
貴
族
が
「
た
っ
た
の

十
日
で
作
っ
た
胸
像
で
、
五
十
ゼ
ッ
キ
ー
ノ
も
せ
し
め
よ
う
と
い
う
の
か
ね
」
と
文
句
を
い
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
彫
刻
家

は
「
こ
の
胸
像
を
十
日
で
作
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
一
二
十
年
か
か
っ
た
こ
と
を
お
忘
れ
な
く
」
と
切
り
返
し
た
と
い

う
。
シ
ャ
ー
プ
は
、
名
を
伏
せ
た
若
い
大
学
生
の
友
人
に
宛
て
て
、
一
見
、
無
駄
に
思
え
る
修
練
の
大
切
さ
を
教
え
る
逸

話
と
し
て
紹
介
し
た
の
だ
っ
た
。
根
底
に
あ
る
の
は
、
「
時
は
金
な
り
」
に
代
表
さ
れ
る
効
率
優
先
主
義
だ
ろ
う
（
つ
い
で

に
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
名
―
―
日
も
元
は
若
い
友
人
に
宛
て
て
、
勤
勉
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
）
。
な
お
シ
ャ
ー
プ
の
書
簡
の
七
年
前

に
は
、
労
働
時
間
を
規
制
し
た
初
め
て
の
法
律
が
制
定
さ
れ
て
い
る
。
通
称
一
八

0
二
年
工
場
法
に
よ
り
、

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
一
日
当
た
り

147 特集
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の
労
働
は
十
二
時
間
ま
で
と
決
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
工
場
法
は
た
び
た
び
改
正
さ
れ
、
一
九
一
九
年
に
は
八
時
間
労
働
を
基
本
と
す
る
労
働
法
が
国
際
標
準
と
な

る
。
軌
を
一
に
し
て
、
こ
の
逸
話
も
世
界
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
当
の
手
紙
は
、
一
八
一
二
四
年
に
刊
行
さ
れ
た

「
シ
ャ
ー

プ
書
簡
文
集
』
に
収
録
さ
れ
た
が
、
起
爆
剤
と
な
っ
た
の
は
無
断
で
引
用
し
た
ス
マ
イ
ル
ズ
の

「
セ
ル
フ
・
ヘ
ル
プ
』

（
一
八
五
九
）
で
あ
る
。
こ
う
し
て
シ
ャ
ー
プ
や
ス
マ
イ
ル
ズ
に
端
を
発
す
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
た
半
面
、
細
部
が
変
わ
る

こ
と
で
広
く
長
く
伝
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
か
ら
ゴ
ッ
ホ
、
濱
田
庄
司
や
す
ぎ
や
ま
こ
う
い
ち
に
ま
で
援

用
さ
れ
、
さ
ら
に
は
ピ
カ
ソ
の
逸
話
と
い
う
伝
説
ま
で
生
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
要
点
は
出
来
高
制
の
擁
護
で
あ
る
。

た
と
え
短
時
間
で
仕
上
げ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
長
い
鍛
錬
あ
っ
て
こ
そ
可
能
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
短
期
的
な
時

給
に
換
算
す
る
愚
か
し
さ
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
伝
播
の
詳
細
は
、
二

0
一
七
年
十
二
月
四
日
付
の
産
経
新
聞
関
西
版
朝
刊
に
「
5
分
プ
ラ
ス

55
年
」
と
い
う

コ
ラ
ム
で
記
し
た
た
め
省
略
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
仙
産
の
逸
話
が
生
ま
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
原
典

が
「
古
都
太
宰
府
を
守
る
会
」
に
よ
る

「太
宰
府
の
伝
説
』
（
一
九
七
八
）
と
い
う
地
方
出
版
物
に
し
か
な
く
、
所
蔵
す
る

図
書
館
も
多
く
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
題
し
て
「
仙
産
と
山
芋
」
と
い
う
。
瓢
逸
な
書
画
で
有
名
な
仙
厘
に
、
近
所
の
木

兵
衛
と
い
う
男
が
一
っ
書
を
書
い
て
も
ら
お
う
と
思
い
立
つ
と
こ
ろ
か
ら
物
語
は
始
ま
る
。
木
兵
衛
は
和
尚
の
好
物
を

贈
っ
て
お
礼
に
か
え
よ
う
と
考
え
、
一
日
か
け
て
山
芋
を
掘
り
出
し
た
。
し
か
し
、
持
っ
て
い
く
途
中
で
思
い
直
し
、
謝

礼
を
半
分
に
減
ら
し
て
し
ま
う
。
た
だ
し
、
す
ぐ
に
魂
胆
を
仙
産
に
見
抜
け
ら
れ
、
理
由
を
尋
ね
ら
れ
る
。
そ
こ
で
木
兵

衛
は
「
あ
た
し
ゃ
一
日
中
か
か
っ
て
山
芋
ば
掘
っ
て
き
た
と
で
っ
し
ょ
う
…
•
•
•
そ
れ
ぇ
ー
あ
な
た
の
書
い
て
や
ら
っ
し
ゃ

る
た
ア
ー
、
ち
ょ
こ
、
ち
ょ
こ
の
こ
と
で
っ
し
ょ
。
全
部
や
る
た
ァ
馬
鹿
ら
し
か
と
思
う
た
と
で
す
た
い
」
と
悪
び
れ
ず

に
答
え
る
。
そ
こ
で
仙
厘
は
書
斎
に
案
内
し
、
「
俺
ア
お
前
に
ち
ょ
こ
、
ち
ょ
こ
っ
と
書
い
て
や
る
字
や
ら
絵
ば
、
も
う

六
十
年
も
稽
古
し
と
る
。
そ
れ
も
一
日
と
し
て
筆
と
ら
ん
日
の
な
い
ご
と
稽
古
ば
し
て
き
た
。
そ
の
証
拠
が
こ
こ
に
は
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ー

ー

ー

い
っ
と
る
反
故
た
い
」
と
、
天
井
に
ま
で
届
く
紙
の
山
を
見
せ
た
。
木
兵
衛
は
す
っ
か
り
恐
縮
し
て
し
ま
い
、
残
り
の
山

芋
を
平
身
低
頭
で
差
し
出
し
た
と
い
う
。

巧
み
に
方
言
に
う
つ
し
か
え
ら
れ
て
い
る
が
、
シ
ャ
ー
プ
が
披
露
し
た
逸
話
と
骨
組
み
は
同
じ
で
あ
る
。
仙
匡
の
山
芋

好
き
は
し
ば
し
ば
伝
わ
っ
て
い
る
が
、
類
話
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
「
太
宰
府
北
谷
の
民
話
」
と
あ
る
も
の
の
、
実

の
と
こ
ろ
は
濱
田
の
「
十
五
秒
プ
ラ
ス
六
十
年
」
あ
た
り
か
ら
作
ら
れ
た
新
し
い
話
だ
ろ
う
。
執
筆
は
、
福
岡
市
香
椎
に

在
住
の
書
家
小
森
潔
美
（
倶
戴
）
に
よ
る
。
な
ん
で
も
「
木
兵
衛
な
ら
ぬ
編
者
」
藤
田
敏
彦
が
、
小
森
の
自
宅
へ
書
を
依

頼
に
い
っ
た
時
に
聞
い
た
の
が
き
っ
か
け
だ
と
付
記
に
あ
る
。
小
森
が
仙
圧
の
逸
話
を
創
作
し
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら

な
い
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
頼
ま
れ
た
で
あ
ろ
う
一
筆
の
求
め
に
対
し
て
、
し
か
る
べ
き
報
酬
を
得
る
た
め
の
た
と
え
話

と
し
て
、
小
森
が
語
っ
た
こ
と
は
大
い
に
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
仙
匡
ら
し
か
ら
ぬ
能
弁
な
セ
リ
フ
は
、

ま
さ
に
書
家
の
内
心
を
吐
露
す
る
も
の
で
あ
り
、
小
森
が
何
度
も
名
調
子
で
話
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
構

成
と
翻
案
の
妙
も
手
伝
っ
て
だ
ろ
う
、
一
九
八
一
年
に
は
「
和
尚
と
山
芋
」
と
し
て
ア
ニ
メ
ま
ん
が
日
本
昔
ば
な
し
で
放

映
さ
れ
、
こ
の
セ
リ
フ
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
て
い
た
。

こ
の
仙
圧
の
話
が
記
録
さ
れ
て
四
十
年
後
、
そ
し
て

9
G
A
G
の
風
刺
画
が
話
題
に
な
っ
て
か
ら
は
約
四
年
後
の
二

0
1

八
年
、
日
本
で
は
裁
量
労
働
制
の
拡
大
が
決
ま
っ
た
。
く
だ
ん
の
漫
画
は
二

0
一
五
年
あ
た
り
か
ら
、
日
本
語
の

S
N
S

で
紹
介
さ
れ
は
じ
め
て
い
た
。
―

1
0
0六
年
か
ら
「
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
エ
グ
ゼ
ン
プ
シ
ョ
ン
」
と
い
う
名
で
提
案
と
導
入

が
議
論
さ
れ
て
い
た
の
が
、
「
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
」
や
「
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度
」
と
し
て
話
題
に
な
っ
た
一

年
後
あ
た
り
の
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
要
領
よ
く
最
小
限
の
時
間
で
一
定
の
成
果
を
上
げ
、
給
与
を
手
に
残
り
の
時

間
は
次
の
仕
事
の
構
想
な
り
、
着
想
を
得
る
た
め
な
り
、
自
由
に
過
ご
せ
る
な
ら
願
っ
た
り
か
な
っ
た
り
だ
ろ
う
。
た
だ

こ
の
逸
話
は
、
専
門
職
に
は
時
給
計
算
で
は
な
く
、
し
か
る
べ
き
報
酬
を
与
え
る
こ
と
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
労

働
や
余
暇
の
時
間
の
こ
と
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
言
外
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
働
時
間
以
外
に
膨

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー
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大
な
時
間
が
必
要
な
こ
と
だ
ろ
う
。
国
際
労
働
機
関
が
一
日
の
労
働
は
八
時
間
ま
で
と
制
限
し
た
条
約
を
締
結
し
て
百
年

を
前
に
し
て
、
日
本
で
は
多
く
の
人
々
が
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
り
得
る
時
代
と
な
っ
た
。
今
後
も
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア

の
彫
刻
家
に
由
来
す
る
十
九
世
紀
の
逸
話
は
、
時
給
に
換
算
で
き
な
い
専
門
職
の
報
酬
を
正
当
化
す
る
逸
話
と
し
て
援
用

さ
れ
続
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
新
た
な
寓
話
が
生
ま
れ
、
こ
の
逸
話
は
旧
時
代
の
遺
物
と
し
て
回
顧
と
と
も
に
語

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
。

橋
本
順
光
（
は
し
も
と
・
よ
り
み
つ
）

一
九
七

0
年
生
ま
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。
ラ
ン
カ
ス
タ
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大
学
大
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博
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課
程
修
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博
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（
歴
史
学
）
。
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在
、
大
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大
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学
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文
学
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科
准
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。
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は
日
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