
 書　評 

222

　
本
書
は
、
非
正
規
労
働
に
焦
点
を
当
て
、
そ

れ
を
日
中
の
比
較
と
い
う
枠
組
み
で
検
討
し
た

包
括
的
研
究
成
果
で
あ
る
。
収
録
さ
れ
た
論
考

は
、
二
〇
一
七
年
五
月
に
行
わ
れ
た
「
第
三
回

日
中
雇
用
・
労
使
関
係
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
│
│
非

正
規
時
代
の
労
働
問
題
」
に
参
加
し
た
研
究
者

た
ち
の
報
告
・
論
文
で
あ
る
。
内
容
構
成
と
し

て
は
、
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
Ⅰ
部
が

主
に
日
本
の
非
正
規
労
働
に
関
す
る
歴
史
的
展

開
と
現
状
分
析
に
充
て
ら
れ
て
い
て
、
第
Ⅱ
部

が
中
国
に
お
け
る
非
正
規
労
働
を
焦
点
と
す
る

労
働
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
企
画
さ
れ
る
背
景
に
は
、

編
著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
両
国
の
政
治
・
社

会
体
制
の
際
立
っ
た
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

世
界
の
経
済
的
覇
権
の
一
方
を
担
う
ま
で
に
急

成
長
し
た
中
国
の
経
済
成
長
、
お
よ
び
そ
の
裏

側
に
現
存
す
る
影
の
部
分
が
あ
る
こ
と
は
ま
ち

が
い
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
が
現
に
大
い
に
成

功
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
社
会
主
義
社
会

の
根
幹
に
か
か
わ
る
「
支
配
の
正
当
性
」
を
問

題
化
さ
せ
る
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
本
書

の
指
摘
は
現
代
中
国
研
究
に
と
っ
て
極
め
て
重

要
な
視
点
を
提
供
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
そ
の
点
で
評
者
が
興
味
深
く
読
ん
だ
と
こ
ろ

は
、
編
著
者
が
「
序
」
で
述
べ
て
い
る
点
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
枠
組
み
で
取
り
上
げ

よ
う
と
し
た
各
論
考
の
諸
テ
ー
マ
に
関
し
て
、

日
中
の
間
で
大
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
と
い
う

記
述
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
編
著
者
に
よ
れ
ば
、

非
正
規
労
働
に
ま
つ
わ
る
問
題
が
潜
在
的
に
抱

え
て
い
る
政
治
的
リ
ス
ク
を
中
国
側
が
「
慎
重

に
回
避
し
た
結
果
で
あ
る
」
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
（
社
会
）
問
題
と

は
何
か
と
い
う
、
問
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
も

の
を
め
ぐ
る
社
会
の
位
相
の
相
違
を
反
映
す
る

も
の
で
あ
り
、
よ
り
大
き
な
文
脈
か
ら
検
討
さ

れ
る
価
値
が
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
次
の
よ
う
な
認
識
の
ズ
レ
が
初
発
の

段
階
か
ら
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
日
本
側
は
急
速
な
経
済
成
長
を
達
成

さ
せ
、
現
在
も
世
界
経
済
の
牽
引
車
と
し
て
地

位
を
明
確
に
し
て
い
る
中
国
内
部
、
そ
の
成
長

に
不
可
避
的
に
随
伴
す
る
経
済
格
差
、
お
よ
び

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
社
会
不
安
は
隠
し
よ
う
の
な

い
段
階
に
来
て
お
り
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
無

く
し
て
は
中
国
社
会
の
さ
ら
な
る
発
展
も
展
望

で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
認
識
を
問
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題
意
識
の
基
底
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
、
格
差
社
会
の
顕
現
化
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
、「
非
正
規
労
働
者
と
し
て
の
農
民
工

（
出
稼
ぎ
労
働
者
）」
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

べ
き
テ
ー
マ
の
前
提
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
く

る
。

　
ま
た
、
都
市
部
に
お
い
て
も
急
速
な
経
済
成

長
の
過
程
の
中
で
生
じ
て
き
た
、
不
安
定
就
労

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
派
遣
労
働
者
に
焦
点
を
当

て
た
雇
用
・
労
働
条
件
の
改
善
問
題
が
新
た
に

緊
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
あ
が
っ
て
来
ざ
る
を
得

な
い
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
問

題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
と
き
の
、
こ
う
し
た
基

本
認
識
は
、
本
書
第
Ⅰ
部
に
収
め
ら
れ
た
論
文

の
諸
テ
ー
マ
に
色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
評
者

に
は
見
て
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
日
本
側
の
論
考

は
第
一
章
「
非
正
規
労
働
の
歴
史
的
展
開
」

（
濱
口
桂
一
郎
）
で
上
記
し
た
二
つ
の
テ
ー
マ

（
出
稼
ぎ
労
働
問
題
性
と
派
遣
労
働
の
不
安
定

性
）
を
日
本
の
歴
史
的
展
開
の
中
で
検
討
す

る
。
そ
し
て
、
現
在
の
日
本
の
雇
用
・
労
働
状

況
と
そ
の
問
題
性
に
即
し
て
後
の
章
は
ほ
ぼ
後

者
、
つ
ま
り
派
遣
労
働
の
不
安
定
性
を
め
ぐ
る

検
討
と
議
論
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
裏
に

は
日
本
の
い
ま
と
い
う
時
点
で
問
題
化
す
る
に

値
す
る
現
象
や
社
会
的
局
面
が
、
中
国
と
い
う

社
会
経
済
体
制
が
相
違
す
る
社
会
の
中
で
ど
の

よ
う
に
問
題
化
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
問
題
化

さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
平
で

の
比
較
と
い
う
視
野
が
内
在
さ
れ
て
い
る
に
相

違
な
い
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
で
編
著
者
に
よ
れ
ば
、
中

国
側
か
ら
出
て
き
た
共
通
テ
ー
マ
は
か
な
り
異

な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
非

正
規
労
働
と
い
う
一
見
同
じ
枠
組
み
で
は
あ
る

が
、
提
出
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
プ
ラ
ッ
ト

フ
ォ
ー
ム
経
済
、
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
経
済
、
ク
ラ

ウ
ド
経
済
と
い
っ
た
新
し
い
雇
用
形
態
を
め
ぐ

る
諸
問
題
を
非
正
規
労
働
と
い
う
枠
組
み
の
中

で
検
討
、
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
二
〇

一
〇
年
代
か
ら
は
っ
き
り
と
姿
を
現
し
始
め
た

新
た
な
経
済
シ
ス
テ
ム
の
形
態
と
そ
こ
に
お
け

る
雇
用
の
在
り
方
を
問
題
化
し
た
い
と
い
う
意

図
に
の
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、

日
本
で
も
中
国
社
会
の
新
し
い
現
象
と
し
て
、

す
で
に
注
目
の
的
に
な
っ
て
い
る
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
予
約
配
車
、
出
前
代
行
デ
リ
バ
リ
ー

サ
ー
ビ
ス
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
代
行
運
転
な
ど

の
職
種
が
基
本
的
に
非
正
規
労
働
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
中
国
の
現
状
に
焦
点
を
当
て
た

問
題
化
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
中
国
側
の
主
た
る
関
心
視
角

は
こ
う
し
た
新
た
に
表
れ
て
き
た
労
働
形
態
を

ど
の
よ
う
に
法
的
、
社
会
的
に
位
置
付
け
て

い
っ
た
ら
よ
い
の
か
に
関
す
る
模
索
と
い
う
方

向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
第
Ⅱ
部
の

論
考
の
う
ち
で
中
国
人
研
究
者
が
担
当
し
た
論

考
は
全
体
と
し
て
こ
う
し
た
問
題
関
心
に
支
え

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
文

脈
か
ら
言
え
ば
新
た
に
出
現
し
つ
つ
あ
る
経
済

シ
ス
テ
ム
の
根
幹
部
分
の
在
り
方
は
不
可
避
な

も
の
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
上
で
こ
れ
か
ら

に
向
け
て
社
会
制
度
を
整
備
し
て
い
く
と
い
う

方
向
性
に
問
題
を
見
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
社

会
問
題
と
は
現
状
を
見
た
う
え
で
、
ど
の
よ
う

に
適
切
な
政
策
的
展
開
が
可
能
で
あ
る
か
が
ま

さ
に
「
社
会
問
題
」
で
あ
る
と
い
う
、
い
わ

ば
「
問
題
感
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
側
の
問
題
意

識
は
、
不
安
定
労
働
を
起
因
と
す
る
雇
用
・
労
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働
の
在
り
方
が
ど
の
よ
う
な
負
の
問
題
を
社
会

に
突
き
付
け
る
の
か
と
い
う
、
あ
る
種
「
素
朴

な
」
社
会
問
題
感
に
基
盤
が
あ
る
の
に
対
し
、

中
国
側
の
そ
れ
は
、
政
策
立
案
の
可
能
性
、
適

切
性
に
力
点
を
置
い
た
、
政
策
展
開
の
困
難
性

を
問
題
に
す
る
次
元
が
異
な
る
問
題
感
に
基
盤

が
あ
る
と
評
者
に
は
感
じ
ら
れ
た
。（
も
ち
ろ

ん
、
編
著
者
が
言
う
よ
う
に
政
治
的
リ
ス
ク
の

回
避
は
ま
ち
が
い
な
く
あ
る
こ
と
は
評
者
も
同

意
し
て
い
る
。）

　
こ
の
点
で
本
書
は
こ
の
違
和
感
の
顕
在
化
に

は
一
読
し
て
成
功
し
て
い
る
と
断
言
で
き
る
。

本
書
の
成
果
は
も
ち
ろ
ん
各
論
考
の
詳
細
で
慎

重
な
分
析
に
負
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
各
論
考
を
通
読
し
た

時
に
感
じ
る
上
述
し
た
違
和
感
の
存
在
は
、
日

中
社
会
経
済
体
制
の
比
較
と
い
う
以
上
に
現
代

の
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
の
在
り
方
と
そ
の
中
に
お

け
る
中
国
の
特
異
性
を
考
え
る
と
き
の
極
め
て

有
益
な
と
っ
か
か
り
を
提
供
し
て
い
る
点
で
本

書
の
最
大
の
貢
献
だ
と
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
方
向
か
ら
み
る
と
、
第
Ⅱ
部
第
８
章

「
雇
用
関
係
か
協
力
関
係
か
│
│
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
経
済
に
お
け
る
労
使
関
係
の
性
質
」

（
常
凱
・
鄭
小
静
）
は
興
味
深
い
論
考
で
あ

る
。
こ
の
論
考
の
基
本
的
視
座
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
社
会
の
成
立
と
い
う
技
術
的
発
展
の
段

階
が
経
済
社
会
の
変
質
を
媒
介
と
し
て
労
使
関

係
に
対
し
て
も
新
た
な
局
面
を
開
い
て
い
く
の

で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
う
し
た
、
論
点
を
扱
う
論
考
は
日
本
の

労
使
関
係
論
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
視
点
で

あ
る
。
事
実
、
第
Ⅰ
部
に
は
日
本
側
に
対
応
す

る
同
種
の
論
考
は
存
在
し
な
い
。
考
え
て
み
れ

ば
、
日
本
に
お
い
て
新
し
く
浮
上
し
て
き
た
職

種
の
多
く
は
広
い
意
味
の
非
正
規
労
働
と
密
接

に
繋
が
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
問
題
は
、
労
働
形
態
を
裏
打

ち
す
る
社
会
経
済
シ
ス
テ
ム
の
変
容
と
連
動
さ

せ
な
け
れ
ば
あ
ま
り
生
産
的
な
議
論
が
で
き
な

い
と
い
う
意
味
で
、
従
来
の
労
使
関
係
論
な
ど

の
枠
組
み
で
は
あ
ま
り
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
こ
の
論
考

は
新
し
い
問
題
の
性
質
を
指
摘
し
た
も
の
と
言

え
よ
う
。

　
他
方
、
日
本
側
か
ら
の
問
題
意
識
を
中
国
の

現
状
に
充
て
て
照
射
し
た
も
の
が
、
第
Ⅱ
部
第

14
章
「「
法
治
」（rule by law

）
が
引
き
起
こ

す
中
国
の
労
働
問
題
│
│
「
城
中
村
」
の
再
開

発
と
「
低
端
人
口
」
強
制
排
除
の
事
例
か
ら
」

（
阿
古
智
子
）
と
第
15
章
「
中
国
の
非
正
規
労

働
問
題
と
「
包
工
制
」」（
梶
谷
懐
）
で
あ
る
。

　
前
者
は
、
昨
今
日
本
で
も
注
目
を
浴
び
た

「
城
中
村
」
と
呼
ば
れ
る
都
市
周
辺
の
、
主
に

出
稼
ぎ
的
就
労
者
が
集
住
す
る
地
域
が
一
斉
に

取
り
壊
し
の
措
置
を
受
け
た
事
例
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
日
本
で
は
、
こ
の
う
ち
、
特
に
北
京

市
内
の
「
城
中
村
」
で
火
災
が
起
き
、
犠
牲
者

が
出
た
事
件
が
新
聞
等
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
の

を
記
憶
し
て
い
る
人
が
多
く
い
る
と
思
わ
れ

る
。
中
国
で
は
こ
の
よ
う
な
地
域
に
住
む
、
低

所
得
の
人
々
を
表
題
に
あ
る
よ
う
に
「
低
端
人

口
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

人
々
が
集
住
す
る
街
区
が
街
ご
と
取
り
壊
さ
れ

る
事
例
が
後
を
絶
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う

し
た
事
態
に
は
も
ち
ろ
ん
反
対
の
声
が
上
が
っ

て
い
る
の
は
事
実
で
は
あ
る
が
、
他
方
大
方
の

「
都
市
居
住
者
」
に
は
歓
迎
さ
れ
る
事
態
だ
と

い
う
評
価
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
本
論
考
は
こ

う
し
た
事
態
に
、
取
り
壊
し
、
強
制
排
除
、
生

活
の
場
の
喪
失
、
暫
定
都
市
戸
籍
者
や
（
中
国

の
文
脈
か
ら
い
え
ば
）
不
法
滞
在
出
稼
ぎ
者
の
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生
活
困
難
性
と
い
う
問
題
化
系
列
と
と
も
に
労

働
問
題
と
し
て
問
題
の
可
視
化
を
試
み
た
点
で

興
味
深
か
っ
た
。

　
後
者
は
、「
包
工
制
」
と
い
う
、
独
立
業
者

が
企
業
か
ら
の
委
託
で
労
働
者
募
集
や
管
理
の

責
任
を
負
う
雇
用
形
態
で
あ
り
、
制
度
を
「
タ

グ
」
と
し
て
そ
の
前
近
代
性
と
中
国
に
お
け
る

先
端
性
の
二
重
性
に
焦
点
を
当
て
て
分
析
し
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
は
、
上
述
し
た
日
中

の
異
な
る
二
つ
の
視
座
と
い
う
点
か
ら
見
れ

ば
、
こ
の
二
つ
を
ま
た
が
り
、
重
ね
合
わ
せ
て

い
く
論
考
と
し
て
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ

る
。
評
者
の
見
解
か
ら
言
う
と
、
中
国
の
現
状

は
、
新
し
い
（
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
）
社
会
シ
ス
テ
ム
の
在
り
方
を
、

い
わ
ば
先
頭
を
走
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い

る
。
そ
し
て
、
そ
の
時
そ
の
新
し
さ
に
中
国
の

伝
統
性
や
社
会
主
義
社
会
の
在
り
方
が
少
な
く

と
も
親
和
的
で
あ
り
、
順
機
能
的
な
側
面
を

多
々
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
こ
に
こ

そ
従
来
の
「
先
進
諸
国
」
を
軽
々
と
越
え
て
い

く
中
国
の
経
済
的
成
功
の
根
源
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
点
で
梶
谷
論
考

は
示
唆
的
で
あ
っ
た
。
最
先
端
と
古
い
タ
イ
プ

の
共
存
と
い
う
「
ま
だ
ら
な
発
展
」
と
い
う
現

状
把
握
は
よ
り
つ
め
た
検
討
を
我
々
に
投
げ
か

け
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
評
者
は
社
会
学
分
野
に
仕
事
の
拠

点
を
据
え
て
い
る
が
、
そ
の
点
か
ら
い
え
ば
、

第
13
章
「
非
正
規
労
働
者
の
心
理
的
志
向
性
に

関
す
る
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
」（
曹
霞
、
崔
勲
、
瞿

皎
皎
）
も
興
味
深
か
っ
た
。
本
書
は
執
筆
者
の

研
究
分
野
の
関
係
か
ら
法
分
野
や
労
使
関
係
分

野
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
論
考
が
大
半
を
占
め

る
が
、
本
論
考
は
異
色
で
あ
る
。
し
か
し
、
非

正
規
労
働
者
は
そ
の
定
義
か
ら
し
て
組
織
論
的

に
は
多
少
と
も
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
的
位
置
を
占

め
ざ
る
を
得
な
い
一
群
の
人
々
を
さ
す
の
で
あ

り
、
そ
こ
に
こ
そ
非
正
規
労
働
の
問
題
性
の
根

源
の
一
部
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
こ
う
し
た
局
面

に
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
を
か
け
る
社
会
心
理
学
的

方
向
性
は
不
可
欠
な
分
野
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
こ
う
し
た
社
会
心
理
的
地
平
で
も
ま
た

日
中
の
相
違
と
相
同
が
見
い
だ
せ
る
な
ら
ば
、

グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
象
と
し
て
の
非
正
規
化
の
持

つ
意
味
を
よ
り
深
い
と
こ
ろ
で
理
解
す
る
手
立

て
に
な
る
。

　
本
書
は
二
〇
一
九
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る

が
、
元
は
二
〇
一
七
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の

報
告
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
〇
一
七

年
か
ら
二
〇
一
九
年
ま
で
の
わ
ず
か
足
か
け
三

年
は
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
、
中
国
社
会
の
大

き
な
変
動
の
期
間
で
も
あ
っ
た
。
習
政
権
に
よ

る
厳
し
い
権
威
主
義
的
国
家
の
顕
在
化
と
経
済

減
速
可
能
性
の
表
面
化
と
い
う
、
明
ら
か
に
こ

れ
ま
で
の
中
国
の
方
向
性
と
異
な
る
方
向
を
中

国
社
会
は
持
ち
始
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

本
書
は
、こ
う
し
た
変
化
を
見
極
め
る
う
え
で
、

重
要
な
知
見
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。


