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し
ん
ぶ
ん
赤
旗
」を
お
読
み
下
さ
い
。

長時間労働を　　　し
過労死を　　　するために

日本共産党の緊急提案 2017年3月3日

　

電
通
の
若
い
女
性
社
員
の
過
労

自
殺
が
労
災
認
定
さ
れ
、
大
き
な

社
会
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。過
労

死
・
過
労
自
殺
は
、労
災
認
定
さ
れ

た
だ
け
で
も
1
8
9
件（
2
0
1
5

年
度
）に
の
ぼ
り
、
2
日
に
1
回
、

過
労
死
事
案
が
起
き
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。日
本
で
過
労
死
が

叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
40
年
も

経
過
し
ま
す
が
、
悲
劇
は
繰
り
返

さ
れ
、悪
化
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

長
時
間
労
働
に
社
会
的
な
批
判

が
高
ま
る
な
か
で
、一
部
の
大
企
業

で
は
、
業
務
量
も
、
目
標
＝
ノ
ル
マ

も
、
成
果
主
義
も
、
そ
の
ま
ま
で
、

「
残
業
は
す
る
な
」「
と
に
か
く
会

社
か
ら
出
て
い
け
」と
い
う
だ
け

の
「
働
き
方
改
革
」が
横
行
し
て
い

ま
す
。労
働
者
は
、「
会
社
の
電
気

が
消
え
た
後
は
卓
上
ラ
イ
ト
を
持

ち
込
ん
で
仕
事
を
し
て
い
る
」「
パ

ソ
コ
ン
を
持
ち
帰
り
自
宅
や
24
時

間
営
業
の
フ
ァ
ス
ト
フ
ー
ド
店
な

ど
で
仕
事
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
」な

ど
、「
会
社
に
隠
れ
て
仕
事
を
す
る
」

と
い
う
異
常
な
事
態
ま
で
生
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

安
倍
政
権
は
「
働
き
方
改
革
」を

掲
げ
て
い
ま
す
が
、実
際
に
や
ろ
う

と
し
て
い
る
の
は
、長
時
間
労
働
を

固
定
化
し
、
悪
化
さ
せ
る
「
改
悪
」

で
す
。

　

第
一
は
、
残
業
時
間
を
「
年

7
2
0
時
間
、月
1
0
0
時
間
ま
で

合
法
化
す
る
」な
ど
長
時
間
労
働
に

「
お
墨
付
き
」を
与
え
る
こ
と
で
す
。

　

安
倍
首
相
が
議
長
の「
働
き
方
改

革
実
現
会
議
」で
は
、「
年
7
2
0

時
間
、
繁
忙
期
に
は
月
1
0
0
時

間
」も
の
長
時
間
残
業
を
容
認
す
る

こ
と
が
検
討
さ
れ
て
い
ま
す
。年

7
2
0
時
間
の
残
業
は
、休
日
を
除

け
ば
1
日
3
時
間
程
度
に
相
当
し

ま
す
か
ら
、「
1
日
11
時
間
労
働
」

を
「
合
法
化
」す
る
よ
う
な
も
の
で

す
。「
月
1
0
0
時
間
」は「
過
労
死
」

し
て
も
お
か
し
く
な
い
水
準
で
、残

業
時
間
が
「
月
1
0
0
時
間
」に
達

し
て
い
な
く
て
も
、過
労
死
の
労
災

認
定
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も
少
な
く
あ

り
ま
せ
ん
。い
く
ら
会
社
が
「
忙
し

い
時
期
」だ
か
ら
と
い
っ
て
も
、
過

労
死
の
危
険
を
冒
し
て
ま
で
働
か

せ
る
こ
と
を
「
合
法
化
」す
る
な
ど

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。

　

第
二
は
、
裁
量
労
働
制
の
拡
大

と
高
度
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制

度
（
残
業
代
ゼ
ロ
制
度
）の
導
入
と

い
う
会
社
が
残
業
代
を
払
わ
な
い

働
か
せ
方
を
拡
大
す
る
こ
と
で
す
。

　

す
で
に
法
案
が
国
会
に
提
出
さ

れ
て
お
り
、
労
働
基
準
法
の
労
働

時
間
規
制
が
適
用
さ
れ
な
い
労
働

者
を
た
く
さ
ん
作
り
出
す
こ
と
に

な
り
ま
す
。ど
ん
な
に
残
業
を
や
ろ

う
が
残
業
代
は
1
円
も
払
わ
な
い
、

何
時
間
働
い
て
も
賃
金
は
同
じ
と

い
う
仕
組
み
で
、
労
働
時
間
に
と

ら
わ
れ
ず
に
業
務
量
や
目
標
を
決

定
で
き
る
よ
う
に
な
る
な
ど
、長
時

間
労
働
を
さ
ら
に
悪
化
さ
せ
る
法

改
悪
そ
の
も
の
で
す
。

　

長
時
間
労
働
は
、
働
く
人
の
身

体
と
心
の
健
康
を
傷
つ
け
る
と
と

も
に
、
家
族
や
子
育
て
、
地
域
社
会

な
ど
日
本
社
会
の
健
全
な
発
展
に

も
大
き
な
妨
げ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

長
時
間
労
働
を
克
服
し
、
過
労
死

を
根
絶
す
る
た
め
に
、
日
本
共
産

党
は
、
以
下
の
諸
課
題
に
緊
急
に

取
り
組
む
こ
と
を
提
案
し
ま
す
。

　

過
労
死
の
背
景
に
は
、
長
時
間

労
働
で
の
精
神
的
・
肉
体
的
疲
労

と
と
も
に
、職
場
で
の
パ
ワ
ー
ハ
ラ

ス
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
す
。そ
も
そ
も

「
過
重
な
仕
事
の
押
し
付
け
」は
、厚

生
労
働
省
が
示
し
て
い
る「
パ
ワ
ハ

ラ
の
6
類
型
」の
一
つ
で
あ
る
「
過

大
な
要
求
」に
該
当
し
ま
す
。達
成

で
き
な
い
ノ
ル
マ
を
課
し
て
精
神

　

長
時
間
労
働
の
最
大
の
抑
止
力

は
、
労
働
者
の
た
た
か
い
で
あ
り
、

現
場
か
ら
の
告
発
で
す
。現
場
の

声
を
真
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
労

●
労
働
者
や
家
族
な
ど
現
場
か
ら
の
告
発
に
迅
速
に
対
応
で
き
る
労
働
行
政
に

す
る
。そ
の
た
め
に
労
働
基
準
監
督
官
の
増
員
を
は
じ
め
労
働
基
準
監
督
署

の
体
制
を
抜
本
的
に
強
化
す
る
。

●
労
働
基
準
監
督
署
が
摘
発
し
て
も
企
業
名
公
表
に
至
る
の
は
0
・
2
％
程
度

と
い
う
現
状
を
あ
ら
た
め
、
違
法
行
為
を
繰
り
返
す
悪
質
な
企
業
の
名
前
を

公
表
す
る
。

疾
患
や
過
労
死
・
過
労
自
殺
に
追

い
込
む
こ
と
は
、厚
労
省
の
見
解
に

て
ら
し
て
も
、職
場
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
パ
ワ
ハ
ラ
で
す
。し
か
し
、

現
行
の
労
働
法
制
に
は
パ
ワ
ハ
ラ

を
規
制
す
る
も
の
は
な
く
、企
業
へ

の「
啓
蒙（
け
い
も
う
）指
導
」で
終

わ
っ
て
い
ま
す
。適
切
な
法
規
制
を

実
施
す
べ
き
で
す
。

族
や
職
場
の
同
僚
、
友
人
な
ど
か

ら
の
長
時
間
労
働
の
告
発
に
迅
速

に
対
応
す
る
労
働
行
政
に
改
善
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。そ
の
た
め

に
労
働
基
準
監
督
署
の
体
制
を
抜

本
的
に
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で

す
。

　

ま
た
、
企
業
が
違
法
行
為
を
摘

発
さ
れ
て
も
ほ
と
ん
ど
公
表
さ
れ

て
い
ま
せ
ん
。2
0
1
5
年
1
年

間
に
、
残
業
代
未
払
い（
サ
ー
ビ

ス
残
業
）や
労
働
時
間
関
係
違
反

で
、
労
基
署
が
摘
発
し
た
の
は
約

2
万
7
0
0
0
件
に
も
な
り
ま
す

が
、
企
業
名
が
公
表
さ
れ
た
の
は

0
・
2
％
程
度
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

違
法
行
為
を
や
っ
て
も
社
会
的
制

裁
を
ほ
と
ん
ど
受
け
な
い
の
で
は

「
企
業
犯
罪
」は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。

同
一
企
業
で
年
2
回
以
上
、労
働
時

間
管
理
や
残
業
代
未
払
い
で
摘
発

さ
れ
た
企
業
名
は
公
表
す
る
よ
う

に
し
ま
す
。

◆　
　

◆　
　

◆

　

野
党
4
党
と
し
て
、
長
時
間
労

働
を
規
制
す
る
労
働
基
準
法
の
改

正
案
を
国
会
に
共
同
で
提
出
す
る

な
ど
、
長
時
間
労
働
と
過
労
死
を

な
く
し
、
労
働
者
と
家
族
の
生
活

を
守
り
、
働
く
人
た
ち
が
個
人
と

し
て
尊
重
さ
れ
る
社
会
を
め
ざ
そ

う
と
い
う
世
論
と
運
動
、
野
党
と

市
民
の
共
同
が
す
す
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
共
産
党
は
、
ブ
ラ
ッ
ク

企
業
規
制
法
案
で
、「
サ
ー
ビ
ス
残

業
」へ
の
ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
強
化
・「
倍

返
し
」制
度
や
パ
ワ
ハ
ラ
規
制
な
ど

「
ブ
ラ
ッ
ク
な
働
か
せ
方
」を
や
め

さ
せ
る
立
法
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

長
時
間
労
働
へ
の
規
制
を
強
化
す

る
労
働
基
準
法
の
改
正
を
一
日
も

早
く
実
現
す
る
と
と
も
に
、
8
時

間
働
け
ば
普
通
に
暮
ら
せ
る
社
会

に
し
て
い
く
た
め
に
、幅
広
い
み
な

さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
ま
す
。

働
法
違
反
を
厳
し
く
監
視
で
き
る

労
働
行
政
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

労
働
者
本
人
は
も
と
よ
り
、
家

解消
根絶

3
労
働
法
を
守
ら
せ
る
監
視
体
制
と

違
法
行
為
へ
の
社
会
的
制
裁
を

強
化
す
る

発
行
●
日
本
共
産
党
中
央
委
員
会

☎
0
3（
3
4
0
3
）6
1
1
1

お
申
し
込
み
は
、お
近
く
の
党
事
務
所

ま
た
は
党
員
か
、右
記
ま
で
。



1

2

残
業
時
間
の
上
限
規
制
と

割
増
残
業
代
の
支
払
い

─
二
つ
の
方
向
か
ら

長
時
間
労
働
を
規
制
す
る

パ
ワ
ハ
ラ
を
規
制
す
る

法
改
正
を
行
う

　

過
労
死
と
い
う
悲
劇
が
繰
り
返

さ
れ
、
長
時
間
労
働
の
是
正
が
叫

ば
れ
続
け
な
が
ら
、
事
態
が
悪
化

し
続
け
た
の
は
、日
本
の
労
働
法
制

に
二
つ
の
決
定
的
な
弱
点
が
あ
る

か
ら
で
す
。

　

そ
の
一
つ
が
、
残
業
時
間
の
上

限
規
制
も
、
勤
務
と
勤
務
の
間
に

最
低
と
る
べ
き
休
息
時
間
─
イ

ン
タ
ー
バ
ル
規
制
も
な
い
こ
と
で

す
。こ
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で

は
当
然
の
労
働
時
間
管
理
の
シ
ス

テ
ム
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、日
本
で

は
、労
使
協
定
を
結
べ
ば
残
業
が
で

き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
な
が
ら
、そ

の
上
限
規
制
が
法
律
に
な
い
た
め

に
、長
時
間
労
働
が
野
放
し
に
な
っ

て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
バ
ル
規
制
が

　

現
行
で
は
、
月
60
時
間
を
超
え

る
残
業
か
ら
は
割
増
率
は
50
％
に

な
り
ま
す
が
、
こ
れ
で
は
長
時
間

労
働
の
抑
制
効
果
は
あ
り
ま
せ
ん
。

実
効
力
を
持
た
せ
る
た
め
に
、一
日

単
位
、
週
単
位
で
、
長
時
間
の
残
業

に
は
割
増
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と

を
提
案
し
ま
す
。

　

現
行
の
労
働
法
に
は
「
課
長
は

残
業
代
が
つ
か
な
い
」と
い
う
規
定

は
あ
り
ま
せ
ん
。労
働
基
準
法
上
の

管
理
監
督
者
は
、「
労
働
条
件
の
決

定
そ
の
他
労
務
管
理
に
つ
い
て
経

営
者
と
一
体
的
な
立
場
に
あ
る
者
」

で
、課
長
や
店
長
な
ど
の
名
前
が
つ

い
て
い
て
も
、こ
の
管
理
監
督
者
と

し
て
の
実
態
が
な
け
れ
ば
、
残
業

代
を
払
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

　

違
法
な
「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」が
発

覚
し
て
も
、
規
定
の
残
業
代
を
支

払
え
ば
「
一
件
落
着
」と
い
う
の
が

現
行
の
労
働
行
政
で
す
。「
バ
レ
て

も
と
も
と
」と
い
う
の
で
は
違
法
行

為
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
。違
法
な

「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」を
さ
せ
た
ら
残

業
代
を
2
倍
に
し
て
支
払
わ
せ
る

制
度
を
つ
く
り
、
経
営
的
に「
サ
ー

ビ
ス
残
業
」は
割
に
合
わ
な
い
も
の

に
す
る
な
ど
、ペ
ナ
ル
テ
ィ
ー
を
強

化
し
ま
す
。

　

労
働
基
準
法
上
、
労
働
時
間
は

「
1
日
8
時
間
、
週
40
時
間
」が
大

原
則
で
す
。そ
の
例
外
と
し
て
労

使
協
定
（
三
六
協
定
）を
結
べ
ば
残

な
い
た
め
に
、深
夜
ま
で
残
業
し
て

も
、
翌
日
は
定
時
で
出
勤
さ
せ
ら

れ
ま
す
。

　

も
う
一
つ
が
、
残
業
代
に
よ
っ

て
、
長
時
間
労
働
を
経
営
的
に
抑

制
す
る
と
い
う
役
割
が
き
ち
ん
と

発
揮
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。残

業
代
の
割
増
率
が
25
％
と
い
う
の

は
、ア
メ
リ
カ
、イ
ギ
リ
ス
─
50
％
、

フ
ラ
ン
ス
─
週
8
時
間
ま
で
25
％
、

週
8
時
間
以
上
は
50
％
、
ド
イ
ツ

─
日
2
時
間
ま
で
25
％
、
そ
れ
以

上
は
50
％
な
ど
（
法
律
や
労
働
協

約
な
ど
で
規
定
）に
比
し
て
も
低
い

う
え
に
、
残
業
時
間
を
過
少
に
申

告
さ
せ
る
、規
定
以
上
の
残
業
代
は

認
め
な
い
な
ど
、「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」

（
た
だ
働
き
残
業
）と
い
う
会
社
に

業
が
で
き
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。厚
生
労
働
省
は
、
例
外
の
残
業

時
間
を
大
臣
告
示
で
「
週
15
時
間
、

月
45
時
間
、
年
3
6
0
時
間
以
内
」

と
し
て
い
ま
す
が
、法
的
拘
束
力
が

あ
り
ま
せ
ん
。大
臣
告
示
は
、
残
業

が
「
月
45
時
間
」を
超
え
る
と
健
康

リ
ス
ク
が
高
ま
る
と
い
う
医
学
的

根
拠
を
も
と
に
政
府
自
身
が
決
め

た
も
の
で
あ
り
、こ
れ
を
上
限
と
し

て
法
定
化
す
る
の
が
当
然
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
安
倍
政
権
は
、
大
臣

告
示
で
示
し
て
き
た
「
週
15
時
間
、

月
45
時
間
、
年
3
6
0
時
間
」を
残

業
時
間
の
一
応
の
「
上
限
」と
し
な

が
ら
、
労
使
協
定
を
結
べ
ば
「
年

7
2
0
時
間
、
月
1
0
0
時
間
」の

残
業
を
さ
せ
て
も
構
わ
な
い
と
い

う
「
特
例
」を
設
け
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。こ
れ
で
は
「
働
き
方
改
革
」

ど
こ
ろ
か
、
長
時
間
労
働
に「
お
墨

付
き
」を
与
え
る
だ
け
で
す
。

　

そ
の
一
方
で
、
安
倍
政
権
は
、
勤

務
終
了
か
ら
翌
日
の
勤
務
開
始
ま

で
の
休
息
時
間
確
保
＝
イ
ン
タ
ー

バ
ル
規
制
も「
多
く
の
企
業
が
導
入

し
て
い
な
い
」な
ど
と
い
う「
理
由
」

よ
る
違
法
行
為
＝
企
業
犯
罪
が
ま

か
り
通
っ
て
い
ま
す
。

　

長
時
間
労
働
を
是
正
し
、
過
労

死
を
な
く
す
た
め
に
は
、残
業
時
間

の
上
限
規
制
と
割
増
残
業
代
を
き

ち
ん
と
支
払
わ
せ
る
、
二
つ
の
「
歯

止
め
」を
強
化
し
、
き
ち
ん
と
機
能

す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

●
残
業
時
間
の
上
限
を
、
政
府
自

身
が
働
く
人
の
健
康
を
守
る
た

め
と
し
て
き
た「
週
15
時
間
、月

45
時
間
、
年
3
6
0
時
間
」
と

し
、
こ
の
規
制
に
穴
を
あ
け
る

特
例
は
設
け
な
い
。

●
勤
務
間
に
最
低
11
時
間
の
連

続
休
息
時
間
を
確
保
す
る
イ
ン

タ
ー
バ
ル
規
制
を
導
入
す
る
。

●
1
日
2
時
間
を
超
え
る
残
業
、

週
8
時
間
を
超
え
る
残
業
に
は

割
増
率
を
50
％
に
す
る
。

●
3
日
連
続
で
残
業
を
し
た
ら
4

日
目
か
ら
は
割
増
率
を
50
％
に

す
る
。

●
違
法
な「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」が
摘

発
さ
れ
た
ら
、
残
業
代
を
2
倍

に
し
て
支
払
わ
せ
る「
倍
返
し
」

の
制
度
を
つ
く
る
。

●
労
働
時
間
台
帳
を
法
律
で
義
務

づ
け
、
本
人
や
本
人
の
同
意
を

得
た
職
場
の
同
僚
、家
族
、友
人

が
労
働
時
間
と
支
払
わ
れ
た
残

業
代
が
正
当
か
ど
う
か
チ
ェ
ッ

ク
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

●「
名
ば
か
り
管
理
職
」は
も
と
よ

り
、「
課
長
に
な
っ
た
ら
残
業

代
は
出
な
い
」と
い
う
間
違
っ

た
常
識
を
正
す
労
働
行
政
に
す

る
。

①
残
業
時
間
の
上
限
規
制
と
イ

ン
タ
ー
バ
ル
規
制
を
行
う
労

基
法
改
正
を
早
期
実
現
す
る

②
残
業
代
に
よ
る
長
時
間
労
働

抑
制
─
長
い
残
業
時
間
に

は
割
増
率
を
増
や
す
、「
サ
ー

ビ
ス
残
業
」へ
の
ペ
ナ
ル

テ
ィ
ー
強
化

■
長
時
間
の
残
業
、連
日
の
残
業

に
は
、割
増
率
を
50
％
に
す
る

■「
サ
ー
ビ
ス
残
業
」や
残
業
時

間
の
ご
ま
か
し
を
許
さ
な
い

法
規
制
を
強
化
す
る

■“
課
長
に
も
残
業
代
を
”─
残

業
代
が
免
除
さ
れ
る
管
理
監

督
者
の
規
定
を
厳
格
に
運
用

す
る

　
「
規
定
の
残
業
代
ま
で
し
か
認
め

な
い
」な
ど
、
労
働
時
間
と
残
業
代

の
ご
ま
か
し
を
許
さ
な
い
た
め
に
、

管
理
職
を
含
め
た
全
員
の
労
働
時

間
と
支
払
わ
れ
た
残
業
代
（
賃
金
）

を
正
確
に
記
帳
す
る
こ
と
を
義
務

づ
け
、本
人
や
本
人
の
同
意
を
得
た

職
場
の
同
僚
や
家
族
、
友
人
が
閲

覧
で
き
る
よ
う
に
し
、こ
れ
を
拒
め

ば
違
法
行
為
と
し
て
摘
発
で
き
る

よ
う
に
し
ま
す
。

で
拒
否
し
て
い
ま
す
。多
く
の
企
業

が
導
入
し
て
い
な
い
か
ら
こ
そ
、法

整
備
が
必
要
な
の
で
す
。

●
厚
生
労
働
省
は
、
パ
ワ
ハ
ラ
行
為
を
行
っ
た
企
業
に
対
し
て
、
助
言
、
指

導
、
勧
告
を
行
い
、
勧
告
に
従
わ
な
い
企
業
名
を
公
表
す
る
。
パ
ワ
ハ
ラ
の

是
正
指
導
を
労
働
局
に
求
め
た
労
働
者
に
対
す
る
不
利
益
と
り
あ
つ
か
い
を

禁
止
す
る
。


