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給
与
を
ど
ん
ど
ん
カ
ッ
ト
す
べ

き
だ
と
い
う
考
え
方
は
持
っ
て

い
な
い
。
恣
意
的
な
判
断
に
立

た
な
い
人
事
評
価
シ
ス
テ
ム
を

作
り
、
反
映
さ
せ
て
い
く
。

今
回
、
調
整
手

当
に
か
わ
り
地
域
手
当
が
新
設

さ
れ
た
。
民
間
給
与
が
高
い
地

域
に
支
給
す
る
と
い
う
内
容
で

あ
り
、
当
市
の
全
職
員
へ
の
支

給
は
０
％
で
あ
る
。

今
ま
で
の
悪
い
習
慣
の
わ

問 市
長
公
室
長

制
定
ま
で
の
日
程
は
努

力
目
標
と
受
け
と
め
て
欲
し
い
。

前
議
会
で
は
、
乳
幼
児
医

療
費
軽
減
を
求
め
る
質
問
に
市

長
は
「
財
政
的
に
見
通
し
は
立

ち
に
く
い
」
と
、
答
弁
し
て
い

る
。
他
方
、
県
知
事
は
県
議
会

で
「
乳
幼
児
医
療
の
初
診
料
を

無
料
化
し
た
い
」
と
表
明
し
た
。

問 市
長

た
り
制
度
は
な
く
す
の
か
。

厳
格
な
人
事
評

価
制
度
に
基
づ
き
、
昇
任
、
昇

格
を
行
う
。

通
勤
手
当
、
扶
養
手
当
等
、

労
働
基
準
法
に
定
め
の
な
い
手

当
が
多
々
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ら
の
資
料
を
次
回
質
疑
ま

で
に
提
出
を
お
願
い
し
た
い
。

問 市
長
公
室
長

こ
れ
を
踏
ま
え
て
市
は
ど
う
対

応
し
て
い
く
の
か
。

県
が
取
組
む
の
で
あ
れ

ば
、
市
も
歩
調
を
合
わ
せ
て
実

現
の
方
向
で
努
力
し
た
い
。

県
は
３
歳
未

満
児
の
初
診
料
と
往
診
料
の
公

費
負
担
を
検
討
中
。
当
市
で
は

年
間
１，

１
０
０
万
円
程
の
費

用
と
な
る
が
、
県
と
市
で
折
半

し
時
期
を
見
て
補
正
す
る
こ
と

に
な
ろ
う
。

市
民
生
活
部
長

市
長

市
長
の
議
会
答
弁
の
重
み
と

実
行
に
つ
い
て

「
自
治
基
本
条
例
」
制
定
ま
で

の
取
組
み
を
問
う

12
月
議
会
に
於
い
て
、

近
々
の
う
ち
に
開
催
す
る
と
答

弁
さ
れ
た
特
別
職
報
酬
等
審
議

会
の
開
催
は
未
だ
実
施
さ
れ
て

い
な
い
が
、「
近
々
の
う
ち
に
」

と
は
、
具
体
的
に
い
つ
な
の
か
。

責
任
あ
る
答
弁
を
。

議
会
の
答
弁
は
き
ち
っ

と
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

市
長
に
な
り
た
て
の
時
は
、
議

会
が
終
わ
れ
ば
や
れ
や
れ
と
い

う
雰
囲
気
が
あ
っ
た
が
、
昨
今

は
各
部
長
集
ま
り
、
課
題
の
整

理
を
し
て
い
る
。
大
変
迅
速
性

に
欠
け
る
と
い
う
ご
指
摘
は
、

甘
ん
じ
て
受
け
る
。
遅
く
な
っ

た
と
言
い
逃
れ
を
す
る
つ
も
り

は
な
い
が
、
４
月
早
々
に
は
開

催
し
、（
市
民
の
声
を
）
反
映
さ

せ
て
い
き
た
い
。

平
成
18
年
度
か
ら
職
員
の

給
与
体
系
が
抜
本
的
に
見
直
さ

れ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
ど
の

よ
う
に
変
わ
る
の
か
。

50
年
ぶ
り
の
大
改
革
で

あ
り
、
頑
張
る
者
と
頑
張
ら
な

い
者
と
の
格
差
を
つ
け
る
と
い

う
流
れ
で
あ
る
。
私
自
身
は
、

市
長

問 市
長

問

い
ま
全
国
的
に
自
治
の
基

本
的
あ
り
方
を
示
す
条
例
制
定

が
広
が
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は

地
方
分
権
一
括
法
の
成
立
や
環

境
、
ま
ち
づ
く
り
、
合
併
問
題

な
ど
で
の
住
民
の
自
治
に
対
す

る
関
心
の
高
ま
り
が
あ
る
。
当

市
で
も
現
在
、
自
治
基
本
条
例

の
制
定
に
向
け
て
検
討
が
な
さ

れ
て
い
る
。
制
定
の
意
義
や
目

的
、
日
程
等
は
ど
う
考
え
て
い

る
の
か
。条

例
は
市
を
治
め
る
た

め
の
憲
法
と
も
言
う
べ
き
も
の
。

「
住
民
主
役
の
ま
ち
づ
く
り
」
を

す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
取
組

み
た
い
。

市
民
参
加

の
「
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
を
制

定
す
る
と
い
う
趣
旨
で
、
市
民

参
画
と
市
民
協
働
の
実
践
の
場

と
し
て
策
定
過
程
を
大
事
に
し

た
い
。
条
例
提
案
は
平
成
19
年

６
月
を
考
え
て
い
る
。

条
例
制
定
に
至
る
過
程
を

重
視
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
な

り
の
時
間
と
労
力
が
必
要
と
思

う
が
日
程
は
十
分
か
。

問 ま
ち
づ
く
り
課
長

市
長

問

ワークショップの風景

乳
幼
児
の
初
診
料

負
担
の
無
料
化
を

は
か
れ


