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日
本
経
済
と
「
過
剰
就
業
」

1

1
概
念
の
問
題
を
中
心
と
し
て
|
|

日
本
経
済
の
官
面
す
る
諸
問
題
の
う
ち
、
「
雇
用
問
題
L

が
別
し

て
重
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
正
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
欧
米
諸

園
の
場
合
の
よ
う
に
「
失
業
」
の
大
量
愛
生
と
し
て
現
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
「
潜
在
失
業
」
と
か
「
過
剰
人
口
」
、
と
か
、
或
は

そ
れ
ら
に
十
類
似
の
表
現
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
現
象
が
と
り
わ
け

重
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
雇
用
の
問
題
が
こ
う
し
た
形
で
現
れ

る
と
き
は
、
そ
の
性
質
上
、
理
論
的
に
も
賓
践
的
に
も
そ
の
取
扱

は
む
ず
か
し
い
。
こ
の
課
題
に
づ
い
て
は
こ
れ
ま
で
も
ち
ろ
ん
多

く
の
研
究
が
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
分
析
が
少
な
か
ら
ず
魚
さ
れ
て
い
一

る
。
に
も
か
L

わ
ら
ず
、
見
解
の
一
致
を
見
が
た
い
の
は
、

故
で
あ
ろ
う
。

そ
の

私
ど
も
は
農
業
経
慣
に
闘
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
の
中
で
「
過
剰

就
業
」
と
い
う
概
念
を
使
っ
て
こ
の
問
題
の
解
決
に
接
近
し
よ
う

大

司

l
 
i
 

es''' 

と
し
て
い
る
。
「
潜
在
失
業
」
と
い
¥
「
過
剰
人
口
」
と
い
う
と

き
、
そ
の
概
念
が
何
よ
り
も
ま
ず
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
明
確

に
規
定
す
る
こ
と
が
、
こ
の
分
野
の
研
究
の
現
段
階
で
最
も
必
要

な
こ
と
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
は
「
過
剰
就
業
」
と
い
う
表

現
で
わ
れ
わ
れ
が
規
定
し
て
い
る
内
容
を
展
開
す
る
こ
と
を
第
一

の
目
的
と
し
、
類
似
の
諸
概
念
と
の
関
係
を
明
か
に
し
か
れ
ノ
そ
れ

ら
を
批
判
す
る
こ
と
を
第
二
の
目
的
と
す
る
。

「
過
剰
就
業
」
の
概
念
規
定

「
一
つ
の
産
業
に
お
け
る
労
働
の
限
界
生
産
力
が
、
標
準
的
次

産
業
に
お
け
る
傍
働
の
限
界
生
産
力
に
く
ら
べ
て
構
造
的
に
低
位

に
あ
る
と
き
、
そ
の
産
業
は
「
過
剰
就
業
」

0
4
2占
口

2
1
0仏
の

賦
態
に
あ
る
と
い
う
よ
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
定
義
で
あ
る
。
そ
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の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
も
し
そ
の
産
業
か
ら
現
に
就
業
し
て
い

る
労
働
者
(
単
に
雇
用
勢
働
者
だ
け
で
な
く
、
業
主
や
家
族
従
業
者
を

含
め
て
庚
義
に
解
す
)
が
引
き
あ
げ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
そ

の
産
業
に
お
け
る
勢
働
の
限
界
生
産
力
は
上
昇
す
る
。
(
簡
単
の
た

め
労
働
投
入
量
は
就
業
者
数
に
比
例
す
る
と
す
る
。
)
そ
し
て
そ
れ
が

標
準
部
門
の
水
準
に
等
し
く
な
る
ま
で
釘
わ
れ
う
る
と
考
え
る
。

そ
の
意
味
で
も
そ
こ
に
は
こ
の
産
業
に
お
け
る
勢
働
の
限
界
生
産

力
を
低
位
に
し
て
い
る
原
因
と
し
て
の
就
業
の
過
剰
が
存
在
す
る

と
い
え
る
。
こ
の
高
度
に
抽
象
的
、
形
式
的
な
定
義
は
衣
の
よ
う

な
理
解
を
前
提
と
し
て
い
る
。

(
イ
)
労
働
限
界
生
産
力
の
遁
減
傾
向
。
こ
れ
は
通
常
、
短
期

的
な
前
提
と
し
て
是
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
揚
合
、
技
術

の
蹴
態
や
他
の
生
産
要
素
の
傑
件
が
労
働
投
入
量
の
盤
動
に
つ
れ

て
動
か
な
い
と
い
う
間
限
定
が
厳
密
に
は
必
要
で
あ
る
。
だ
か
ら
労

働
の
限
界
生
産
力
の
開
差
が
大
き
く
て
、
そ
れ
が
解
消
す
る
た
め

に
は
、
か
な
り
大
量
の
就
業
者
減
少
が
こ
の
産
業
に
と
っ
て
必
要

な
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
な
静
態
的
な
規
定
は
不
都
合
に
な
る
。

生
産
の
組
織
や
構
造
を
鑓
え
な
け
れ
ば
、
大
量
の
就
業
者
減
少

に
遁
爆
し
て
生
産
力
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
却
っ
て
詑

日
本
経
済
と
「
過
剰
就
業
」

長，.;-ず

に
そ
れ
は
低
下
す
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
か
と
い

っ
て
逆
に
動
態
的
な
思
考
で
こ
れ
を
直
接
に
規
定
す
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
静
態
的
な
規
定
を
次
の
よ
う
な

合
意
で
遁
尽
す
る
の
が
遍
切
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
或
る
一
時
貼
に
お
い
て
興
え
ら
れ
た
技
術
と
生
産
要
素
の
組

合
せ
の
欣
態
に
お
い
て
、
「
或
る
程
度
の
幅
」
で
労
働
の
限
界
生
産

力
の
遮
減
傾
向
を
現
貫
的
に
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
の
幅
、
な
い
し
範
園
田
8
0
0
を
越
え
れ
ば
生
産
の
組
織
・
構
造

を
獲
化
す
る
も
の
と
考
た
な
い
限
り
現
貫
的
で
は
な
く
な
る
。
そ

う
い
う
意
味
の
遁
底
の
幅
を
設
定
し
、
か
っ
こ
の
幅
が
技
術
の
設

展
の
段
階
に
印
臆
し
て
動
態
的
に
、
か
つ
サ
ク
セ

y

シ
グ
に
考
え

ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
各
主
の
範
園
に
お
い

て
前
述
の
規
定
が
爪
奪
回
す
る
と
す
る
。
限
界
生
産
力
の
開
差
が
大

き
い
と
き
は
第
一
の
幅
の
範
圏
内
で
は
傍
働
力
の
減
少
が
そ
の
開

差
を
解
消
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
、
第
三
の
段
階
ま
で
そ

れ
が
及
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

例
え
ば
園
(

I

)

に
お
い
て
貫
線
分
』

his-F、
話
、
ミ
ペ
)
昂
と

等
を
問
題
と
な
る
労
働
の
限
界
生
産
力
曲
線
の
現
貫
的
部
分
と
す

れ
ば
、
第
一
段
階
に
お
い
て
勢
働
力
の

N

↓
H

の
過
剰
量
を
限
界

4fJfJ 
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生
産
力
の

圃(1) 努働の限界生産力

畿動の静態的と動態的

九 M4

ー』
HH

の
開
差

に
、
第
二
段
階

に
お
い
て
労
働

IMt 

日3

3 
労働

力
の

ω
↓
N

の

過
剰
量
を
限
界

生
産
力
の
呂
、

l
民
間
、
の
開
差

に
、
と
い
う
兵
合
に
そ
れ
ぞ
れ
封
鷹
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き

上
う
。
標
準
と
な
る
産
業
の
限
界
生
産
力
の
水
準
が
こ
の
聞
に
お

い
て
ぬ
に
等
し
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
勢
働
力
は
3
の
鮎
ま
で
減
少

し
て
も
な
お
過
剰
-
で
あ
る
。
つ
ま
り
限
界
生
産
力
の
ミ
v
l
ミH
の

開
差
の
解
消
の
た
め
に
は
技
術
的
盤
革
の
段
階
を
二
つ
経
た
上
に

勢
働
力
の
十
点
の
過
剰
量
を
解
消
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
解
す
る
な
ら
ば
前
述
の
定
義
の
説
明
に
お
い
て
一
限

界
生
産
力
を
低
位
に
し
て
い
る
原
因
と
し
て
の
就
業
の
過
剰
し
と

い
っ
た
こ
と
が
矛
盾
な
く
理
解
し
う
る
と
お
も
う
。
貫
践
的
に
こ

れ
を
見
れ
ば
就
業
の
過
剰
が
原
因
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
を

減
少
さ
せ
さ
え
す
れ
ば
、
必
ず
限
界
生
産
力
の
開
差
が
す
べ
て
解

。

限
界
生
産
力

ミ
V

消
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
生
産
の
組
織
・
構
造
を
欝
卒
す

る
こ
と
が
一
般
に
は
必
要
な
他
の
傑
件
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
け
れ
ど
も
一
定
の
段
階
に
お
い
て
は
、
就
業
者
の
数
の
減

少
だ
け
で
労
働
の
限
界
生
産
力
を
上
昇
さ
せ
う
る
範
園
の
存
在
を

現
宜
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
規
定
と
そ
の
内
容
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、

ヌ
ル
ク
セ
の
概
念
を
引
用
し
て
検
討
し
て
見
た
い
。
彼
が
そ
の
著

「
後
進
諸
国
に
お
け
る
資
本
形
成
の
諸
問
題
」
の
中
で
展
開
し
た

「
過
剰
労
働
力
」

2
4
E曲
目

pg叶
に
闘
す
る
規
定
は
か
な
り
庚

く
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
日
本
経
済
の
場

合
に
援
用
す
る
こ
と
は
不
通
切
だ
と
お
も
う
。
彼
は
持
働
の
限
界

生
産
力
が
零
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
過
剰
労
働
力
を
規
定
し
て
い

る
が
、
農
業
に
も
雇
用
持
働
が
と
も
か

4
存
在
す
る
日
本
経
糟
で

は
限
界
生
産
力
が
零
と
い
う
就
業
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
れ
が
第
一
の
理
由
で
あ
る
。
農
業
か
ら
他
産
業
へ
若
干
の
労
働

力
を
轄
用
し
で
も
農
業
の
産
出
量
は
減
少
せ
ず
、
不
盤
で
あ
る
と

み
る
後
進
園
の
現
貫
が
、
彼
の
規
定
の
背
景
と
な
っ
て
い
る
が
、

そ
の
見
方
が
こ
れ
ま
で
の
慣
用
の
理
論
的
規
定
と
相
容
れ
な
い
と

判
断
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
が
第
二
の
理
由
で
あ
る
。
い
ま
は
ヌ
ル

500 
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ク
セ
の
批
判
そ
の
も
の
が
目
的
で
は
な
い
か
ら
、

し
ぼ
っ
て
述
べ
よ
う
。

ヌ
ル
ク
セ
は
限
界
生
産
力
の
零
と
い
う
命
題
を
「
技
術
不
盤
」

と
い
う
静
態
的
保
件
で
導
い
て
い
る
が
、
生
産
組
織

2
m
g円

N
P
B

丘
O
ロ
の
改
善
は
こ
の
保
件
と
は
別
に
考
え
、
こ
の
組
織
の
鑓
革
に

よ
っ
て
「
過
剰
勢
働
力
じ
が
生
み
だ
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
そ
の
内
容
の
中
に
は
例
え
ば
分
散
し
た
零
細
耕
地
の
集
圏
化

と
い
う
事
項
ま
で
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
農
業
生
産
の
組
織
と

し
て
重
要
な
盤
革
で
あ
っ
て
、
従
来
の
規
定
の
仕
方
か
ら
い
え
ば

嘗
然
静
態
論
と
し
て
は
取
扱
わ
な
い
。
逆
に
い
え
ば
ヌ
ル
ク
セ
の

規
定
は
動
態
的
に
な
さ
れ
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
み
る
の
で
あ

る
。
逆
に
も
し
か
L

る
生
産
組
織
の
麗
化
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、

労
働
の
限
界
生
産
力
が
零
で
あ
る
と
い
う
命
題
は
生
ま
れ
る
館
地

が
な
い
と
お
も
う
。
生
産
組
織
の
麓
革
は
前
述
の
わ
れ
わ
れ
の
規

定
で
は
園
(

I

)

に
つ
い
て
品
↓
町
、

V
川
↓
貯
と
い
う
よ
う
に
限

界
生
産
力
を
上
昇
さ
せ
る
要
因
の
内
容
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
は
じ
め
に
彼
の
規
定
は
日
本
経
糟
の
現
貫
に
印
さ
な
い

理
由
か
ら
不
通
切
で
あ
る
と
い
ヮ
た
が
、
こ
う
み
て
く
る
と
、
そ

れ
は
一
般
的
規
定
と
し
て
も
賛
成
し
が
た
い
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

簡
単
に
焦
貼
を

日
本
経
済
と
「
遁
剰
就
業
」

も
ち
ろ
ん
組
織
の
鑓
平
や
技
術
の
進
歩
と
い
う
要
因
を
こ
の
種
の

雇
用
問
題
で
理
論
的
に
ど
の
よ
う
に
取
扱
う
べ
き
か
は
軍
純
な
こ

と
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
前
述
し
た
よ
う
な
合

意
を
も
っ
た
規
定
を
し
た
の
で
、
も
し
ヌ
ル
ク
セ
の
よ
う
に
割
切

っ
て
し
ま
え
ば
、
前
闘
に
づ
い
て
明
か
ら
ぬ
へ
の
慶
化
、
広
か
ら

比
へ
の
麗
化
だ
け
を
追
う
よ
う
に
(
但
し
組
織
聖
一
晋
の
数
果
に
限
っ

て
)
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

、

、

、

、

、

(
ロ
)
生
産
面
に
闘
し
、
か
っ
産
業
に
闘
す
る
規
定
で
あ
る
こ

と
。
前
述
の
規
定
は
生
産
力
に
関
す
る
も
の
で
所
得
な
い
し
厚
生

に
闘
す
る
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
生
産
面
に
ラ
い
て
の
規

定
で
あ
っ
て
、
分
配
面
に
つ
い
て
の
規
定
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が

「
潜
在
失
業
」
と
か
「
偽
装
失
業
」
と
か
い
わ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
規
定
は
多
く
所
得
ο

な
い
し
労
働
傑
件
に
閲
し
て
行
わ
れ
て
い

る
。
限
界
生
産
力
の
開
差
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
規
定
が
、
同
時
に

勢
働
所
得
の
卒
均
的
な
閲
差
を
意
味
す
る
と
考
え
う
る
と
す
れ

ば
、
生
産
面
か
ら
の
規
定
と
分
配
面
か
ら
の
規
定
は
一
致
す
る
の

だ
か
ら
、
ど
ち
ら
か
ら
考
え
て
も
い
い
の
で
そ
の
聞
の
匝
別
を
そ

ん
な
に
取
り
立
て
て
重
視
す
る
必
要
は
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
問
が
お
こ
る
と
お
も
う
、
そ
し
て
こ
の
疑
問
は
理
由
の
あ
る

fJUl 
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も
の
で
あ
る
。

現
に

J
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
「
俄
装
失
業
」
に
つ
い
て
-
初
め
て
明

確
な
概
念
を
興
え
た
論
文
〔
「
雇
用
理
論
研
究
」
の
中
に
集
録
〕
の
中

で
は
、
限
界
生
産
力
が
賃
金
に
等
し
い
と
い
う
闘
係
を
前
提
と
し

て
、
そ
の
性
質
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
彼
女
が
問
題
と
し
た
侭
装

失
業
は
ケ
イ
ン
ズ
的
失
業
の
一
形
態
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
後
に

も
論
ず
る
よ
う
に
日
本
経
滑
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
持
っ
て
い
る

現
象
と
は
そ
の
性
質
が
ち
が
う
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
概
念
で
は
生
産

面
と
分
配
面
の
直
別
を
と
り
た
て
て
云
々
す
る
必
要
は
な
い
。
限

界
生
産
力
の
低
位
な
仕
事
へ
の
就
職
は
、
・
原
則
と
し
て
同
時
に
賃

金
の
低
位
と
解
し
て
い
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
就
業
の
形
態

が
雇
用
労
働
者
に
つ
い
て
だ
け
考
え
ら
れ
て
い
て
い
い
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
後
に

述
べ
る
よ
う
に
日
本
で
は
業
主
と
家
族
従
業
者
と
い
う
就
業
の
形

態
が
な
お
き
わ
め
て
多
い
。
資
本
主
義
的
な
毅
展
が
な
お
熟
さ
ず

濁
立
自
営
者
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
の
所
得
は
い
わ
ゆ
る

「
混
合
所
得
」
で
あ
っ
て
労
働
所
得
と
非
労
働
所
得
の
和
か
ら
な

っ
て
い
る
。

L
た
が
っ
て
例
え
ば
農
業
が
非
農
業
に
た
い
し
て
労

働
の
限
界
生
産
力
が
低
位
に
あ
る
と
き
(
現
貫
に
そ
う
で
あ
る

が
)
、
そ
の
開
差
が
す
ぐ
そ
の
ま
ま
非
農
業
に
お
け
る
労
働
所
得

と
農
業
者
の
所
得
の
開
差
と
は
な
ら
な
い
。
。
ま
り
生
産
カ
の
面

d

と
所
得
の
面
は
量
的
に
講
離
す
る
。
こ
う
い
う
現
貫
の
も
と
で
は
、

生
産
力
に
よ
る
規
定
と
所
得
に
よ
る
規
定
を
明
確
に
直
別
し
て
か

か
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

さ
て
わ
れ
わ
れ
が
所
得
的
な
規
定
を
と
ら
ず
生
産
力
の
方
か
ら

見
る
の
は
、
持
働
力
の
産
業
聞
の
配
分
(
ア
メ
リ
カ
式
に
い
え
ば

河
町
田

C
5口
白

色

-sp丘
O
ロ
と
い
う
問
題
)
の
覗
貼
か
ら
問
題
に
接

近
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。
限
界
生
産
力
均
等
が
全
鰹
糟
の
生
産
の

極
大
を
も
た
ら
す
僚
件
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
て
ら
し
て
「
過
剰

就
業
」
は
そ
れ
が
貫
現
し
な
い
朕
態
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。

見
出
し
に
書
い
た
も
う
一
つ
の
項
「
産
業
に
闘
す
る
規
定
」
と

い
う
こ
と
は
、
以
上
の
説
明
か
ら
す
で
に
大
瞳
明
か
で
あ
ろ
う
と

お
も
う
。
つ
ま
り
個
別
の
就
業
者
に
つ
い
て
の
概
念
で
は
な
く
て

産
業
的
現
象
と
し
て
こ
れ
を
規
定
し
て
い
る
。
元
来
、
雇
用
や
失

業
の
量
的
取
扱
は
個
別
の
人
間
車
位
に
闘
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
が
そ
う
し
な
い
の
は
、
生
産
面
を
規
定
す
る
か
ら
で
、
し

か
も
産
業
と
し
て
見
う
る
よ
う
に
大
量
的
、
均
質
的
な
現
象
を
わ
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れ
わ
れ
が
も
つ
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

(
ハ
)
相
封
的
低
位
に
関
す
る
こ
と
。
勢
働
の
限
界
生
産
力
の

低
位
は
紹
封
的
に
で
は
な
く
、
標
準
的
部
門
の
そ
れ
に
た
い
し
て
、

相
封
的
に
低
い
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
取
り
上
げ
て
い
る
。
後
に
も

述
べ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
日
本
経
漕
の
現
欣
を
、
資
本
主
義
的

企
業
生
産
を
中
按
と
し
て
設
展
し
つ
L

あ
る
が
、
な
お
前
資
本
主

義
的
な
様
式
が
か
な
り
重
要
な
役
割
を
雇
用
に
つ
い
て
演
じ
て
い

る
も
の
と
解
す
る
。
だ
か
ら
基
準
部
門
と
は
資
本
主
義
的
企
業
様

式
の
産
業
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
過
剰
就
業
は
前

資
本
主
義
的
な
部
門
に
存
在
す
る
こ
と
を
合
意
す
る
こ
と
に
原
則

と
し
て
は
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
貫
に
は
「
中
小
企
業
」
と

い
わ
れ
て
い
る
問
題
が
示
す
よ
う
に
、
そ
の
解
轄
に
は
幅
を
も
た

せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

57 

右
の
よ
う
な
意
味
で
の
相
封
的
規
定
は
、
な
ん
ら
か
特
定
の
遍

度
的
基
準
に
つ
い
て
「
過
剰
人
口
」
を
概
念
す
る
考
え
方
を
排
し

て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

合
一
)
「
構
造
的
に
」
と
い
う
こ
と
。
遁
切
な
表
現
が
な
い
の

で
、
「
構
造
的
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ
は
景
気
盛
動
的
で
は
な
い
。

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
過
剰
就
業
と
わ
れ
わ
れ
が
呼
ぶ
現
象
は
、

日
本
経
済
と
「
湿
剰
就
業
」

こ
の
貼
で

J
・
ロ
ビ
ン
ソ
ン
が
規
定
し
た
「
偽
装
失
業
」
と
は
ま

っ
た
く
異
る
。
後
者
は
有
放
需
要
の
減
退
に
も
と
づ
く
失
業
の
特

殊
の
形
態
で
あ
る
が
、
前
者
は
資
本
設
備
の
完
全
利
用
の
時
期
に

お
い
て
も
存
在
す
る
現
象
で
あ
る
。
「
偽
装
失
業
」
と
い
う
言
葉

は
こ
の
頃
か
な
り
ル
ー
ズ
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る

が
、
ロ
ビ
ン
ソ
ン
自
身
は
そ
れ
が
英
図
等
と
事
情
の
異
な
る
固
で

誤
用
さ
れ
な
い
よ
う
に
と
い
う
注
意
を
「
雇
用
理
論
研
究
」
の
日

本
版
序
文
で
親
切
に
興
え
て
い
る
。

(ホ
)

h

入
者
で
な
く
就
常
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
こ
と
。
失
業

と
は
口
口
町

B
1
0可
B
B
H
の
誇
で
あ
る
か
ぎ
り
雇
用
叩
8
1。U
7

s
g仲
に
封
腐
服
す
る
。
雇
用
と
は
資
本
主
義
的
な
労
使
の
閥
係
に

お
け
る
現
象
で
あ
る
。
失
業
も
ま
た
し
か
り
。
だ
か
ら
失
業
問
題

が
直
接
に
資
本
主
義
的
関
係
で
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
勢
働
の
限
界

生
産
力
の
低
位
な
就
業
は
失
業
の
一
形
態
と
し
て
規
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
そ
も
そ
も
失
業
者
が
生
産
性
の
低
い
職
業

に
就
く
と
い
う
現
象
の
取
扱
い
の
た
め
に
「
偽
装
失
業
L

門
出
品
ロ
ナ

間色ロ
g
B
1
0可
目
。
巳
と
い
う
概
念
は
規
定
さ
れ
た
。
日
本
の
用

語
「
潜
在
失
業
」
は
こ
れ
と
は
も
ち
ろ
ん
具
っ
た
内
容
を
も
つ
の

で
あ
ろ
う
が
、
も
し
そ
れ
を
同
じ
よ
う
に
限
界
生
産
力
の
低
位
と

。03
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い
う
こ
と
で
規
定
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
大
き
い
誤
り
に
人
を

導
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
純
粋
に
資
本
主
義
的
概
念
を
そ
の
ま
L
一通

用
し
徒
ら
に
「
理
論
的
に
の
み
」
大
量
の
失
業
者
を
創
る
か
ら
で

あ
る
。
日
本
経
梼
で
は
、
勢
働
の
限
界
生
産
力
が
相
封
的
に
低
い

産
業
の
就
業
者
が
す
べ
て
資
本
の
側
か
ら
の
雇
用
の
封
象
と
な
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
欧
米
の
撃
者
も
備
装
失
業
と
い
う
呼
稽

を
徒
ら
に
虞
く
通
用
す
る
傾
き
が
あ
り
、
最
、
話
で
は
後
進
諸
国
の

過
剰
就
業
現
象
を
そ
の
よ
う
に
規
定
す
る
場
合
が
多
い
。
こ
の
事

情
の
詳
細
な
解
明
は
山
中
篤
太
郎
教
授
の
興
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
同
じ
よ
う
な
誤
解
に
人
を

導
く
も
の
と
わ
れ
わ
れ
は
お
も
う
。
こ
れ
は
先
進
闘
的
概
念
の
後

進
園
へ
の
形
式
的
通
用
の
悪
例
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
に
就
業
し
て
い
る
状
態
を
そ
の
ま
」
に
ま
ず
「
就
業
L

と
し

て
考
え
、
し
か
る
後
賞
践
的
覗
鮎
か
ら
の
次
の
規
定
を
用
意
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。

動
態
的
過
程
と
四
つ
の
傑
件

前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
、
性
質
的
な
定
義
で
あ
り
、
む
し
ろ

形
式
的
な
規
定
で
あ
っ
た
。
よ
り
貫
態
的
、
動
態
的
な
面
を
弐
に

一ー

展
開
し
た
い
と
お
も
う
。
ま
ず
は
じ
め
に
資
本
主
義
的
な
務
展
の

過
程
に
あ
る
も
の
と
し
て
日
本
経
済
を
考
え
る
。
先
進
園
、
或
は

成
熟
固
と
後
進
園
或
は
未
成
熟
園
の
聞
の
相
違
は
、
も
と
よ
り
い

ろ
い
ろ
な
面
か
ら
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
就
業
に
闘
し
て

最
も
重
要
な
の
は
、
そ
の
形
態
の
相
違
で
あ
る
。
す
で
に
前
節
で

も
一
寸
言
及
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
業
主
と
家
族
従
業

者
の
全
勢
働
力
に
た
い
す
る
比
率
が
、
先
進
国
の
そ
れ
に
比
し
て

き
わ
め
て
高
い
。
こ
れ
は
就
業
が
資
本
主
義
的
形
態
に
十
分
に
轄

化
せ
ず
、
そ
の
過
程
に
あ
る
も
の
と
解
さ
れ
る
。
日
本
経
済
の
こ

れ
ま
で
の
資
本
主
義
的
殻
展
の
歴
史
的
過
程
に
み
て
も
こ
の
こ
と

は
明
か
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
般
的
に
い
え
ば
全
就
業
者
の
中
の
資

本
主
義
的
雇
用
形
態
の
卒
を
も
っ
て
資
本
主
義
的
後
展
の
雇
用
的

指
標
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
一
九
五
O

|
五
三
年
に
お

い
て
諸
園
に
お
け
る
、
そ
の
一
意
味
の
雇
用
者
卒
は
ア
メ
リ
カ
の
九

一
%
、
イ
ギ
リ
ス
の
八
二
%
、
西
濁
の
七
一
%
に
封
し
て
日
本
は

三
七
%
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ー
は
お
そ
ら
く
西
猫
と
日

本
の
中
間
に
あ
ろ
う
。

さ
て
こ
の
雇
用
者
卒
の
増
犬
は
業
主
と
家
族
従
業
者
の
相
封
的

減
退
に
よ
る
が
、
と
く
に
家
族
従
業
者
の
減
退
に
よ
る
。
前
述
と

504 
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同
一
資
料
に
よ
る
家
族
従
業
者
比
率
は
ア
メ
リ
カ
の

0
・
二
%
、

イ
ギ
リ
ス
の
了
九
%
、
西
猫
の
一
四
・
四
%
に
た
い
し
日
本
は
三

六
・
九
%
で
あ
る
。
そ
の
相
違
の
程
度
は
ま
っ
た
く
性
質
的
な
も

の
と
い
え
る
。
ア
ジ
ア
の
諸
後
進
園
に
つ
い
て
こ
の
種
の
統
計
を

正
確
に
う
る
な
ら
ば
、
日
本
の
程
度
を
さ
ら
に
一
段
と
高
め
た
比

率
を
示
す
に
ち
が
い
な
い
。

こ
の
意
味
に
お
い
て
資
本
主
義
化
の
未
熟
な
過
程
に
あ
る
経
済

で
は
、
産
業
聞
に
お
け
る
労
働
の
限
界
生
産
力
の
均
等
傾
向
は
成

立
し
な
い
。
経
済
が
均
衡
欣
態
に
到
達
し
た
と
し
て
も
限
界
生
産

力
の
大
い
さ
は
産
業
問
で
構
造
的
に
開
差
が
あ
る
。
資
本
主
業
的

企
業
の
そ
れ
は
大
き
く
、
濁
立
業
主
的
経
営
の
そ
れ
ほ
小
さ
い
。

そ
の
理
由
は
簡
阜
で
あ
る
。
も
し
後
者
に
お
け
る
労
働
の
限
界
生

産
力
が
か
り
に
前
者
の
そ
れ
に
等
し
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
必
ず

資
本
家
的
経
営
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
通
常
の
雇
用

賃
金
を
支
掛
っ
て
利
潤
を
あ
げ
う
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

限
界
生
産
力
の
不
均
等
は
基
本
的
に
は
資
本
主
義
的
産
業
と
家
族

経
営
的
産
業
の
聞
に
存
す
る
。
そ
の
意
味
で
こ
の
不
均
等
は
資
本

主
義
的
殻
展
の
過
程
に
必
然
な
存
在
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
即
ち
前
節
に
定
義
し
た
「
過
剰
就
業
」
は
資
本
主
義
的

日
本
経
済
と
「
遁
剰
就
業
」

端
技
展
の
未
成
熟
園
に
お
い
て
必
然
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
資
本
主
義
的
様
式
に
よ
っ
て
解
消
す
る
た
め
に
は
、
そ
の

後
展
が
成
熟
の
段
階
に
達
す
る
ま
で
の
長
期
動
態
的
な
過
程
を
も

っ
て
す
る
以
外
に
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
速
度
は
各
園
経
糟
の

お
か
れ
た
諸
保
件
に
よ
っ
て
異
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
成
熟
の

段
階
に
到
達
す
る
保
件
を
歓
く
か
も
知
れ
な
い
。
と
く
に
十
九
世

紀
と
異
っ
て
二
十
世
紀
に
主
と
し
て
そ
の
資
本
主
義
的
殺
展
の
過

程
を
も
っ
諸
園
は
そ
の
傑
件
を
扶
く
可
能
性
が
強
い
。
そ
う
い
う

貼
を
認
め
て
も
前
述
の
一
般
的
原
則
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

弐
に
問
題
に
な
る
の
は
過
剰
就
業
の
程
度
は
資
本
主
義
的
設
展

の
過
程
で
強
化
さ
れ
る
か
、
弱
化
さ
れ
る
か
と
い
う
歴
史
的
傾
向

の
い
か
ん
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
封
す
る
解
答
を
一
般
論
と
し
て

理
論
的
に
興
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
い
う
性
質
の
問
題
で

あ
る
と
、
私
は
お
も
う
。
し
か
し
こ
れ
に
関
す
る
諸
傑
件
を
整
理

す
れ
ば
、
簡
単
な
叙
述
で
無
理
で
は
あ
る
が
、
お
よ
そ
衣
の
よ
う

に
な
ろ
う
か
、
ま
ず
四
つ
の
傑
件
を
指
摘
す
る
。

一
、
資
本
主
義
的
後
展
の
速
度
。
こ
れ
は
資
本
の
蓄
積
率
の
大

い
さ
を
そ
の
指
標
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
資
本
の
存
在
量
を

K
、
そ
の
増
分
を
広
と
す
れ
ば

T
A坦
同
に
あ
た
る
k
の
値
で
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銭

こ
の
値
が
大
き
い
ほ
ど
、
他
の
事
情
の
等
し
い
か
ぎ
り
、

資
本
主
義
的
雇
用
の
増
大
卒
は
大
き
く
な
る
。

二
、
資
本
構
成
の
鑓
化
傾
向
。
雇
用
労
働
力
を
N
と
す
れ
ば
資

本
構
成
は
同
¥
同
で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
資
本
は
賃
金
皐
位

測
定
と
す
る
。
こ
の
値
を
J
と
す
る
。
他
の
事
情
が
等
し
い
か
ぎ

り
、
こ
の

j
の
値
が
大
き
く
な
る
ほ
ど
雇
用
の
増
大
卒
は
小
さ
く

な
る
。
逆
は
逆
で
あ
る
。

j
が
慶
化
し
な
け
れ
ば
雇
用
量
鐘
動
に

資
本
構
成
は
影
響
し
な
い
。

三
、
発
働
力
の
供
給
饗
動
。
こ
の
要
因
は
性
質
の
異
る
こ
う
の

項
か
ら
成
る
。
一
つ
は
生
産
年
齢
人
口
の
自
然
的
増
加
で
、
他
は

努
働
力
の
供
給
函
敷
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
日
本
も
大
韓
に

お
い
て
先
進
資
本
主
義
国
の
人
口
運
動
と
大
差
な
い
傾
向
を
歴
史

的
広
た
ど
っ
て
き
た
し
、
今
後
も
た
ど
る
も
の
と
議
測
さ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
初
期
の
増
加
期
か
ら
弐
期
の
著
増
期
に
入
り
、

や
が
て
は
増
加
率
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
境
運
を
描
く
こ
と
が
確

貫
で
あ
る
0

1

後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
判
然
と
は
推
定
で
き

な
い
。
し
か
し
長
期
的
に
み
て
労
働
の
供
給
函
数
が
右
下
り
で
あ

る
こ
と
は
確
貫
で
あ
る
。
勢
働
力
卒
(
生
産
年
齢
人
口
に
た
い
す
る

場
働
力
人
口
の
比
率
)
】
ぷ
一
三
時
口
ぽ
己
目
。
ロ

E
S
は
所
得
水
準
の
高
い

あ
る
。

-
園
ほ
ど
低
い
し
、
特
定
の
園
に
つ
い
て
の
歴
史
的
観
察
も
同
じ
傾

向
を
ほ
ぼ
示
す
例
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

四
、
非
資
本
主
義
的
部
門
に
お
け
る
生
産
性
向
上
卒
の
相
封
的

大
い
さ
。
す
で
に
前
節
に
か
か
げ
た
園

ωで
も
明
か
に
し
た
よ
う

に
、
こ
の
部
門
の
生
産
力
の
向
上
は
過
剰
就
業
の
程
度
の
減
少
と
、

技
術
的
、
組
織
的
接
革
の
二
因
に
よ
る
と
考
え
て
い
る
。
前
者
は

こ
こ
で
は
説
明
さ
る
べ
き
項
で
あ
る
か
ら
、
保
件
と
し
て
は
も
ち

ろ
ん
後
者
だ
け
を
意
味
す
る
。
も
し
他
の
事
情
に
し
て
等
し
い
な

ら
ば
、
こ
の
部
門
に
お
け
る
技
術
的
、
組
織
的
聾
革
の
放
果
が
大

き
い
ほ
ど
、
過
剰
就
業
の
程
度
は
小
と
な
る
こ
と
は
説
明
を
要
し

な
い
。さ

て
以
上
の
諸
傑
件
の
聞
の
関
係
を
い
さ
さ
か
考
察
し
て
み
よ

う
。
資
本
係
数
が
長
期
に
わ
た
っ
て
ほ
ぼ
不
盤
で
あ
る
と
い
う
通

常
の
偲
定
を
設
け
る
と
、
資
本
の
蓄
積
率
k
は
産
出
量
の
成
長
率

(
そ
れ
を
G
と
す
る
)
に
等
し
い
。
資
本
主
義
部
門
の
生
産
性
の
増

、
大
卒
を

g
、
雇
用
の
増
加
率
を
九
と
す
れ
ば
、
周
知
の
よ
う
に

Q
H
q
+
デ
さ
ら
に
労
働
の
分
前
の
卒
が
不
麗
で
あ
る
と
偲
定
し
、

賃
金
の
増
大
卒
を

ω
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

g
に
等
し
い
筈
で
あ
る
。

ま
た
賃
金
車
位
の
資
本
の
蓄
積
率
は
し
た
が
っ
て
そ
れ

h
H
I
S
-
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は
雇
用
の
増
大
卒
犯
に
等
し
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
第
二
の
傑
件

に
つ
い
て

J
を
不
麗
と
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
犯
が
勢
働
の
供

給
増
大
卒
(
そ
れ
を
，
w
と
す
る
)
に
一
致
す
れ
ば
、
資
本
の
蓄
積
の
進

行
は
分
配
率
不
整
の
も
と
で
増
加
労
働
力
の
完
全
雇
用
を
貫
現
し

て
い
く
。
し
か
し

3
八
宮
、
で
あ
れ
ば
そ
れ
は
貫
現
さ
れ
な
い
で
、

供
給
超
過
分
は
非
資
本
主
義
的
部
門
に
残
留
す
る
か
、
新
た
な
失

業
と
な
る
。
日
本
経
慣
の
如
き
に
お
い
て
は
長
期
的
に
失
業
が
大

量
に
頴
在
し
う
る
基
盤
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
過
剰
就
業
の
形
を

原
則
と
し
て
と
る
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
弐
簡
で
説
明
す
る
。

逆
に
も
し
s
V
誌
、
で
あ
れ
ば
非
資
本
主
義
的
部
門
か
ら
勢
働
力
が

雇
用
さ
れ
そ
こ
で
の
就
業
者
が
減
少
し
て
い
く
0

3

H
え
で
あ
る

と
き
に
は
非
資
本
主
義
的
部
門
の
就
業
者
は
組
封
数
と
し
て
不
鑓

に
と
ど
ま
り
、
し
た
が
っ
て
相
封
的
に
減
少
も
で
い
く
。
こ
の
就

業
者
の
減
少
が
過
剰
就
業
を
縮
小
す
る
強
い
要
因
と
な
る
可
能
性

の
あ
る
ニ
と
は
自
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
ま
た
後
れ
た

部
門
の
生
産
性
を
あ
げ
る
技
術
的
、
組
織
的
費
革
の
貫
現
の
い
か

ん
に
か
か
る
。
(
い
ま
問
題
を
限
定
し
て
考
察
し
た
い
た
め
に
産

出
物
の
相
封
債
格
の
鑓
化
の
放
果
を
捨
象
す
る
。
)

周
知
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
の
「
相
封
的
過
剰
人
口
」
の
理
論
で

羽
本
総
務
と
「
遁
剰
就
業
」

泌

は
以
上
の
諸
僚
件
の
う
ち
、
第
二
の
資
本
構
成
の
麓
化
を
特
定
の

傾
向
「
有
機
的
構
成
の
高
度
化
」
に
儒
定
し
、
こ
れ
を
主
軸
と
し

て
大
膳
に
蹄
結
に
導
い
た
。
第
三
と
第
四
の
保
件
は
ま
っ
た
く
考

慮
さ
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
観
察
し
た
英
国
資
本
主
義

の
初
期
に
お
い
て
勢
働
力
人
口
の
増
大
卒
は
大
き
か
っ
た
し
、
農

村
の
分
解
に
よ
る
そ
の
供
給
増
加
も
合
せ
て
彼
が
第
三
の
傑
件
を

一
暗
歎
の
う
ち
に
考
え
て
い
た
こ
と
は
事
貫
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ

れ
は
特
定
の
傾
向
に
回
限
定
さ
れ
て
い
た
。
所
得
水
準
の
上
昇
に
伴

う
人
口
増
加
率
の
減
退
、
労
働
力
供
給
の
減
少
と
い
う
そ
の
後
の

事
貫
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
「
相
封
的
過
剰
人

口
」
が
資
本
主
義
の
護
展
に
伴
っ
て
必
然
的
に
激
化
す
る
と
い
う

命
題
が
導
か
れ
る
の
は
官
然
で
あ
る
。
一
般
に
そ
の
よ
う
な
蹄
結

が
起
ら
な
い
と
い
う
積
極
的
な
否
定
を
提
案
す
る
根
操
は
十
分
に

存
す
る
と
は
思
わ
な
い
が
、
少
く
と
も
彼
の
理
論
は
起
り
う
る
場

合
の
た
だ
一
つ
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
偏
向
の
誤
り
を
も
ワ
と

思
う
。彼

の
概
念
「
相
封
的
過
剰
人
口
」
の
特
質
は
あ
く
ま
で
も
資
本

構
成
の
高
度
化
と
い
う
慢
話
と
不
可
分
離
な
も
の
と
解
す
べ
き
で

あ
る
。
ス
ウ
イ
ー
ジ
ー
の
如
き
は
こ
の
こ
と
を
最
も
巌
密
に
解

.[j()7 
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し
、
前
述
の
第
三
の
僚
件
の
あ
り
方
の
い
か
ん
に
無
関
係
で
あ
る

と
規
定
し
て
い
る
。
純
理
論
的
に
は
そ
れ
が
正
し
い
と
お
も
わ
れ

る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
の
概
念
を
ル
ー
ズ
に
解
し
て
ケ
イ
ン
ズ
的

な
失
業
に
封
立
す
る
概
念
的
失
業
の
一
般
的
呼
栴
と
し
て
用
い
る

こ
と
は
人
を
無
用
の
混
乱
に
導
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は

な
い
。
こ
の
概
念
は
資
本
主
義
的
後
展
の
過
程
に
閲
す
る
彼
調
自

の
他
の
諸
命
題
と
不
可
分
離
に
結
合
し
て
盟
系
的
理
解
を
要
請
し

て
い
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
命
題
と
切
り
は
な
し
て
こ

の
貼
だ
け
を
借
用
す
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
で
は

例
説
で
た
り
る
と
お
も
う
が
例
え
ば
窮
之
化
の
法
別
で
あ
る
。
紹

封
的
で
あ
れ
相
封
的
で
あ
れ
窮
乏
化
の
傾
向
な
る
も
の
は
相
封
的

過
剰
人
口
論
と
不
可
分
で
あ
る
。
一
方
に
お
い
て
窮
乏
化
の
法
則

を
否
定
し
、
他
方
に
お
い
て
相
封
的
過
剰
人
口
の
概
念
を
是
認
す

る
と
い
う
曲
翠
は
で
き
う
る
筈
の
も
の
で
は
な
い
。
私
は
窮
之
化

の
法
則
は
経
験
的
誰
明
を
一
般
的
に
え
に
く
い
性
質
の
も
の
と
お

も
っ
て
い
る
。
「
過
剰
就
業
」
と
い
う
概
念
は
資
本
主
義
的
殻
展

が
長
期
動
態
的
に
み
て
生
産
性
の
向
上
に
伴
う
貫
質
賃
金
の
上
昇

を
も
た
ら
す
こ
と
、
確
貫
と
は
な
お
い
え
な
い
に
し
て
も
労
働
の

相
封
的
分
前
は
ほ
ぼ
不
盤
に
保
た
れ
る
こ
と
、
そ
う
し
た
事
貫
を

、、

前
提
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
直
接
に
所
得

に
闘
す
る
規
定
で
は
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
間
接
に
は
大
い

に
関
係
を
も
っ
。
も
し
も
貫
質
賃
金
の
上
昇
が
な
い
設
展
の
過
程

を
前
提
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
規
定
の
仕
方
は
全
く
襲
っ
て

来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

類
似
の
概
念
に
「
資
本
不
足
に
基
く
失
業
」
と
い
う
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
顕
在
失
業
に
し
ろ
潜
在
失
業
に
し
ろ
、
資
本
の
不
足
な
い

し
過
小
を
原
因
と
す
る
と
い
う
貼
で
わ
れ
わ
れ
の
概
念
に
類
似
の

貼
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
規
定
が
あ
ま
り
に
も
形
式
的
に
す

ぎ
、
か
っ
一
方
的
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
存
在
す
る
資
本
設
備
の

完
全
利
用
の
と
き
で
も
な
お
存
在
す
る
「
過
剰
就
業
」
は
、
そ
の

時
貼
に
づ
い
て
い
え
ば
、
た
し
か
に
資
本
の
過
小
を
原
因
と
す
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
。
け

れ
ど
も
資
本
の
不
足
の
解
治
は
資
本
主
義
的
な
蓄
積
運
動
に
よ
っ

て
の
み
、
長
期
動
態
的
に
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
よ

る
解
決
は
な
い
。
だ
か
ら
「
過
剰
就
業
比
は
資
本
の
蓄
積
の
進
行

過
程
で
必
然
に
存
在
す
る
と
見
る
方
が
現
貫
的
規
定
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
存
在
を
規
定
す
る
傑
件
の
中
、
資

本
の
蓄
積
速
度
は
、
重
要
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
唯
一
の
も
の
で

508 

元占ー-ーーーー一一 一



63 

は
な
い
。
例
え
ば
勢
働
力
の
供
給
の
増
加
率
が
き
わ
め
て
高
い
事

情
の
も
と
に
わ
れ
わ
れ
の
問
題
が
生
ず
る
と
き
に
、
そ
れ
は
資
本

の
不
足
に
基
く
と
規
定
し
て
み
て
も
具
瞳
性
は
も
ち
え
な
い
。
資

本
の
蓄
積
速
度
に
は
自
ら
歴
史
的
、
経
験
的
な
水
準
が
あ
'
る
。
そ

れ
を
人
口
増
加
率
に
遁
態
的
に
考
え
て
も
抽
象
的
に
誤
り
で
は
な

い
と
い
う
に
す
ぎ
ず
、
且
汽
韓
性
は
な
い
c

と
こ
ろ
で
資
本
主
義
の
成
熟
は
欧
洲
諸
園
に
お
い
て
は
長
期
に

み
て
「
過
剰
就
業
」
を
減
少
し
て
き
た
と
み
て
い
い
。
そ
れ
は
最

も
大
き
く
第
三
の
傑
件
、
す
な
わ
ち
、
労
働
力
供
給
の
増
加
の
減

退
に
よ
っ
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
人
口
側
の
要
因
を

と
り
あ
げ
る
の
は
輿
件
的
説
明
で
あ
る
と
か
、
マ
ル
サ
ス
的
で
あ

る
と
か
、
批
判
は
多
い
が
、
ご
こ
で
は
人
口
そ
の
も
の
を
「
過
剰

、.、.
人
口
」
論
と
し
て
取
扱
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
ろ
ん
そ
の
自

然
増
加
の
麓
化
の
様
相
は
労
働
力
の
そ
特
に
強
く
影
響
す
る
が
、

直
接
の
課
題
は
持
働
力
の
長
期
供
給
の
嬰
化
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

れ
は
資
本
主
義
的
費
展
の
所
産
と
し
て
の
獲
化
に
他
な
ら
な
い
。

日
本
経
楠
に
お
け
る
嘗
面
の
問
題
も
、
最
も
強
く
こ
の
僚
件
に

依
存
す
る
。
今
後
十
数
年
間
は
生
産
年
齢
人
口
の
増
加
率
が
も
っ

と
も
は
げ
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
後
の
期
間
に
お
い
て
は
、
前

日
本
終
済
と
「
遁
剰
就
業
」

注
し
た
第
三
の
僚
件
を
形
成
す
る
第
一
の
要
因
は
過
剰
就
業
の
減

少
に
た
い
し
て
好
都
合
に
働
く
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら

他
の
諸
保
件
の
作
用
方
向
に
つ
い
て
は
確
買
な
こ
と
は
量
的
に
は

何
も
い
え
な
い
。
私
は
こ
こ
で
た
だ
一
つ
の
マ
イ
ナ
ス
の
傑
件
を

性
質
的
に
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
る
と
お
も
う
。
後
れ
て
畿
達
し

た
資
本
主
義
は
園
際
市
場
競
争
の
要
請
か
ら
園
際
的
に
第
一
流
の

技
術
盤
革
に
う
ね
に
追
従
し
て
い
か
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
た
め
に

高
賃
金
園
で
そ
れ
に
逼
臆
し
て
工
夫
さ
れ
た
発
働
節
約
的
技
術
の

導
入
を
不
可
避
と
さ
れ
る
。
そ
れ
は
自
国
の
賃
金
の
一
般
水
準
に

逼
摩
し
た
技
術
慶
革
に
く
ら
べ
て
資
本
構
成
を
よ
り
高
め
る
放
果

を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
前
述
の
第
二
の
傑
件
に
つ
い
て

j
の
値
に
強
く
影
響
す
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
他
の
事
情
に

し
て
等
し
い
限
り
「
過
剰
就
業
」
を
激
化
す
る
よ
う
に
作
用
す
る
。

就
業
の
係
件
と
そ
の
形
態

資
本
主
義
的
企
業
の
労
働
力
需
要
に
た
い
し
て
、
そ
の
供
給
が

構
造
的
に
超
過
し
て
い
る
状
態
、
こ
れ
が
過
剰
就
業
が
資
本
主
義

的
費
展
の
過
程
で
生
ず
る
基
本
的
要
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前

簡
で
み
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
賦
態
が
生
み
だ
す
も
の
は
、
最
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淑
叫
に
い
え
ば
「
過
剰
労
働
力
人
口
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

過
剰
就
業
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
わ
れ
わ
礼
の
規
定
す
る

意
味
に
お
い
て
「
過
剰
就
業
」
と
な
る
た
め
に
は
貫
は
他
の
傑
件

を
必
要
と
す
る
。
わ
れ
わ
れ
は
遁
剥
就
業
は
過
剰
労
働
力
人
口
の

支
配
的
な
存
在
形
態
で
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
こ

の
よ
う
な
就
業
形
態
を
と
る
た
め
の
傑
杵
を
検
討
す
る
こ
と
が
、

し
た
が
っ
て
弐
の
課
題
と
な
る
。

そ
の
第
一
の
傑
件
は
「
生
産
要
素
の
結
合
閥
係
が
技
術
的
に
著

し
く
弾
力
的
」
な
生
産
分
野
が
大
量
に
産
業
的
に
存
在
す
る
こ
と

で
あ
る
。
前
述
の
意
味
に
お
け
る
過
剰
労
働
力
人
口
が
産
業
的
に
、

恒
常
的
に
就
業
し
う
る
た
め
に
は
、
僅
か
な
資
布
設
備
と
多
量
の

労
働
力
と
の
結
合
閥
係
が
技
術
的
に
可
能
な
分
野
が
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
か
っ
そ
の
結
合
関
係
は
固
定
的
で
は
な
く
弾
力
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
過
剰
労
働
力
人
口
が
失
業
形
態
で
は
な
く
就
業

形
態
を
と
る
た
め
に
は
任
意
の
過
剰
分
が
、
生
産
に
投
下
さ
れ
う

る
た
め
の
技
術
的
保
件
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
最
近

H
F
ω
・

問。】

2
5
等
二
、
三
の
人
々
が
重
視
し
て
い
る
旨

2
2
H
U
3
3
?

昨
日
O
H
M

閣
の
問
題
が
こ
こ
に
あ
る
。
一
般
に
近
代
的
企
業
ほ
ど
そ
れ

は
リ
ジ
ッ
ド
で
あ
る
が
、
後
れ
た
部
門
で
は
弾
力
的
で
あ
る
。

日
本
経
梼
で
は
こ
う
し
た
弾
力
的
な
分
野
は
、
主
と
し
て
第
一

次
産
業
と
商
業
的
サ
1
グ
、
ィ
ス
部
門
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
土

地
、
資
本
と
い
う
生
産
手
段
と
労
働
力
と
の
結
合
は
、
か
な
り
庚

範
園
に
弾
力
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
は
歴
史
的
に
労
働
集
約

的
な
経
営
が
行
わ
れ
て
き
た
し
、
か
っ
過
剰
労
働
力
人
口
の
費
動

に
熔
じ
て
、
そ
こ
で
の
就
業
量
を
増
減
し
う
る
技
術
的
保
件
を
も

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
技
術
的
失
業
」
と
い
う
概
念
は
資
本
に

よ
る
労
働
の
代
替
が
技
術
的
進
歩
の
必
然
の
結
果
と
し
て
生
ず
る

こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
の
場
合
に
は
生
産
要
素
の
結
合
閥
係

は
固
定
的
で
あ
る
と
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
闘
係
づ
け
て
い

ま
わ
れ
わ
れ
の
取
扱
っ
て
い
る
賦
態
を
「
技
術
的
就
業
」
と
呼
ぶ

こ
と
は
不
通
切
で
は
な
か
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
こ
の
よ
う
な
技
術

的
傑
件
は
標
準
以
下
の
低
い
賃
金
所
得
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
現
貫
的
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
低
賃
金
と

い
う
貼
が
述
べ
よ
う
と
す
る
第
二
の
傑
件
に
強
く
閲
係
を
も
ワ
。

第
二
の
僚
件
は
第
一
の
そ
れ
が
技
術
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
っ

た
の
に
た
い
し
て
、
主
鰭
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
ケ
イ
ン
ズ
の

定
義
し
た
非
自
愛
的
失
業
の
概
念
が
現
貫
に
成
立
す
る
地
盤
が
な

く
、
よ
り
低
い
賃
金
で
も
就
業
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
蹴
態
が
そ

510 



れ
町
で
あ
る
。
や
L
誤
解
を
ま
ね
く
お
そ
れ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
こ
れ
を
「
非
自
渡
的
就
業
」
と
呼
ん
で
も
い
い
と
お
も
う
。
よ

り
低
い
賃
金
で
就
業
を
し
て
い
る
人
達
は
も
ち
ろ
ん
よ
り
高
い
賃

金
の
職
業
へ
の
時
職
を
希
望
し
て
い
る
。
だ
か
ら
好
ん
で
そ
の
職

業
に
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
ロ
ビ
ン
ソ

ン
の
偶
装
失
業
の
規
定
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
局
限
さ
れ
た
揚
合
で

は
な
く
て
、
園
民
経
済
全
瞳
と
し
て
賃
金
の
格
差
が
著
し
く
大
き

く
か
っ
庚
汎
に
恒
存
す
る
日
本
経
捕
の
場
合
に
は
、
よ
り
低
い
賃

金
の
獲
得
は
「
非
自
渡
的
」
で
は
あ
る
が
就
業
で
あ
る
と
い
っ
て
も

い
い
。
「
そ
の
勢
働
の
限
界
生
産
物
の
債
値
に
相
摩
す
る
報
酬
を

受
容
れ
る
こ
と
を
」
止
む
を
え
ず
是
認
す
る
蹴
態
に
他
な
ら
な
い
。

過
剰
労
働
力
人
口
は
右
の
傑
件
の
も
と
で
主
と
し
て
「
過
剰
就

業
」
の
形
態
を
と
る
。
こ
こ
に
「
主
と
し
て
」
と
い
う
の
は
顕
在

失
業
と
い
う
形
態
の
費
生
を
も
否
定
し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ

る。
と
F

}

ろ
で
衣
の
課
題
は
こ
の
過
剰
就
業
に
つ
い
て
の
諸
形
態
の

存
在
可
能
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
現
貫
の
形
態
は
庚

い
幅
を
も
ち
種
々
の
在
り
方
を
と
る
。
私
は
問
題
の
こ
の
面
に
関

す
る
分
析
を
ま
だ
十
分
に
行
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
全
面

6S 

日
本
経
済
と
「
過
剰
就
業
」

必

的
に
で
は
な
く
二
つ
ほ
ど
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
中
心
と
し
て
一
爆
の

接
近
を
試
み
よ
う
と
お
も
う
。

一
つ
は
「
偽
装
均
衡
」
門
出
血
宮
山
田

E

Z丘
ロ
青
山
回
目
と
い
う
考

え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
念
意
を
も
っ
概
念
で
あ
る
。

す
で
に
第
一
節
で
明
か
に
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
努

働
の
限
界
生
産
力
の
低
位
な
産
業
の
構
造
的
な
存
在
を
問
題
と
し

て
き
た
が
、
そ
こ
で
の
就
業
者
の
所
得
は
直
接
に
は
分
析
の
封
象

と
し
て
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
限
界
生
産
物
の
債
値
に
相
臆
す
る

低
い
弊
働
報
酬
が
貫
現
す
る
限
り
、
そ
の
低
い
努
働
所
得
は
嘗
然

で
あ
る
。
だ
が
濁
室
生
産
者
は
非
努
働
所
得
を
同
時
に
獲
得
す
る

か
ら
、
彼
等
の
総
所
得
は
標
準
賃
金
所
得
よ
り
低
い
と
は
限
ら
な

い
。
も
っ
と
も
典
型
的
な
の
は
日
本
農
業
に
お
け
る
自
作
農
で
あ

り
.
、
農
地
改
革
後
に
支
配
的
に
な
っ
た
こ
の
形
態
で
は
機
能
的
に

蹄
嵐
推
計
さ
れ
る
勢
働
報
酬
以
外
に
か
な
り
の
額
の
地
代
所
得
を

え
て
い
る
。
商
業
等
の
第
三
次
産
業
に
麗
す
る
猫
立
経
営
者
も
ま

た
そ
の
性
質
上
、
同
じ
形
態
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
混
合
所
得
者
の
性
質
を
標
準
的
賃
金
所

得
者
と
競
争
的
存
在
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
資
本

主
義
的
後
展
の
未
熟
の
所
産
で
は
あ
る
が
、
資
本
主
義
的
世
舎
の
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経
糟
意
識
の
所
持
者
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
資
本
主
義
の
外
に
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
彼
等
の
混
合
所
得
が
標
準
賃
金
所
得

と
等
し
く
、
所
得
水
準
に
闘
す
る
か
ぎ
り
相
互
に
無
差
別
の
賦
態

に
あ
る
モ
デ
ル
ケ
イ
ス
を
想
定
し
よ
う
。
附
労
働
力
人
口
が
所
得
水

準
の
み
に
よ
っ
て
産
業
間
移
動
を
行
う
と
す
る
と
い
う
偲
定
は
も

ち
ろ
ん
飴
り
に
も
車
純
に
す
ぎ
る
が
、
い
ま
簡
阜
の
た
め
一
底
こ

の
俵
定
を
と
れ
ば
、
こ
の
蹴
態
は
一
種
の
「
均
衡
」
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
限
界
生
産
力
は
傾
斜
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
生
産
面

に
つ
い
て
は
「
不
均
衡
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
産
面
の
不
均

衡
を
偶
装
し
た
所
得
面
の
均
衡
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
こ
れ
を

「
偶
装
均
衡
」
と
い
う
。
英
米
流
の
表
現
に
よ
れ
ば
む
し
ろ
「
偶

襲
不
均
衡
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
モ
デ
ル
概
念
は
日
本
経
済
の
雇
用
面
に
適
用
し
て
か
な
り

現
貫
的
で
あ
ろ
う
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。
貫
践
的
硯
貼
か

ら
す
れ
ば
、
過
剰
就
業
の
形
態
を
こ
の
吠
態
に
維
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
き
、
日
本
経
演
は
そ
の
雇
用
問
題
を
一
一
態
解
決
し
ワ
L

費
展
す
る
と
い
え
る
。
前
節
で
第
四
の
僚
件
と
し
て
後
れ
た
部
門

の
技
術
的
、
組
織
的
措
型
車
を
述
べ
た
こ
と
が
、
こ
の
貼
に
密
接
に

関
聯
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

~ 

他
の
一
つ
は
選
揮
尺
度
と
し
て
の
所
得
と
鈴
暇
の
関
係
に
閲
す

る
。
労
働
力
に
つ
い
て
そ
の
供
給
行
動
の
分
析
は
最
近
よ
う
や
く

理
論
的
、
貫
謹
的
な
闘
心
を
強
め
て
き
た
が
、
ま
だ
明
か
で
な
い

部
分
が
多
い
。
私
は
こ
こ
で
一
つ
の
大
謄
な
偲
読
を
提
案
し
て
み

た
い
と
お
も
う
。
過
剰
就
業
が
大
量
に
存
在
す
る
枇
舎
で
は
、
所

得
と
飴
暇
と
い
う
こ
っ
の
要
素
の
中
、
一
勤
労
者
が
他
に
均
等
し
よ

う
ー
す
る
意
慾
を
よ
り
強
く
一
不
す
の
は
所
得
で
あ
っ
て
、
館
暇
で

は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
標
準
的
賦
態
な
い
し
水
準
に
た
い
し
て
そ

の
開
差
が
後
生
、
存
在
す
る
と
き
所
得
開
差
は
飴
暇
開
差
よ
り
も

緊
急
度
が
高
い
と
い
う
選
捧
行
動
を
彼
等
は
一
不
す
。
こ
れ
を
皐
純

な
形
で
示
す
と
園
(

E

)

の
よ
う
に
な
る
。
標
準
的
な
労
働
者
の

無
差
別
憧
系
で
A
と
い
う
無
差
別
曲
線
上
の

E
が
均
衡
貼
と
す

る
。
比
較
さ
れ
る
過
剰
就
業
扶
態
の
就
業
者
の
無
差
別
盟
系
を
こ

れ
に
重
ね
合
せ
そ
の
無
差
別
曲
線
B
に
づ
い
て
均
衡
貼
を
考
え
よ

う
と
す
る
。
も
し
所
得
の
均
等
を
貫
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ー
に
な

る
。
そ
の
と
き
犠
暇
は
ん
だ
け
少
い
。
も
し
飴
暇
の
均
等
を
貫
現

す
れ
ば
、
均
衡
貼
は
L
と
な
り
、
そ
の
と
き
所
得
は
仇
だ
け
少
い
。

そ
の
中
間
の
形
態
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
L

貼
で
は
な
く
て
I
貼
の
貫
現
が
企
固
さ
れ
る
と
い
う
偲
説
を
と
る
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と
こ
ろ
で
所
得
や
飴

暇
の
考
量
に
つ
い
て
、

そ
の
皐
位
は
個
人
で
な

く
世
帯
で
あ
る
と
考
え

る
の
が
現
質
的
で
あ

り
、
か
っ
齢
暇
に
つ
い

て
は
そ
の
逆
に
労
働
時

間
を
と
っ
て
も
い

L

が
、
何
れ
に
し
て
も
庚

義
に
お
け
る
労
働
僚
件
を
大
部
分
念
意
し
う
る
よ
う
な
幅
を
も
っ

た
概
念
と
解
し
て
お
く
方
が
現
貫
に
近
い
。
前
述
の
「
偶
装
均

衡
」
は
こ
の
偲
読
の
下
で
は
世
帯
草
位
に
つ
い
て
所
得
均
等
を
貫

現
し
た
賦
態
で
あ
る
か
ら
、
ま
た
こ
の
偲
設
を
現
質
的
と
考
え
る

か
ら
こ
そ
所
得
均
等
を
前
面
に
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は

首
然
に
飴
暇
の
不
均
等
を
生
一
ず
る
。
蝕
暇
の
均
等
を
犠
牲
に
し
て

所
得
の
均
等
を
う
る
。
こ
れ
は
持
働
時
間
の
延
長
で
あ
る
か
ら
、

そ
う
で
な
い
場
合
に
く
ら
べ
て
そ
の
限
界
生
産
力
を
よ
り
低
下
さ

せ
る
こ
と
に
な
り
、
過
剰
就
業
の
程
度
を
強
め
る
と
い
う
相
互
関

所得と除暇の選揮

A 

画(11)

t 

67 

日
本
経
済
と
「
過
剰
就
業
」

の
で
あ
る
σ

事。

速
を
形
づ
く
る

G

最
後
に
「
産
業
設
備
軍
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
概
念
と
の
閥
係
に

，
簡
単
に
ふ
れ
た
い
。
そ
の
意
味
を
限
定
し
て
f

「
資
本
主
義
企
業
の

雇
用
に
た
い
す
る
リ
ザ
1
グ
が
づ
ね
に
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味

に
だ
け
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
過
剰
労
働
力
人
口
」
と
同
じ

内
容
と
な
る
。
そ
の
意
味
の
強
備
軍
は
偽
装
均
衡
の
賦
態
に
お
い

て
も
存
在
す
る
。
そ
れ
以
下
の
賦
態
で
は
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。

し
か
し
そ
れ
は
過
剰
就
業
の
賦
態
に
あ
る
労
働
力
人
口
の
一
卒
で

あ
っ
て
、
全
部
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
世
帯
皐
位
の
考
察
で
は
世

帯
の
中
接
労
働
者
の
他
に
、
前
簡
で
も
述
べ
た
よ
う
に
家
族
従
業

者
の
大
量
の
存
在
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
前
述

の
世
帯
単
位
と
し
て
の
飴
暇
の
犠
牲
の
主
た
る
貫
瞳
に
他
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
家
族
従
業
者
の
中
、
第
一
節
の
園
(

I

)

に

つ
い
て
述
べ
た
静
態
的
部
分
、
す
な
わ
ち
、
技
術
的
、
組
織
的
嬰

草
な
く
し
て
そ
の
労
働
投
下
の
減
少
の
み
で
限
界
生
産
力
を
上
昇

せ
し
め
う
る
部
分
、
理
論
的
に
は
こ
れ
に
相
官
す
る
も
の
が
、
短

期
的
に
資
本
主
義
的
雇
用
の
封
象
と
な
り
う
る
「
設
備
軍
」
で
あ

る
と
わ
れ
わ
れ
は
解
す
る
。
ハ
一
九
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