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賃
金
基
金
説
ミ
護
窃
旨
且
3
。
三
希
は
古
典
派
賃
金
理
論
の
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ス
ミ
ス
、
リ
カ
ー
ド
オ
、
マ
ル
サ
ス
、

J
」
S
・
ミ
ル
の
体
系
に
一
貫
し
て
流
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
学
説
は
後
に
べ
ー
ム
や
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
等
に
よ
り
、
新
賃
金
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基
金
説
と
し
て
再
構
成
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
資
本
学
説
の
先
駆
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
賃
金
基
金
説
を
学
説
史
的
に
展
望
す
る

こ
と
は
、
現
代
の
賃
金
理
論
お
よ
び
資
本
理
論
を
理
解
す
る
た
め
に
も
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
作
業
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
J
．
s
．
、
・
、
ル
に
よ
れ
ば
、
賃
金
は
人
口
と
資
本
の
比
例
に
依
存
す
る
。
こ
の
揚
合
資
本
と
は
、
労
働
者
階
級
に
支
払
う
こ
と
を
予
定

さ
れ
て
い
る
流
動
資
本
な
い
し
賃
金
財
の
ス
ト
ッ
ク
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
賃
金
率
は
、
こ
の
一
定
額
の
資
本
を
労
働
者
数
で
割
っ
た
商

と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
賃
金
率
が
上
昇
す
る
の
は
、
被
除
数
た
る
資
本
が
増
加
す
る
か
、

除
数
た
る
労
働
者
数
が
減
少
す
る
か
の
い
ず
れ
か
な
い
し
双
方
の
ケ
ー
ス
に
限
ら
れ
る
。
一
部
の
労
働
者
群
が
賃
金
の
引
上
げ
に
成
功
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
他
の
労
働
者
群
の
賃
金
を
引
下
げ
る
こ
と
に
な
り
、
労
働
者
階
級
全
体
と
し
て
み
れ
ば
何
等
の
利
益
も
な
い
こ
と

に
な
る
。

　
以
上
が
賃
金
基
金
説
の
概
要
で
あ
り
、
そ
の
理
論
的
帰
結
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
論
理
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
基
礎
と
し

て
の
経
済
観
な
り
、
諸
前
提
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
失
う
な
ら
賃
金
基
金
説
の
正
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
の
際
に
先
ず
問
題
と
す
べ
き
は
、
生
産
過
程
の
不
連
続
性
に
つ
い
て
の
仮
定
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
賃
金
基
金
は

労
働
者
階
級
が
生
産
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
生
産
期
間
中
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な
生
存
資
料
か
ら
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
意

味
す
る
と
こ
ろ
は
生
産
と
消
費
と
の
時
間
的
間
隔
の
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
賃
金
基
金
は
こ
の
時
間
的
間
隔
を

架
橋
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
生
産
過
程
の
不
連
続
性
は
同
時
に
賃
金
基
金
の
前
払
い
＆
く
き
8
を
要
求
す
る
。
そ
こ
で
こ
う

し
た
考
え
方
は
と
き
に
前
払
い
経
済
学
画
牙
磐
。
＆
9
9
0
目
諺
と
よ
ば
れ
、
同
時
化
経
済
学
碕
9
ぼ
o
艮
墨
試
9
。
8
8
巨
8
と
対

　
　
（
2
）

比
さ
れ
る
。
現
代
で
は
古
典
派
の
時
代
と
異
な
っ
て
、
賃
金
財
は
農
産
物
以
外
の
生
活
必
需
品
・
享
楽
財
が
大
き
な
比
重
を
占
め
、
こ
れ



ら
の
消
費
財
は
た
と
え
そ
の
生
産
に
時
間
が
か
か
る
と
し
て
も
、
同
種
の
生
産
物
が
あ
た
か
も
時
間
的
間
隔
を
お
か
ぬ
ご
と
く
に
連
続
的

に
生
産
さ
れ
る
。
そ
の
理
由
は
、
農
産
物
に
お
け
る
播
種
期
、
収
穫
期
の
．
こ
と
く
生
産
の
季
節
的
制
約
が
工
業
生
産
に
は
な
い
か
ら
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
生
産
段
階
を
異
に
す
る
同
種
生
産
物
の
同
時
進
行
的
生
産
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
古
典
派
的
経
済

で
は
、
ま
さ
に
生
産
の
特
性
か
ら
し
て
賃
金
は
前
払
い
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
同
時
化
経
済
学
の
観
点
か
ら
し
て
も
、

な
お
、
生
産
に
お
け
る
時
間
的
要
素
の
存
在
は
否
定
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
資
本
の
本
質
的
機
能
は
ま
さ
に
こ
の
点

に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
消
耗
さ
れ
た
財
貨
が
直
ち
に
そ
の
分
だ
け
正
確
に
補
填
さ
れ
て
ゆ
く
定
常
状
態
で
は
、
そ
の
定
義
的
属

性
か
ら
し
て
時
間
的
要
素
の
考
慮
は
な
ん
ら
経
済
的
意
味
を
も
た
な
い
。
し
か
毛
、
ひ
と
た
び
発
展
す
る
経
済
に
目
を
転
ず
る
な
ら
、
そ

こ
で
は
た
え
ず
生
産
期
間
の
変
更
が
み
ら
れ
、
資
本
が
こ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
事
情
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
古
典
学
派
の
賃
金
基
金

説
に
こ
う
し
た
認
識
が
あ
っ
た
か
否
か
を
検
討
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
先
ず
第
一
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
賃
金
基
金
説
の
基
礎
を
な
す
第
二
の
も
の
は
、
労
働
者
階
級
の
生
活
向
上
が
資
本
の
蓄
積
に
依
存
す
る
と
い
う
認
識
に
求
め
ら
れ
る
。
9

基
金
説
の
原
初
的
形
態
と
し
て
の
労
働
力
再
生
産
費
説
な
い
し
生
存
費
説
に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
労
働
力
供
給
面
の
分
析
に
力
点
が
お

か
れ
、
資
本
蓄
積
の
効
果
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
、
労
働
力
人
口
は
、
つ
ね
に
賃
金
の
自
然
率
を
め
ぐ
っ
て
求
心
的
な
運
動

を
く
り
か
え
す
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
基
金
説
で
は
労
働
者
階
級
は
資
本
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
賃
金
の
自
然
率
を
高
め
る
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
の
揚
合
、
資
本
の
蓄
積
が
い
か
に
賃
金
の
上
昇
と
結
ぴ
つ
く
の
か
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
わ

れ
わ
れ
の
第
二
の
課
題
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
長
期
理
論
と
し
て
の
賃
金
基
金
説
は
、
生
存
費
説
の
発
展
的
形
態
と
し
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
他
方
、
短
期
の
需
給
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（
3
）

説
と
し
て
み
た
揚
合
に
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
硬
直
的
性
格
を
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
定
の
社
会
、
一
定
の
時
点
に
お
け

る
一
定
量
の
賃
金
基
金
の
存
在
で
あ
る
。
現
代
の
理
論
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
基
金
の
大
き
さ
は
利
子
率
お
よ
ぴ
賃
金
率
に
依
存
す
る
も
の

で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
考
え
方
を
基
金
説
に
あ
て
は
め
る
な
ら
循
環
論
法
に
陥
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
も
っ
と
も
基
金
説
の
論
者
が
全

て
一
定
基
金
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
彼
等
は
い
か
に
し
て
基
金
の
大
き
さ
が
決
ま
る
の
か
を
明
ち
か
に

し
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
う
し
た
批
判
を
う
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
第
三
の
課
題
と
し
て
賃
金
基
金
説
の
限
界
を

考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；

　
本
稿
の
目
的
は
一
言
に
し
て
い
え
ば
、
古
典
派
賃
金
理
論
、
就
中
、
賃
金
基
金
説
の
現
代
的
価
値
を
間
う
こ
と
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

上
の
ぺ
た
ご
と
く
、
あ
く
ま
で
資
本
の
役
割
お
よ
び
賃
金
と
資
本
の
関
係
を
追
及
す
る
過
程
で
行
な
わ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

　
（
－
）
冒
ぎ
ω
9
畦
け
峯
F
ギ
一
蓉
首
一
①
の
o
h
u
o
一
試
8
一
国
8
ぎ
目
ざ
三
9
の
り
ヨ
。
o
窪
一
お
貯
8
忌
霧
ぎ
ロ
。
。
8
8
。
巨
嘗
ぎ
ω
8
ξ
ジ
ヨ

　
　
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
　
戸
田
正
雄
訳
『
経
済
学
原
理
』
〔
2
〕
、
第
二
編
第
一
一
章
、
二
四
八
ー
九
頁
。
賃
金
基
金
説
を
定
式
化
し
た
最
初
の

　
　
経
済
学
者
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
冒
ヨ
o
o
。
ぎ
昌
胃
は
嵩
巴
夢
霧
獅
ゆ
自
匡
ω
≦
o
詩
の
中
で
マ
カ
ロ
ッ
ク
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
マ
ル
サ
ス
も
ま
た
賃
金
基
金
説
の
父
と
よ
ば
れ
る
。
た
『
完
成
者
は
ミ
ル
で
あ
ろ
う
。

　
（
2
）
　
跨
自
く
撃
β
8
一
〇
8
ロ
o
日
ゆ
島
“
3
・
一
8
一
昌
o
巳
鋸
菖
o
け
Φ
8
β
o
ヨ
一
8
と
い
う
造
語
は
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
に
よ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
ー
グ
『
経

　
　
済
理
論
の
歴
史
』
（
久
保
、
真
実
、
杉
原
訳
）
上
巻
二
三
八
～
九
頁
参
照
。
し
か
し
碕
琴
ぼ
o
巳
鋸
江
霞
と
い
う
言
葉
は
も
と
も
と
ク
ラ
ー
ク
に
出

　
　
て
い
る
。
中
山
伊
知
郎
『
資
本
の
理
論
』
七
二
頁
参
照
。

　
（
3
）
　
こ
の
観
点
か
ら
賃
金
理
論
を
概
観
し
た
も
の
と
し
て
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ッ
プ
　
氏
原
正
治
郎
訳
『
賃
金
論
』
が
あ
る
。

　
（
4
）
　
本
稿
は
主
と
し
て
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
オ
の
所
説
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
主
要
な
参
考
文
献
は
句
ン
鍔
↓
窪
ω
ω
蒔
の
名
著
≦
轟
9



国
β
伍
○
騨
づ
一
鼠
一
｝
即
P
Φ
図
毅
B
ぎ
騨
江
O
ロ
O
h
け
げ
Φ
≦
勢
の
窪
協
β
昌
q
血
0
9
詠
コ
o
で
あ
る
。

第
一
章
資
本
の
定
義

　
賃
金
基
金
説
は
賃
金
理
論
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
序
論
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
資
本
理
論
と
不
可
分
で
あ
る
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
資
本
理
論
か
ら
必
然
的
に
み
ち
び
か
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
賃
金
基
金
説
の
展
望
は
こ
の
観
点
か
ら
行
な
う
の
が
最

も
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
資
本
の
定
義
の
吟
味
よ
り
出
発
す
べ
き
理
由
は
、
後
の
諸
章
の
テ
ー
マ
か
ら
み
て
明
ら
か
で
あ

る
。
資
本
の
定
義
を
概
観
す
る
こ
と
な
く
し
て
、
資
本
の
機
能
や
資
本
と
賃
金
の
関
係
を
論
ず
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
た
だ
、
こ
の
章
で

の
吟
味
の
対
象
は
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
オ
の
資
本
概
念
に
限
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
古
典
派
の
賃
金
基
金
説
に
話
題
を
限
定
す
る
か

ぎ
り
、
リ
カ
ー
ド
オ
以
降
ミ
ル
に
至
る
ま
で
、
資
本
概
念
に
つ
い
て
の
主
要
な
変
更
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ス
ミ
ス
の
資
本
概
念
は
先
ず
こ
れ
を
個
々
人
の
観
点
か
ら
み
る
揚
合
と
社
会
全
体
の
立
揚
よ
り
み
た
揚
合
と
に
分
け
て
考
え
る
の
が
便

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

利
で
あ
る
。
資
本
は
い
づ
れ
の
立
揚
か
ら
み
て
も
純
収
入
ま
た
は
利
潤
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
純
収
入
の
定
義
は
社
会
的
に
み
る

場
合
と
個
々
人
の
立
揚
か
ら
み
る
揚
合
と
で
は
異
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
家
屋
や
衣
裳
は
、
も
し
そ
れ
が
賃
貸
料
を
と
っ
て
賃
借

人
に
賃
貸
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
所
有
者
に
と
っ
て
は
所
得
と
な
ろ
う
。
し
か
し
社
会
全
体
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
賃
貸
料
は
賃
金
．
利
潤
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

地
代
の
い
づ
れ
か
ら
か
支
払
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
ん
に
所
得
の
再
分
配
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ス
、
、
、

ス
の
こ
の
考
え
方
は
賃
貸
料
収
入
に
か
ぎ
ら
れ
な
い
。
お
よ
そ
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
サ
ー
ビ
ス
業
の
収
入
は
す
べ
て
所
得
の
再
分
配
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
国
の
生
産
物
に
何
等
価
値
を
附
加
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
不
生
産
的
労
働
の
構
想

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



　
　
　
　
　
一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
　
M
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
点
リ
カ
ー
ド
オ
が
生
産
的
労
働
に
の
み
論
点
を
集
中
し
た
の
に
比
較
し
て
、
き
わ
だ
っ
た
対
照
を
み
せ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
家
屋
や
衣
裳
な
ど
は
社
会
的
に
み
る
と
総
ス
ト
ッ
ク
鴨
昌
R
巴
ω
8
爵
の
一
部
を
な
す
も
の
で
は
あ
る
が
、
資
本
霊
営
け
巴
で

は
な
い
。

　
さ
て
、
純
収
入
を
生
み
出
す
資
本
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
一
つ
は
流
動
資
本
。
ぎ
巳
p
け
ぼ
頭
8
営
貫
一
で
あ
り
、
他
は
固
定
資
本

穿
＆
8
口
ぢ
一
で
あ
る
。
流
動
資
本
は
、
「
そ
の
使
用
者
の
手
許
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
形
を
変
え
ず
し
て
同
一
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

状
を
持
続
す
る
か
す
る
間
は
、
こ
れ
を
用
い
る
投
資
者
に
は
何
等
所
得
お
く
9
琶
ま
た
は
利
潤
を
生
じ
な
い
」
が
、
そ
の
持
主
が
か
わ

る
と
き
、
す
な
わ
ち
流
動
流
通
な
い
し
は
連
続
的
交
換
に
よ
ρ
て
、
そ
の
所
有
主
に
利
潤
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
固
定
資
本
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

「
持
主
を
変
更
せ
ず
し
て
、
す
な
わ
ち
何
等
流
通
す
る
こ
と
な
く
し
て
所
得
お
く
9
5
な
い
し
利
潤
を
生
ず
る
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
流
動
資
本
は
次
の
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

　
一
、
貨
幣
。
た
だ
し
こ
れ
は
以
下
の
三
つ
の
部
分
を
、
そ
の
本
来
の
消
費
者
に
流
通
分
配
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。

　
二
、
食
料
品
の
在
庫
。
こ
れ
は
食
料
品
生
産
者
（
屠
獣
者
、
牧
畜
者
、
農
業
者
、
穀
物
商
、
醸
造
者
）
の
手
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
三
、
原
料
ま
た
は
半
製
品
。
こ
れ
も
同
じ
く
い
ま
だ
生
産
者
の
手
中
に
あ
る
。

　
四
、
工
業
生
産
物
の
完
成
品
。
た
だ
し
消
費
者
の
手
に
い
ま
だ
わ
た
ら
ず
、
商
人
や
生
産
者
の
手
中
に
あ
る
も
の
。

　
以
上
の
定
義
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
一
の
部
分
は
、
残
り
の
三
つ
の
部
分
を
流
動
流
通
さ
せ
、
そ
の
所
有
者
に
利
潤
を
も
た
ら
す

た
め
の
手
段
、
な
い
し
は
交
換
の
媒
体
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
実
物
的
に
み
れ
ば
、
流
動
資
本
と
は
、
生
産
者
や
商
人
の
手
許
に
あ

る
完
成
品
の
在
庫
．
半
製
品
・
原
料
か
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
こ
れ
に
対
し
て
固
定
資
本
も
同
じ
く
次
の
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

　
一
、
機
械
お
よ
ぴ
用
具
。
こ
れ
は
労
働
を
容
易
に
し
か
つ
節
約
す
る
。

　
二
、
営
業
用
の
建
造
物
。
こ
れ
は
一
般
の
家
屋
と
は
異
な
っ
て
、
そ
の
所
有
者
の
み
な
ら
ず
貸
借
者
に
も
所
得
を
も
た
ら
す
。
た
と
え

ば
倉
庫
が
こ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
三
、
改
良
さ
れ
た
土
地
。
土
地
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
開
拓
、
排
水
、
施
肥
が
行
な
わ
れ
生
産
力
を
そ
な
え
た
土
地
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
そ
れ
は
、
有
用
な
機
械
乏
同
じ
く
純
収
入
を
も
た
ら
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
四
、
教
育
に
よ
り
て
授
け
ら
れ
た
才
能
。
こ
れ
も
労
働
を
容
易
に
し
か
つ
節
約
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
収
入
を
も
た
ら
す
。

　
流
動
資
本
、
固
定
資
本
の
具
体
的
形
態
は
上
に
の
ぺ
た
と
う
り
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
関
心
が
あ
る
の
は
二
つ
、
の
資
本
形
態

の
本
質
的
な
相
違
点
な
い
し
類
似
点
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
相
違
点
に
つ
い
て
は
先
に
言
及
し
，
た
。
類
似
点
に
関
し
て
ス
ミ
、
ス
は
次
の
よ
う

に
説
明
す
る
。
「
お
よ
そ
一
切
の
固
定
資
本
は
元
来
流
動
資
本
か
ら
出
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
流
動
資
本
に
よ
り
た
え
ず
支
持
さ
れ
、

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
一
切
の
有
用
な
機
械
お
よ
ぴ
営
業
用
具
は
元
来
流
動
資
本
中
よ
り
出
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
流
動
資
本
は
以

て
こ
れ
等
の
機
械
な
ち
ぴ
に
用
具
を
作
る
原
料
を
供
し
、
そ
れ
を
製
作
す
る
労
働
者
の
生
計
維
持
資
料
を
給
す
る
。
か
つ
こ
れ
等
の
機
械

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

用
具
は
、
た
え
ず
こ
れ
に
修
繕
を
加
え
永
く
持
た
せ
る
た
め
に
も
ま
た
同
種
類
の
資
本
す
な
わ
ぢ
流
動
資
本
を
要
す
る
。
」
ス
ミ
ス
ほ
し

か
し
こ
の
論
点
を
お
し
す
す
め
、
資
本
は
あ
る
要
素
を
考
慮
す
れ
ば
」
全
て
流
動
資
本
に
還
元
な
い
し
限
定
さ
れ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
は
リ
カ
」
ド
オ
の
資
本
概
念
の
吟
味
に
す
す
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
リ
ヵ
」
ド
オ
は
流
動
資
本
と
固
定
資
本
の
差
異
を
資
本
の
耐
久
性
の
程
度
に
も
と
め
た
。
「
資
本
は
、
そ
の
速
か
に
消
耗
せ
ら
れ
て
、

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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二

頻
繁
に
再
生
産
せ
ら
る
る
こ
と
を
要
す
る
か
、
ま
た
は
徐
々
に
消
費
せ
ら
る
る
か
の
如
何
に
よ
っ
て
、
流
動
資
本
か
固
定
資
本
か
の
何
れ

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

か
に
分
類
さ
れ
る
。
」
「
固
定
資
本
は
、
そ
の
耐
久
的
で
な
く
な
る
に
つ
れ
て
、
流
動
資
本
の
性
質
に
近
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
製
造

家
の
資
本
を
保
存
す
る
た
め
、
よ
り
短
か
き
時
間
内
に
消
費
せ
ら
れ
、
か
つ
よ
り
短
か
き
時
間
内
に
そ
の
価
値
は
再
生
産
さ
れ
る
で
あ
ろ

（
1
1
）

う
。
」
だ
が
リ
カ
ー
ド
オ
は
他
方
で
、
流
動
資
本
を
労
働
を
養
う
べ
き
資
本
と
み
な
す
と
と
も
に
、
固
定
資
本
を
蓄
積
さ
れ
た
労
働
量
と

定
義
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
資
本
の
耐
久
性
と
は
、
労
働
量
ま
た
は
流
動
資
本
が
固
定
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
を
意
味
す
る
と
い
え
る
。

い
い
か
え
れ
ば
流
動
資
本
と
固
定
資
本
の
差
異
は
、
時
間
と
い
う
要
素
の
存
在
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
リ
カ
ー
ド
オ
は
こ
の
考
え
方
を
交
換
価
値
の
理
論
か
ら
よ
り
直
接
的
に
導
ぴ
く
。
彼
は
商
品
の
交
換
価
値
が
固
定
資
本
と
流
動
資

本
の
結
合
比
率
が
一
定
な
る
場
合
、
ま
た
は
固
定
資
本
の
耐
久
性
が
等
し
い
揚
合
の
単
純
化
さ
れ
た
状
況
の
下
で
は
、
商
品
の
生
産
に
投

下
さ
れ
た
労
働
量
に
比
例
す
る
と
主
張
し
、
次
に
以
上
の
前
提
を
と
り
除
い
た
と
き
に
こ
の
主
張
が
ど
の
程
度
修
正
を
蒙
む
る
か
を
検
討

し
て
い
る
。
そ
の
際
相
対
価
値
を
変
動
せ
し
め
る
要
因
と
し
て
、
労
働
価
値
の
騰
落
す
な
わ
ち
賃
金
の
騰
落
が
指
摘
さ
れ
る
。
詳
細
な
検

討
は
後
の
章
に
委
ね
る
と
し
て
結
論
的
に
い
う
な
ら
、
賃
金
の
上
昇
は
固
定
資
本
を
よ
り
多
く
使
用
す
る
財
の
相
対
的
価
値
を
低
下
さ
せ

る
。
賃
金
の
上
昇
は
利
潤
率
の
下
落
と
同
義
で
あ
り
、
利
潤
率
の
下
落
の
効
果
は
、
利
潤
が
蓄
積
さ
れ
る
時
間
の
長
さ
に
依
存
し
、
か
つ

そ
の
関
係
は
時
間
の
長
い
ほ
ど
下
落
の
効
果
も
ま
た
大
と
な
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
え
方
を
お
し
す
す
め
る
と
、
結
局
固
定
資
本
は
流
動
資
本
に
還
元
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
い
い
か
え
る
な
ら
、
資
本
は
全
て

究
極
的
に
は
労
働
へ
の
前
払
い
に
帰
着
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
》
山
陣
旨
ω
目
算
F
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昌
ぎ
ρ
艮
q
ぎ
8
け
げ
0
2
暮
ロ
お
鋳
昌
α
O
や
信
ω
窃
o
h
9
Φ
≦
臼
一
昌
9
Z
舞
δ
昌
ω
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
　
竹
内
謙
二
訳



『
国
富
論
』

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

　
上
巻

（
1
1
）

　
　
　
上
巻
　
第
一
篇
第
一
章
　
五
九
八
頁
。

ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
六
〇
二
－
四
頁
。

ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
七
〇
三
ー
五
頁
。

↓
的
島
巴
斡
ま
崔
‘
づ
つ
ま
α
～
N

ススススス
、　 、　 、　 、　 、

ススススス
前
掲
書

前
掲
書

前
掲
書

前
掲
書

前
掲
書

五
九
九
頁
。

六
〇
〇
頁
。

六
〇
六
ー
七
頁
。

六
〇
四
－
六
頁
。

六
〇
七
頁
。

∪
帥
く
峯
幻
一
β
a
P
℃
巳
冒
o
な
一
Φ
の
o
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三
三
頁
。

リ
カ
ー
ド
ォ
　
前
掲
害
　
四
二
頁
。

男
〇
一
注
O
a
国
0
9
8
毫
帥
昌
律
↓
鈴
図
P
江
O
旨
リ
カ
ー
ド
オ
　
小
泉
信
三
訳
『
経
済
学
及
ぴ
課
税
の
原
理
』

第
二
章
資
本
の
機
能

　
資
本
の
機
能
を
賃
金
基
金
説
に
そ
く
し
て
考
え
る
と
き
、
先
ず
労
働
へ
の
前
払
い
と
し
て
の
機
能
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
賃
金
基

金
説
の
先
駆
を
ス
ミ
ス
と
リ
カ
ー
ド
オ
に
求
め
る
な
ら
、
彼
等
の
資
本
観
に
こ
う
し
た
理
解
が
あ
っ
た
か
否
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
次
に
、

基
金
す
な
わ
ち
資
本
が
増
す
に
つ
れ
て
い
か
に
そ
れ
は
生
産
力
の
上
昇
へ
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
の
か
が
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
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四
四

そ
し
て
最
後
に
前
章
で
提
起
さ
れ
た
間
題
、
す
な
わ
ち
時
間
的
要
素
を
考
慮
し
た
揚
合
の
資
本
の
役
割
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
賃
金
の
前
払
い
と
し
て
の
資
本
の
機
能
に
つ
い
て
は
ス
ミ
ス
に
お
い
て
す
で
に
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
は
労
働
の

賃
金
に
つ
い
て
論
じ
た
『
国
富
論
』
の
第
八
章
で
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
土
地
を
耕
作
す
る
者
で
そ
の
収
穫
を
収
め
る
ま
で
自
己

の
生
活
を
維
持
す
る
所
有
手
段
を
有
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
彼
の
生
活
資
料
は
た
い
て
い
そ
の
雇
主
の
資
本
、
す
な
わ
ち
彼
を
傭

使
し
、
而
し
て
彼
の
労
働
生
産
物
の
分
配
に
あ
ず
か
る
に
あ
ら
ざ
れ
ぱ
、
い
い
か
え
る
な
ら
、
自
分
の
資
本
が
利
潤
も
ろ
と
も
償
な
わ
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

れ
手
許
に
も
ど
っ
て
く
る
に
非
ざ
れ
ば
、
彼
を
傭
使
す
る
こ
と
に
何
等
の
利
益
を
も
感
じ
な
い
農
業
者
の
資
本
か
ら
前
も
っ
て
彼
に
支
払

　
　
　
　
　
（
1
）

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
リ
カ
ー
ド
オ
は
資
本
一
般
を
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
「
資
本
は
一
国
の
富
の
中
の
、
生
産
に
使
用
せ
ら
る
る

　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
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、
、
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、
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部
分
で
あ
っ
て
、
労
働
に
効
果
を
あ
た
え
る
に
必
要
な
食
物
、
衣
服
、
道
具
、
原
料
、
機
械
等
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
タ
ゥ
シ
ソ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
よ
れ
ば
、
こ
こ
で
労
働
に
効
果
を
与
え
る
と
い
う
限
定
句
が
重
要
だ
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
「
資
本
が
労
働
に
効
果
を
与
え
る
揚
合
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

最
も
主
要
な
形
態
は
、
労
働
を
支
持
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
資
本
は
究
極
的
に
は
食
料
な
い
し
労
働
へ
の
前
払
い
に
還
元
さ
れ

　
　
　
　
　
　
（
3
）

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」
こ
う
し
た
叙
述
は
ミ
ル
の
資
本
の
機
能
に
つ
い
て
の
理
解
と
比
較
す
れ
ば
、
や
や
明
確
さ
を
欠
く
け
れ
ど
も
、

資
本
を
労
働
へ
の
＆
奉
9
窃
と
み
な
す
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
ミ
ル
は
彼
の
「
原
理
」
の
第
一
篇
、
第
二
章
、
第

二
節
で
次
の
よ
う
に
の
ぺ
て
い
る
。
「
し
か
し
、
労
働
が
物
品
の
生
産
を
間
接
に
助
く
る
揚
合
の
中
に
は
、
特
に
注
目
を
要
す
る
も
の
が

あ
る
。
す
な
わ
ち
た
と
え
ば
、
労
働
者
が
生
産
に
従
事
す
る
間
の
そ
の
食
料
の
生
産
に
労
働
の
供
せ
ら
る
る
揚
合
の
如
き
こ
れ
で
あ
る
。

か
く
労
働
を
前
以
て
供
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
．
こ
く
小
規
模
の
生
産
を
除
く
の
ほ
か
、
あ
ら
ゆ
る
生
産
活
動
上
、
必
須
の
条
件
で
あ
る
。

お
よ
そ
狩
猟
や
漁
業
者
の
労
働
を
除
く
の
ほ
か
、
報
酬
の
す
ぐ
あ
た
え
ら
る
る
と
い
う
種
類
の
労
働
は
、
ま
づ
皆
無
に
ち
か
い
。
お
よ
そ



生
産
活
動
な
る
も
の
は
、
そ
の
成
果
の
得
ら
る
る
ま
で
、
一
定
時
間
継
続
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
労
働
者
に
し
て
、
を
⑪
他
豹
ひ

ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

始
め
る
前
に
、
そ
の
生
産
物
の
完
成
す
る
ま
で
の
生
活
に
充
分
な
る
食
料
の
貯
蔵
を
有
し
お
る
か
ま
た
は
他
人
の
貯
蔵
に
接
し
得
る
に
あ

ら
ず
ん
ば
、
彼
は
た
だ
、
生
活
の
糧
を
得
つ
つ
そ
の
合
間
を
盗
ん
で
営
み
う
る
ご
と
き
労
働
を
し
か
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
食
料

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
の
も
の
を
さ
え
豊
富
に
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
」
ミ
ル
の
こ
の
叙
述
に
よ
り
、
資
本
は
投
入
と
産
出
の
間
の
時
間
的
間
隔
を
架
橋
す

べ
き
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
で
こ
の
引
用
句
は
労
働
の
時
間
的
分
業
を
物
語
る
も
の
と
し

て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
食
料
の
生
産
は
そ
の
他
の
工
業
品
の
生
産
に
前
以
て
必
要
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
ま
さ
に
資
本
は
現
在
労
働
に
対
す
る
基
金
と
し
て
の
役
割
を
も
つ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
基
金
が
多
量
に
存
在
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
生
産
の
開
始
と
終
了
と
の
間
に
ま
た
は
生
産
と
消
費
の
間
に
経
過
す
る
時
間
を

延
長
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
工
業
生
産
物
の
生
産
能
率
が
高
め
ら
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
は

有
名
な
「
分
業
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
序
章
に
お
い
て
は
、
資
本
蓄
積
と
分
業
お
よ
ぴ
生
産
力
の
上
昇
と
の
関
係
を
の
べ
て
い
な
い
が
、

第
二
編
の
緒
言
「
資
本
1
そ
の
性
質
、
そ
の
蓄
積
お
よ
び
投
下
に
つ
い
て
」
を
論
じ
た
個
所
で
は
、
明
ら
か
に
資
本
と
生
産
力
の
関
係

を
あ
つ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
さ
て
資
本
の
蓄
積
が
、
事
物
の
性
質
上
、
分
業
に
先
ん
じ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
労
働
は
ま
た
ひ
と

り
資
本
を
先
に
蓄
積
す
る
こ
と
多
々
益
々
大
な
る
に
つ
れ
て
の
み
多
々
益
凌
細
分
し
う
る
。
同
人
数
の
者
が
加
工
し
う
る
原
料
の
数
量
は
、

労
働
が
益
々
微
に
入
り
細
に
わ
た
り
、
分
業
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
に
応
じ
て
、
よ
り
多
大
の
割
合
で
増
加
す
る
。
而
し
て
各
個
労

働
者
の
行
な
う
作
業
が
漸
次
い
よ
い
よ
単
純
化
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
こ
れ
等
の
作
業
を
容
易
く
し
短
縮
す
る
た
め
の
多
種
多
様
の
新
機
械

が
多
々
益
々
発
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
れ
ば
、
分
業
の
す
す
む
に
つ
れ
」
同
人
数
の
労
働
者
に
た
え
ず
仕
事
を
与
え
る
た
め
に
は
、
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こ
れ
よ
り
も
事
物
未
開
の
状
態
に
お
い
て
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
と
等
し
い
食
料
品
の
貯
え
と
原
料
お
よ
ぴ
工
具
の
よ
り
多
大
の

貯
え
と
も
前
以
て
蓄
積
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
お
よ
そ
事
業
の
各
部
門
に
お
け
る
労
働
者
数
は
総
じ
て
そ
の
部
門
に
お
け
る

分
業
と
共
に
増
加
す
る
。
い
な
む
し
ろ
よ
く
彼
等
が
こ
う
い
う
具
合
に
相
分
か
れ
分
か
れ
各
種
の
部
門
に
分
派
す
る
を
得
る
所
以
の
も
の

は
そ
の
数
の
増
加
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
資
本
の
蓄
積
が
労
働
生
産
力
の
こ
の
偉
大
な
る
増
進
を
行
な
う
に
前
以
て
必
要
で
あ

る
よ
う
に
、
こ
の
資
本
の
蓄
積
は
ま
た
自
然
に
こ
の
増
進
を
き
た
す
も
の
で
あ
る
。
労
働
の
維
持
に
自
己
の
資
本
を
投
ず
る
者
は
必
然
、

で
き
る
だ
け
多
量
の
製
作
品
を
生
産
す
る
様
な
具
合
に
し
て
、
そ
の
資
本
を
投
下
せ
ん
と
欲
す
る
。
よ
っ
て
、
彼
は
一
面
そ
の
労
働
者
間

に
最
も
適
切
な
る
分
業
を
施
こ
す
と
共
に
、
ま
た
一
面
彼
の
発
明
か
購
買
か
し
う
る
最
良
の
機
械
を
彼
等
に
支
給
す
べ
く
努
め
る
。
右
両

点
に
お
け
る
彼
の
能
力
は
総
じ
て
彼
の
資
本
の
程
度
、
ま
た
は
こ
の
資
本
の
傭
使
し
う
る
人
員
の
多
少
に
比
例
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

労
働
者
は
、
い
か
な
る
国
に
お
い
て
も
、
た
だ
に
、
労
働
の
維
持
に
資
す
る
資
本
の
増
加
と
共
に
増
大
す
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
．
）
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

本
増
加
に
よ
り
、
同
量
の
労
働
は
ず
っ
と
よ
り
多
量
の
生
産
物
を
生
出
す
ろ
。
」
資
本
の
蓄
積
が
労
働
の
分
業
を
、
可
能
に
し
、
同
時
に
生

産
力
を
高
め
る
と
い
う
考
え
方
が
明
ら
か
に
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
分
業
が
生
産
期
間
の
延
長
を
意
味
す
る
も
の
か
ど
う
か
は
、

こ
れ
だ
け
の
引
用
文
で
は
明
ら
か
で
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
し
か
し
、
ラ
シ
ャ
服
の
生
産
工
程
に
お
け
る
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
分
業
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

考
え
れ
ば
自
ず
と
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
資
本
は
ま
さ
に
労
働
を
し
て
長
期
間
に
わ
た
り
分
散
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も

の
で
あ
り
、
生
産
期
間
の
延
長
、
生
産
能
率
の
向
上
を
実
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
文
意
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ア
｝
ア
一
で
ス

・
・
ス
の
い
う
資
本
と
は
労
働
の
維
持
に
資
す
る
資
本
で
あ
り
、
流
動
資
本
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
ス
、
・
、
ス
の
い
う
分
業
の
効
果

は
、
技
術
の
進
歩
を
ふ
く
む
よ
う
な
か
な
り
長
期
の
観
点
か
ら
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
．
】
で
は
資
本
の



増
加
に
よ
る
生
産
関
数
の
シ
フ
ト
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
分
業
は
ま
さ
に
新
ら
し
い
生
産
組
織
、
新
ら
し
い
生
産

方
法
の
採
用
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
資
本
が
生
産
期
間
の
延
長
な
い
し
迂
回
的
生
産
方
法
の
採
用
を
可
能
に
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
ス
ミ
ス
よ
り
も
リ
カ
ー
ド
オ
に
明
示

的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
資
本
学
説
の
観
点
か
ら
承
認
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
特
に
次
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

り
あ
げ
る
≦
9
需
国
留
一
訂
茜
の
．
．
6
ぽ
因
8
跨
良
程
6
冨
o
蔓
9
牢
o
津
ω
、
、
と
題
す
る
論
文
は
、
迂
回
生
産
の
考
え
方
の
先
駆
者
を

リ
カ
ー
ド
オ
に
求
め
、
そ
の
論
証
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
エ
ー
デ
ル
ベ
ル
グ
は
リ
カ
ー
ド
オ
が
掲
げ
る
靴
下
生
産
の
例
を
と
り
あ

げ
、
資
本
の
利
用
を
と
も
な
う
生
産
が
い
か
に
迂
回
的
な
も
の
か
を
説
明
す
る
。
「
た
と
え
ぱ
、
靴
下
の
交
換
価
値
を
評
価
す
る
に
あ
た

っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
他
の
諸
物
に
比
較
し
て
の
そ
の
価
値
は
、
こ
れ
を
製
造
し
、
こ
れ
を
市
揚
に
も
た
ら
す
た
め
に
要
す
る
労
働
の
総

量
に
よ
っ
て
決
せ
ら
る
る
こ
と
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
原
棉
を
栽
培
す
る
土
地
の
耕
私
に
必
要
な
る
労
働
が
あ
る
。
第
二
に
、

そ
の
棉
を
靴
下
が
製
造
せ
ら
る
べ
き
国
ま
で
運
搬
す
る
労
働
が
あ
り
、
そ
の
中
に
は
運
送
船
舶
の
建
造
に
投
ぜ
ら
れ
た
労
働
の
一
部
が
ふ

く
ま
れ
、
そ
う
し
て
そ
れ
は
貨
物
運
賃
の
中
に
課
せ
ら
れ
る
。
第
三
に
、
紡
工
織
工
の
労
働
、
第
四
に
、
生
産
を
助
く
る
建
物
お
よ
び
機

械
を
建
築
製
造
し
た
る
機
械
工
、
鍛
匠
、
工
匠
の
労
働
の
一
部
分
、
第
五
に
小
売
商
人
、
お
よ
ぴ
そ
の
他
細
説
す
る
の
要
な
き
幾
多
の
者

　
　
　
　
（
8
）

の
労
働
が
あ
る
。
」
こ
の
靴
下
生
産
の
例
が
示
す
と
こ
ろ
は
、
工
芸
商
業
の
繁
昌
す
る
社
会
状
態
に
お
い
て
は
、
生
産
は
一
連
の
過
程
を

ふ
く
む
も
の
で
あ
り
、
「
棉
花
を
栽
培
す
べ
き
土
地
の
耕
作
に
必
要
な
」
労
働
か
ら
、
「
小
売
商
人
お
よ
ぴ
そ
の
他
の
幾
多
の
」
労
働
ま
で
、

さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
労
働
を
集
め
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
に
生
産
の
迂
回
化
で

あ
ろ
う
。
紡
工
・
織
工
の
労
働
は
靴
下
の
生
産
に
直
接
必
要
で
あ
る
が
、
機
械
工
や
鍛
匠
・
工
匠
等
の
労
働
は
問
接
的
に
必
要
と
さ
れ
る
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典
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も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
接
性
の
時
間
的
側
面
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
の
引
用
句
が
物
語
る
よ
う
に
、
棉
花
の
栽
培
か
ら
商
品
と
し

て
の
靴
下
が
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
に
経
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
時
間
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
リ
カ
ー
ド
オ
は
生
産
に
同
量
の
労
働
が
投
下
さ
れ
た
生
産
物
が
、
こ
れ
を
同
一
時
間
内
に
市
揚
に
も
た
ら
す
こ
と
を
得
な
い
揚
合
に
そ

の
交
換
価
値
は
必
然
的
に
異
な
る
と
考
え
る
。
「
仮
り
に
私
が
一
貨
物
の
生
産
上
に
一
、
O
O
O
ポ
ン
ド
を
支
出
し
て
、
二
〇
人
の
人
を

一
年
間
雇
い
、
年
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
同
じ
貨
物
を
仕
上
げ
、
も
し
く
は
完
成
す
る
こ
と
に
、
さ
ら
に
一
、
O
O
O
ポ
ン
ド
を
費
し
て
、

さ
ら
に
一
年
間
ふ
た
た
び
二
〇
人
を
雇
用
し
、
而
し
て
二
年
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
市
揚
に
も
た
ら
す
も
の
と
す
れ
ば
、
も
し
も

利
潤
が
一
割
な
ら
ば
、
私
の
貨
物
は
二
、
一
三
〇
ポ
ン
ド
に
売
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
だ
し
私
は
一
、
O
O
O
ポ
ン
ド
を
一
年
間
、
二
、

一
〇
〇
ポ
ン
ド
の
資
本
を
更
に
一
年
間
使
用
し
た
か
ら
で
あ
る
。
別
に
一
人
が
あ
っ
て
、
正
し
く
同
一
の
労
働
量
を
使
用
す
る
が
、
し
か

し
、
そ
れ
を
す
べ
て
第
一
年
に
使
用
す
る
も
の
と
す
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
二
、
O
O
O
ポ
ン
ド
の
費
用
を
も
っ
て
四
〇
人
を
雇
用
し
、
第

一
年
の
終
わ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
を
そ
れ
に
一
割
の
利
潤
を
加
え
て
、
す
な
わ
ち
二
、
二
〇
〇
ポ
ン
ド
を
も
っ
て
売
却
す
る
。
そ
う
す
る

と
こ
の
揚
合
、
正
し
く
同
量
の
労
働
が
投
ぜ
ら
れ
た
二
貨
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
は
二
、
一
一
二
〇
ポ
ン
ド
に
売
れ
、
他
方
は
二
、
二
〇

〇
ポ
ン
ド
に
売
れ
る
の
で
あ
る
。
」
「
一
方
の
貨
物
の
価
格
が
他
方
よ
り
も
高
い
の
は
、
そ
れ
が
市
揚
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
ま
で
に
経
過
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

ね
ば
な
ら
ぬ
時
間
の
よ
り
大
な
る
長
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
時
間
的
要
素
は
、
固
定
か
つ
耐
久
的
資
本
が
使

用
さ
れ
る
場
合
の
、
財
の
交
換
価
値
決
定
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。

　
リ
カ
ー
ド
オ
の
投
下
労
働
価
値
説
に
よ
れ
ば
、
財
の
相
対
的
価
値
は
、
そ
の
財
に
投
下
さ
れ
た
労
働
量
に
比
例
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

原
則
は
固
定
的
・
耐
久
的
な
資
本
が
用
い
ら
れ
ぬ
原
始
的
状
態
で
は
常
に
妥
当
す
る
。
相
互
に
交
換
さ
れ
る
財
の
相
対
価
値
と
は
た
と
え



賃
金
が
上
昇
し
て
も
変
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
変
化
の
効
果
は
二
つ
の
財
に
等
し
く
作
用
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
、
流
動

資
本
と
固
定
資
本
の
結
合
比
率
、
あ
る
い
は
資
本
の
耐
久
性
が
等
し
い
二
つ
の
財
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
時
間
的

要
素
は
二
つ
の
財
に
等
し
く
影
響
を
及
ぼ
す
が
ゆ
え
に
捨
象
し
て
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
以
外
の
ケ
ー
ス
で
は
賃
金
騰

貴
の
効
果
は
不
均
等
に
作
用
す
る
。
い
ま
、
た
と
え
ば
小
麦
の
生
産
と
ラ
シ
ャ
の
生
産
を
考
え
、
固
定
資
本
は
後
者
に
の
み
用
い
ら
れ
る

と
し
よ
う
。
ラ
シ
ャ
の
生
産
に
使
用
さ
れ
る
固
定
資
本
は
小
麦
の
生
産
に
雇
用
さ
れ
た
と
等
し
い
労
働
量
を
も
っ
て
生
産
さ
れ
か
つ
労
働

の
投
下
期
間
が
等
し
い
（
仮
り
に
一
年
）
と
す
れ
ば
、
小
麦
の
価
値
と
機
械
の
価
値
も
ま
た
等
し
く
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
さ
て
ラ
シ
ャ

の
生
産
は
、
ア
｝
の
固
定
資
本
と
、
さ
ら
に
小
麦
生
産
に
必
要
な
労
働
量
と
等
量
の
労
働
を
一
年
間
雇
用
し
て
行
な
わ
れ
る
と
し
よ
う
。
雇

用
労
働
量
を
L
、
一
労
働
者
あ
た
り
の
賃
金
を
ω
、
利
潤
率
を
γ
と
す
れ
ば
、
小
麦
の
価
値
昭
、
ラ
シ
ャ
の
価
値
ゐ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ

う
に
な
る
。

　
　
　
ざ
1
1
（
一
十
壕
）
鋸
卜

　
　
　
5
旺
（
一
十
塊
）
窪
卜
十
λ
一
十
ご
ミ
い
”
（
一
十
『
）
卜
。
ミ
ト

い
ま
か
り
に
、
賃
金
が
騰
貴
し
そ
の
た
め
利
潤
が
昭
を
一
定
に
す
る
よ
う
下
落
し
た
と
す
れ
ば
、
小
麦
の
価
値
に
変
化
の
な
い
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。
し
か
る
に
ラ
シ
ャ
の
価
値
恥
は
、
5
“
（
一
＋
壕
）
ざ
な
る
が
ゆ
え
に
、
γ
が
低
下
す
る
の
に
応
じ
て
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
程
度
は
、
労
働
が
生
産
に
投
下
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
期
間
が
長
い
ほ
ど
大
と
な
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
一
般
に
労
働
の
投
下
期
間
を
6

と
す
れ
ば
、

　
　
　
『
“
（
一
＋
『
）
ぎ
b
“
（
一
十
憶
）
“
－
一
（
一
十
『
）
ミ
ト

　
　
　
　
　
古
典
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の
賃
金
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四
九
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五
〇

と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
明
ら
か
に
投
下
期
間
む
の
長
い
ほ
ど
、
利
潤
率
7
の
下
落
に
対
す
る
生
産
物
の
価
値
7
の
下
落
は
大
と
な
る
で
あ

ろ
う
。

　
リ
カ
ー
ド
オ
は
賃
金
の
上
昇
が
よ
り
資
本
集
約
的
な
財
の
価
値
を
相
対
的
に
低
め
る
と
い
う
結
論
を
、
以
上
の
推
論
か
ら
導
び
い
て
い

（
1
0
）る

。
こ
れ
は
今
日
い
う
と
こ
ろ
の
リ
カ
ー
ド
オ
効
果
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
本
章
の
考
察
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
「
資
本
の
耐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

久
性
が
結
局
は
財
が
市
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
ま
で
に
経
過
す
る
時
間
の
長
さ
と
同
義
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
産
物
の
価
値
は
結
局
、

投
下
労
働
量
と
時
間
の
関
数
な
の
で
あ
る
。

（
－
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
－
o
）

ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
二
一
五
頁
。

リ
カ
ー
ド
オ
　
前
掲
書
　
八
七
頁
。

↓
帥
ρ
の
巴
単
一
げ
一
山
．
｝
や
一
ひ
Q
Q
●

ミ
ル
　
前
掲
書
（
一
）
　
五
五
頁
。

ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
五
九
〇
1
一
頁
。

後
に
掲
げ
る
リ
カ
ー
ド
オ
の
例
を
参
照
。

国
O
O
β
O
H
ロ
一
〇
夢
一
〇
Q
甜
弓
℃
、
軌
一
ヒ
圃
轟
唖

リ
カ
ー
ド
オ
　
前
掲
書
　
二
七
頁
。

リ
カ
ー
ド
ォ
　
前
掲
書
　
四
〇
頁
。

リ
カ
ー
ド
オ
　
前
掲
書
　
四
六
頁
。
「
こ
れ
と
共
に
、
次
の
こ
と
も
ま
た
分
明
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
お
よ
そ
い
か
な
る
種
類
の
生
産
で
も
、

そ
れ
に
使
用
せ
ら
る
、
資
本
の
耐
久
性
の
程
度
に
比
例
し
て
、
か
」
る
耐
久
的
資
本
の
投
ぜ
ら
れ
た
貨
物
の
相
対
価
格
は
、
賃
金
と
逆
に
変
動
し
、



　
賃
金
の
騰
貴
す
る
と
き
に
下
落
し
、
賃
金
の
下
落
す
る
と
き
に
騰
貴
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
反
対
に
、
主
と
し
て
労
働
に
よ
っ
て
生
産

　
せ
ら
れ
、
価
格
測
定
の
媒
介
物
よ
り
も
僅
少
な
る
固
定
資
本
、
ま
た
は
耐
久
性
乏
し
き
固
定
資
本
を
以
て
生
産
せ
ら
る
、
も
の
は
、
賃
金
の
騰
貴
と

　
共
に
騰
貴
し
、
賃
金
の
下
落
と
共
に
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
」

（
1
1
）
＜
・
国
山
〇
一
σ
①
夷
」
ぽ
“
℃
．
頓
9

第
三
章
　
資
本
蓄
積
と
賃
金

　
前
章
ま
で
の
資
本
概
念
お
よ
び
資
本
の
機
能
に
関
す
る
考
察
か
ら
、
時
間
的
要
素
を
考
慮
す
る
な
ら
、
全
て
の
資
本
が
流
動
資
本
に
還

元
さ
れ
、
流
動
資
本
が
労
働
者
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
の
前
払
い
に
あ
て
ら
れ
る
以
上
、
資
本
の
蓄
積
な
い
し
増
加
は
労
働
者
に
対
す

る
付
加
的
需
要
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
労
働
へ
の
需
要
が
資
本
の
供
給
と
比
例
的
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
考
え
方

は
、
古
典
学
派
の
基
本
的
な
考
え
方
と
思
わ
れ
る
。
リ
カ
ー
ド
オ
は
価
値
論
に
お
い
て
、
時
間
的
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
要
素

価
格
が
資
本
の
利
用
形
態
、
な
い
し
は
労
働
の
投
下
期
間
に
及
ぼ
す
作
用
を
見
い
出
し
た
も
の
の
、
こ
れ
を
本
質
的
に
重
要
な
も
の
と
は

考
え
な
か
っ
た
。
投
下
労
働
価
値
説
の
提
唱
者
と
し
て
、
資
本
の
耐
久
性
は
、
彼
の
価
値
論
を
一
部
修
正
す
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
、
本
質
的
変
更
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、
労
働
へ
の
需
要
・
賃
金
を
論
ず
る
個
所
で
は
、
時

間
的
要
素
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
資
本
の
蓄
積
と
雇
用
・
賃
金
の
関
係
を
論
ず
る
場
合
に
、
資
本
は
本
質
的
に
生
産
的
労
働
者
へ
の
需
要
を
意
味
し
て
い
る
こ
と

に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
労
働
需
要
一
般
を
考
え
る
際
に
は
不
生
産
的
労
働
に
対
す
る
需
要
の
源
泉
も
問
題
に
な
る
で
あ

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

ろ
う
。
次
に
、
資
本
の
蓄
積
が
商
品
に
対
す
る
需
要
と
無
関
係
に
労
働
へ
の
需
要
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
古
典
派
の
考
え
方
が
問

題
と
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
有
名
な
ミ
ル
の
資
本
に
関
す
る
命
題
「
商
品
に
対
す
る
需
要
は
労
働
に
対
す
る
需
要
で
は
な
い
」

が
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
後
に
、
し
か
し
技
術
的
失
業
の
発
生
す
る
ケ
ー
ス
と
し
て
リ
カ
ー
ド
オ
の
「
機
械
論
」
を
考
察
す

る
こ
と
に
し
た
い
。

　
生
産
的
労
働
者
と
不
生
産
的
労
働
者
に
つ
い
て
の
ス
ミ
ス
の
区
別
は
二
つ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
は
価
値
説
と
も
云
わ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
。
「
労
働
に
二
種
あ
り
、
一
つ
は
こ
れ
に
労
働
を
用
い
る
そ
の
目
的
物
の
価
値
を
増
す
も
の
に
し
て
、
他
は
何
等
か
か

る
結
果
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
前
種
の
労
働
は
、
価
値
を
生
産
す
る
か
ら
、
こ
れ
を
生
産
的
労
働
と
名
づ
け
、
後
種
の
労
働
は
不
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

産
的
労
働
と
よ
ん
で
お
こ
う
。
」
生
産
的
労
働
者
は
そ
の
受
取
る
賃
金
を
彼
の
雇
主
に
前
払
い
し
て
も
ら
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
雇
主
に
何

等
の
費
用
も
か
け
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
生
産
的
労
働
と
は
、
ま
さ
に
生
産
物
の
価
値
増
大
に
よ
っ
て
、
利
潤
も
ろ
と
も

賃
金
を
償
還
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
不
生
産
的
労
働
の
生
活
維
持
資
料
は
決
し
て
償
還
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
第
二
は
価
値
の
貯
蔵

か
ら
み
た
区
別
で
あ
る
。
生
産
的
労
働
は
「
何
等
か
の
永
久
的
目
的
物
ま
た
は
売
り
得
べ
き
財
貨
に
固
着
も
し
く
は
具
体
化
さ
れ
」
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

不
生
産
的
労
働
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
は
、
「
ま
さ
に
そ
の
生
産
の
瞬
間
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
」

　
不
生
産
的
労
働
は
か
く
し
て
所
得
を
生
み
出
す
こ
と
が
な
い
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
不
生
産
的
労
働
者
へ
の
支
払
い
は
所
得
の
再

分
配
に
す
ぎ
な
い
。
「
不
生
産
的
労
働
者
お
よ
ぴ
全
く
労
働
せ
ざ
る
人
々
は
す
べ
て
所
得
8
く
窪
話
に
よ
り
維
持
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
第

一
に
は
、
年
々
の
生
産
物
中
、
土
地
の
地
代
と
し
て
な
り
、
あ
る
い
は
資
本
の
利
潤
と
し
て
、
あ
る
特
殊
の
人
々
へ
の
所
得
お
お
暮
o
を

構
成
す
る
に
元
来
あ
て
ら
れ
る
部
分
に
よ
っ
て
な
り
、
あ
る
い
は
第
二
に
は
、
年
汝
の
生
産
物
中
の
一
部
に
し
て
、
元
来
資
本
を
つ
ぐ
な



い
、
た
だ
生
産
的
労
働
者
の
み
を
維
持
す
る
の
に
、
あ
て
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
し
か
も
こ
れ
等
の
生
産
的
労
働
者
の
手
に
は
い
る
や
、

そ
の
中
い
や
し
く
も
彼
等
の
必
要
生
活
資
料
に
超
過
す
る
か
ぎ
り
皆
こ
れ
を
、
彼
等
が
生
産
的
労
働
者
で
も
あ
る
い
は
不
生
産
的
労
働
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

で
も
差
別
な
く
維
持
す
る
に
用
い
う
る
部
分
に
依
っ
て
維
持
さ
れ
る
。
」
こ
れ
に
対
し
て
生
産
的
労
働
へ
の
需
要
は
資
本
の
大
き
さ
に
依

存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
資
本
の
大
き
さ
は
一
国
の
土
地
お
よ
び
労
働
の
年
生
産
物
の
中
、
資
本
を
回
復
す
る
部
分
と
、
他
方
で
利

潤
ま
た
は
地
代
所
得
の
中
、
生
産
的
労
働
に
あ
て
ら
れ
る
部
分
か
ら
な
る
。
し
た
が
っ
て
リ
カ
ー
ド
オ
的
な
意
味
で
の
純
収
入
た
る
利
潤

プ
ラ
ス
地
代
は
、
生
産
的
労
働
者
に
対
し
て
も
又
不
生
産
的
労
働
者
に
対
し
て
も
支
出
し
う
る
部
分
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
、
一
国
の

富
が
増
加
す
る
に
は
、
純
収
入
が
生
産
的
労
働
に
支
出
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
純
収
入
の
中
、
生
産
的
労
働
に
支
出
さ
れ
る
割
合
が
大
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
富
は
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
云
い
か
え
れ
ば
純
収
入
の
中
、
資
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
割
合
が
富
の
増
加
を
決
め
る

の
で
あ
る
。
資
本
と
し
て
用
い
ら
れ
ぬ
部
分
は
直
接
消
費
の
た
め
に
と
り
お
く
部
分
で
あ
っ
て
、
資
本
の
定
義
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
こ

れ
は
社
会
の
総
ス
ト
ソ
ク
の
一
部
を
な
す
が
、
資
本
と
は
な
ら
な
い
部
分
で
あ
る
。

　
し
か
し
労
働
へ
の
需
要
一
般
を
論
ず
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
資
本
に
の
み
依
存
し
な
い
。
労
働
に
は
不
生
産
的
労
働
も
含
く
ま
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
一
般
に
労
働
に
対
す
る
需
要
は
、
「
各
国
の
所
得
器
く
警
琶
お
よ
び
資
本
の
増
加
と
共
に
必
然
に
増
加
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
の
所
得
8
〈
雪
諾
お
よ
び
資
本
の
増
加
な
し
で
は
到
底
増
加
す
る
を
得
な
い
。
」
た
だ
し
労
働
を
リ
カ
ー
ド
オ
の
ご
と
く
生
産
的
労
働

に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
純
収
入
は
全
て
資
本
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
労
働
需
要
の
増
加
は
、
資
本
の
増
加
に
の
み
依
存
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
労
働
に
対
す
る
需
要
の
増
加
は
、
全
資
本
の
増
加
に
比
例
す
る
も
の
で
あ
る
。
」

　
労
働
需
要
の
増
加
を
も
た
ら
す
も
の
は
資
本
の
増
加
で
あ
る
が
、
資
本
は
「
節
倹
に
よ
り
増
加
さ
れ
、
濫
費
と
不
始
末
不
用
意
と
に
よ

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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四

　
　
　
　
（
7
）

り
減
少
さ
れ
る
。
」
ス
、
・
、
ス
は
貯
蓄
が
た
だ
ち
に
資
本
へ
の
付
加
、
す
な
わ
ち
投
資
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
「
年
々
節
約
し
蓄
え
ら
れ
る

も
の
は
、
年
々
費
消
さ
れ
る
も
の
と
同
様
に
規
則
正
し
く
、
か
つ
ほ
と
ん
ど
そ
の
時
を
同
じ
く
し
て
消
費
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
異
な

る
種
類
の
人
々
に
よ
り
消
費
さ
れ
る
。
富
者
の
所
得
の
中
、
彼
が
年
々
消
費
す
る
部
分
は
、
た
い
て
い
の
揚
合
、
怠
惰
な
る
賓
客
お
よ
び

僕
脾
に
よ
り
消
費
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
消
費
後
そ
の
消
費
に
対
す
る
報
償
と
し
て
何
物
も
残
さ
な
い
。
し
か
る
に
富
者
が
年

涛
節
約
し
貯
蓄
す
る
部
分
は
、
利
潤
を
得
ん
が
た
め
に
直
ち
に
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
る
か
ら
、
彼
が
彼
の
所
得
中
年
々
費
消
す
る
部
分

と
同
様
に
か
つ
そ
の
時
を
一
つ
に
し
て
消
費
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
消
費
す
る
者
は
そ
の
種
類
を
異
に
す
る
。
す
な

わ
ち
、
資
本
と
し
て
投
下
さ
れ
消
費
さ
れ
る
部
分
は
、
労
働
者
・
製
造
者
お
よ
び
工
匠
に
よ
っ
て
消
費
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

等
が
年
々
の
消
費
物
の
価
値
を
利
潤
を
添
え
て
再
生
産
す
る
。
」
貯
蓄
が
消
費
さ
れ
る
と
い
う
表
現
は
逆
説
的
響
き
を
も
っ
て
い
る
が
、

貯
蓄
が
労
働
者
の
生
活
維
持
の
た
め
の
基
金
、
す
な
わ
ち
賃
金
基
金
へ
の
付
加
分
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
そ
の
意
味
は
貯
蓄
が
た

だ
ち
に
投
資
さ
れ
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
セ
イ
の
法
則
の
ス
ミ
ス
的
表
現
と
い
っ
て
よ
い
。

　
資
本
の
蓄
積
が
商
品
に
対
す
る
需
要
と
無
関
係
に
労
働
へ
の
需
要
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
古
典
派
の
考
え
方
は
、
ミ
ル
の
資
本

に
つ
い
て
の
有
名
な
命
題
「
商
品
に
対
す
る
需
要
は
労
働
に
対
す
る
需
要
で
は
な
い
」
に
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
命
題
は
資

本
に
関
す
る
四
つ
の
根
本
命
題
の
最
後
、
す
な
わ
ち
第
四
の
命
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
命
題
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
ヤ

要
約
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
お
よ
そ
生
産
的
労
働
を
支
持
し
雇
用
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
こ
の
労
働
を
な
す
に
費
さ
る
る
資
本
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
、
そ
の
労
働
の
仕
上
げ
た
る
生
産
物
に
対
す
る
購
買
者
の
需
要
で
は
な
い
。
商
品
に
対
す
る
需
要
は
労
働
に
対
す
る
需
要
で
は
な
い
。

商
品
に
対
す
る
需
要
は
、
ど
の
生
産
部
門
に
労
働
と
資
本
が
用
い
ら
る
べ
き
か
を
決
す
る
も
の
で
あ
る
。
商
品
に
対
す
る
需
要
は
、
労
働



の
方
面
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
労
働
そ
の
も
の
の
多
少
を
決
定
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
労
働
の
維
持
な
い
し

報
酬
の
多
少
を
規
定
す
る
も
の
で
も
な
い
。
労
働
ま
た
は
そ
の
維
持
・
報
酬
の
分
量
は
、
資
本
ま
た
は
そ
の
他
の
資
財
に
し
て
労
働
の
維

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

持
．
報
酬
に
直
接
供
さ
る
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
高
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
」
「
生
産
物
を
買
っ
て
も
労
働
を
雇
用
す
る
こ
と
に
は
な
ら
ぬ
。
労

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

働
に
対
す
る
需
要
は
、
生
産
に
先
だ
つ
賃
金
に
よ
っ
て
つ
く
ら
る
る
も
の
で
あ
っ
て
、
生
産
か
ら
生
ず
る
商
品
に
対
す
る
需
要
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

つ
く
ら
る
る
も
の
で
は
な
い
。
」
「
商
品
を
買
入
れ
て
こ
れ
を
自
ら
消
費
す
る
入
は
、
労
働
者
に
何
ら
の
幸
福
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

い
や
し
く
も
か
か
る
消
費
者
が
労
働
階
級
を
利
し
ま
た
は
労
働
階
級
の
雇
用
量
を
増
加
す
る
揚
合
は
、
た
だ
彼
が
そ
の
消
費
を
抑
制
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

こ
れ
を
労
働
と
引
換
に
労
働
者
に
直
接
支
払
う
揚
合
の
み
で
あ
る
。
」
「
人
が
自
ら
消
費
し
て
も
、
こ
れ
が
た
め
に
労
働
者
は
利
益
を
う
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
も
の
で
は
な
く
、
人
が
自
分
の
た
め
の
消
費
を
せ
ず
し
て
は
じ
め
て
、
労
働
者
は
利
益
を
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
「
お
よ
そ
仕
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

の
完
了
後
に
至
っ
て
は
じ
め
て
お
こ
る
需
要
は
、
す
な
わ
ち
前
払
い
を
し
な
い
で
た
だ
他
人
の
な
し
た
る
前
払
い
を
償
う
に
す
ぎ
な
い
需

要
は
、
労
働
に
対
す
る
需
要
に
い
さ
さ
か
も
資
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
支
出
は
、
労
働
階
級
の
雇
用
に
は
何
の
効
果
も
与
え
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

か
か
る
支
出
は
、
他
の
既
存
の
雇
用
を
犠
牲
に
し
な
い
か
ぎ
り
、
決
し
て
雇
用
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
（
註
、
傍
点
は
引
用
者
）

　
以
上
の
引
用
句
は
そ
れ
ぞ
れ
若
干
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
要
約
で
あ
る
が
、
帰
す
る
と
こ
ろ
は
「
商
品
に
対
す
る
需
要
は
労
働
に
対
す

る
需
要
で
は
な
い
」
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
こ
の
命
題
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
以
上
の
引
用
句
か
ら
こ
の
命
題
の
背
後
に
あ
る
諸
仮
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
推
測
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
お
か
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
仮
定
さ
れ
て
い
る
事
柄
の
第
一
は
、
こ
の
命
題
が
生
産
的
労
働
に
限

定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
不
生
産
的
労
働
な
い
し
サ
ー
ビ
ス
に
対
す
る
需
要
は
、
商
品
に
対
す
る
需
要
”
労
働
に
対
す
る
需
要
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ
　
　
　
ヤ

味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
の
仮
定
は
、
賃
金
の
前
払
い
で
あ
る
。
生
産
を
行
な
う
に
は
あ
ら
か
じ
め
前
払
い
の
た
め
の
資
本
が
用
意
さ

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㌧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
需
要
は
生
産
の
完
了
後
に
至
っ
て
は
じ
め
て
お
こ
る
も
の
で
あ
り
、
前
払
い
を
償
う
に
す
ぎ
な
い
。
第
三

に
、
資
本
を
労
働
者
へ
の
生
活
資
料
に
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
資
本
が
い
か
な
る
生
産
部
門
に
も
た
だ
ち
に
移
動
で
き
る
と
い
う
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

定
が
指
摘
で
き
る
。
需
要
の
変
化
に
対
し
て
生
産
は
自
か
ら
こ
れ
に
迅
速
に
適
応
す
る
。
第
四
の
仮
定
は
生
産
の
理
論
と
交
換
の
理
論
と

の
分
離
で
あ
る
。
需
要
は
交
換
の
理
論
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
生
産
に
影
響
を
及
ぼ
さ
ぬ
と
い
う
考
え
方
は
、
ま
さ
に
交
換

の
理
論
と
生
産
の
理
論
が
分
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
ミ
ル
は
命
題
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
第
一
の
例
は
ビ
ロ
ウ
ド
生
産
に
お
け
る
資
本
と
需
要
の

果
す
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
ビ
・
ウ
ド
に
対
す
る
需
要
が
あ
り
、
ビ
・
ウ
ド
を
買
う
お
金
も
あ
る
が
、
し
か
し

そ
の
製
造
を
な
す
の
資
本
が
な
い
と
仮
定
せ
よ
。
し
か
ら
ば
、
ビ
・
ウ
ド
の
需
要
が
い
か
に
大
き
く
と
も
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
事

業
に
資
本
の
ひ
き
入
れ
ら
れ
な
い
か
ぎ
り
、
購
買
志
願
者
の
欲
求
す
こ
ぶ
る
強
烈
に
し
て
、
た
め
に
職
工
に
前
払
い
し
て
ビ
・
ウ
ド
を
製

造
せ
し
め
な
い
か
ぎ
り
、
す
な
わ
ち
購
買
志
願
者
が
そ
の
所
得
の
一
部
を
資
本
と
な
し
、
こ
れ
を
こ
の
製
造
業
に
投
資
す
る
に
あ
ら
ざ
る

か
ぎ
り
、
ビ
・
ウ
ド
の
生
産
し
た
が
っ
て
購
入
は
行
な
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
て
仮
定
を
逆
に
し
て
、
ビ
・
ウ
ド
を
つ
く
る
に
充
分
な

る
資
本
準
備
は
あ
る
が
、
し
か
し
ビ
・
ウ
ド
そ
の
も
の
に
対
す
る
需
要
が
な
い
も
の
と
し
よ
う
。
こ
の
揚
合
に
は
、
な
る
ほ
ど
ビ
・
ウ
ド

は
つ
く
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
資
本
の
方
で
は
、
何
ら
ビ
・
ウ
ド
製
造
を
特
に
好
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
・
て
も
製
造

業
者
お
よ
び
そ
の
労
働
者
は
、
顧
客
の
慰
み
に
生
産
を
な
す
も
の
で
は
な
く
て
、
自
己
の
欲
求
を
み
た
す
た
め
に
生
産
を
な
す
も
の
で
あ

る
。
彼
ら
は
、
生
産
に
必
要
な
る
資
本
と
労
働
を
ま
だ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
需
要
あ
る
何
か
他
の
物
を
生
産
す
る
こ
と
も
で
き

る
し
、
あ
る
い
は
他
に
何
ら
需
要
な
し
と
す
れ
ば
、
自
分
の
需
要
す
る
物
を
自
分
の
消
費
の
た
め
に
随
意
に
生
産
す
る
こ
と
も
で
き
る
の



で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
労
働
を
は
た
ら
か
し
む
る
か
ど
う
か
は
、
購
買
者
に
よ
っ
て
定
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、
資
本
に
よ
っ
て
定
ま
る
も

　
　
（
U
Y

の
で
あ
る
。
」
資
本
が
労
働
者
へ
の
前
払
い
を
意
味
す
る
以
上
、
前
払
い
す
べ
き
資
本
が
な
け
れ
ば
労
働
を
雇
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
も
こ
の
資
本
は
労
働
者
の
生
活
資
料
か
ら
な
る
の
で
、
た
と
え
あ
る
特
定
の
生
産
物
に
対
す
る
需
要
が
な
く
て
も
、
他
の
生
産
物
の

生
産
に
転
用
で
き
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
需
要
は
い
か
な
る
生
産
物
を
生
産
す
べ
き
か
を
決
め
る
が
、
労
働
雇
用
量
の
大
き
さ
を
決
め
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
資
本
の
転
用
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
つ
ね
に
他
の
部
門
で
は
需
要
が
存
在
す
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
つ
ま
リ
ミ
ル
に
は
一
般
的
過
剰
生
産
と
い
う
ケ
ー
ス
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
さ
て
次
に
、
彼
は
、
資
本
の
増
加
こ
そ
労
働
者
階
級
の
利
益
に
な
る
こ
と
を
立
証
す
る
た
め
に
、
や
や
こ
み
い
っ
た
例
を
あ
げ
て
い
る
。

い
ま
前
払
い
資
本
が
生
産
に
必
要
な
生
産
物
に
対
す
る
例
と
し
て
ビ
・
ウ
ド
を
、
他
方
、
前
払
い
資
本
を
必
要
と
し
な
い
商
品
と
し
て
レ

ン
ガ
職
の
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
る
。
消
費
者
は
こ
の
二
つ
の
商
品
に
対
し
て
次
の
二
つ
の
支
出
の
仕
方
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
一
つ
の
ケ
ー

ス
は
そ
の
所
得
を
レ
ン
ガ
職
に
支
出
す
る
揚
合
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
こ
れ
を
ビ
・
ウ
ド
に
支
出
す
る
揚
合
で
あ
る
。
需
要
が
雇
用
を
規

定
す
る
と
い
う
考
え
に
立
つ
人
は
、
ど
ち
ら
の
支
出
の
仕
方
に
せ
よ
雇
用
へ
の
影
響
は
同
じ
と
み
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ミ
ル
は
そ
う
で

は
な
い
。
最
初
の
ケ
ー
ス
は
ビ
・
ウ
ド
は
売
れ
な
い
が
、
前
払
い
資
本
が
存
在
す
る
か
ら
こ
れ
は
い
づ
れ
ど
こ
か
で
用
い
ら
れ
、
し
た
が

っ
て
労
働
者
は
雇
用
さ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
て
レ
ン
ガ
職
へ
の
支
出
が
あ
る
た
め
に
、
総
雇
用
は
こ
の
分
だ
け
増
加
す
る
。
し
か
る
に
第

二
の
ケ
ー
ス
で
は
、
ビ
・
ウ
ド
生
産
に
従
事
す
る
労
働
者
は
雇
用
さ
れ
る
が
、
レ
ン
ガ
職
人
は
失
業
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち

一
般
的
に
い
う
な
ら
、
レ
ン
ガ
職
へ
の
支
出
は
労
働
者
に
と
っ
て
資
本
の
増
加
と
同
じ
作
用
を
も
つ
が
ゆ
え
に
、
資
本
の
増
加
こ
そ
雇
用

を
増
す
手
段
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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資
本
に
関
す
る
根
本
命
題
を
あ
つ
か
っ
た
章
に
お
い
て
、
ミ
ル
は
明
ら
か
に
マ
ル
サ
ス
や
シ
ス
モ
ン
デ
イ
を
批
難
し
、
リ
カ
ー
ド
オ
と

セ
イ
の
考
え
方
に
賛
成
の
意
を
あ
ら
わ
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
「
商
品
に
対
す
る
需
要
は
労
働
に
対
す
る
需
要
で
は
な
い
」
と
い
う
命

題
は
、
セ
イ
法
則
の
ミ
ル
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
資
本
の
増
加
が
労
働
へ
の
需
要
、
賃
金
の
増
加
に
た
だ
ち
に
結
ぴ
つ
く

と
い
う
考
え
方
は
、
セ
イ
の
法
則
を
基
礎
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
セ
イ
の
法
則
が
前
提
さ
れ
、
か
つ
す
べ
て
の
資
本
が
時
間
の
要
素
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
り
流
動
資
本
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
え
ぱ
、
資

本
の
増
加
は
労
働
需
要
の
増
加
を
意
味
す
る
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
楽
観
的
な
考
え
方
は
古
典
学
派
に
一
貫
し
た
も
の
で
は
な
い
。

と
く
に
リ
カ
ー
ド
オ
の
『
原
理
』
第
三
版
に
つ
け
加
え
ら
れ
た
「
機
械
論
」
は
、
資
本
が
用
い
ら
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
労
働
力
が
過

剰
と
な
り
、
失
業
を
よ
ぎ
な
く
さ
れ
る
と
警
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
リ
カ
ー
ド
オ
の
悲
観
的
見
解

を
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
機
械
論
」
に
お
け
る
リ
カ
ー
ド
オ
は
「
価
値
論
」
に
お
け
る
と
は
異
な
っ
た
資
本
の
と
ら
え
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
先
ず
注
意
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
「
価
値
論
」
で
は
、
固
定
資
本
は
流
動
資
本
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
い
、
総
収
益
は
流
動
資
本
な
い
し
労
働
と
時
間
の
関
数
と

み
な
さ
れ
た
け
れ
ど
も
、
「
機
械
論
」
で
は
固
定
資
本
の
存
在
が
あ
ら
か
じ
め
前
提
さ
れ
、
総
収
益
は
流
動
資
本
な
い
し
労
働
と
固
定
資

本
の
関
数
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
て
リ
カ
ー
ド
オ
の
所
論
を
検
討
す
る
に
先
立
ち
、
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
次
の
よ

う
に
記
号
を
定
め
て
お
く
。

　
K
1
1
総
資
本
、
7
目
流
動
資
本
、
F
口
固
定
資
本
、
y
閥
総
収
益
、
9
1
1
純
収
益
、
α
】
総
資
本
に
対
す
る
利
潤
率
。

こ
れ
ら
の
諸
量
の
間
に
は
次
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
。

一



　
　
（
一
）
　
因
口
唄
十
、

　
　
（
い
）
　
図
”
刈
十
の

　
　
（
ω
）
◎
口
貸
眺

い
ま
ω
、
⑥
式
を
ω
へ
代
入
し
て
整
理
す
る
と

　
　
（
斜
）
　
憎
口
『
十
霞
（
胃
十
笥
）
H
（
一
十
象
）
胃
十
霞
、

あ
る
い
は
両
辺
を
γ
で
割
れ
ば

　
　
　
　
団
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
（
U
）
　
1
鍋
（
一
十
霞
）
十
貸
！

　
　
　
　
『
　
　
　
　
　
　
　
『

最
後
の
㈲
式
は
流
動
資
本
単
位
あ
た
り
、
も
し
く
は
労
働
者
一
人
あ
た
り
の
生
産
性
が
、
固
定
資
本
対
流
動
資
本
比
率
あ
る
い
は
労
働
の

資
本
装
備
率
に
依
存
す
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
揚
合
、
総
収
益
y
は
7
と
F
の
一
次
同
次
関
数
で
あ
る
こ
と
億
い
う
ま
で
も
な

い
。

　
リ
カ
ー
ド
オ
は
ω
～
⑥
の
体
系
に
依
拠
し
つ
つ
、
F
と
7
の
合
計
た
る
総
資
本
K
が
た
と
え
同
じ
大
き
さ
で
あ
っ
て
も
、
X
の
7
と
F

へ
の
分
割
の
仕
方
い
か
ん
に
よ
っ
て
y
の
減
少
す
る
揚
合
の
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
労
働
需
要
の
減
る
ケ
ー
ス
の
存
在
す
る
こ
と

を
立
証
せ
ん
と
す
る
。
．
一
の
揚
合
7
と
F
の
結
合
の
仕
方
に
関
係
な
く
、
利
潤
率
α
は
常
に
一
定
と
仮
定
さ
れ
る
。
い
ま
映
目
飾
N
ρ
。
8
・

黛
1
ー
ド
O
駅
と
し
よ
う
。
そ
し
て
最
初
に
二
万
ポ
ン
ド
の
資
本
の
中
、
胎
芦
。
O
O
が
流
動
資
本
に
、
残
り
の
腕
N
b
8
が
固
定
資
本
に
用
い

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
と
き
に
は
ω
、
⑥
式
に
よ
り
総
収
益
は
獅
歩
8
0
で
あ
る
。
さ
て
次
に
同
額
の
資
本
が
刈
H
飾
留
8
、

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

肉
“
飾
一
♪
8
0
な
る
割
合
で
用
い
ら
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
団
n
囮
y
8
0
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
「
さ
れ
ば
、
こ
の
揚

合
、
純
収
益
の
価
値
は
減
少
し
な
い
に
拘
ら
ず
、
そ
の
貨
物
を
購
買
す
る
カ
は
、
或
は
大
に
増
進
す
る
こ
と
も
あ
る
に
拘
ら
ず
、
総
収
益

の
価
値
は
、
一
五
、
0
0
0
硬
か
ら
七
、
五
〇
〇
磋
に
下
落
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
人
口
を
養
い
、
労
働
を
雇
用
す
る
力
は
、
一

国
の
総
収
益
に
依
存
せ
ず
し
て
、
常
に
そ
の
総
収
益
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
，
労
働
に
対
す
る
需
要
は
必
ず
減
退
し
、
人
口
は
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

剰
と
な
り
、
労
働
階
級
の
境
遇
は
窮
迫
貧
困
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
」

　
機
械
の
発
明
お
よ
び
そ
の
利
用
に
も
か
か
わ
ら
ず
利
潤
率
が
一
定
で
あ
り
、
⑥
式
で
与
え
ら
れ
る
生
産
関
数
が
シ
フ
ト
し
な
い
と
い
う

仮
定
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
し
か
し
以
上
の
設
例
が
物
語
る
よ
う
に
、
失
業
発
生
の
可
能
性
は
こ
れ
を
否
定
で
き
な
い
。
，
リ
カ
ー
ド
オ
の

機
械
導
入
の
効
果
に
関
す
る
議
論
は
、
最
終
的
な
均
衡
を
扱
っ
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
批
判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
批
判
は
さ

し
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
彼
は
機
械
が
導
入
さ
れ
た
た
め
に
生
じ
た
失
業
は
、
発
明
の
結
果
と
し
て
の
生
産
物
価

格
低
下
に
よ
る
実
質
利
潤
の
増
加
に
よ
り
、
労
働
力
と
し
て
再
吸
収
さ
れ
る
と
示
唆
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ク
セ
ル
の
批
判
す
る

（
1
7
）

如
く
、
こ
の
揚
合
失
業
の
圧
力
に
よ
っ
て
賃
金
が
低
下
し
、
古
い
生
産
方
法
が
有
利
と
な
る
状
況
が
生
じ
て
労
働
が
再
吸
収
さ
れ
る
可
能

性
は
あ
る
が
、
賃
金
の
伸
縮
性
を
仮
定
す
る
か
価
格
の
伸
縮
性
を
問
題
に
す
る
か
は
二
者
択
一
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
も
し
賃
金
が

そ
の
自
然
率
に
等
し
い
水
準
に
あ
る
と
す
る
な
ら
、
賃
金
が
競
争
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
低
下
し
う
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
は
現
実
的
困

難
性
を
と
も
な
う
。
そ
の
揚
合
に
は
む
し
ろ
リ
カ
ー
ド
オ
の
よ
う
に
賃
金
を
硬
直
的
な
も
の
と
み
な
し
、
価
格
の
変
化
の
効
果
を
考
え
た

方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
価
格
変
化
の
効
果
は
生
産
性
の
上
昇
の
程
度
に
依
存
す
る
が
、
リ
カ
ー
ド
オ
の
生
産
関
数
は
機
械
の
導
入
に
よ
っ

て
シ
フ
ト
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
失
業
の
全
て
を
再
吸
収
す
る
ほ
ど
の
実
質
利
潤
の
増
大
は
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。



　
要
す
る
に
リ
カ
ー
ド
オ
の
論
点
は
、
基
金
の
一
部
が
機
械
の
導
入
に
よ
っ
て
固
定
資
本
に
移
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
た
め
に
賃
金
の
支

払
い
に
あ
て
ら
れ
る
べ
き
部
分
が
減
少
し
て
失
業
が
生
ず
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
資
本
が
機
械
に
固
定
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
も
は
や
そ

れ
は
流
動
資
本
た
り
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
o
器
8
巨
巨
○
象
2
の
世
界
を
は
な
れ
て
、
二
部
門
分
割
モ
デ
ル
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
リ
カ
ー
ド
オ
の
モ
デ
ル
は
単
一
の
か
つ
同
一
の
資
本
家
が
消
費
財
を
生
産
し
、
あ
る
点
で
は
資
本
財
を
生
産
す
る
と
い
う
極

端
な
単
純
化
を
ふ
く
ん
で
は
い
る
が
、
本
質
的
に
は
二
部
門
モ
デ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
か
く
し
て
リ
カ
ー
ド
オ
の
賃
金
基
金
説
は
学
説
史
的
に
み
る
な
ら
ば
、
時
間
的
要
素
の
考
慮
と
い
う
意
味
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
資
本
学

説
に
、
ま
た
二
部
門
モ
デ
ル
の
形
成
と
い
う
観
点
か
ら
ヴ
ィ
ク
セ
ル
、
マ
ル
ク
ス
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
1
）
　
リ
カ
ー
ド
は
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
読
者
は
、
貨
物
変
動
の
こ
の
原
因
（
相
対
価
格
変
動
の
原
因
と
し
て
の
賃
金
の

　
　
変
化
－
引
用
者
註
）
は
、
そ
の
効
果
が
割
合
に
軽
微
な
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
利
潤
百
分
の
一
の
下
落
を
き
た
す
ほ
ど
の
賃
金
騰
貴
を
も

　
　
っ
て
し
て
も
、
私
の
仮
想
し
た
事
情
の
下
に
生
産
せ
ら
れ
た
財
は
、
相
対
価
値
の
変
動
す
る
こ
と
わ
ず
か
に
百
分
の
一
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
…

　
　
．
：
賃
金
騰
貴
の
た
め
こ
れ
等
の
財
の
相
対
価
格
上
に
お
こ
り
得
べ
き
最
大
の
変
動
と
い
え
ど
も
、
な
お
百
分
の
六
、
七
を
超
過
し
得
ぬ
も
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
け
だ
し
利
潤
は
、
お
そ
ら
く
如
何
な
る
箏
情
の
下
に
お
い
て
も
、
到
底
こ
の
程
度
以
上
の
一
般
的
永
続
的
下
落
を
許
さ
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
」
リ

　
　
カ
ー
ド
オ
　
前
掲
書
　
三
八
－
三
九
頁
。
リ
カ
ー
ド
オ
効
果
は
軽
微
な
も
の
と
し
て
し
り
ぞ
け
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
労
働
価
値
説
は
六
～

　
　
七
％
程
度
修
正
を
蒙
む
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
リ
カ
ー
ド
オ
の
価
値
説
は
九
三
％
労
働
価
値
説
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
3
0
8
渥
①
幹
蒔
一
9

　
　
、
、
勾
一
8
a
o
窪
山
9
0
8
評
目
O
①
暮
U
帥
σ
躍
日
げ
8
曙
○
㎞
＜
2
諾
、
、
国
の
鋸
器
ぎ
昌
Φ
国
一
。
。
8
蔓
○
団
国
o
o
一
一
〇
目
一
8
’
一
8
軌
■

　
（
2
）
　
ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
七
〇
三
頁
。

　
（
3
）
　
ス
ミ
ス
　
前
掲
書
　
七
〇
五
頁
。

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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第
四
章
基
金
説
の
限
界

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

基
金
説
の
完
成
者
た
る
ミ
ル
が
、
・
ン
ヂ
お
び
ソ
ー
ン
ト
ン
の
批
判
に
屈
し
て
、

一
八
六
九
年
、
フ
オ
ー
ト
ナ
イ
ト
　
レ
ビ
ュ
ー
誌
上



で
基
金
説
の
撤
回
を
お
こ
な
っ
た
こ
と
目
旨
げ
お
8
導
暮
一
自
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
最
後
に
こ
の
間
の
事
情
と
、

基
金
説
の
限
界
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
基
金
説
の
硬
直
性
な
い
し
先
決
性
を
中
心
に
議
論
を
す
す
め
て
ゆ

く
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
す
で
に
マ
ル
ク
ス
が
同
志
ウ
エ
ス
ト
ン
に
対
す
る
批
判
と
い
う
か
た
ち
で
、
ま
た
ヴ
ィ
ク
セ
ル
が
べ
ー
ム
の

資
本
理
論
の
評
価
を
通
じ
て
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
こ
の
二
人
の
見
解
に
し
た
が
う
も
の
で
あ
る
。

　
ソ
ー
ン
ト
ン
の
基
金
説
批
判
は
、
、
一
八
六
九
年
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
大
著
、
9
一
9
げ
o
彗
乙
＄
≦
触
9
鴨
巳
Ω
巴
ヨ
の
弩
山
空
管
窪
三

U
ロ
Φ
の
」
諾
卜
9
猛
一
即
8
Φ
旨
き
幽
b
o
裟
げ
一
Φ
男
暮
彗
Φ
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
批
判
の
内
容
は
次
の
と
う
り
で
あ
る
。
「
も
し
そ
の

全
部
が
か
な
ら
ず
労
賃
の
支
払
い
に
あ
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
国
民
基
金
な
る
も
の
が
真
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
基
金
は
国
民
の
雇
用

者
を
な
す
と
こ
ろ
の
多
く
の
個
人
の
所
有
せ
る
よ
り
少
な
い
同
様
の
基
金
の
総
額
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
如
何
な
る
個
々

の
雇
用
者
が
か
か
る
基
金
を
所
有
す
る
か
。
個
人
の
資
本
の
う
ち
そ
の
所
有
者
が
か
な
ら
ず
や
労
働
の
上
に
費
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
特

殊
の
部
分
が
存
在
す
る
か
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
雇
主
は
そ
れ
が
自
分
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
は
借
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

貨
幣
の
一
定
額
を
所
有
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
ヶ
ぢ
か
ら
彼
の
あ
ら
ゆ
る
費
用
は
支
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
い
や
し
く
も
支
払
わ
れ
る

か
ぎ
り
、
彼
が
、
こ
の
額
か
ら
家
族
お
よ
ぴ
自
分
の
費
用
の
た
め
に
と
れ
る
も
の
を
差
引
き
た
る
後
残
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
以
て
、
彼

の
仕
事
を
遂
行
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
残
額
の
一
部
分
を
も
っ
て
建
物
、
機
械
を
準
備
し
、
あ
る
い
は
維
持
し
、
第
二
の
部
分
を
も
っ
て

原
料
を
買
入
れ
、
第
三
の
部
分
を
も
っ
て
労
働
を
雇
い
入
れ
る
。
だ
が
彼
の
家
庭
の
支
出
額
を
決
定
し
、
し
た
が
っ
て
彼
の
産
業
的
作
業

に
用
い
ら
る
ぺ
き
残
額
を
決
定
す
る
何
等
か
の
法
則
が
存
在
す
る
か
。
：
…
・
も
し
個
人
の
雇
用
者
の
揚
合
に
労
賃
基
金
な
る
も
の
が
な
い

な
ら
ば
、
か
か
る
資
本
の
総
計
が
あ
る
は
ず
の
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
国
民
の
労
賃
基
金
な
る
も
の
が
あ
る
は
ず
が
な
い
の
も

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
』
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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一
橋
大
学
研
究
年
報
　
経
済
学
研
究
　
U
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
し
て
注
意
を
要
す
る
は
、
不
変
・
確
定
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ゆ
る
労
賃
基
金
の
真
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
あ
る
何
等
か
の
額
が
、
あ
る
一
定
の
期
間
内
に
お
い
て
、
労
賃
の
形
式
で
支
出
せ
ら
る
る
に
相
違
な
い
こ
と
は
誰
人
も
否
定
せ
ぬ
。

た
だ
問
題
と
な
る
の
は
そ
の
額
が
決
定
的
の
も
の
で
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
に
あ
る
。
も
し
決
定
的
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
額

は
い
う
ま
で
も
な
く
分
割
せ
ら
る
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
ま
た
労
賃
基
金
の
唯
一
の
職
能
、
す
な
わ
ち
労
賃
の
平
均
率
を
示
す
と
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
商
を
出
す
唯
一
の
職
能
を
は
た
す
何
等
か
の
カ
ー
そ
れ
が
も
て
る
ー
に
対
し
て
存
続
す
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
ソ
ー
ン
ト
ン

は
、
あ
ら
ゆ
る
企
業
者
が
生
産
の
開
始
に
先
立
っ
て
一
定
額
の
貨
幣
を
所
有
す
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
そ
の
ど
れ
だ
け
の
部
分
が
賃

金
の
支
払
い
に
あ
て
ら
れ
る
か
を
決
め
る
法
則
が
な
い
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
や
ミ
ル
の
資
本
と
賃
金
の
関
係
に
つ
い
て

の
叙
述
を
注
意
深
く
読
む
な
ら
ば
、
基
金
の
確
定
・
不
変
を
必
ら
ず
し
も
主
張
し
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
彼
等
は
、
せ
い

ぜ
い
の
と
こ
ろ
資
本
の
蓄
積
な
く
し
て
賃
金
の
増
加
し
え
な
い
こ
と
、
お
よ
び
も
し
基
金
が
与
え
ら
れ
る
な
ら
、
賃
金
は
こ
れ
を
労
働
者

数
で
除
し
た
頭
割
り
資
本
と
し
て
定
ま
る
こ
と
を
の
べ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
に
つ
い
て
は
、
彼
等
は
い
か
に
し

て
基
金
の
大
き
さ
が
定
ま
る
か
を
説
明
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
た
め
に
ソ
ー
ン
ト
ン
の
よ
う
な
批
判
を
あ
ぴ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
ソ
ー
ン
ト
ン
の
駁
撃
に
対
し
て
、
ミ
ル
は
た
だ
ち
に
屈
服
し
、
賃
金
基
金
説
を
撤
回
す
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。
「
法
則
固
有
の

性
質
上
、
労
賃
を
し
て
、
雇
主
が
自
分
の
企
業
の
遂
行
に
投
ぜ
ん
と
意
図
す
る
基
金
の
み
な
ら
ず
、
彼
が
生
活
必
要
品
以
上
に
留
保
す
る

私
的
失
費
の
全
体
を
吸
収
し
つ
く
す
点
ま
で
、
騰
貴
す
る
を
不
可
能
な
ら
し
む
る
が
如
き
自
然
法
則
は
存
在
せ
ぬ
。
労
賃
騰
貴
の
真
実
の

限
度
は
い
か
程
の
増
加
が
彼
を
し
て
破
滅
せ
し
む
る
か
、
あ
る
い
は
そ
の
企
業
を
拗
棄
せ
し
む
る
に
至
る
か
と
い
う
実
際
的
の
考
慮
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

っ
て
、
労
賃
基
金
の
刻
薄
な
る
限
度
で
は
な
い
。
」
ミ
ル
が
か
く
も
容
易
に
基
金
説
を
撤
回
し
た
理
由
が
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
は
、
こ
れ



だ
け
の
引
用
句
か
ら
で
は
想
像
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
わ
れ
わ
れ
の
研
究
か
ら
み
れ
ば
、
賃
金
基
金
説
は
資
本
理
論
と
の
関
係
に
お
い

て
理
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
こ
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
資
本
理
論
の
一
つ
の
系
と
し
て
基
金
説
が
導
び
か
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
ソ
ー
ン
ト
ン
が
批
判
し
、
ミ
ル
が
こ
れ
に
同
意
し
た
と
こ
ろ
の
基
金
説
は
、
資
本
理
論
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な

く
、
分
配
理
論
と
し
て
の
基
金
説
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
の
云
う
よ
う
に
、
ミ
ル
は
ソ
ー
ン
ト
ン
に
完
全

降
伏
し
た
の
で
は
な
く
、
と
く
に
賃
金
基
金
説
が
消
滅
す
れ
ば
と
も
に
消
滅
す
る
は
ず
の
資
本
に
か
ん
す
る
第
四
の
命
題
は
こ
れ
を
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
必
要
を
認
め
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ル
が
基
金
説
を
放
棄
し
た
事
情
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
な
こ
れ
以
上
立
入
っ
た
考
察
は
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
資
本
理
論
の
側
面
か
ら
み
た
基
金
説
の
意
義
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
べ
ー
ム
お
よ
び
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
の
資
本
理
論
が
古
典
派
の
賃
金
基
金
説
に
よ
り
多
大
の
影
響
を
う
け
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
理
論
の
形
式

的
類
似
性
の
た
め
に
し
ば
し
ば
新
賃
金
基
金
説
と
称
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
。
新
賃
金
基
金
説
と
い
う
観
点
か
ら
ベ

ー
ム
な
ら
ぴ
に
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
資
本
理
論
の
特
質
を
整
理
す
る
な
ら
、
次
の
四
つ
の
点
に
要
約
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
て
賃
金
の
資
本
よ
り
の
前
払
い
。

　
二
、
生
産
に
お
け
る
時
間
的
要
素
の
考
慮
。

　
三
、
資
本
の
生
産
性
の
認
識
。

　
四
、
賃
金
ま
た
は
利
潤
の
極
大
行
動
の
導
入
。

以
上
の
四
点
の
う
ち
第
二
の
点
は
第
一
の
点
に
本
来
ふ
く
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
い
う
時
間
的
要
素
の
考
慮
と
は
、
リ
カ

ー
ド
オ
的
な
意
味
で
の
そ
れ
で
あ
り
、
生
産
期
間
の
長
期
化
を
考
え
る
と
い
う
；
と
で
あ
る
。
古
典
派
の
賃
金
基
金
説
は
こ
の
点
に
つ
い

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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て
の
リ
カ
ー
ド
オ
の
認
識
、
あ
る
い
は
ス
ミ
ス
の
分
業
の
原
理
に
お
け
る
生
産
迂
回
化
の
構
想
を
評
価
す
る
な
ら
、
以
上
四
点
の
第
一
、

第
二
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
ふ
く
む
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ミ
ル
の
よ
う
な
形
で
基
金
説
の
定
式
化
が
行
な
わ
れ
た
揚
合
に
、

は
た
し
て
古
典
派
基
金
説
に
生
産
迂
回
の
構
想
が
あ
っ
た
と
し
て
よ
い
か
は
疑
問
が
あ
ろ
う
。

　
さ
て
第
一
の
賃
金
の
資
本
よ
り
の
前
払
い
に
つ
い
て
は
、
こ
の
考
え
方
が
資
本
理
論
に
と
っ
て
本
質
的
に
重
要
な
る
こ
と
が
ヴ
ィ
ク
ゼ

ル
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
旧
い
、
な
お
全
く
論
争
の
終
っ
て
い
な
い
次
の
論
争
問
題
は
、
い
っ
そ
う
現
実
的
な
意

義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
本
は
実
際
に
労
賃
の
源
泉
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
年
々
の
生
産
物
こ
そ
、
し
た
が
っ
て
生
産

の
結
果
こ
そ
、
む
し
ろ
こ
の
源
泉
と
み
な
す
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
か
、
の
間
題
で
あ
る
。
前
者
の
見
解
は
古
典
学
派
の
見
解
で
あ
っ
て
、

べ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル
ク
や
、
そ
し
て
事
実
上
は
ジ
ェ
ボ
ン
ズ
も
ま
た
、
大
体
に
お
い
て
こ
れ
に
賛
成
し
て
い
る
。
後
者
の
見
解
は
社
会
主

義
的
著
述
家
の
ほ
か
に
、
ア
メ
リ
カ
人
F
・
A
・
ウ
ォ
ー
カ
ー
が
熱
心
に
こ
れ
を
弁
護
し
、
彼
の
有
名
な
同
国
人
ヘ
ン
リ
i
・
ジ
ョ
ォ
ー

ジ
は
更
に
そ
れ
を
極
端
化
し
た
。
…
…
こ
の
見
解
を
奉
ず
る
人
々
は
次
の
如
き
明
白
な
る
事
実
に
依
頼
す
る
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
他

の
人
々
の
よ
う
に
、
労
働
者
も
、
彼
等
が
そ
れ
を
生
産
し
た
割
合
に
応
じ
て
、
完
成
生
産
物
を
消
費
し
、
そ
し
て
労
働
者
が
消
費
す
る
も

の
、
し
た
が
っ
て
古
典
学
派
の
理
論
に
よ
れ
ぱ
資
本
と
み
な
し
得
ぺ
き
も
の
と
、
そ
の
他
の
社
会
階
級
が
消
費
す
る
も
の
と
の
間
に
は
、

最
初
か
ら
不
変
的
な
ま
た
は
こ
え
難
い
境
界
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
上
述
の
考
察
は
、
こ
の
容
易
に
消
滅
し

な
い
論
争
問
題
に
お
い
て
、
真
理
は
い
づ
れ
の
側
に
も
全
く
存
在
し
な
い
が
、
し
か
し
古
典
学
派
の
見
解
に
は
る
か
に
近
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
」
「
多
数
の
生
産
段
階
に
お
い
て
は
、
労
働
を
遂
行
し
て
か
ら
生
産
物
を
売
品
と
し
て
完
成
す
る
ま
で
に
、
あ
る

長
き
ま
た
は
短
き
時
間
が
介
在
す
る
。
し
か
し
一
般
に
労
働
者
は
こ
の
時
間
中
そ
の
賃
金
を
待
忍
せ
ず
、
む
し
ろ
多
く
の
揚
合
に
労
働
を



遂
行
し
て
間
も
な
く
そ
れ
を
受
取
る
か
ら
、
こ
の
生
産
物
が
直
接
的
に
も
、
他
の
生
産
物
と
の
交
換
に
よ
っ
て
も
、
そ
の
労
働
者
に
賃
金

を
与
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
」
「
労
賃
基
金
説
に
対
し
て
は
人
々
は
ま
た
次
の
ご
と
き
異
論
を
唱
え
た
。
い
わ
く
、
労
賃

基
金
説
が
正
し
い
の
は
労
働
者
が
生
産
物
に
て
、
す
な
わ
ち
労
働
時
問
と
同
時
的
な
生
産
物
に
て
労
賃
を
受
取
る
と
の
仮
定
の
下
に
お
い

て
の
み
で
あ
る
、
と
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
反
し
て
労
働
者
が
資
本
に
て
労
賃
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受
取
る
こ
と
を
厭
は
な
い
な

ら
ば
、
換
言
す
れ
ば
、
労
働
者
が
彼
等
自
身
の
生
産
物
が
販
売
品
と
し
て
完
成
す
る
ま
で
労
賃
の
受
取
り
を
待
忍
す
る
こ
と
を
厭
は
な
い

な
ら
ば
、
労
賃
の
大
き
さ
は
1
生
産
物
の
範
囲
内
に
お
い
て
1
任
意
に
増
加
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
資
本
ま
た
は
労
賃
基
金
の
大
き

さ
に
依
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
全
く
正
し
い
。
し
か
し
最
も
厳
格
な
労
賃
基
金
説
を
除
け
ば
、
ほ
と
ん
ど
労
賃
基

金
説
に
対
す
る
真
実
の
謬
論
と
な
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
右
の
如
き
や
り
方
に
お
い
て
は
労
働
者
は
実
は
自
か
ら
資
本
家
と
な
り
、

自
か
ら
資
本
を
形
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
、
直
接
に
生
産
物
と
、
す
な
わ
ち
現
在
の
資
本
存
在
量
の
一
部
と
交
換
さ
れ
な
い
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

用
役
は
、
こ
の
資
本
存
在
量
に
対
す
る
一
つ
の
現
実
的
付
加
分
ま
た
は
一
つ
の
増
加
分
を
な
す
も
の
で
あ
る
か
ら
。
」
賃
金
が
は
た
し
て

前
払
い
さ
れ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
後
払
い
さ
れ
る
も
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
い
ず
れ
が
正
し
い
と
判
定
す
べ
き
根
拠
は
な
い
。

し
か
し
資
本
の
機
能
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
が
生
産
と
消
費
と
の
時
間
的
間
隔
を
架
橋
す
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
ま
た
資

本
が
こ
の
時
間
的
間
隔
を
延
長
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
に
意
義
を
求
め
る
と
す
る
な
ら
ば
、
賃
金
は
資
本
よ
り
前
払
い
さ

れ
る
と
理
解
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
資
本
の
役
割
を
理
解
す
る
た
め
の
理
論
上
の
仮
定
な
の
で
あ
っ
て
、
実
際
的
考
慮

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
基
金
の
大
き
さ
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
、
あ
る
い
は
固
定
資
本
と
流
動
資
本
の
投
下
比
率
の
任
意

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
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性
に
つ
い
て
は
、
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
周
知
の
．
ご
と
く
労
賃
基
金
説
は
、
労
銀
を
労
銀
支
払
用
に
定

め
ら
れ
た
る
資
本
を
労
働
者
数
で
割
っ
た
商
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
反
対
者
に
よ
っ
て
、
前
者
の
大
い
さ
が
、
前
以
て
し
て
は
、

全
然
不
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
注
目
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
は
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
存
在
す
る
国
民
財
産
の
ど
れ
だ
け

が
、
生
産
的
に
使
用
せ
ら
る
る
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
前
以
て
確
定
し
て
い
な
い
の
み
な
ら
ず
、
生
産
的
に
使
用
せ
ら
れ
る
財
産

の
全
部
が
、
年
々
労
銀
で
支
払
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
予
め
確
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
、
多
か
れ
少
か
れ
、
各

種
の
建
物
、
機
械
、
道
具
、
原
料
、
半
製
品
に
固
定
的
に
投
下
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
批
難
は
、
も
ち
ろ
ん
べ
ー
ム
・
バ

ヴ
ェ
ル
ク
の
理
論
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
り
、
た
だ
完
全
な
る
節
約
お
よ
び
資
本
形
成
の
理
論
に
よ
っ
て
の
み
、
除
去
さ
る
る
こ
と
が
で

き
る
。
け
れ
ど
も
後
の
批
判
に
関
し
て
い
え
ば
、
人
た
は
す
で
に
最
初
か
ら
、
生
産
資
本
の
、
労
働
手
段
と
生
存
資
料
（
大
体
「
固
定
資

本
と
流
動
資
本
」
）
へ
の
事
実
上
の
分
配
が
、
決
し
て
任
意
の
も
の
で
は
な
く
、
最
大
可
能
の
利
潤
の
原
則
に
し
た
が
っ
て
生
ず
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

を
明
確
に
知
っ
て
い
た
。
た
だ
彼
ら
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
更
に
立
ち
入
っ
て
論
ず
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」
べ
ー
ム

は
そ
の
意
味
で
新
し
い
理
論
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
典
学
派
の
賃
金
基
金
説
に
、
先
に
の
べ
た
四
点
の
う
ち
第
二
以
下
の
点

を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
い
ま
国
民
資
本
の
全
体
を
即
と
し
、
賃
金
を
Z
、
労
働
者
数
を
且
と
す
れ
ば
、
古
典
派
の
賃

金
基
金
説
で
は
、

　
　
　
　
璃

　
　
　
N
目
1

　
　
　
　
』

で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
方
程
式
は
決
定
さ
る
ぺ
き
二
つ
の
数
量
（
乙
と
K
）
に
対
し
て
た
だ
一
つ
の
関
係
し
か
与
え
て
い
な
い
。
（
但



し
K
は
Z
と
異
な
っ
て
Z
が
与
え
ら
れ
た
と
き
に
初
め
て
定
ま
る
数
量
で
あ
っ
て
、
一
年
間
だ
け
労
働
者
に
前
払
い
さ
れ
る
賃
金
総
額
と

理
解
す
ぺ
き
で
あ
る
。
）
こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
理
論
で
は
、

　
　
　
　
　
匡
÷
尊
切

　
　
　
肉
静
”
ー
（

　
　
　
　
　
　
N

で
あ
る
。
こ
こ
で
r
と
五
は
既
知
で
あ
る
が
、
賃
金
Z
と
生
産
期
間
は
未
知
で
あ
る
。
し
か
る
に
亡
は
生
産
関
数
篭
ー
只
躰
）
．
（
但
し
P
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

一
労
働
者
あ
た
り
の
年
生
産
量
）
が
与
え
ら
れ
、
か
つ
利
潤
極
大
行
動
を
仮
定
す
る
な
ら
、
決
定
さ
れ
る
。
い
ま
超
の
大
き
さ
が
一
五
〇

億
ド
ル
、
五
が
一
千
万
人
で
あ
っ
た
と
し
、
孟
が
六
年
で
あ
れ
ば
、
z
は
五
〇
〇
ド
ル
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
K
は
五
〇
億
ド
ル
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
残
り
の
一
〇
〇
億
ド
ル
は
生
産
期
間
の
延
長
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
典
派
の
賃
金
基
金
説
で
は
一
五
〇
億

ド
ル
の
資
本
の
全
部
が
一
年
間
の
賃
金
支
払
い
に
用
い
ら
れ
る
か
の
ご
と
く
考
え
る
と
こ
ろ
に
誤
ま
り
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
古
典
学

派
の
労
賃
基
金
説
の
本
来
の
誤
謬
は
、
す
で
に
べ
ー
ム
・
バ
ヴ
ェ
ル
ク
が
指
摘
し
た
如
く
、
そ
の
弁
護
者
達
が
労
賃
基
金
を
た
だ
一
年
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

だ
け
の
も
の
と
み
な
し
な
が
ら
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
全
資
本
と
同
一
視
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
」
の
で
あ
る
。
賃
金
基
金
の
大
き
さ

は
か
く
し
て
生
産
期
間
の
長
さ
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
賃
金
の
高
さ
は
国
民
資
本
の
大
き
さ
に
比
例
す
る
も
の
で
は
な

い
。
国
民
資
本
の
増
加
は
そ
の
ま
ま
賃
金
率
の
増
加
に
む
す
ぴ
つ
く
の
で
は
な
く
、
「
主
と
し
て
生
産
期
問
の
延
長
の
た
め
に
用
い
ら
れ
、

生
産
期
間
の
延
長
が
逓
減
的
余
剰
収
益
を
導
び
く
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
資
本
利
子
率
の
逓
下
と
賃
金
の
相
対
的
騰
貴
に
導
び
く
の
で

（
1
2
）

あ
る
。
」

　
わ
れ
わ
れ
は
国
民
資
本
の
全
て
が
古
典
派
の
賃
金
基
金
に
あ
て
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
ま
仮
り
に
生

　
　
　
　
　
古
典
派
の
賃
金
理
論
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七
〇

産
期
間
は
一
年
で
あ
る
と
し
、
し
た
が
っ
て
全
資
本
が
労
働
者
へ
の
前
払
い
に
使
用
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
揚
合
に
は
、

実
物
的
な
意
味
で
賃
金
基
金
は
一
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
賃
金
所
得
者
に
前
貸
さ
れ
る
貨
幣
額
が
大
き
く
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
労
働

者
の
生
計
を
維
持
す
る
に
必
要
な
生
活
必
需
品
の
価
格
を
高
め
る
だ
け
で
、
な
ん
ら
そ
の
供
給
を
増
や
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
基
金
の
硬
直
性
は
短
期
間
の
み
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ぱ
、
貨
幣
賃
金
の
騰
貴

は
必
需
品
に
対
す
る
需
要
の
増
加
を
も
た
ら
し
、
短
か
い
期
間
の
後
に
は
、
従
来
富
者
が
購
入
し
て
い
た
ぜ
い
た
く
品
の
生
産
を
犠
牲
に

し
て
、
必
需
品
の
供
給
増
大
を
よ
び
お
こ
す
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
こ
の
論
理
は
、
賃
金
基
金
説
の
支
持
者
た
る
同
志
ウ
エ

ス
ト
ン
ヘ
の
批
判
を
通
じ
て
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
労
働
者
階
級
は
、
全
体
と
し
て
考
え
れ
ば
、
そ
の
所
得
を
生
活
必
需
品

に
費
し
て
お
り
、
ま
た
費
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
全
く
正
し
い
。
だ
か
ら
賃
金
率
の
一
般
的
昂
騰
は
必
需
品
の
需
要
の
増
加
を
、

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
の
市
場
価
格
の
騰
貴
を
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
必
需
品
を
生
産
す
る
資
本
家
達
は
、
賃
金
騰
貴
の
償
い
を
、

彼
等
の
商
品
の
市
場
価
格
の
騰
貴
に
よ
っ
て
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
必
需
品
を
生
産
し
な
い
他
の
資
本
家
た
ち
は
ど
う
で
あ
る
か
。
」

彼
等
は
必
需
品
以
外
の
商
品
、
す
な
わ
ち
一
般
に
奢
多
品
を
生
産
し
て
い
る
も
の
と
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
揚
合
、
「
彼
等
は
賃
金
の
一

般
的
騰
貴
の
結
果
と
し
て
生
ず
る
利
潤
率
の
低
落
の
代
償
を
、
彼
等
の
商
品
の
価
格
の
騰
貴
に
よ
っ
て
褥
る
こ
と
は
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
わ
け
は
、
こ
れ
ら
の
商
品
に
対
す
る
需
要
は
増
加
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
彼
等
の
所
得
は
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

こ
の
減
少
し
た
所
得
か
ら
し
て
、
彼
等
は
、
価
格
の
騰
貴
し
た
同
量
の
必
需
品
に
、
よ
り
多
く
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
等
の
所
得
が
減
少
し
た
の
で
、
彼
等
は
奢
多
品
に
よ
り
少
く
し
か
費
し
え
ず
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
彼

等
の
そ
れ
ぞ
れ
の
商
品
に
た
い
す
る
彼
等
の
相
互
的
需
要
が
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
需
要
減
少
の
結
果
と
し
て
、
彼
等
の
商
品



の
価
格
は
下
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
産
業
部
門
で
は
、
利
潤
率
は
、
た
だ
に
賃
金
率
の
一
般
的
昂
騰
に
単
比
例
し
て
で

は
な
く
、
賃
金
の
一
般
的
騰
貴
・
必
需
品
の
価
格
騰
貴
・
お
よ
び
奮
移
品
の
価
格
下
落
の
複
比
例
で
、
低
落
す
る
で
あ
ろ
う
。
種
々
の
産

業
部
門
で
使
用
さ
れ
る
諸
資
本
の
利
潤
率
に
お
け
る
こ
の
相
違
の
結
果
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
平
均

利
潤
率
が
種
々
の
生
産
部
門
で
相
違
す
る
に
至
る
と
き
に
つ
ね
に
生
ず
る
結
果
と
同
じ
で
あ
る
。
資
本
と
労
働
と
は
、
利
益
の
少
な
い
部

門
か
ら
利
益
の
多
い
部
門
に
移
転
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
移
転
の
過
程
は
、
供
給
が
、
一
方
の
産
業
部
門
で
は
需
要
の
増
加
に

比
例
し
て
増
加
し
、
他
方
の
産
業
部
門
で
は
需
要
の
減
少
に
応
じ
て
減
少
す
る
ま
で
つ
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
変
動
が
生
じ
た
の
ち
、
一

般
利
潤
率
は
種
々
の
産
業
部
門
で
ふ
た
た
び
平
均
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
狂
い
は
す
べ
て
、
も
と
も
と
、
種
々
の
商
品
の
需
要
と
供
給
と

の
比
率
に
お
け
る
単
な
る
変
動
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
原
因
が
な
く
な
れ
ば
結
果
も
な
く
な
っ
て
、
物
価
は
も
と
の
水
準
お
よ

び
均
衡
に
復
す
る
で
あ
ろ
う
。
賃
金
騰
貴
の
結
果
た
る
利
潤
率
の
低
落
は
、
二
、
三
の
産
業
部
門
に
は
限
ら
れ
な
い
で
、
一
般
的
な
も
の

と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
仮
定
に
従
え
ば
、
労
働
の
生
産
諸
力
に
も
生
産
物
の
総
額
に
も
何
ら
の
影
響
も
起
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
っ
て
、
そ
の
与
え
ら
れ
た
生
産
物
量
が
形
態
を
か
え
た
だ
け
で
あ
ろ
う
。
生
産
物
の
よ
り
大
き
な
部
分
が
必
需
品
の
形
で
存
在
し
、
よ

り
小
さ
な
部
分
が
奢
修
品
の
形
で
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
だ
か
ら
、
賃
金
率
の
一
般
的
昂
騰
は
、
市
揚
価
格
を
一
時
的
に
撹
乱
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
ち
、
諸
商
品
の
価
格
の
永
続
的
変
動
を
な
ん
ら
生
ず
る
こ
と
な
し
に
、
利
潤
率
の
一
般
的
低
落
を
生
ず
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。
」

賃
金
基
金
説
に
よ
れ
ば
、
一
部
労
働
者
群
の
賃
金
引
上
げ
は
他
の
労
働
者
群
の
賃
金
を
引
下
げ
る
で
あ
ろ
う
し
、
一
般
的
に
い
っ
て
資
本

蓄
積
に
よ
る
以
外
、
実
質
賃
金
引
上
げ
の
試
み
は
物
価
を
上
昇
さ
せ
る
の
み
で
徒
労
に
お
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス

に
よ
れ
ば
、
需
給
の
調
整
を
通
じ
て
資
源
の
再
配
分
と
所
得
の
再
分
配
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に
労
働
組
合
の
賃
上
げ
は
成
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功
し
う
る
の
で
あ
り
、
徒
労
に
帰
す
る
も
の
で
は
な
い
。

七
二

（
－
）
写
彗
。
『
U
．
■
o
轟
9
毎
閃
①
詮
翼
一
〇
昌
o
h
島
①
≦
轟
窃
悶
仁
巳
↓
げ
8
運
o
団
目
o
q
Φ
彗
り
〇
一
臨
。
巴
国
。
8
2
3
、
”
霧
窪
琶
。
算
a
薯

　
竃
い
ピ
自
一
の
昌
山
竃
け
蜀
帥
≦
O
Φ
辞
，
一
Q
o
ひ
9

（
2
）
　
自
ぎ
讐
8
コ
○
昌
U
号
o
葺
・
℃
や
o
。
斜
ー
鈎
訳
は
森
耕
二
郎
「
労
賃
学
説
の
史
的
発
展
」
三
三
一
－
三
頁
に
よ
る
。

（
3
）
　
い
ω
・
客
一
F
↓
げ
日
算
2
0
昌
■
呂
呂
蟄
昌
師
一
言
Ω
巴
目
幹
冨
℃
ユ
葺
＆
ぎ
∪
院
器
誹
彗
δ
塁
帥
コ
餌
Ω
8
霧
巴
o
塁
し
～
や
ま
・
森
、
前
掲
書
　
三

　
三
三
頁
。

（
4
）
　
｝
、
》
。
ω
畠
偉
ヨ
℃
Φ
8
き
国
す
け
O
q
O
胤
国
0
8
0
ヨ
一
〇
》
β
巴
器
一
の
一
や
ひ
＄
。

（
5
）
　
基
金
説
を
放
棄
し
た
箏
情
に
つ
い
て
、
ミ
ル
の
思
想
的
側
面
か
ら
の
考
察
は
、
森
耕
二
郎
、
前
掲
書
が
く
わ
し
い
。
同
書
三
三
三
ー
九
頁
参
照
。

（
6
）
　
ヴ
ィ
ク
ぜ
ル
は
ス
ミ
ス
の
分
業
の
原
理
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
「
ア
ダ
ム
・
ス
、
・
・
ス
に
よ
っ
て
、
資
本
形
成
の
必
然
性
を
分
業
よ
り

　
説
明
せ
ん
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
た
。
け
だ
し
、
分
業
は
生
活
資
料
の
あ
る
程
度
の
貯
え
の
集
積
に
よ
っ
て
、
そ
の
労
働
者
の
生
計
が
確
保
さ
れ
る

　
揚
合
に
の
み
お
こ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
私
に
は
謬
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
分
業
は
そ
れ
だ
け
で
は
生
産
期
間
を
延
長
す
る

　
こ
と
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
短
縮
し
、
し
た
が
っ
て
元
来
新
し
い
資
本
形
成
を
必
要
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
、
北
野
熊
喜
男
訳

　
『
価
値
・
資
本
及
地
代
』
　
一
五
一
ー
二
頁
。

（
7
）
　
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
、
堀
経
夫
、
三
谷
友
吉
訳
『
国
民
経
済
学
講
義
』
理
論
篇
　
二
八
八
－
九
〇
頁
。

（
8
）
　
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
『
価
値
・
資
本
及
地
代
』
一
九
七
ー
八
頁
。

（
9
）
　
労
働
は
一
様
に
投
下
さ
れ
る
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
資
本
総
額
は
そ
の
期
間
の
半
分
だ
け
に
投
資
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
1
0
）
　
オ
の
決
定
は
次
の
方
程
式
に
よ
る
。
い
ま
2
を
利
子
率
と
す
れ
ば
、



　
　
　
　
　
　
　
　
N
鉢

　
　
　
N
”
（
噂
－
制
）
”
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
N

　
こ
れ
を
極
大
に
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
魯

　
　
　
執
”
特
i
鉢
ー

　
　
　
　
　
　
§

（
n
）
　
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
『
講
義
』
二
九
五
－
六
頁
。

（
1
2
）
　
荒
憲
治
郎
「
迂
回
生
産
ー
オ
ー
ス
ト
リ
ア
資
本
学
説
」
中
山
伊
知
郎
編
『
資
本
』
所
収
。

（
1
3
）
　
マ
ル
ク
ス
、
長
谷
部
文
雄
訳
『
賃
金
・
価
格
お
よ
ぴ
利
潤
』
二
三
ー
五
頁
。

一
〇
〇
頁
。

結

証口口

　
賃
金
基
金
説
は
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
に
資
本
理
論
の
観
点
か
ら
な
が
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
現
代
的
意
義
を
い
ま
だ
も
ち
あ
わ
せ
て
い

る
も
の
と
評
価
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
賃
金
基
金
説
が
べ
ー
ム
や
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
の
資
本
理
論
に
積
極
的
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
事

情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ミ
ル
の
定
式
化
は
、
な
る
ほ
ど
そ
れ
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
な
ら
、
賃
金
決
定

の
理
論
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
単
純
に
し
て
問
題
の
多
い
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
す
で
に
何
度

も
強
調
し
て
き
た
よ
う
に
、
基
金
説
は
賃
金
決
定
の
理
論
で
あ
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
古
典
学
派
の
資
本
理
論
な
の
で
あ
る
。
基
金
が
生
産

と
消
費
と
の
時
間
的
間
隔
を
架
橋
す
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
賃
金
の
前
払
い
を
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
基
金
説
は
ま
た
利
子
の
待

忍
説
を
も
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
リ
カ
ー
ド
オ
に
至
っ
て
は
資
本
と
労
働
の
相
対
価
格
の
変
化
に
つ
い
て
す
で
に
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七
三
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四

認
識
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
リ
カ
ー
ド
オ
の
価
値
論
が
典
型
的
な
意
味
で
の
賃
金
基
金
説
に
包
含
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
の
は
問
題

が
あ
ろ
う
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
主
張
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
資
本
理
論
と
し
て
の
基
金
説
に
リ
カ
ー
ド
オ
効
果
の
構
想
を
ふ
く
め
る
こ
と

は
、
一
般
的
に
は
許
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

　
基
金
説
の
限
界
や
問
題
点
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
て
き
た
。
し
か
し
よ
く
考
え
て
み
る
と
そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
基
金
説
の
限
界
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
の
い
う
よ
う
に
「
ま
こ
と
に
、
人
々
は
し
ば
し
ば
好
ん
で
、
安
価
な
る
批
判
を
も
っ
て
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

労
銀
基
金
説
を
打
倒
し
よ
う
と
し
た
け
れ
ど
も
、
し
か
も
一
層
良
き
も
の
を
も
っ
て
、
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
か
っ
た
」

の
で
あ
る
。
要
は
古
典
派
の
基
金
説
を
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
を
修
正
し
か
つ
補
充
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
　
ヴ
ィ
ク
ゼ
ル
『
価
値
』
一
九
七
頁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
四
年
七
月
一
四
日
　
受
理
）


