
終
身
雇
用
制
度
の
変
化
と
連
続
性

　
　
ー
ア
ベ
グ
レ
ン
の
新
著
を
中
心
と
し
て
1

雲

嶋
　
　
良
　
　
雄

（ユ1）終身雇用制度の変化と違続性

序

　
昭
和
三
〇
年
代
以
峰
に
お
け
る
わ
が
国
経
済
の
驚
異
的
と
も
い

う
べ
き
高
度
成
長
の
秘
密
は
何
か
。
こ
れ
が
今
日
の
西
欧
人
と
り

わ
け
ア
メ
リ
カ
人
の
関
心
の
ま
と
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を

め
ぐ
る
解
答
の
一
つ
は
、
す
で
に
一
九
五
八
年
に
出
版
さ
れ
た
ア

ペ
グ
レ
ン
（
』
1
ρ
＞
一
〕
①
α
o
σ
q
ぼ
目
）
の
、
．
H
ブ
o
－
凹
勺
凹
目
①
器
句
国
9
o
．

　
　
　
　
＾
1
）

q
、
に
お
い
て
、
そ
の
一
つ
の
重
要
な
要
因
が
わ
が
国
固
有
の

「
終
身
雇
用
制
度
」
に
あ
る
と
す
る
見
解
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
の
彼
の
指
摘
は
紙
幅
の
関
係
も

あ
っ
て
か
、
あ
ま
り
に
も
簡
単
で
あ
り
、
「
終
身
雇
用
制
度
」
の

定
義
や
こ
の
制
度
の
も
つ
功
罪
な
ど
に
つ
い
て
の
立
入
っ
た
検
討

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
そ
れ
か
ら
一
五
年
を
へ
た
一

九
七
三
年
、
ア
ベ
グ
レ
ン
は
再
び
こ
の
間
趨
を
、
峯
彗
晶
o
昌
竃
汁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
）

竃
o
峯
o
寿
g
二
と
題
す
る
新
著
の
な
か
で
と
り
あ
げ
、
そ
の
後

に
お
け
る
日
本
経
済
の
飛
躍
的
発
展
と
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
の

関
連
、
と
り
わ
け
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
変
化
と
連
続
性
に
つ
い

て
か
な
り
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
急
速
な
経
済
発
展
に
と
も
な
う

社
会
的
諸
制
度
の
変
化
の
も
と
で
、
日
本
固
有
の
雇
用
慣
習
と
い

わ
れ
る
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
あ

る
い
は
そ
の
基
本
的
特
質
に
お
い
て
は
何
ら
の
変
化
も
し
な
い
ま

ま
存
続
し
つ
つ
あ
る
の
か
、
と
い
う
の
が
新
著
の
中
心
課
題
を
な

し
て
い
る
。

　
わ
が
国
の
一
部
で
、
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
封
建
制
の
残
津
で
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あ
り
、
急
速
な
経
済
社
会
の
近
代
化
と
と
も
に
お
の
ず
か
ら
崩
壌

せ
ざ
る
を
え
な
い
と
す
る
声
も
き
か
れ
る
今
日
、
こ
の
ア
ベ
グ
レ

ン
の
主
張
を
一
督
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
は

な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
本
論
に
入
る
前
に
ま
ず
ア

ベ
グ
レ
ン
の
い
う
こ
の
制
度
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら

考
察
を
は
じ
め
よ
う
。

　
（
1
）
　
こ
の
書
に
つ
い
て
は
占
部
都
美
教
授
の
監
訳
に
よ
る
「
目
本
の

　
　
経
営
」
と
い
う
訳
書
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
（
昭
和
三
三
年
、
ダ
イ

　
　
ヤ
モ
ン
ド
社
）

　
（
2
）
　
こ
の
書
は
占
部
都
美
教
授
と
森
義
昭
氏
の
共
訳
に
よ
り
「
日
本

　
　
の
経
営
か
ら
何
を
学
ぶ
か
」
と
い
う
書
名
で
出
版
さ
れ
た
。
（
昭
和

　
　
四
九
年
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
）

　
　
こ
の
書
を
「
新
著
」
と
よ
ぷ
に
は
い
さ
さ
か
古
い
気
も
す
る
が
、

　
　
「
旧
著
」
に
対
す
る
「
新
著
」
と
い
う
意
味
で
そ
う
よ
ん
だ
に
す
ぎ

　
ず
「
近
著
」
の
意
味
で
は
な
い
。
な
お
本
書
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ

　
　
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
第
二
部
は
「
日
本
の
経
営
」
と
し
て
訳
出
さ

　
　
れ
た
前
著
の
再
録
で
あ
り
、
ま
た
第
三
部
は
一
九
六
六
年
に
実
施
し

　
た
研
究
の
中
で
一
九
五
六
年
と
一
九
六
六
年
の
時
点
を
比
較
し
た
研

　
究
報
皆
を
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
ベ
グ
レ
ン
が
新

　
著
の
中
で
展
開
し
て
い
る
論
述
の
主
要
部
分
は
第
一
部
の
中
に
見
出

　
さ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
本
稿
で
薪
著
の
第
一
部
を
中
心
に
考
察
す
る

　
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ
る
。

一
一
終
身
雇
用
制
度
の
特
質

　
ア
ベ
グ
レ
ン
は
ま
ず
、
自
ら
の
い
う
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

要
な
特
質
を
次
の
如
く
に
要
約
し
て
い
る
。

　
＾
」
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

　
↑
　
従
業
員
の
採
用
は
直
接
、
単
校
か
ら
で
あ
り
、
公
開
の
労

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
働
市
場
か
ら
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
彼
等
が
労
働
戦
力
に

　
　
加
わ
る
の
は
最
低
年
齢
層
か
ら
で
あ
る
。

　
）
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

　
↑
　
従
業
員
の
採
用
は
個
人
的
な
人
格
い
か
ん
に
よ
っ
て
決
定

　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
さ
れ
る
。
つ
ま
り
従
業
員
は
特
定
の
仕
事
の
た
め
に
雇
わ
れ

　
　
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
特
定
の
仕
事
の
た
め
に
応
募
す
る
の

　
　
で
も
な
い
。
む
し
ろ
将
来
、
追
加
従
業
員
が
必
要
と
な
る
と

　
　
い
う
期
待
の
も
と
に
、
ま
た
一
般
的
な
挙
校
教
育
で
は
収
得

　
　
で
き
な
い
技
能
が
社
内
訓
練
に
よ
っ
て
収
得
で
き
る
と
い
う

　
　
前
提
の
も
と
に
雇
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
入
社

　
　
の
資
格
要
件
は
経
歴
、
学
歴
お
よ
び
試
験
と
面
接
に
よ
っ
て

　
　
判
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
人
の
知
能
、
性
格
お
よ
ぴ
一

　
般
的
な
順
応
性
で
あ
る
。

）
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

↑
　
雇
用
は
採
用
さ
れ
た
従
業
員
の
全
生
涯
に
わ
た
る
。
雇
用

　
者
も
被
雇
用
者
も
、
こ
の
雇
用
燭
係
が
終
身
的
で
あ
る
か
ら
、

　
会
社
は
従
業
員
を
解
雇
し
た
り
一
時
解
雇
（
一
ミ
亀
）
し
た
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り
せ
ず
、
ま
た
従
業
員
は
他
の
雇
用
者
の
と
こ
ろ
へ
移
動
し

　
　
な
い
だ
ら
う
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
㈲
　
賃
金
は
基
本
的
に
従
業
員
の
勤
続
年
数
に
よ
っ
て
き
ま
る
。

　
　
初
任
給
は
率
業
し
た
学
校
教
育
の
レ
ベ
ル
の
関
数
で
あ
る
。

　
　
入
社
し
て
か
ら
の
昇
給
は
勤
続
年
数
の
関
数
で
あ
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
こ
の
制
度
の
も
と
で
は
、
勤
続
年
数
が
多
く
の
場
合
、

　
　
年
齢
に
比
例
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
㈲
　
労
働
組
合
は
会
社
の
全
従
業
員
を
包
含
し
て
い
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
、
欧
米
諸
国
に
お
い
て
し
ぱ
し
ぱ
み
ら
れ
る
労
働
組

　
　
合
の
管
轄
問
麗
は
、
と
き
に
お
こ
る
と
し
て
も
、
き
わ
め
て

　
　
ま
れ
な
こ
と
で
あ
る
。
労
働
協
約
は
一
般
的
に
い
っ
て
組
合

　
　
の
承
認
と
、
組
合
員
の
賃
金
問
題
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
し
か

　
　
も
経
営
者
と
組
合
と
の
団
体
交
渉
は
ほ
と
ん
ど
季
節
的
行
事

　
　
（
春
闘
）
と
な
っ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
ア
ベ
グ
レ
ン
の
指
摘
す
る
第
一
点
は
、
わ
が
国
に
欧

米
流
の
公
開
さ
れ
た
労
働
市
場
が
欠
如
し
て
お
り
、
従
業
員
の
ほ

と
ん
ど
が
学
校
か
ら
直
接
採
用
さ
れ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
新
入

社
員
の
平
均
年
齢
が
低
い
こ
と
を
意
味
し
、
第
二
点
は
、
わ
が
国

に
お
け
る
従
業
員
の
採
用
が
西
欧
諸
国
に
お
け
る
如
く
、
特
定
の

技
能
を
も
つ
労
働
者
（
手
足
）
の
充
足
を
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、

人
間
と
し
て
の
労
働
者
（
全
人
格
）
の
ま
る
が
か
え
方
式
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
、
第
三
点
は
1
こ
の
点
が
わ
れ
わ
れ
が
通
常
い

う
と
こ
ろ
の
終
身
雇
用
制
度
で
あ
る
が
－
わ
が
国
に
固
有
な
雇

用
方
式
と
い
わ
れ
る
「
終
身
雇
用
制
度
」
な
い
し
「
生
涯
雇
用
制

度
」
を
意
味
し
、
そ
こ
に
労
働
カ
の
流
動
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
四
点
は
、
わ
が
国
に
独
自
な
賃

金
形
態
と
し
て
の
年
功
賃
金
の
指
摘
で
あ
り
、
第
五
点
は
、
わ
が

国
に
独
自
な
企
業
別
組
合
に
関
す
る
指
摘
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
こ
れ
ら
の
諸
点
は
、
い
ず
れ
も
西
欧
流
の
雇
用
慣
行
と
は
異
な

る
日
本
独
自
の
雇
用
方
式
と
し
て
、
す
で
に
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ

る
か
ら
、
と
り
た
て
て
説
明
す
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

こ
う
し
た
指
摘
に
つ
い
て
；
冒
つ
け
く
わ
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、

彼
の
い
う
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
き
わ
め
て
広
義
な
も
似
で
あ
り
、

従
業
員
の
採
用
か
ら
企
業
別
組
合
に
ま
で
わ
た
っ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
通
常
、
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
い
う

言
葉
を
用
い
る
時
、
そ
こ
で
考
え
て
い
る
も
の
は
彼
の
指
摘
す
る

第
三
点
の
み
で
あ
り
、
彼
の
い
う
従
業
員
の
採
用
や
賃
金
制
度
の

問
題
、
さ
ら
に
は
企
業
別
組
合
の
問
題
の
如
き
は
、
こ
れ
を
「
終

身
雇
用
制
度
」
と
は
一
応
き
り
は
な
し
て
と
り
あ
げ
る
の
が
通
例
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だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
は

ア
ベ
グ
レ
ン
の
い
う
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
こ
の
よ
う
に
広
義
の

も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て
論
を
す
す
め
る
こ
と
が
必
要

　
　
＾
2
）

で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
独
特
な
雇
用
制
度
が
成

立
す
る
に
い
た
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
な
理
由
に
も
と
づ
く
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

根
千
枝
教
授
の
主
張
を
引
用
し
て
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
日
本
の
家
庭
の
中
で
み
ら
れ
る
も
う
一
つ
の
集
団
的
特
性

　
　
は
、
一
つ
の
企
業
を
一
つ
の
社
会
集
団
と
し
て
み
る
と
き
に

　
　
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
例
で
い
え
ぱ
、
企
業
と
い
う
一
つ

　
　
の
閉
鎖
的
な
社
会
集
団
は
「
終
身
雇
用
制
度
」
（
一
豪
生
ヨ
O

　
　
①
冒
官
o
く
冒
昌
け
m
壱
雷
冒
）
に
も
と
づ
い
て
組
織
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
こ
で
は
、
仕
事
は
従
業
員
の
生
活
に
と
っ
て
中
心
を
な
し

　
　
て
い
る
。
新
入
社
員
も
全
く
同
様
な
地
位
に
お
か
れ
、
そ
の

　
　
新
人
社
員
は
新
し
く
生
れ
た
家
族
の
一
員
の
よ
う
に
、
ま
た

　
　
新
し
く
入
籍
し
た
養
子
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
夫
の
家
族
の

　
　
と
こ
ろ
へ
嫁
入
り
す
る
花
嫁
の
よ
う
な
気
持
で
職
場
へ
受
入

　
　
れ
ら
れ
る
。

　
　
　
雇
用
者
と
従
業
員
の
関
係
は
契
約
関
係
で
は
説
明
で
き
な

　
　
い
。
雇
用
者
の
態
度
は
「
企
業
は
人
な
り
」
（
ま
①
雪
誌
H
－

　
唱
冨
一
ω
鶉
o
官
o
）
と
い
う
椿
言
の
精
神
に
よ
っ
て
説
明
す

　
　
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
雇
用
者
と
従
業
貝
と
は
し
ぱ

　
　
し
ぱ
夫
婦
の
間
と
同
じ
よ
う
に
、
固
く
密
着
し
た
人
と
人
と

　
　
の
結
び
つ
き
を
つ
く
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
運
命
共

　
　
同
体
を
な
し
て
い
る
と
い
う
信
念
を
、
こ
の
螢
言
は
裏
づ
け

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
関
係
は
明
ら
か
に
雇
用
者

　
　
と
被
雇
用
者
と
の
関
係
が
純
粋
に
契
約
的
な
関
係
で
は
な
く
、

　
　
従
業
員
は
も
と
よ
り
企
業
と
い
う
家
族
の
一
員
で
あ
る
が
、

　
　
彼
の
家
族
の
全
員
も
ま
た
よ
り
大
き
な
企
薬
家
族
に
自
然
に

　
　
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
L

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
た
ん
に
申
根
教
授
だ
け
の
見
解
で
は
な
く
、

日
本
企
業
の
現
実
を
知
る
す
べ
て
の
人
々
の
考
え
方
に
一
致
す
る
。

い
わ
ゆ
る
「
経
営
家
族
主
義
」
の
主
張
が
そ
れ
で
る
。
そ
し
て
こ

の
よ
う
な
多
年
に
わ
た
る
わ
が
国
の
経
営
家
族
主
義
思
想
を
背
景

と
し
て
成
立
し
た
も
の
こ
そ
「
終
身
雇
用
制
度
」
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
　
（
4
〕

い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ア
ベ
グ
レ
ン
の
中
心
的
研
究
課
題
は
「
終
身
雇
用

制
度
」
が
日
本
経
済
の
高
度
成
長
に
と
も
な
っ
て
、
ど
の
よ
う
に

変
化
し
た
の
か
、
そ
れ
と
も
基
本
的
に
は
何
ら
の
変
化
も
う
け
る
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（15）終身雇用制度の変化と連続性

こ
と
な
く
存
続
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
こ
の
間

題
を
考
え
る
た
め
、
わ
れ
わ
れ
は
何
よ
り
も
ま
ず
こ
の
制
度
が
経

済
成
長
に
対
し
て
も
つ
利
点
と
弱
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
が

＾
5
）

あ
る
。（

1
）
　
－
．
O
．
＞
ぎ
器
－
o
P
o
や
9
“
、
一
〇
ミ
・
（
訳
書
、
二
貫
－
一
二
員
）

（
2
）
　
ア
ペ
グ
レ
ン
は
「
終
身
雇
用
制
度
」
を
吊
宰
昌
彗
雷
↑
向
昌
－

　
旦
ξ
・
罵
自
ヰ
あ
る
い
は
中
根
教
授
が
用
い
て
い
る
ご
守
－
弐
昌
o
向
冒
．

　
旦
o
｝
冒
彗
片
ω
壱
ま
昌
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
な
い
で
、
ほ
と
ん
ど

　
の
場
合
、
』
閏
o
彗
o
器
■
冒
旦
o
｝
目
彗
“
ω
壱
ま
昌
と
い
う
言
葉
で
表

　
現
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
考
え
る
と
彼
の
い
う
「
終
身
雇
用
制

　
度
」
は
む
し
ろ
彼
の
用
語
そ
の
ま
ま
「
日
本
的
雇
用
制
度
」
と
訳
し

　
た
方
が
彼
の
意
に
即
し
た
も
の
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
新
著
全

　
体
を
つ
ら
ぬ
く
彼
の
問
題
の
焦
点
が
「
終
身
雇
用
制
度
」
に
む
け
ら

　
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
彼
が
こ
の
制
度
の
特
質
と
し
て

　
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
い
ず
れ
も
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
深
い
関
連

　
を
も
ち
、
そ
れ
ら
の
解
明
な
く
し
て
は
こ
の
制
度
の
日
本
的
特
質
を

　
理
解
し
え
な
い
も
の
ぱ
か
り
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ア
ベ
グ
レ
ン
の

　
主
張
を
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
し
て
把
握
す
る
ゆ
え
ん
は
こ
こ
に
あ

　
る
。

（
3
）
　
ア
ペ
グ
レ
ン
が
引
用
し
て
い
る
卒
根
教
授
の
著
書
は
次
の
も
の

　
で
あ
る
。

　
　
Ω
ま
乞
算
彗
9
－
岩
彗
鶉
O
ω
0
9
0
ξ
（
■
昌
O
O
P
岩
N
O
・
）
、
や

　
宝
1
H
㎞
．

（
4
）
　
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
「
経
営
家
族
主
義
」
と
の
関
連
に
つ
い

　
て
は
、
い
ま
だ
検
討
す
ぺ
き
多
く
の
問
魍
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
二

　
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
こ
の
問
題

　
に
つ
い
て
は
、
津
田
輿
激
教
授
の
「
目
本
的
経
営
の
台
座
」
（
中
央

　
経
済
社
、
昭
和
五
五
年
）
が
参
考
と
な
る
。

（
5
）
　
ア
ベ
グ
レ
ン
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
日
本
の
大
企
業
の
み
で

　
あ
り
、
中
小
企
業
は
そ
の
研
究
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ

　
て
中
小
企
業
に
お
け
る
労
働
移
動
の
多
い
点
な
ど
に
つ
い
て
は
、
ご

　
く
簡
単
に
ふ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

三
　
終
身
雇
用
制
度
の
利
点

　
ア
ペ
グ
レ
ン
は
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
利
点
と
し
て
、
労
働
者

の
動
機
づ
け
（
睾
o
ま
≦
ま
冒
o
｛
ま
①
■
凹
一
U
冒
司
o
H
8
）
、
労
働
力

の
配
分
の
合
理
性
（
冒
ω
ま
巨
φ
9
o
｛
ま
o
■
里
σ
昌
句
昌
8
）
、

労
使
関
係
の
安
定
性
（
o
o
邑
〕
旨
身
o
｛
■
p
一
U
畠
射
o
－
峯
o
島
）
お
よ

び
新
技
術
導
入
の
容
易
さ
（
H
算
8
旨
O
弍
昌
O
｛
オ
Φ
峯
崇
争
目
O
－
O
．

聖
）
の
四
点
を
あ
げ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
す
る
ア
ベ
グ
レ
ン
の
主
張
を

要
約
的
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
H
　
労
働
者
の
動
機
づ
け
－
日
本
の
労
働
者
の
も
つ
高
い
労

　
　
働
意
欲
と
動
機
づ
け
の
理
由
に
関
す
る
一
般
的
見
解
は
、
職
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場
の
組
織
が
日
本
の
家
族
の
組
織
と
密
着
し
て
い
る
と
い
う

点
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
す
で
に
前
項
に
ふ
れ
た
n
口
本

独
自
の
経
営
家
族
主
義
恩
想
を
考
え
て
み
れ
ぱ
、
お
の
ず
か

ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
多
年
に
わ
た
っ
て
き
ず
か

れ
た
経
営
家
族
主
義
思
想
と
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
た

「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も
と
で
は
、
企
業
は
家
族
組
織
の
基

礎
を
な
す
一
体
感
（
δ
彗
弍
ま
茎
旨
）
と
忠
誠
心
（
一
〇
岩
一
耳
）

の
恩
恵
を
従
業
員
か
ら
う
け
、
逆
忙
企
業
は
従
業
員
の
一
般

的
福
祉
、
休
日
、
冠
婚
葬
祭
な
ど
家
庭
の
出
来
事
に
た
い
す

る
配
慮
を
も
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
互
恵
的
に
対
応
し
て
い

る
。
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
同
じ
根
拠
か
ら
、
企
業

は
従
業
員
が
過
剰
と
な
っ
て
も
、
で
き
る
か
ぎ
り
こ
れ
を
解

雇
し
よ
う
と
は
し
な
い
し
、
一
時
解
雇
も
し
た
が
ら
な
い
。

他
方
、
従
業
員
は
ひ
と
た
び
あ
る
企
業
に
入
社
す
れ
ぱ
、
い

か
に
好
条
件
の
他
企
業
が
あ
っ
て
も
そ
こ
へ
移
ろ
う
と
は
し

な
い
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
経
済
状
況
の
い
か
ん
に
よ
づ
て

例
外
的
事
態
が
お
こ
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ぱ
、
一
九
七
一

年
に
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
の
需
要
が
減
退
し
た
時
、
日
立
製
作
所

は
一
時
解
雇
を
実
施
し
た
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
も
、
一
時

解
雇
さ
れ
た
従
業
員
は
そ
れ
ま
で
の
基
準
賃
金
に
対
し
て
一

　
時
解
雇
の
第
一
日
目
は
八
五
％
、
第
二
日
目
は
九
〇
％
、
第

　
三
日
目
は
九
五
％
と
い
っ
た
べ
ー
ス
で
賃
金
が
保
証
さ
れ
た

　
の
で
あ
る
。

　
　
要
す
る
に
、
従
業
員
の
立
場
か
ら
す
れ
ぱ
、
彼
の
将
来
も

　
彼
の
家
族
の
将
来
も
現
在
彼
を
雇
っ
て
い
る
企
業
の
盛
衰
い

　
か
ん
に
か
か
っ
て
い
る
。
も
し
企
業
が
繁
栄
し
て
い
く
な
ら

　
ぱ
、
彼
は
出
世
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
彼
の
ボ
ー
ナ
ス
も
多
く

　
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
彼
の
家
族
の
将
来
も
彼
と
と
も
に

　
幸
せ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
、
企
業
が
う
ま
く
い

　
か
な
く
な
る
と
、
彼
も
彼
の
家
族
も
不
幸
に
な
る
。
そ
こ
で

　
従
業
員
は
自
己
の
職
場
で
懸
命
に
働
き
、
職
場
の
繁
栄
を
通

　
じ
て
幸
せ
に
な
ろ
う
と
す
る
動
機
は
強
烈
に
な
ら
ざ
る
を
え

　
な
い
。
こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
は
、
企
薬
と
従
業
員
の

　
運
命
は
お
の
ず
か
ら
一
体
と
な
り
企
業
の
成
功
と
個
人
の
成

　
功
と
は
、
相
互
に
き
り
は
な
し
え
な
い
ほ
ど
に
縞
含
す
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
制
度
の
も
と
で
従
業
員
が
高
い
労
働
意

　
欲
を
発
揮
す
る
の
は
自
然
の
理
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い

　
で
あ
ろ
う
。

⇔
　
労
働
カ
の
配
分
の
合
理
性
－
多
く
の
西
欧
人
は
、
日
本

　
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
労
働
カ
の
流
動
性
を
阻
害
す
る
た
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め
経
済
的
に
非
能
率
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ

ま
り
に
皮
相
的
な
見
方
に
す
ぎ
な
い
。

　
ま
ず
日
本
の
労
働
者
が
企
業
に
入
社
す
る
の
は
公
開
の
労

働
市
場
か
ら
で
は
な
く
、
学
校
か
ら
直
接
入
っ
て
く
る
こ
と

は
、
さ
き
に
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
新
入

社
員
の
平
均
年
齢
が
低
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
も

従
業
員
の
給
与
は
そ
の
人
の
年
齢
の
関
数
で
あ
る
か
ら
、
高

度
な
経
済
成
長
に
と
も
な
っ
て
労
働
カ
を
急
遠
に
増
大
す
る

必
要
に
直
面
し
た
企
業
に
お
け
る
平
均
的
労
務
費
は
引
下
げ

ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
結
果
、
そ
の
企
業
は
賃
金
コ
ス

ト
の
面
で
さ
ら
に
そ
の
競
争
カ
を
強
化
す
る
こ
と
が
可
能
と

な
る
。
し
か
も
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
学
校
か
ら
直
接
採
用

さ
れ
る
若
年
労
働
者
は
最
新
の
技
能
教
育
を
う
け
た
人
々
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
低
成
長
企
業
の
労
働
カ
の
技
能
水
準

の
着
実
な
陳
腐
化
に
対
し
て
、
高
成
長
企
業
の
技
術
水
準
は

改
善
さ
れ
、
企
業
の
能
率
化
に
大
き
な
役
割
り
を
は
た
す
こ

と
と
な
る
。

　
さ
ら
に
、
日
本
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も
と
で
は
労
働

カ
の
流
動
性
が
阻
害
さ
れ
る
と
い
う
西
欧
人
の
皮
相
的
見
解

は
、
そ
れ
が
大
企
業
間
の
労
働
移
動
の
み
に
目
を
う
ぱ
わ
れ

　
て
、
犬
企
業
内
都
で
の
移
動
を
考
慮
し
て
い
な
い
点
に
み
ら

　
れ
る
。
能
率
的
な
日
本
企
業
の
規
模
が
増
大
す
る
と
き
、
た

　
と
え
ど
の
よ
う
な
不
利
益
が
企
業
間
労
働
移
動
の
欠
如
か
ら

　
発
生
し
よ
う
と
も
、
企
業
内
労
働
移
動
の
可
能
性
は
そ
の
不

　
利
益
を
補
っ
て
あ
ま
り
あ
る
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
企
業

　
内
で
他
の
職
場
へ
移
動
す
る
こ
と
は
、
従
業
員
の
不
足
し
た

　
ポ
ス
ト
を
補
充
す
る
の
み
な
ら
ず
、
従
業
員
の
再
訓
練
に
も

　
役
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も
と

　
で
は
、
企
業
内
の
労
働
移
動
は
従
業
員
の
勤
続
と
収
入
に
何

　
ら
の
不
利
も
も
た
ら
さ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
要
す
る
に
、
日
本
企
業
に
お
け
る
企
業
内
移
動
の
も
つ
稜

　
極
的
効
果
は
過
小
評
価
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
労
働
カ
を
必

　
要
に
応
じ
て
企
業
内
で
自
在
に
活
用
で
き
る
こ
と
か
ら
日
本

　
企
業
の
活
力
が
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

目
　
労
使
関
係
の
安
定
性
－
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
日
本
の
労

　
働
者
は
、
ど
ん
な
職
種
で
あ
ろ
う
と
全
員
が
組
合
員
と
な
る

　
い
わ
ゆ
る
企
業
別
組
合
（
彗
芹
雪
雫
室
昌
一
昌
）
を
結
成
し

　
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
企
業
別
組
合
の
形
態
が
、
日
本
に
固

　
有
な
「
終
身
雇
用
制
度
」
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
い
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

　
ら
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
け
だ
し
、
「
終
身
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雇
用
制
度
L
は
組
合
貝
の
職
種
や
技
能
の
同
一
性
と
い
う
こ

と
よ
り
も
、
彼
等
が
企
業
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、

組
合
は
企
業
の
全
従
業
員
を
包
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
組
合
と
企
業
と
の
交
渉
の
場
合
で
さ
え
、
組
合
員
は

自
分
が
企
業
の
一
員
で
あ
り
、
企
業
と
一
体
化
し
て
い
る
と

い
う
考
え
方
か
ら
脱
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
組
合
が
な

け
れ
ぱ
労
働
者
を
搾
取
す
る
で
あ
ろ
う
経
営
者
の
行
動
を
チ

ェ
ッ
ク
す
る
も
の
と
し
て
組
合
は
自
己
の
目
的
を
は
た
し
て

い
る
。

　
か
く
て
「
終
身
雇
用
制
度
」
に
基
礎
を
お
く
労
使
関
係
の

安
定
性
は
、
世
界
に
お
け
る
日
本
企
業
の
競
争
上
の
優
位
性

を
も
た
ら
す
主
要
な
源
泉
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
ス
ト
ラ
イ
キ
の
方
法
を
み
れ
ぱ
明

ら
か
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
に
お
け
る
日
本
的
な
方
法
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
ソ
　
ツ

経
営
者
と
組
合
代
表
と
の
面
子
を
傷
つ
け
る
こ
と
な
し
に
、

ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
度
を
減
ら
し
、
ス
ト
ラ
イ
キ
の
期
間
を
短

く
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
ス
ト
ラ
イ
キ
が
あ
ら
か
じ
め
予

知
で
き
る
、
い
わ
ゆ
る
「
審
闘
」
と
い
う
制
度
に
よ
っ
て
、

労
働
争
議
に
と
も
な
う
経
済
的
損
失
を
最
小
眼
に
し
て
い
る

こ
と
も
注
意
を
要
す
る
点
の
一
つ
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る

）四｛

ス
ト
ラ
イ
キ
の
直
接
的
損
失
は
、
最
近
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の

ス
ト
ラ
イ
キ
損
失
の
約
－
一
7
0
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
西
欧

で
は
職
能
別
組
合
に
属
す
る
少
数
の
労
働
者
が
、
し
ぱ
し
ぱ

企
業
全
体
の
操
業
を
閉
鎖
で
き
る
よ
う
な
ス
ト
ラ
イ
キ
を
お

こ
す
た
め
、
そ
の
損
失
は
日
本
の
場
合
よ
り
も
い
っ
そ
う
犬

き
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
後
に
わ
れ
わ
れ
が

最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
日
本
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
の

も
と
で
は
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
の
場
合
の
よ
う
な
労

使
の
利
害
の
対
立
が
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
欧
の

場
合
に
は
労
使
双
方
は
争
議
の
場
含
敵
対
者
と
し
て
対
立
す

る
。
し
か
し
企
業
の
従
業
員
全
員
を
組
合
員
と
し
、
し
か
も

そ
の
従
業
員
は
自
分
の
企
業
で
生
涯
を
送
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
日
本
の
企
業
別
組
合
が
、
争
議
の
場
合
経
営
者
と
相

対
す
る
時
に
は
、
こ
の
よ
う
な
敵
対
関
係
は
ほ
と
ん
ど
表
面

に
あ
ら
わ
れ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
新
技
術
導
入
の
容
易
さ
ー
す
で
に
ふ
れ
た
如
く
一
九
五

〇
年
、
日
本
経
済
の
一
人
当
り
の
国
民
総
産
出
高
は
、
ほ
ぼ

今
日
の
東
南
ア
ジ
ア
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
一
〇
〇

ド
ル
程
度
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
二
〇
年
を
経
過
し
て
一
人
当

り
の
産
出
高
は
ほ
ぼ
二
〇
倍
と
な
り
、
約
二
、
○
○
O
ド
ル
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（19）終身雇用制度の変化と連続性

　
に
増
加
し
た
。
こ
の
変
化
は
日
本
経
済
が
成
し
遂
げ
た
偉
業

　
の
大
き
さ
を
示
す
尺
度
で
あ
る
と
と
も
に
、
日
本
に
お
き
た

　
技
術
革
新
の
程
度
を
示
す
指
標
で
も
あ
る
。
あ
き
ら
か
に
、

　
こ
の
大
き
な
経
済
成
長
は
職
場
へ
の
巨
大
な
新
技
術
の
導
入

　
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
っ
た
。

　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
技
術
導
入
は
、
そ
れ
が
外
国
か
ら

　
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
国
産
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
い
ず
れ

　
の
場
含
に
お
い
て
も
何
ら
か
の
形
で
従
業
貝
の
職
務
の
変
化

　
を
と
も
な
う
。
新
技
術
を
導
入
す
る
た
め
に
は
生
産
工
程
の

　
変
化
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
生
産
工
程
の
変
化
は
、

．
何
ら
か
の
形
で
労
働
者
の
新
し
い
職
務
へ
の
適
応
を
必
要
と

　
す
る
。
そ
の
結
果
、
あ
る
職
務
は
新
技
術
に
よ
っ
て
と
っ
て

　
代
ら
れ
、
あ
る
職
務
は
格
下
げ
と
な
る
。
西
欧
に
お
い
て
新

　
技
術
の
導
入
に
対
す
る
強
い
低
抗
の
歴
史
が
あ
る
の
は
む
し

　
ろ
当
然
で
あ
る
。
で
は
日
本
の
企
業
が
ほ
と
ん
ど
従
業
員
か

　
ら
の
低
抗
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ほ
ど
急
速
な
技
術
革

　
新
を
な
し
と
げ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ

　
1
ろ
う
か
。

　
　
そ
の
最
も
大
き
な
理
由
と
し
て
あ
げ
ね
ぱ
な
ら
な
い
も
の

　
は
「
終
身
雇
用
制
度
」
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
も
と
で
は
従

　
業
員
は
、
た
と
い
新
技
術
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼

　
の
職
務
が
変
っ
た
と
し
て
も
、
雇
用
は
保
証
さ
れ
、
賃
金
収

　
入
も
お
ぴ
や
か
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ

　
導
入
さ
れ
た
新
技
術
に
よ
っ
て
企
業
の
競
争
カ
が
強
く
な
る

　
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
従
業
員
に
と
っ
て
も
利
益
と
な
る
。
そ

　
の
企
業
が
利
潤
を
あ
げ
て
成
長
す
る
に
つ
れ
て
、
従
業
貝
は

　
企
業
利
潤
か
ら
よ
り
多
く
の
ボ
ー
ナ
ス
が
え
ら
れ
る
の
み
で

　
な
く
、
昇
進
も
よ
り
速
く
な
る
。
そ
し
て
ま
た
高
成
長
企
業

　
の
従
業
員
で
あ
る
と
い
う
誇
り
を
も
か
ち
と
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
こ
れ
に
比
し
て
西
欧
に
お
い
て
は
、
ラ
ダ
イ
ト
の
伝
統

　
は
未
だ
消
え
て
は
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
新
技
術
の
導
入
は

　
脅
威
と
み
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
ア
ペ
グ
レ
ン
は
日
本
の
「
企
業
別
組
合
」
が
そ
の
連
合
組
織
と

　
し
て
の
産
業
別
連
合
あ
る
い
は
金
国
連
合
の
下
位
組
織
を
形
成
し
て

　
い
る
点
は
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
彼
に
よ
れ
ぱ
こ
れ
ら
連
合
組
織

　
は
基
本
的
に
政
治
志
向
に
と
ら
わ
れ
て
お
り
、
な
か
で
も
最
大
の
金

　
国
連
合
組
織
は
北
京
志
向
の
日
本
社
会
党
の
主
要
な
支
持
団
体
と
な

　
っ
て
い
る
、
と
述
ぺ
て
い
る
。
（
－
．
O
。
≧
U
o
o
目
o
q
－
雪
一
峯
竃
晶
o
－
自
雪
“

　
P
目
ρ
峯
O
｝
胃
一
岩
も
．
や
室
’
）
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一橋諭叢 第八十七巻 第三号　（20）

四
一
終
身
雇
用
制
度
の
弱
点

　
ア
ベ
グ
レ
ン
は
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
弱
点
と
し
て
、
労
働
カ

の
流
動
性
の
欠
如
（
■
彗
庁
o
｛
■
昌
實
峯
o
巨
一
｛
）
、
経
済
成
長

へ
の
依
存
（
U
毫
彗
o
彗
8
o
｛
Ω
8
≦
書
）
、
高
い
固
定
費
、
（
聖
嘗

里
弟
O
O
O
ω
誌
）
、
合
併
の
困
難
（
H
監
串
O
巨
o
目
皿
o
｛
竃
o
轟
實
閉
）

　
　
　
　
　
　
＾
1
〕

な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
前
項
と
同
じ
く
こ
れ
ら
諸

間
題
の
要
点
を
ア
ベ
グ
レ
ン
の
論
述
に
し
た
が
っ
て
み
て
い
く
こ

と
に
し
よ
う
。

　
H
　
労
働
カ
の
流
動
性
の
欠
如
－
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も

　
　
と
で
労
働
カ
の
流
動
性
が
制
約
を
う
け
る
こ
と
は
何
人
も
否

　
　
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
具
体
的
に
い
え
ぱ
、

　
　
ま
ず
第
一
に
企
業
が
従
業
員
の
増
員
を
必
要
と
す
る
時
、
社

　
　
外
か
ら
の
雇
い
入
れ
が
む
ず
か
し
く
、
そ
の
結
果
と
し
て
予

　
　
め
人
員
の
過
剰
採
用
が
必
要
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

　
　
そ
の
結
果
と
し
て
企
業
は
、
少
く
と
も
入
社
後
数
年
間
は
有

　
　
効
な
仕
事
に
用
い
ら
れ
そ
う
も
な
い
挙
卒
者
の
大
き
な
溜
り

　
　
場
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
人
件
費
の
増
大
と
し
て
は

　
　
ね
か
え
る
だ
け
で
な
く
、
彼
等
が
重
要
な
仕
事
に
つ
く
ま
で

　
　
の
間
、
機
会
の
欠
如
に
と
も
な
う
多
く
の
不
平
や
不
満
を
酸

　
成
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
　
第
二
に
、
こ
の
雇
用
制
度
の
も
と
で
は
無
能
力
な
従
業
員

　
を
退
職
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
あ
る
製
鉄
会
社
の
人

　
事
部
が
、
肉
体
的
あ
る
い
は
精
神
的
に
能
カ
が
な
い
た
め
に
、

　
ど
ん
な
仕
事
で
も
有
効
に
遂
行
で
き
な
い
約
五
〇
人
ほ
ど
の

　
従
業
員
を
解
雇
す
る
よ
う
上
級
管
理
者
に
提
案
し
た
。
し
か

　
し
こ
の
提
案
は
拒
否
さ
れ
た
。
そ
の
理
由
は
、
日
本
に
お
け

　
る
貧
困
な
福
祉
政
策
を
考
慮
す
る
な
ら
ぱ
、
企
業
は
こ
れ
ら

　
の
従
業
員
の
雇
用
を
継
続
す
る
義
務
が
あ
る
、
と
い
う
も
の

　
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
日
本
で
は
大
企
業
が
政
府
の
福
祉
政
策

　
の
一
部
を
代
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
第
三
に
、
日
本
の
企
業
が
自
社
内
で
は
開
発
で
き
な
い
技

　
術
を
必
要
と
す
る
時
、
そ
れ
ら
を
専
門
と
す
る
技
術
者
を
外

　
部
か
ら
補
充
す
る
．
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
そ
の
企
業
が
新
技
術
を
必
要
と
す
る
新
分
野
へ
の
参

　
入
を
阻
止
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

⇔
　
経
済
成
長
へ
の
依
存
1
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も
と
で

　
は
労
働
カ
の
規
模
を
縮
小
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
い

　
っ
た
ん
経
済
の
低
成
長
が
長
期
に
わ
た
る
よ
う
な
事
態
が
生

　
ず
る
と
、
需
要
の
急
激
な
低
下
は
生
産
コ
ス
ト
に
破
壊
的
な
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（21）　終身雇用制度の変化と連続性

　
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
日
本
の
賃
金
制

　
度
が
年
功
賃
金
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
増
幅
さ
れ

　
る
。
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
経
済
の
高
度
成
長
期
に
は
大
き

　
な
競
争
上
の
利
点
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
低

　
成
長
に
転
化
す
る
と
鋭
角
的
な
マ
イ
ナ
ス
要
因
と
し
て
作
用

　
す
る
。

⇔
　
高
い
固
定
費
－
日
本
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
も
た
ら

　
す
一
つ
の
明
瞭
な
結
果
は
、
そ
れ
が
生
産
コ
ス
ト
と
価
格
政

　
策
に
お
よ
ぽ
す
影
響
で
あ
る
。
日
本
の
企
業
は
急
速
に
増
大

　
す
る
需
要
に
対
応
す
る
た
め
に
、
き
わ
め
て
高
水
準
の
設
備

　
投
資
を
お
こ
な
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
固
定
利
子
を

　
と
も
な
う
銀
行
借
入
に
よ
っ
て
投
資
の
犬
都
分
を
ま
か
な
っ

　
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
日
本
の
企
業
は
か
な
り
の
高
い
固
定

　
費
を
負
担
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
年
功
賃
金
に
も

　
と
づ
く
高
い
労
務
費
と
い
う
固
定
費
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
借
入
れ
資
本
利
子
と
労
務
費
と
い
う
二
重
の
負
担

　
は
日
本
企
業
が
高
度
成
長
期
に
お
い
て
の
み
た
え
う
る
も
の

　
と
い
わ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
　
し
か
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
需
要
が
減
退
し
た
時
あ
る

　
い
は
予
想
よ
り
も
低
い
需
要
に
直
面
し
た
時
、
変
動
費
を
こ

　
え
る
価
格
が
確
保
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
生
産
能
力
い
っ
ぱ
い
に

　
設
備
を
稼
動
し
よ
う
と
す
る
刺
戟
が
は
た
ら
く
。
そ
の
結
果

　
は
市
場
価
椿
の
大
幅
な
低
落
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
と
な
る
の

　
は
自
明
で
あ
る
。
（
西
欧
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
減
産

　
に
よ
っ
て
コ
ス
ト
の
か
な
り
の
部
分
を
削
減
で
き
る
）
か
く

　
て
予
想
よ
り
低
い
需
要
水
準
に
達
し
た
場
合
、
企
業
の
収
益

　
性
は
減
退
し
深
刻
な
経
営
難
に
お
ち
い
る
こ
と
と
な
る
。
日

　
本
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
非
能
率
な
日
本
企
業
に
と
っ
て

　
ま
さ
に
懲
罪
的
な
環
境
を
つ
く
り
出
す
。

㈲
　
合
併
の
問
題
－
も
う
一
つ
の
弱
点
と
し
て
、
こ
の
雇
用

　
制
度
が
企
業
の
有
効
な
合
併
を
困
難
に
し
て
い
る
点
を
あ
げ

　
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
程
度
の
業
綬
を
あ
げ
て
い
る
二
つ

　
の
企
業
を
合
併
す
る
こ
と
は
、
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
も
と
で

　
は
き
わ
め
て
困
難
で
あ
り
、
む
し
ろ
不
可
能
に
近
い
。
八
幡

　
製
鉄
と
窟
士
製
鉄
、
あ
る
い
は
現
在
の
新
三
菱
重
工
に
合
併

　
さ
れ
て
い
る
三
つ
の
企
業
の
場
合
の
如
く
、
以
前
長
い
間
合

　
併
し
て
い
た
歴
史
が
あ
ウ
た
企
業
で
さ
え
も
、
再
ぴ
合
併
す

　
る
こ
と
に
は
多
く
の
困
難
が
あ
っ
た
。
そ
の
主
要
な
原
因
は

　
人
事
問
題
に
関
係
し
て
い
る
。
肩
書
と
地
位
に
関
す
る
合
意

　
に
つ
い
て
の
困
難
は
も
と
よ
り
、
他
の
人
事
関
係
諸
制
度
に
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つ
い
て
合
意
に
達
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
問
題
で
あ
っ
た
。

ま
た
二
つ
の
労
働
組
合
を
一
つ
に
す
る
こ
と
は
大
変
な
仕
事

　
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
、

「
終
身
雇
用
制
度
」
の
た
め
に
、
合
併
に
よ
る
人
件
費
節
減

　
を
実
現
す
る
こ
と
が
事
実
上
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
合
併

　
に
よ
る
主
要
な
利
益
の
一
つ
で
あ
る
労
働
カ
節
減
の
可
能
性

　
は
、
人
員
の
自
然
滅
耗
を
ま
つ
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
二
社
の
例
は
合
併
が
実
現
し
た
か
ら
ま
だ
よ
い

　
方
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
合
併
を
困
難
に

　
す
る
例
と
し
て
は
、
王
子
製
紙
、
十
条
製
紙
、
本
州
製
紙
の

　
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
三
社
も
戦
前
は
同
一

　
の
企
業
で
あ
り
、
数
年
に
わ
た
っ
て
合
併
の
間
題
が
真
剣
に

　
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
は
人
事
間
題
の
調
整
が
困

　
難
な
た
め
合
併
は
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
ユ
）
　
ア
ペ
グ
レ
ン
は
こ
の
四
項
目
の
ほ
か
に
、
「
国
際
的
経
営
の
諸

　
問
題
」
（
串
O
匡
Φ
冒
㎝
O
｛
H
津
宵
星
弍
O
畠
－
冒
竃
晶
O
目
雪
“
）
と
い

　
う
一
項
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
彼
が
述
べ
て
い
る

　
内
容
は
あ
ま
り
「
終
身
雇
用
」
と
関
係
が
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
省

　
略
す
る
。

五
　
終
身
雇
周
制
度
の
変
化
と
連
続
性

　
日
本
に
固
有
な
雇
用
慣
行
と
し
て
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
、

ア
ベ
グ
レ
ン
に
よ
れ
ば
以
上
の
如
き
利
点
と
弱
点
を
も
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
前
者
を
強
調
す
る
人
々
は
こ
の
制
度
の
存
続
の
必
要
を

主
張
し
、
後
者
を
強
調
す
る
人
々
は
こ
の
制
度
の
変
革
な
い
し
近

代
化
の
必
要
を
強
調
し
、
西
欧
型
雇
用
制
度
へ
の
移
行
の
必
要
性

を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ
で
は
わ
が
国
に
お
け
る
こ
の
雇
用
制
度

の
実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ア
ペ
グ
レ
ン
に
よ
れ
ぱ
、
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
こ
の
よ
う
な

利
点
と
弱
点
を
も
ち
な
が
ら
現
在
の
と
こ
ろ
存
続
し
て
い
る
。
し

か
し
、
こ
の
雇
用
制
度
も
わ
が
国
の
高
度
成
長
に
と
も
な
う
日
本

人
の
態
度
や
価
値
観
の
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い

「
終
身
雇
用
制
度
」
は
現
在
の
ま
ま
の
形
で
存
続
し
つ
づ
け
る
の

で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
部
の
人
々
の
い
う
如
く
、
そ
れ
は
や

が
て
崩
壊
へ
の
道
を
た
ど
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ア
ベ
グ
レ

ン
の
新
著
に
お
け
る
最
終
課
題
で
あ
る
。

　
ア
ベ
グ
レ
ン
は
い
う
。
過
去
一
世
代
に
お
け
る
日
本
経
済
の
高

度
成
長
と
い
う
偉
業
を
可
能
に
し
た
の
は
、
日
本
社
会
の
根
底
に

　
　
、
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

あ
る
連
続
性
（
o
冒
吐
暑
一
ξ
）
と
安
定
性
（
ω
＄
巨
一
身
）
で
あ
る
。
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一
人
当
り
の
国
民
総
生
産
高
が
一
九
五
〇
年
に
は
一
〇
〇
ド
ル
に

も
み
た
な
か
っ
た
も
の
が
、
一
九
七
〇
年
に
は
二
、
○
○
O
ド
ル

近
く
に
達
し
、
国
民
所
得
が
名
目
で
一
九
四
七
年
以
降
二
十
三
年

間
で
四
十
五
倍
以
上
に
増
加
す
る
ま
で
の
過
程
で
生
じ
た
日
本
社

会
の
変
貌
に
は
お
ど
ろ
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
で
な
い
社
会
変
化
で
さ
え
、
日
本
ほ
ど
の
連
続

性
と
同
質
性
を
も
た
な
い
国
や
、
日
本
ほ
ど
安
定
し
て
い
な
い
国

の
社
会
構
造
は
破
壊
的
な
影
響
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。
現
代
の
い

ず
れ
の
国
も
日
本
ほ
ど
急
速
に
変
化
し
た
国
は
な
い
の
で
あ
る
が
、

そ
う
し
た
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
分
自
身
の
特
色
－
終
身
雇

用
制
度
を
合
め
て
1
を
日
本
ほ
ど
し
っ
か
り
と
維
持
し
て
い
る

国
は
な
い
。
こ
の
う
ち
、
あ
る
部
分
は
す
ぐ
れ
た
管
理
者
の
カ
に

負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
大
都
分
は
日

本
社
会
の
安
定
性
と
伝
統
の
強
さ
に
負
う
も
の
で
あ
る
。
ア
ペ
グ

レ
ン
は
こ
う
し
た
日
本
経
済
の
強
さ
に
関
し
て
中
根
教
授
の
著
斉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
三

か
ら
次
の
如
き
重
要
な
一
文
を
引
用
し
て
い
る
。

　
　
「
永
続
性
の
要
素
が
発
見
さ
れ
る
の
は
、
明
白
な
文
化
的
要

　
　
因
に
お
い
て
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な

　
　
制
度
に
お
い
て
で
あ
る
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
制
度
は
ー

　
　
「
終
身
雇
用
制
度
」
を
も
含
め
て
ー
日
本
人
の
活
動
の
原

　
　
動
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
ユ
ニ
ー
ク
な
特
性
を
も
つ
日
本
文
化

　
　
の
申
で
醸
成
さ
れ
た
日
本
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
近
代
化
の

　
　
過
程
の
中
で
日
本
は
西
欧
の
文
化
的
要
素
を
数
多
く
輸
入
し

　
　
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
常
に
部
分
的
で
あ
り
か
つ
断
片
的
で

　
　
あ
っ
た
し
、
ま
た
現
在
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も

　
　
日
本
の
国
語
が
外
来
の
言
葉
を
借
用
し
て
い
ろ
い
ろ
の
新
語

　
　
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
固
有

　
　
の
文
章
構
造
や
文
法
を
保
っ
て
い
る
言
語
で
あ
る
の
と
似
て

　
　
い
る
。
日
本
の
外
観
は
過
去
一
〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
ド
ラ
マ

　
　
チ
ヅ
ク
な
変
化
を
受
け
て
き
た
が
、
基
本
的
な
社
会
構
造
に

　
　
は
ほ
と
ん
ど
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
L

　
か
く
て
ア
ベ
グ
レ
ン
は
再
ぴ
自
問
し
て
い
る
。
日
本
で
発
達
し

て
き
た
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
か
、
と
。
そ

し
て
い
う
。
「
終
身
雇
用
制
度
」
は
そ
の
基
本
的
な
あ
り
方
に
お

い
て
も
、
あ
る
い
は
広
範
な
方
法
に
お
い
て
も
変
化
し
て
い
な
い

と
い
え
る
、
と
。
も
と
よ
り
「
終
身
雇
用
制
度
」
に
変
化
が
生
じ

て
い
る
と
い
う
見
解
は
た
え
ず
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
終
身
雇
用
制
度
」
が
変
容
を
う
け
て
い
る
と
い
う
証
拠
と
し
て

あ
付
ら
れ
る
事
例
は
、
こ
の
制
度
の
内
容
に
関
す
る
断
片
的
な
変

化
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
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断
片
的
な
変
化
は
こ
の
制
度
の
基
本
的
か
つ
広
範
な
変
化
を
証

明
す
る
も
の
と
し
て
は
何
も
提
供
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え

ば
、
西
欧
の
ビ
ジ
ネ
ス
・
ス
ク
ー
ル
で
教
育
を
受
け
た
若
者
た
ち

が
、
企
業
間
の
移
動
に
何
ら
の
低
抗
感
を
も
た
な
い
こ
と
と
か
、

最
近
の
日
本
で
年
功
給
に
代
っ
て
職
務
給
を
採
用
す
る
企
業
が
増

加
し
は
じ
め
た
と
か
、
と
い
っ
た
例
が
こ
の
制
度
の
変
容
を
裏
づ

け
る
も
の
と
し
て
唱
道
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
個
々

の
事
例
は
未
だ
一
部
の
日
本
企
業
で
試
行
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
に
す
ぎ
ず
、
量
的
に
も
質
的
に
も
「
終
身
雇
用
制
度
」
を
基
本

的
に
変
革
す
る
も
の
と
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
し
て
ア

ベ
グ
レ
ン
が
こ
の
制
度
の
特
質
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
企
業

別
組
合
が
欧
米
の
如
き
職
能
別
組
合
や
産
業
別
組
合
に
転
化
し
て

い
く
こ
と
な
ど
は
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
た
し
か
に
、
日
本
の
よ
う
に
急
速
な
変
化
が
進
行
し
て
い
る
国

で
は
、
ど
の
よ
う
な
制
度
も
あ
る
程
度
の
圧
カ
を
う
け
、
あ
る
種

の
変
化
を
う
け
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
日
本
の
雇
用
制

度
が
論
議
さ
れ
、
再
検
討
さ
れ
、
そ
し
て
あ
る
程
度
改
良
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
過
去
二
〇
年
間
を
公
平
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
時
、
そ
こ
に
み

ら
れ
る
も
の
は
顕
著
な
連
続
性
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
基

本
的
な
変
化
は
し
ぱ
し
ぱ
予
告
ξ
れ
て
は
い
る
が
、
未
だ
生
じ
て

い
な
い
。

　
ア
ベ
グ
レ
ン
は
一
九
三
三
年
に
公
刊
し
た
H
己
冨
巨
巴
■
凹
一
U
冒

ま
－
岩
彗
の
中
で
す
で
に
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

　
「
日
本
の
変
革
の
す
ぱ
ら
し
さ
と
そ
の
急
速
性
に
も
か
か
わ
ら

　
ず
、
そ
れ
は
い
く
つ
か
の
西
欧
諸
国
の
産
業
発
展
の
場
合
と
異

　
っ
て
、
過
去
の
伝
統
と
慣
習
を
革
命
的
に
破
壊
す
る
よ
う
な
事

　
態
を
と
も
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
た
ず
ね
る
た
め
に
は

　
日
本
の
経
営
家
族
主
義
的
制
度
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
の
重
要

　
性
を
も
う
一
度
強
調
し
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
－
：
こ

　
の
経
営
家
族
主
義
的
制
度
の
影
響
カ
か
ら
日
本
に
お
け
る
企
業

　
組
織
の
将
来
に
関
す
る
基
本
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
問
題

　
は
、
日
本
の
将
来
の
企
業
組
織
が
、
伝
統
的
な
価
値
観
お
よ
ぴ

　
影
響
カ
と
、
産
業
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
日
本
に
生
じ
て
い

　
る
新
し
い
価
値
観
お
よ
び
影
響
カ
と
の
間
の
対
立
矛
層
の
な
か

　
で
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
、
伝
統
的

　
な
日
本
の
杜
会
組
織
の
中
に
新
し
い
価
値
観
お
よ
ぴ
影
響
カ
を

　
統
合
す
る
何
ら
か
の
手
段
が
発
達
し
う
る
か
ど
う
か
、
と
い
う

　
問
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
」
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（25）　終身雇用制度の変化と連続性

　
そ
し
て
ア
ベ
グ
レ
ン
は
い
う
。
こ
の
間
題
は
一
九
三
〇
年
代
以

来
変
わ
っ
て
い
な
い
。
一
九
五
六
年
か
ら
一
九
六
六
年
の
期
間
に

お
け
る
こ
の
研
究
は
、
再
び
企
業
組
織
に
関
す
る
日
本
的
ア
プ
ロ

ー
チ
ー
－
「
終
身
雇
用
制
度
」
が
持
続
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
、
と
。
た
し
か
に
日
本
の
社
会
は
、
他
の
い
ず
れ
の
国

と
も
同
じ
よ
う
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
し
、
ま
た
変
化
し
つ
づ
け
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
の
社
会
の
変
化
は
緩
慢
で
あ
り
、
連
続

的
で
あ
る
。
日
本
の
社
会
は
、
た
と
え
表
面
的
に
ど
れ
ほ
ど
の
変

化
を
反
映
し
よ
う
と
も
、
イ
の
基
礎
に
お
い
て
は
そ
れ
ほ
ど
急
速

に
は
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
変
化
は
お
こ
る
に
し
て
も
、

そ
の
変
化
が
間
も
な
く
お
こ
る
で
あ
ろ
う
と
か
、
そ
の
変
化
が
た

だ
ち
に
西
欧
の
モ
デ
ル
を
指
向
す
る
で
あ
ろ
う
と
か
、
と
い
う
点

は
今
の
と
こ
ろ
け
っ
し
て
明
確
で
は
な
い
。

　
こ
れ
が
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
連
続
か
、
崩
壊
か
と
い
う
間
題

に
関
す
る
ア
ベ
グ
レ
ン
の
結
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
日
本
固

有
の
慣
行
と
し
て
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
強
い
連
続
性
を
強
調

し
、
こ
の
制
度
の
将
来
に
つ
い
て
も
存
続
の
可
能
性
の
強
い
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
ユ
）
　
こ
の
点
は
中
根
教
授
の
次
の
著
書
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
　
○
巨
。
乞
嘗
庁
顯
．
一
。
こ
里
喀
…
竃
ω
o
g
o
ぐ
（
■
o
邑
2
一
し
ミ
o
ら
．
H
ち
）

未
　
む
す
び

　
も
と
よ
り
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
存
続
を

強
調
す
る
ア
ベ
グ
レ
ン
の
主
張
に
は
、
現
実
に
わ
が
国
企
業
に
生

じ
つ
つ
あ
る
、
こ
の
制
度
の
変
化
－
た
と
え
ば
基
本
給
の
職
務

給
化
傾
向
や
労
働
組
合
の
団
体
交
渉
権
の
強
化
な
ら
ぴ
に
一
部
に

み
ら
れ
る
労
働
カ
の
流
動
化
傾
向
な
ど
1
を
軽
視
し
、
抽
象
的

な
社
会
学
の
一
般
理
論
を
も
っ
て
自
説
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
終
身
雇
用
制
度
」
の
実
質
的
内
容

を
な
す
こ
れ
ら
の
個
別
的
変
化
に
注
目
し
、
こ
の
制
度
の
崩
壊
あ

る
い
は
近
代
化
を
主
張
す
る
人
々
を
、
日
本
と
西
欧
と
の
間
に
あ

る
伝
統
や
思
考
慣
習
の
基
本
的
相
違
を
無
視
す
る
者
と
し
て
、
一

方
的
に
き
め
つ
け
る
如
き
主
張
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
日
本
の

企
業
を
よ
く
知
る
ア
ベ
グ
レ
ン
の
「
終
身
雇
用
制
度
」
に
関
す
る

論
述
に
は
、
さ
す
が
に
適
確
な
も
の
が
多
く
、
彼
の
提
起
し
た
間

題
は
今
後
も
学
界
に
お
け
る
重
要
な
争
点
の
一
つ
と
し
て
残
る
こ

と
だ
け
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
追
記
　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
ア
ペ
グ
レ
ン
の
原
書
を
探
し
出
し

　
　
て
お
譲
り
い
た
だ
い
た
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
出
版
局
の
田
村
氏
の
御

　
好
意
に
深
く
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橘
大
学
教
授
）
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